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産

業

社

会

学
.

の

動

向

と
そ

の

課
題

青

沼

吉

松

一
産
業
社
会
学
の
成
立
と
そ
の
動
向

社
会
学
者
と

S

霧
が
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
対
象
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
瞥
な
盡
か
ら
分
析
し
た
典
型
的
溝

と

し

て

、

分

業
I

お
け
るH

ミ
丨
ル
•
テ
ュ
ル
ヶ
丨

ム

と

ア
ダ
ム
•

ス
ミ
ス
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
分
業
を
社
会

連
帯
性
の
観
点
か
ら
問
題
に
し

た

の

に

，
し
し
て

雪
は
そ
れ
を
技
称
的
な
意
味
に
限
定
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
盡
力
の
そ
れ
か
ら
取
り
扱
っ
た
。
共
通
の
研
究
対
象
を
興
な
っ

た
角
度
力
ら
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
，両
者
の
間
に
は
、
学
問
的
協
働
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
角
的
分
析
を
ま
っ
て
、

l

i

丈
実
践 

に
近
づ
く
こ
と

.

が
で
き
る
。

.

.
こ
の
事
例
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
現
象
へ
の
社
会
学
的
方
法
の
適
用
は
順
調
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
ド
イ
ッ
に
お
け
る
経
営
社
会
学
の
形 

成
、
わ
が
国
で
の
高
島
雲

な

ど
.

に
よ
る
経
済
社
寒
の
提
唱
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
実
り
の
多
V

?

は
な
か
っ
た
。
産
業
社
拿
と
い 

う
名
狗
の
も
と
で
の
こ
の
研
究
分
野
の
急
速
な
発
達
は
、

一
九
四
〇
年
代
以
降
の
も
の
で
あ
っ
た
。

：

こ
の
I
招

拿
の
発
端
を
開
い
た
の
は
、

エ
ル

ト

ン

• 

メ
ィ
ョ
丨

に

よ

っ

て
指
導
さ
れ
た
ホ
丨

ソ

ン

繼

の

繁
で

あ

っ

た
。

そ

こ

で

は

、

適
業
:̂
会
学
の
勋
sl'
i
jと
そ
の
课
：

S-， 

一

(

九
ニ)
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ニ 

(

九
三)

非
公
式
な
小
集
団
の
勞
働
者
に
与
え
る
影
響
力
が
注
目
さ
れ
、
協
働
の
自
発
的
態
度
た
る
モ
ラ
ー
ル
が
重
視
さ
れ
る
。
労
働
者
の
感
情
的
•
情
緒 

的
側
面
の
み
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
る
と
、
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
コ
ミ
ュ
一
一
ヶ
ー
ツ
ョ
ン
の
不
備
に
起
因
す
る
も
の
と
さ
れ
や
す
く
、

一
 

切
の
制
度 

的
改
革
は
無
視
さ
れ
、：
即
効
的
な
対
症
療
法
が
出
て
き
が
ち
で
あ
.る
。
指
摘
さ
れ
る
の
は
微
視
的
問
題
の
技
術
的
改
善
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ 

.

.の
背
景
を
な
し
て
い
る
の
は
、
既
存
秩
序
の
無
条
件
的
肯
萣
で
あ
ろ
う
。
労
働
能
率
を
い
か
に
し
て
高
め
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
ホ
ー 

ソ
ン
実
験
の
性
格
か
ら
し
て
も
、
初
期
の
.産
業
社
会
学
は
労
務
管
理
論
的
色
彩
を
带
び
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
.産
業
社
会
学
は
労
務
管
理
論
で
は 

な
い
と
い
う
弁
明
が
繰
り
返
え
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ

た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
色
彩
を
脱
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

つ

た
と
い
う
こ
と
を
物 

語
つ
て
い
る
も
の
と
.い
え
る
;0
,

社
会
の
近
代
化
に
つ

れ

て

、

非
公
式
的
•
人
格
的
な
小
集
団
た
る
第
一
次
的
集
団
が
後
退
し
、
非
人
格
的
な
大
規
模
組
織
が
前

面

に

出

て

く
 

' 

る
。
初
期
の
産
業
社
会
学
は
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
す
る「

第
一
次
的
集
団
の
再
発
見」

と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
べ
て
の 

?:
1
会
^
係
が
非
人
格
的
な
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
主
体
的
な
側
面
を
強
調
し
た
こ
と
は
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が 

ら
、
第
一
次
集
団
に
お
け
る
人
間
関
係
が
問
題
に
な
る
の
は
、
大
規
模
組
織
と
い
う
^
盤
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
無
視
さ
れ
て
は
な
ら 

な
-> 

大
規
模
組
織
にiiS

有
な
も
の
と
さ
れ
る1 

目僚
；̂
と
の
関
速
に
お
^>

て
人
間
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
産
業
社
会
学
的 

研
究
は
一
歩
前
進
す
る
。
人
間
関
係
を
そ
れ
自
体
と
し
て
の
み
究
明
す
る
よ
う
な
や
り
方
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
ま
大
说 

換
組
織
の
な
か
の
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
官
僚
制
と
対
置
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ハー

ヴ
ァ
ー

ド
系
の
産
業
社
会
学
は
視
野
を
企
業
•
工
場
内
的
現
象
に
限
定
す
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
は
、
産
業
•
労
働
の
包 

括
的
な
対
象
化
は
生
れ
て
こ
な
い
。
対
象
を
企
業
を
こ
え
た
よ
り
広
い
社
会
の
な
か
で
把
握
し
よ
う
と
す
る

試
み
は
、
ま
ず
、

そ
れ
を
地
或
社
会 

と
の
関
係
で
解
明
し
よ
う
と
す
る

形
態
で
現
わ
れ
て
き
た
。
ロ
ィ
ド
•
ゥ
ォ
ー
ナ
ー

な
ど
に
よ
る
研
究
で
は
、
こ
れ
は
現
代
産
業
社
会
の
究
明
、 

の
社
会
人
類
学
的
接
近
と
し
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
研
究
は
多
く
の
実
証
的
成
果
を
生
み
出
し
た
が
、
未
開
社
会
を
モ
デ
ル
と
す
る
人
類
学
的
研
究

方
針
を
適
用
す
る
.

に
は
、
現
代
社
会
は
I

り
に
も
複
雑
で
は
な
い
か
と

V

疑
問
が
出
て
く
る
。

人
類
学
が
研
究
対
象
と
す
る

半
開
社
会
は 

小
さ
な

息

直

的
な

社
会
で
あ
る
j

ら
、
こ
の
よ
う
な

社
会
を
全
体
と
し
て

把
握
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
く
は
な
い
。

.

と
.

こ
ろ
が
、
 

現
代
社
会
を
構
成
す
る
諸
単
位
？

れ
と
は

比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど

大
き
い
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
自
体
と
し
て
S

結
し
な
い
も
？

あ
る
か
ら
、
 

そ
れ
を
ひ
と

つ
の
学
問
分
野
：か
ら
全
体
的
に
と
ら
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど

不
可
能
で
あ
る
。
な
ん
ら
の
先
入
観
な
く
し
て
、.現
地
で
の
直
接
的
凋
赍 

に
よ
っ
：て
対
象
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
人
類
学
の

実
証
主
義
に
は
、
傾
聴
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
.こ
れ
は

隣
接
科
学
の
成
果 

を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る

動
き
を
抑
I

お
そ
れ
が
あ
る
。

学
問
的
分
業
な
く
し
て
と
ら
I

に
は
、
現
代
社
会
は
I

り
に
も

贏
 

で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ゼ
桊
社
会
学
は
成
立
し
て
か
ら
日
が
浅
し
の
.に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
{谷
は
急
速
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。

ホ
.丨

ゾ

ン
実
験
で
の
研
究
成
果
' 

が
そ
の
発
.

契
機
を
つ
く
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
.産
I

会
学
は
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
f

Q

.で
は
な
い
。.
メ
 

I

ョ
I

s

業
に
お
け
る 

人
間
問
題
を
提
起
し
た
が
、
か
れ
は
労
働
生
理
学
.
精
神
病
理
学
の
専
攻
者
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
に
社
会
学
的
洞
察
.

Q.

多
く
を
期
待
す

る
の
は
無 

理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
溝
も
あ
っ
て
、

初
期
の
産
業
社
会
学
は
管
理
論
に
傾
斜
し
、
.資
料
の
収
集
に
終
始
す
る

か

た

む

き

が

あ
■

っ
た
。
し

た
 

力
っ
て
そ
れ
.は
社
会
学
的
理
論
を
そ
れ
ほ
ど
豊
か
に
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
讓

社
会
学
が
次
第
に
対
養
域
を
拡
大
し
、

よ 

り
_

的
な
問
題
S

近
す
る
に
つ
れ
て
.、
塵

は

ち

が
.っ
て
く
る
。

そ
れ
は
社
会
学
の
特
殊
部
門
の
ひ
と
つ
に

組
み
入
れ
ら
れ
る
に

と

ど

ま

ら 

ず
、
そ
の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
、
社
会
学
自
体
の
性
格
が
変
貌
す
る
よ
う
に
さ
え
み
え
る
。

.

ニ

近

代

的

•
正
常
的
問
題
へ
の
実
証
的
接
近

-
 

.
 

.

初
期
社
会
学
の
代
表
者
と
し
て
、
才
I

V

ュ
ス

ト

.

コ
ン
ト
と
ハ

—

、、ハ
I

ト

•

ス
ぺ
'ン
T

が
あ
げ
ら
れ
る
。

両
者
は
い
ず
れ
も
き
わ
め
て

巨 

視
的
な
観
点
に
立
っ
て
、
全
体
社
会
を
包
括
的
に
対
象
化
し
、—

そ
れ
を
臭
科
学
的
精
神
を
も
っ
て
究
明
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
や
り

産
業
社
会
学
の
動
向
と
そ
.の
課
題



四

(

九
一
四

)

方
は
前
者
で
は
歴
史
哲
学
的
で
あ

り

、

後
者
で
は
生
物
学
か
ら
の
類
推
が
目
立
っ-

て
い
る
。
そ
の
故
に
、
'
か
れ
ら
の
実
証
主
義
は
思
弁
の
世
界
に 

迷
い
こ
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

コ
ン
ト
は
社
会
学
の
命
名
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、「

社
会
学
の
父」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

か
れ 

は
社
会
学
的
研
究
の
端
緒
を
与
え
た
と
は
い
え
て
も

、

そ
の
成
立
は
後
代
に
委
ね
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
初
期
の
社
会
学
の
ご
と
く
、
社
会 

学
を
社
会
科
学
全
体
に
等
置
し
て
し
ま
っ
て
は

、

学
問
的
分
業
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
社
会
の
実
証
的
研
究
は 

不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
擬
似
科
学
的
な
綜
合
社
会
学
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
、

一
九
世
紀
の
ド
ィ
ッ
に
生
れ
た
の
が
形
式
社
会
学
で
あ
る
。
.当
時
、
社 

会
諸
科
学
の
な
か
で
の
後
進
性
か
ら
し
て
、
社
会
学
に
と
っ
て
の
焦
眉
の
問
題
は
、
学
問
的
市
民
権
を
，い
か
に
し
て
確
保
す
る
か
と
い
っ
た
こ
と 

で
あ
っ
た
C

こ
の
状
況
か
ら
し
て
、
形
式
社
会
学
は
学
問
論
を
偏
重
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
個
別
科 

学
と
し
て
の
社
会
学
の
独
自
性
を
社
会
の
内
容
と
は
区
別
さ
れ
る
そ
の
形
式
に
求
め
た
。

一
般
に
、
形
式
社
会
学
は
内
容
か
ら
隔
離
さ
れ
た
非
現 

実
的
な
形
式
を
固
執
す
る
哲
学
的
思
弁
で
■あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
非
難
は
必
ず
し
も
当
ら
な
い
。
抽
象
的
形
式
は
そ
の
研
究
対
象
と
い
う 

よ
り
も
、
分
析
方
法
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
諸
科
学
は
現
実
社
会
を
対
象
と
す
る
が
、
分
析
は
い
ず
れ
も
抽
象
的
な
角
度
か
ら
行
わ 

れ
る
.。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
間
で
の
学
問
的
分
業
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
化
の
形
式
が
対
象
の
属
性
で
は
な
く
、
方
法
の
そ 

れ
で
あ
る
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
形
式
社
会
学
の
非
科
学
性
は
出
て
こ
な
い
。

社
会
諸
科
学
の
区
別
は
対
象
た
る
社
会
の
特
殊
領
域
の
性
質
に
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
、

つ
ま
り
、.
方
法
の
独
自
性
に 

求
む
べ
き
だ
と

い
■う
の
が
、
形
式
社
会
学
の
主
張
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
要
な
社
会
現
象
の
す
べ
て
が
先
進
的
な
諸
科
学
に
よ
っ 

て
先
取
り
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
、
対
象
的
独
自
性
か
ら
し
て
、
新
興
の
社
会
学
を
成
立
さ
せ
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
個
別
科
学
と
し
て
の
独
自 

性
を
方
法
の
そ
れ
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
自
然
の
成
行
き
と
も
い
え
る
。
こ
の
主
張
が
実
践
的
な
要
請
と
い

う

よ

り

も

学
問
論
的
な
そ
れ
力
 

ら
打
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

形
式
社
会
学
の
悲
劇
が
胚
胎
し
て
い
た
。
方
法
論
的
論
議
に
全
精
力
が
注
入
さ
れ
て
、
実
証
的
研
究
が
な

お
ざ
り
に
さ
れ
た
。
方
法
論
と
実
証
的
研
究
の
関
係
は
、
ま
ず
、
前
者
を
完
成
し
、
次
に
、
後
者
に
向
う

と
い
っ
た
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
メ 

ス
は
切
れ
味
を
試
し
な
が
'ら
、
研
摩
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
形
式
社
会
学
は
思
弁
的
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ 

う
で
あ
る
の
は
そ
の
本
質
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
現
わ
れ
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。

戦
前
、
と
く
に
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
日
本
の
社
会
学
は
形
式
社
会
学
の
洗
礼
を
強
く
受
け
て
い
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
社
会
学
が
文
、学
部
哲 

学
科
の
専
攻
学
科
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
思
弁
的
哲
学
た
る
色
彩
を
濃
く
帯
び
て
い
た
。
実
証
主
義
が
唱
え
ら
れ 

な
い
で
は
な
い
が
、
実
際
に
は
、
実
証
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
、
論
理
的
•
体
系
的
整
備
に
の
み
専
念
す
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。
 

戦
後
、
調
杳
を
重
視
す
る
ァ
メ
リ
ヵ
社
会
学
か
ら
の
衝
搫
を
受
け
て
、
こ
の
思
弁
の
牙
城
は
揺
い
だ
。
当
時
、
あ
る
社
会
学
者
は
日
本
め
社
会
学 

は
調
杏
で
は
お
く
れ
て
い
る
が
、
理
論
で
は
国
際
的
水
準
に
あ
る
と
い
っ
た
。
，調
査
に
よ
る

実

を

伴
.わ
な
い
理
論
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
。
 

そ
れ
は
た
ん
な
る
思
弁
の
産
物
で
あ
る
か
、.
あ
る
い
は
、
他
か
ら
借
用
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「

竹
馬
学
問」

と
い
う
評
言
が
こ
れ 

に
当
て
は
ま
る
。
高
く
み
え
て
も
、
そ
れ
は
自
分
の
身
に
つ
い
た
も
の
で
は
な
い
。

現
代
社
会
は
複
雑
で
限
り
な
く
拡
が
っ
て
い
る
か
ら
、
何
ら
か
の
理
論
的
枠
組
を
前
提
>
し
な
く
て
は
、
的
確
な
調
査
•は
む
ず
か
し
い
。
こ
の 

よ
う
な
照
準
を
欠
い
て
は
、
調
杳
は
闇
夜
.の
つ
ぶ
て
で
あ
り
、
そ
の
命
中
率
は
期
待
し
え
な
い
。
理
論
が
多
少
と
も
思
弁
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ 

は
調
奄
に
当
っ
て
の
作
業
仮
説
と
し
て
役
立
て
ら
れ
、
調
査
を
通
し
て
、
そ
れ
は
実
証
的
に
検
尉
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
思
弁
的
理
論
枕
社
会 

学
自
体
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
そ
れ
と
無
_
係
と
は
：い
え
な
い
。
し
か
し
、
実
証
化
へ
の
道
'が
閉
ざ
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
形
而
上
学 

的
な
も
の
と
な
り
、
科
学
と
し
て
の
社
会
学
と
は
無
縁
な
も
の
に
な
る
。
'

戦
前
の
わ
が
国
で
は
、
形
式
社
会
学
の
影
響
が
強
く
、
方
法
論
に
過
大
な
比
重
が
か
け
ら
れ
、
，か
つ
、
学
問
的
後
進
性
の
故
に
、
受
売
り
的
な
概 

論
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
と
な
ら
ん
で
、実
証
的
業
績
も
現
わ
れ
て
い
た
が
、そ
の
多
く
は
前
近
代
的
現
象
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
 

戦
前
の
社
会
学
的
実
証
研
究
を
代
表
す
る
の
は
家
族
•
村
落
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
研
究
は
そ
の
性
格
か
ら
し
て
共
同 

■
体
に
関
し
て
の 

産
業
社
会
学
の
動
向
と
そ
の
課
題 

五

(

九
一
五)
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も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
面
、
社
会
の
近
代
化
と
と
も
に
、：
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
機
能
集
団
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
は
稀
で
あ
っ
.た
。
当 

時
の
日
本
社
会
を
構
成
す
る
原
理
は
す
ぐ
れ
て
家
族
主
.義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
は
評
肺
さ
气
る
だ
け
の 

佃
値
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
.も
、
近
代
的
問
題
：に
真
正
商
が
ら
実
証
的
に
取
り
組
む
身
構
え
が
、
戦
前
の
.日
本
の
社
会
学
に
欠
け
て 

い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
さ
ら
に
，
戦
後
の
わ
が
国
で
は
、
ア
メ
リ
ヵ
.で
早
く
か
ら
発
達
し
て
い
た
社
会
病
理
学 

か
ら
の
刺
戟
に
よ
っ
て
、
社
会
病
運
現
象
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
が
数
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
い
.う
ま
で
も
な
く
、
前
近
代 

^

.柄
理
^
2
£1:
の
^-
-
明
は
近
代
：
 ̂

.正
常
的
問
題
の
そ
れ
に
有
力
な
手
掛
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
、そ
れ
ら
に
つ
い
で
の
研
究
^
意
^
あ
る 

も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
現
代
£

け
る
社
会
問
題
の
核
心
は
後
者
に
.あ
り
、
前
者
は
そ
の
周
辺
で
あ
る
。
社
拿
が
麗
の
核
心 

に
.入
り
こ
め
ず
、
そQ

還
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
、f

、.
そ
れ
は
社
会
科
学
の
大
通
り
で
は
な
く
、
そ
の
裏
道
を
た
ど
っ
て
い
る
と
V

観
は 

ぬ
ぐ
わ
れ
な
い
。
 

.

社
会
諸
科
学
を
区
別
す
る
基
準
を
研
究
対
象
に
求
め
る
と
、
近
代
社
会
に
お
け
る
主
要
な
諸
現
象
は
経
済
学
や
政
治
学
な
ど
の
先
進
ゅ
な
绪
抖 

学
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
社
会
学
は
そ
の
独
自
な
対
象
領
域
を
副
次
的
な
も
の
に
求
め
、
そ
れ
ら
を
あ
ち
こ
ち
か
ら
集
め
て
こ
な
く
て 

は
^
ら
な
，> 

寄
せ
集
め
の
H
£次
的
諸
現
象
に
つ
L
て
の
研
究
は
、
こ
の
社
会
学
に
雑
学
的
実
証
と
い
う
性
格
を
帯
び
さ
せ
る
。
近
代
的
•
正ivh 

的
問
題
の
究
明
は
先
議
科
学Q

籠
り
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
社
会
学
は
前
近
代
的
.
•蓮
的
問
題
の
そ
れ
に
そQ

主
力
を
注
が
ざ
る 

を
え
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
事
情
が
み
ら
れ
る
。

諸
科
学
を
研
究
対
象
の
独
自
性
か
ら
区
別
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
社
会
学
が
雑
学
的
実
証
を
脱
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
諸
科
学 

は
文
象
の
み
で
は
な
く
方
法
を
基
華
と
し
て
も
分
類
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
社
会
学
を
独
自
な
社
会
科
学
た
ら
し
め
る
の
に
重
要
な
の 

は
そ
の
研
究
関
心
が
何
処
に
向
け
ら
れ
る
か
と
い
う
対
象
の
問
題
で
は
な
く
、
研
究
が
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
行
わ
れ
る
か
と
い
う

方

法

の

そ 

れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
形
式
社
会
学
の
特
質
と
し
て
強
調
さ
れ
る
社
会
化
の
形
式
.は
、‘
.
.
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
う
で
.あ
れ
ば
、
形
式
社
会
学
へ
の
批
判
は
社
会
化
の
形
式
と 

い
っ
た
抽
象
的
•
非
現
実
的
な
も
の
を
固
執
し
た
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
れ
が
方
法
的
論
議
に
ほ
と
ん
ど
終
始
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
方
法
を
用 

具
と
し
て
実
証
的
研
究
に
乗
り
出
す
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
か
く
て
、
社
会
学
の
独
自
姓
を
方
法
の
そ
れ
に
求
め
な 

が
ら
な
さ
れ
る
実
証
的
研
究
が
推
奨
さ
れ
る
。

諸
科
学
の
分
類
雄
準
が
対
象
か
ら
方
法
に
移
る
と
、
社
会
学
は
そ
の
対
象
領
域
を
拡
大
し
、
.近
代
的
•
正
常
的
問
題
へ
の
発
言
権
を
も
つ
こ
と 

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
や
や
と
も
す
る
と
、
社
会
学
に
ま
と
い
つ
い
て
い
た
雑
学
的
色
彩
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
 

社
会
学
の
対
象
領
域
の
拡
大
を
も
た
ら
す
対
象
か
ら
方
法
へ
の
移
行
が
、
学
界
で
の
市
民
権
の
獲
得
を
企
図
し
て
の
学
問
論
的
立
場
か
ら
し
て
で 

は
な
く
、
現
.実
的
問
題
か
ら
の
要
請
と
し
て
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
に
こ
た
え
る
に
は
、
社
会
学
的
研
究
に
お 

い
て
、
実
証
性
に
力
点
が
置
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
形
式
社
会
学
が
方
法
論
過
剰
に
お
ち
い
っ
.た
の
に
た
い
し
て
、現
代
社
会
学
は
近
代
的
，
 

正
^
的
問
題
.へ
の
実
証
的
接
近
を
課
題
に
す
ベ
.き
で
あ
る
。
.社
会
学
が
た
ん
な
る
|2
.述
で
は
な
く
、
法
則
定
立
を
.目
指
す
科
学
で
あ
る
以
上
、
 

方
法
論
的
反
翁
を
欠
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
主
力
は
実
証
に
注
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

コ

ン

ト

や
ス
ベ
ン
サ

ー

に

続
く
、
代
表
的
社
会
学
者
と
し
て
、
デ
ュ
.ル
ケ
ー
ム
と
マ
ッ
ク
ス
•
ゥH

丨

バ

ー

が
あ
げ
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
い
ず 

れ
も
社
会
学
の
学
問
的
性
格
に
つ
い
て
も
論
じ
て
は
い
る
が
、
か
れ
ら
の
主
要
な
関
心
は
特
殊
的
分
野
に
お
け
る
実
証
的
研
究
に
向
け
ら
れ
て
お 

り
、
よ
り
多
く
の
精
力
が
そ
こ
に
注
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
や
り
方
は「

安
楽
椅
子
で
の
社
会
学」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
形
式
社
会
学
の
そ
れ
と 

は
は
っ
き
り
と
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実
証
的
研
究
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
ゥ
■ェ
ー
バ
ー

の

方
法
論
は
思
弁 

的
迷
路
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
研
究
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
特
殊
的
研
究
か
ら
一
般
的
共
通
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で 

あ
る
.。I

般
理
論
は
思
弁
に
よ
る
潢
釋
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
実
証
に
菡
づ
く
帰
納
か
ら
生
れ
る
。
学
問
の
教
授
で
は
、

一.

般
論
に
始
ま 

り
•

特
殊
な
問
題
に
及
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
研
究
忙
際
し
て
は
、
後
者
が
前
者
に
先
行
す
る
。
実
証
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
展
開
は一

般 

座
業
社
会
学
の
動
向
と
そ
の
課
題 

七

(

九
一

七)
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に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
お
そ
く
、
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う

な
新
興
の
科
学
に
と

っ
て
は
、
実
証
性
を
強
周 

す
る
か
ぎ
り
、
研
究
は
特
殊
分
野
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
社
会
学
に
と
っ
て
の
さ
し
当
り
の
課
題
は
特
殊
的
研
究
の
充
実
で
あ
る
と
い
え 

る
。
 

.

. 

'

最
近
、
社
会
学
的
研
究
の
諸
分
野
の
な
か
で
、
近
代
的
•
正
常
的
問
題
の
実
証
的
研
究
が
目
立
っ
て
ふ
え
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し 

て
幾
つ
ヵ
ガ
あ
げ
ら
れ
る
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
が
産
業
社
会
学
で
あ
る
。
か
づ
て
、
産
業
，
労
働
は
経
済
学
の
ほ
ぼ
独
占
的
な 

対
象
で
あ
り
、
そ
こ
へ
の
社
会
学
の
立
入
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
学
の
対
象
拡
大
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を 

社
会
学
の
対
象
領
域
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
産
業
社
会
学
に
お
い
て
、
社
会
学
が
経
済
学
と
研
究
対
象
を
共
有
し
な
が
ら
、
研
究
方 

法
の
相
遠
に
基
づ
い
て
協
力
す
る
と
い
う
関
係
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
近
代
か
ら
現
代
へ
の
過
程
に
お
い
て
、
経
済
現
象
の
非
経
済
学
的
側
面 

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
露
呈
し
て
く
る
。
こ
の
側
面
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
産
業
社
会
学
の
主
な
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は 

き
わ
め
て
現
代
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
産
業
社
会
学
は
社
会
の
前
近
代
的
側
面
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
家
族
.
村
落
社
会
学
と 

対
照
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

,

三
経
済
現
象
へ
の
社
会
学
的
方
法
の
適
用

.
工
業
化
の
先
頭
に
立
っ
た
ィ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
初
期
の
そ
れ
を
に
な
っ
て
い
た
の
は
小
企
業
家
で
あ
っ
た
。
小
企
業
の
時
代
に
は
、
経
済 

主
体
の
諸
活
動
は
競
#

に
よ
っ
て
互
い
に
相
殺
し
合
っ
て
、
結
局
は
、
無
色
の
も
の
に
な
る
か
ら
、
経
済
法
則
を
引
き
出
す
に
は
、
市
場
力
を
分 

析
し
さ
え

す
れ
ば
よ
い
と

い
っ
た
研
究
態
度
が
と
ら
れ
た
。

可
視
的
な
経
済
主
体
を
無
視
し
て
、「

見
え
ざ
る
手」

の
究
明
に
専
念
し
た
ス
ミ
ス 

の
手
法
は
、
お
そ
ら
く
、
当
時
の
ィ
ギ
リ
ス
経
済
の
分
析
に
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
大
企
業
の
時
代
に
な
り
、
市
場
力 

の
作
甩
を
制
約
す
る
よ
う
な
大
規
模
組
織
が
現
わ
れ
る
と
、
主
体
や
組
織
に
つ
い
て
の
研
究
が
私
経
済
的
な
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
怪

済
的
な
そ
れ
か
ら
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
伝
統
的
な
経
済
学
的
知
識
の
な
か
に
.は
少
な
く
と
も
十
分
に
は
吸
収
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
主 

体

•

組
織
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
、
経
済
現
象
に
つ
い
て
の
非
経
済
学
的
研
究
を
欠
ぐ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
経
済
現
象
へ 

の
社
会
学
的
方
法
の
適
用
へ
の
道
を
開
く
の
で
あ
.る
。
産
業
社
会
学
は
現
実
的
問
題
か
ら
の
要
請
に
こ
た
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
諸
科
学
の
分
業
と
い
う
見
地
に
立
つ
と
、
ひ
と
つ
の
社
会
科
学
の
性
格
は
他
の
そ
れ
と
の
照
合
に
お
い
て
規
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な 

い
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
現
象
の
非
経
済
学
的
研
究
の
あ
り
方
は
経
済
学
の
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
経
済
学
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
そ
れ
の 

よ
う
に
多
角
的
な
方
法
を
駆
使
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
非
経
済
学
的
研
究
た
る
産
業
社
会
学
の
存
立
の
余
地
は
き
わ
め
て
縮
小
さ
れ
る
。
こ 

れ
に
反
し
て
、
経
済
学
が
そ
の
所
謂「

近
代
化」

に
よ
っ
て
分
析
視
角
を
狭
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
論
を
実
践
化
す
る
に
は
、
 

非
経
済
学
的
研
究
か
ら
の
援
助
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
議
論
が
出
て
く
る
が
、
.社
会
諸
科
学
の
区
分
は
、
所
詮
、
便
宜
的
な
も
の 

に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
学
会
的
な
関
^
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
レ
ッ
テ
ル
の
^5
柄
に
す
ぎ
な
_
>
重
視
し 

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
現
.実
的
問
題
の
解
明
で
あ
る
。
新
し
い
局
面
が
現
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
究
明
す
る
た
め
の
研
究
分
野
が
付
け
加 

え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
な
く
て
は
、
か
つ
て
は
有
効
で
あ
っ
た
理
論
も
硬
直
化
し
て
、
そ
の
生
命
を
奪
わ
れ
る
。
そ
れ
を
担
当
す
る
学 

問
の
名
称
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
経
済
学
の
伝
統
的
研
究
の
範
囲
外
に
あ
る
薇
済
現
象
の
新
局
面
を
究
明
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

ス
ミ
ス
は
教
育
の
生
産
に
た
い
す
る
寄
与
を
無
視
し
て
い
た
の
で
は
な
い
が
、
か
れ
が
も
っ
ぱ
ら
注
目
し
て
い
た
の
は
徒
弟
制
度
に
よ
る
教
育 

で
あ
る
。
正
規
の
機
関
に
よ
る
高
等
教
育
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
有
用
で
は
あ
っ
て
も
、
生
産
的
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
ィ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
産 

業
本
命
の
先
駆
者
は
高
等
教
育
機
関
の
卒
業
者
で
は
な
か
っ
た
。
ィ
ギ
リ
ス
を
含
め
て
、
西
欧
の
古
い
大
学
に
は
、
伝
統
的
価
値
を
固
執
し
、
.新 

し
い
時
代
を
切
り
開
く
気
力
を
欠
い
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
応
用
の
た
め
の
科
学
を
見
下
す
狭
い
ア
ヵ
デ
ミ
ズ
ム
が
+ 
又 

配
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
高
等
教
育
を
不
生
産
：

g

と
す
る
見
解
は
必
ず
し
も
不
当
と
は
い
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
工
業
化
が
進
展
し
て
、
高
度
の
知
識
•
訓
練
を
も
っ
た
経
営
者
•
技
術
者
が
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
な
っ
て
く
る
と
、
高 

産
業
社
会
学
の
動
向
と
そ
の
課
題 
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等
教
育
は
す
ぐ
れ
て
生
産
的
な
も
の
と

さ
れ
、
そ
れ
へ
の
投
資
は
最
4

1

い
も
の
と

み
ら
れ
る
。
.伝
統
的

手
法
を
固
守
す
る
か
ぎ
り
、
経
済 

学
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
十
分
に
取
り
組
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
反
面
、
.教
嘉
資
論
は
社
会
学
に
と
っ
て
魅
力
あ
る

テ
丨
マ

と

な

る

。

こ 

.
れ
は
経
済
現
象
に
お
け
る
主
体
の
問
題
を
浮
き
出
さ
せ
る
。

個
別
的
な
企
業
家
•
企
業
体
に
重
点
を
置
く
経
済
史
的
研
究
は
、K

メ
リ
力
に
お
い
て
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て

い

る

。

わ

が

国

で 

も

類
似の

|
4

究
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
経
済
史
と
企
證
の
結
合
と
い
っ
.た
.

観
点
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の 

は
こ
く

最
近
の
こ
と
で
あ
る

0
社
会
経
済
史
学
会
は
一
九
六
一
年
度
大
会
の
共
通
論
題
と
し
て「

近
代
企
業
家
の
発
生」

を
か
か
げ
、
そ
の

成
果 

力
公
干
さ
れ
て
L

る
。
こ
れ
は

先
駆
的
な
も
の
で
あ
り
、

経
済
主
体
の
究
明
は
経
済
史
の
今
後
の
課
題
に
.な
っ
て
い

る

。

新
し
い
問
題
が
提
起

さ 

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

経
済
史
の
方
法
は
よ

り

-#
角
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。 

.

V

I
者
の
題
を
取
り
上
け
て
も
現
実
の
馨
は
明
ち
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
研
究
分
野
は
、
わ
が
国
で
は
、
社
会
政
策
と
呼
ば
れ
て
い 

る

そ
し
て
そ
こ
て
は
劣
倒
者
の
問
題
を
労
働
力
の
そ
れ
と
し
て
経
済
学
的
範
疇
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
伝
統
が
存
在
し
て
い
る
。

し
た
が 

っ
て
、
社
会
政
策
は
社
会
学
と
結
合
す
る
の
で
は
な
く
て
、

経
済
学
の
一
分
野
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

戦
後
数
年
を
鐘
し
た
頃
か
ら
、
社
会 

棄
学
者
の
間
に
、
労
働
者
の
麗
は
た
ん
な
る
労
働
力
の
そ
れ
で
は
な
く
、

社
会
的
•
人
間
的
な
そ
れ
で
き
べ
き
だ
と
い
う
反
省
が
出
て
き 

て
い
る
。
こ
の
反
省
は
思
弁
的
に
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
く
、

現
実
か
ら
の
衝
撃
に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
社
会
政
策
の 

方
法
は
多
角
化
し
、
そ
の
な
か
に
、
社
会
学
的
方
法
が
導
入
さ
れ
る
。

か
つ
て
は
、
労
働
i

経
済
学
の
独
占
的
対
象
と
さ
れ
、

社
会
学
は
そ
の
前
後
I

す
時
期
に
の
み
焦
点
を

合
わ
せ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ 

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
■

に
お
い
て
、
非
行
少
年
だ
と
か
老
人
の
麗
が
社
拿
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
I

マ
に
な
る
。
と

こ

ろ

が

、
 

労
磡
者
問
題
の
新
し
い
局
面
が
出
て
く
る
と
、
.そ
れ
は
社
会
学
に
と
，？
て

の

最

も

興

味

あ

る

対

象

.
の

ひ
と
つ
に
な
っ
て
く

る

。

こ
の
場
合
、
重
視 

し
な
く
て
は
な
ら
な
L
の
は
新
し
し
研
究
分
野
の
名
称
で
は
な
く
、
現
実
的
問
題
の
馨
で
あ
り
、
そ
の
解
明
で
あ
る
。
労
動
者
が
社
会

内
.

政
治
的
に
無
権
利
の
状
態
に
あ
っ
た
時
代
に
は
、
か
れ
ら
を
労
働
力
と
い
う
範
疇
で
事
物
的
な
も
の
と

し
て
扱
う
だ
け
で
ほ
ぼ

こ
と
足
り
た
。

し 

か
し
、
労
働
運
動
の
高
揚
を
基
盤
と
し
て
、
か
れ
ら
が
社
会
的
疎
外
を
克
服
し
よ
う
と
す

る
段
階
に
な
る
と
、

か
れ
ら
の
主
体
的
.l
l
i面
を
無
視
す 

る
こ
と
は

で
き
な
ぐ
な
る
。
 

.

.

.

.

.

.企
業
を
対
象
と
す
る
研
究
分
野
は
、
か
つ
て
は
、
経
営
経
済
学
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
そ
れ
は
た
ん
に
経
営
学
と
呼
ば
れ
て
い 

る
。
名
称
の
変
化
が
含
蓄
し
て
い
る
の
は
、
企
業
研
究
に
お
い
て
、
経
済
学
的
方
法
の
み
で
な
く
、
社
会
学
な
ど
の
研
究
方
法
が
活
用
さ
れ
.て
い 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

経
営
学
の
方
法
は
き
わ
め
て
多
角
的
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
組
織
論
や
人
間
関
係
論
が
そ
の
主
要
な
内
容
と

し
て
追
加 

さ
れ
て
い
る
。

労
働
問
題
の
主
体
的
侧
而
は
、

一
方
で
は
、
人
間
関
係
論
と
し
て
、
他
方
.に
お
い
て
は
、
階
級
論
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
前
者
は
経
営
学
に
、
後 

渚
は
社
会
政
策
に
関
係
す
る
。
初
期
の
産
業
社
会
学
は
産
業
に
お
け
る
人
間
関
係
論
を
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
主
題
と
し
て
お
り
、

そ
れ
は
経
営
学
ま 

た
は
労
務
管
理
論
に
類
似
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
経
営
者
的
立
場
を
あ
ら
わ
装
す
る
管
理
論
的
研
究
に
反
発
し
て
、
産
業
に
お
け
る
階
級
的 

問
題
を
描
出
し
よ
う
と
す
る1

派
が
出
て
き
た
。
こ
の
独
自
性
を
明
示
す
る
た
み
に
、
労
働
社
会
学
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
 

産
業
社
会
学
が
経
営
学
へ
の
接
近
を
示
す
の
に
た
い
し
て
、
労
働
社
会
学
は
社
会
政
策
に
近
親
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
問
題
解
決
の 

方
向
を
、
前
者
は
経
営
者
の
管
理
的
手
腕
の
向
上
に
、
後
者
は
労
働
運
動
の
高
揚
に
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
産
業•

労
働
を
対
象
と
す 

る
社
会
学
を
ど
う
呼
ぶ
か
は
第
二
義
的
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
そ
れ
が
何
.を
対
象
と
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
扱
う
か
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。

. 

四
産
業
社
会
学
の
特
質

産
業
社
会
学
は
労
働
問
題
の
み
で
は
な
く
、
そ
.の
ほ
か
の
も
の
を
も
広
く
そ
の
対
象
の
な
か
に
組
.み
入
れ
、
.そ
の
代
り
、
そ
の
分
析
角
度
を
限 

産
業
社
会
学
の
動
向
と
そ
の
課
®

一
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定
し
て
い
る
研
究
分
野
で
あ
る
と
規
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
広
範
な
対
象
に
つ
い
て
の
単
角
的
分
析
と
し
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
ぃ
こ
ろ 

う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
経
営
学
や
社
会
政
策
と
産
業
社
会
学
の
差
異
が
は
っ
き
り
す
る
。

経
済
学
の
伝
統
的
手
法
に
よ
っ
て
は
処
理
し
え
な
い
よ
う
な
経
済
現
象
の
新
局
面
の
出
現
が
、
産
業
社
会
学
と
い
う
新
し
い
研
究
分
野
を
成
立 

さ
せ
る
主
要
な
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
局
面
は
現
時
点
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
は
従
来
の
も
の
に
劣
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
 

時
に
は
、
そ
れ
よ
り
優
っ
て
い
る
。
経
済
現
象
の
非
経
済
学
的
ま
た
は
社
会
学
的
研
究
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
経
済
学
者
は
少
な
く
は
な
い 

よ
う
だ
。
例
え
ば
、
J

，
K

•
ガ
ル
ブ
レ
ィ
ス
は
、
そ
の
著
書「

豊
か
な
社
会」

の
な
か
で
、
生
産
至
上
主
義
と
い
う
経
済
学
の
伝
統
的
な
考
え 

方
に
批
判
を
加
え
て
、
欲
泶
充
足
の
基
本
的
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
は
、
社
会
学
的
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
。
今
日
で
尤
、
沄 

統
的
知
識
は
神
通
力
を
失
っ
て
き
て
お
り
、
新
し
い
角
度
か
ら
す
る
分
析
は
そ
の
補
足
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
见
夺
i 

経
済
砂
象
を
き
わ
め
て
根
本
的
な
面
力
ら
分
析
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
段
階
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
分
析
を
社
会
学
と
呼
ば
^

る
ほ
ど
て
、
 

既
存
の
社
会
学
が
充
実
し
て
い
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
必
要
性
は
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

新
局
面
の
分
析
が
焦
眉
の
問
題
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
う
け
と
め
る
社
会
学
が
弱
体
で
あ
る
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
れ
靑 

か
ら
し
て
、
産
業
社
会
学
的
業
績
は
社
会
学
の
手
に
な
る
も
の
と
は
か
ぎ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
以
外
の
研
究
分
野
の
人
び
と
の
资
作
の
な
か 

に
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
現
状
で
は
、
社
会
学
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
研
究
に
と
っ
て
牛
一
産
的
で
あ
る
と
は
い
え
な 

い
。
そ
れ
よ
り
も
、
現
実
的
問
題
を
直
視
し
て
、
そ
の
実
証
的
解
明
に
精
力
を
注
入
す
る
と
い
う
方
向
に
、
積
極
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
て
よ
い 

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
産
業
社
会
学
の
特
質
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

経
営
学
•
社
会
政
策
は
企
業
•
労
働
者
の
研
究
に
専
心
す
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
で
は
特
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
方
法
に
お
い
て 

は
そ
れ
ら
は
多
角
的
で
あ
る
6

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
対
象
特
化
に
よ
る
多
角
的
分
析
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
と
は 

対
照
的
に
、
産
業
社
会
学
は
対
象
で
は
包
括
的
で
あ
る
が
、
分
析
角
度
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
研
究
者
の
負
担
は
対
象
と
方
法
の
相
乗
に
よ
っ
て

き
ま
る
か
ら
、
い
ず
れ
か
一
方
を
包
括
的
に
す
る
と
、
他
方
は
限
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
経
営
学
•
社
会
政
策
は
対
象
を
限
定
し
て
い
る 

か
ら
、
方
法
を
広
角
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
産
業
社
会
学
は
対
象
領
域
を
広
め
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
狭
角
的
方
法
に
と
ど
ま 

ら
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

理
論
を
実
践
的
な
も
の
に
す
る
に
は
、
研
究
方
法
を
多
角
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
用
い
ら
れ
る
諸
種
の
研
究
方
法
を
十 

分
に
整
備
す
る
の
が
む
ず
か
し
く
な
る
。
こ
の
た
め
に
、
打
ち
出
さ
れ
る
実
践
の
処
方
が
対
症
療
法
的
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
管
理
論
は
あ
る 

程
度
ま
で
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
、
理
論
的
徹
底
が
欠
け
て
い
る
。
表
面
的
な
症
状
に 

対
処
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
根
本
的
な
対
策
を
立
て
る
に
は
、
狭
角
的
方
法
に
よ
る
深
く
浸
透
す
る
分
析
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ 

か
ら
出
て
く
る
鉴
礎
理
論
を
土
台
に
し
て
こ
そ
、
管
理
論•

政
策
論
は
徹
底
し
た
も
の
に
な
る
。
産
業
社
会
学
が
管
理
論•

政
策
論
的
性
格
を
も 

つ
経
営
学
•
社
会
政
策
に
た
い
し
て
も
つ
特
質
は
、
そ
れ
が
基
礎
理
論
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

産
業
社
会
学
は
経
済
学
と
対
象
を
共
有
し
て
い
て
も
、

そ
の
方
法
が
独
自
で
あ
る
か
ら
、

両
者
の
区
別
は
比
較
的
に
容
易
で
あ
る
。
と
こ
ろ 

が
、
経
営
学
•
社
会
政
策
と
の
区
別
に
な
る
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
産
業
社
会
学
は
こ
れ
ら
と
対
象
を
共
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
類
似 

し
て
、，
る
方
法
を

用
、，る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
間
に
は
、
.
競
合
の
関
係
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
は
签
礎
理
論 

に
、
後
者
は
管
理
論
•
政
策
論
に
重
点
を
置
く
と
い
う
点
で
、
差
異
が
出
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

両
者
は
競
合
で
は
な
く
、
補
充 

じ
合
う
間
柄
、
つ
ま
り
、
分
業
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
両
者
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
新
局
面
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
 

微
妙
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
緊
密
な
協
働
に
よ
っ
て
懇
切
に
究
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
社
会
諸
科
学
の
区
画
は
[§
定
的 

な
も
の
で
は
な
く
、
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
分
業
関
係
も
現
状
の
ま
ま
に
推
移
す
る
も
の
で
は
な
い
。

産
業
社
会
学
の
課
題
は
会
学
的
方
法
に
よ
る
産
業
.
労
働
に
つ
い
て
の
基
礎
理
論
の
形
成
に
あ
る
と
い
え
る
。
.社
会
学
の
分
野
に
お
い
て
、
 

好
効
な
一
般
理
論
が
用
意
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
課
題
に
こ
た
え
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
現
状
は
こ
れ
と
か 

産
萊
社
会
学
の
動
何
と
そ
の
課
题 

一
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な
り
隔
た0

て
I
る
力
ら
■
直
線
的
経
路
を
.た
ど
っ
て
目
標
に
到
達
す
る
と
い
.う
わ
け
に
は
い
.か
な
い
。
寧
の
紆
余
曲
折
は
覚
悟
し
な
く
て
は 

な
る
ま
い
。
説
明
で
は
.
、

i

理
論
が
管
理
論
•
政
策
論
に
先
立
つ
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
.研
究
の
過
程
で
は
、
現
実
の
要
證
こ
た
え
る
た
め 

も
あ
っ
て
、
ま
ず
出
て
く
る
Q

I

理
論
•
政
策
論
で
あ
る
。
早
急
に
作
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
不
鐘
を
修
正
し
な
が
ら
、.
i

l

l
築
さ
れ
て 

く
る
。
こ
の
.

I
寒
慮
す
る
な
ら
ば
、
産
業
着
学
的
諸
研
究
I

理
論
的
.
政
策
論
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
の
に
対
し
て
、
同
情
の
眼
が
向 

け
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
最
近
出
版
さ
れ
た
社
会
学
者
と
み
ら
れ
る
入
び
と
の
手
に
な
る
産
業
•
労
働
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
の
な 

力
に
は
社
会
学
的
方
法
と
い
っ
た
も
の
が
貫
徹
し
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
労
作
は
他
の
学
問
分 

里
の
も
の
と
競
合
の
状
態
に
.
り̂
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
、
"
M業
社
会
学
的
な
警
性
を
見
付
け
る
の
は
む
ず
か
し
い
.。

こ
の
よ
う
な
霜
は
現
在
の
研
究
段
階
に
お
い
て
は
、
避
け
え
な
い
よ
う
で
.あ
る
。
そ
の
故
に
、
産
業
社
会
学
的
研
究
は
多
様
な
賑
わ
い
を 

J

し
て
は
しるめ同瑕に

そ
れ
は
混
池
上
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
と
の
状
態
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、-jg

業

•
労
働
を
広
く
対
象 

化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
な
か
に
社
会
学
的
方
法
裏
透
卷
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
麗
し
て
、
社
会
学
.一
般
の
あ
り
方
も
i

さ
れ
な 

く
て
は
な
ら
な
い
。
産
業
社
会
学
の
現
状
は
十
分
な
も
の
と
は
I

も
い
え
な
い
が
、
思
弁
か
ら
讓

の
領
域
I

を
進
め
、
し
か
も
、
現

代

的 

問
題
に
真
向
か
ら
取
り
組
む
と
い
っ
た
研
究
態
度
は
、
従
来
の
社
会
学
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
も

の

.
と

い

え

る

。

五
社
会
学
の
特
殊
化
と
学
問
的
分
業

産
業
社
寒
は
社
会
学
の
ひ
と
つ
の
特
殊
部
門
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
社
会
学
と
対
置
さ
れ
る
。
特
殊
社
会
学
と
一
般
社
会
学
の
関
係
に
は
、

一
一
つ
の
面
が
あ
る
。
前
I

後
？

よ
る
理
論
の
応
用
で
あ
る
と
い
う
の
、が
ひ
と
つ
の
面
で
t

、
前
者
の
成
熟
• 

I

f

っ
て
、は
じ
め
て
、
 

後
者
各
成
さ
れ
る
と
^
,う
の
め
他
の
面
で
あ
る
。

一
般
社
会
学
の
成
果
と
さ
れ
て
い
る
も
の
.の
な
か
に
は
、
思
弁
.の
遵
で
あ
る
も
の
が

少
な 

く
な
，，

さ
ら
に
、
そ
れ
は
方
法
論
的
論
議
に
あ
ま
り
に
も
長
く
靈
し
て
お

り

、

謹
的
研
究
の
発
足
が

お
く
れ
て
い
た
。
こ
の
.よ
う
な
次
第

で
あ
る
か
.ら
、
現
在
の
研
究
段
階
か
ら
す
る
と
、

一
般
理
論
の
応
用
に
よ
る
特
殊
社
会
学
の
樹
立
と
い
う
面
よ
り
も
、
特
殊
理
論
の
成
果
を
ま
っ 

て
の
.I

般
社
会
学
の
形
成
と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
一
般
理
論
の
形
成
は
い
ま
だ
時
期
尚
早
で
あ
り
.、
研
究
の
主 

力
は
特
殊
社
会
学
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
証
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
.活
路
は
こ
'の
方
向
に
.見
出
さ
れ
る
よ
う
だ
。•

社
会
学
が
体
系
指
向
的
な
学
問
で
あ
る
以
上
、
産
業
社
会
学
は
記
述
的
研
究
に
と
ど
ま
る
こ
.と
は
で
き
な
い
。
さ
り
と
て
、
そ
れ
は
社
会
学
的 

一
.般
理
論
の
特
殊
部
門
へ
の
応
用
と
い
う
平
ら
な
道
を
歩
む
こ
と
も
で
き
な
い
，。
そ
れ
は
母
胎
の
側
で
の
十
分
な
準
備
な
く
し
て
生
み
出
さ
れ
た 

も
の
で
あ
り
、
_
力
で
進
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
進
行
に
お
い
て
、
産
業
社
会
学
は
思
弁
的
体
系
の
硬
直
化
を
防
ぎ
、
実
証
的
な
一
般
理 

論
の
形
成
に
参
与
す
る
。
科
学
的
研
究
の
出
発
点
は
概
論
的
な
体
系
で
は
な
く
、
.実
証
的
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
銘
記
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

‘

記
述
的
研
究
に
方
向
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
の
羅
針
盤
と
し
て
役
立
つ
方
法
論
は
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
の
解
明
が
終
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
、
 

実
証
的
研
究
に
乘
り
出
す
と
い
う
の
で
は
、
形
式
社
会
学
の
悲
劇
が
繰
り
返
え
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
方
法
論
的
反
省
は
不
可
欠
で
は
あ
る 

が
、
そ
れ
は
実
証
的
研
究
と
平
行
し
て
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

思
弁
的
問
題
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
り
、
方
法
論
的
議
論
に
終
始
し
で
い
た
時
代
に
.は
、
社
会
学
者
の
多
く
は
概
論
学
者
で
あ
り
、
か
れ
ら
の 

沿
の
類
似
性
は
大
き
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
学
の
独
自
性
が
対
象
に
で
は
な
く
、
方
法
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
関
心 

が
実
証
的
問
題
に
移
っ
て
く
る
と
、
か
つ
て
と
は
反
対
に
、
概
論
学
者
が
軽
視
さ
れ
、
特
殊
的
な
研
究
分
野
を
も
つ
こ
と
が
社
会
学
者
の
資
格
条 

件
に
な
る
よ
う
な
気
運
が
生
れ
て
く
る
。
か
く
て
、
特
殊
社
会
学
の
諸
分
野
は
量
的
に
増
加
す
る
の
み
で
な
く
、
質
的
に
も
多
彩
な
も
の
と
な 

る
。
社
会
学
の
特
殊
化
が
進
め
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
対
象
に
即
し
て
.の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
は
、
諸
部
門
の
間
に
、
共
通
性 

が
.見
：

±
1

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
社
会
学
が
未
成
熟
で
あ
る
段
階
に
お
い
て
は
、こ
の
共
通
性
は
は
っ
き
り
と
は
打
ち
出
さ
れ
な
い
.0

社
会
学
の
特
殊
化
と
思
弁
的
な
.一
般
理
論
べ
の
批
判
が
平
行
的
に
進
め
ら
れ
る
と
、
形
式
社
会
学
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
に
み
ら
れ
た
よ
う 

な
社
会
学
者
た
ち
が
共
通
に
論
議
し
う
る
テー

マ
は
乏
し
く
な
り
、
か
れ
ら
の
同
類
意
識
は
稀
薄
に
な
っ
て
く
る
。
社
会
学
の
諸
特
殊
部
門
で
の 

産
業

？；：

会
学
の
動
向
と
そ
の
課
題 
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疎
遠
な
関
係
を
誇
張
す
る
と
、
社
会
学
は
解
体
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
表
現
で
き
る
。
し
か
し
、
*
態
は
こ
れ
と
は
ち
が
っ
た
意
味 

で
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
般
理
論
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
、

社
会
学
は
ま
さ
に
陣
痛
の
苦
し
み
に
際
会
し
て
い
る
と

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

現
在
の
困
難
は
生
み
の
苦
し
み
で
あ
り
、
将
来
に
お
い
て
は
、
明
る
さ
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
社
会
学
と
-\
,>う
レ
ッ
テ
ル
が
ど
う 

な
石
か
は
別
と
し
て
、
社
会
学
の
諸
部
門
の
な
か
に
は
、
.か
っ
て
の
雑
学
的
実
証
よ
り
も
は
る
か
に
有
意
義
な
問
題
に
対
決
し
て
い
る
も
の
が

あ 

る
と

い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
.。

研
究
分
野
を
異
に
す
る
社
会
学
諸
部
門
の
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
て
き
た
反
面
、
研
究
対
象
を
共
有
す
る
隣
接
諸
科
学
の
間
に
は
、
近
親
性
が
生 

れ
、
そ
れ
が
強
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。
社
会
学
が
前
史
的
段
階
に
と
ど
ま
り
、
思
弁
的
世
界
を
さ
迷
っ
，て
い
た
時
代
に
は
、
そ
れ
は
先
進
的
社
会 

和
学
と
は
異
質
的
な
哲
学
的
学
問
で
あ
っ
た
。
方
法
論
的
論
議
に
熱
中
す
る
形
式
社
会
学
が
、
そ
の
ほ
か
の
社
会
科
学
に
と
っ
て
は
取
り
付
き
づ 

ら
い
学
問
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
学
が
実
証
的
研
究
、
と
く
に
、
近
代
的
•
正
常
的
現
象
の
そ
れ
に 

，進
出
し
て
く
る
と
、
そ
れ
と
隣
接
社
会
諸
科
学
と
の
近
親
性
、が
生
ま
れ
て
く
る
。
前
近
代
的
•
病
理
的
現
象
を
扱
う
場
合
に
は
、
社
会
学
が
ほ
か 

の
社
会
諸
科
学
と
対
象
を
共
有
す
る
機
会
は
少
な
い
が
、
そ
れ
が
近
代
的•

正
常
的
現
象
を
扱
う
よ
う
に
な
る
と
、
対
象
の
共
有
が
普
通
に
な 

る
。
こ
れ
が
.隣
接
科
学
と
の
近
親
姓
を
強
め
な
い
こ
と
は
な
い
。

社
会
学
が
隣
接
科
学
と
同
じ
く
実
証
的
で
あ
っ
て
も
、
対
象
が
相
違
し
て
い
る
な
ら
ば
、
両
者
は
同
次
元
で
関
係
し
合
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
太 

並
列
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
両
者
が
共
通
の
対
象
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
角
度
か
ら
分
析
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
関
係
は
補
完
：

P

な 

も
の
に
な
り
、
学
問
的
分
業
が
確
立
さ
れ
る
。
分
業
に
よ
っ
て
、
社
.会
学
と
隣
接
科
学
と
の
連
帯
性
は
強
化
さ
れ
る
。
近
親
性
と
い
う
の
は
こ
の 

よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
諸
学
者
の
人
間
的
な
っ
な
が
り
で
は
な
く
て
、
諸
学
問
の
客
観
的
な
連
帯
性
を
指
す
も
の
で
あ
る
の
は 

い
う
ま
で
も
な
い
。

対
象
が
共
通
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
方
法
が
類
似
し
て
い
る
と
、
近
親
性
が
極
度
に
強
ま
る
。
従
来
、
他
の
科
学
の
ほ
ぼ
独
占
的
な
対
象
領

域
に
社
会
学
が
進
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
隣
接
科
学
が
社
会
学
的
方
法
を
新
た
に
導
入
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
典
型 

的
_
例
が
産
業
社
会
学
と
経
営
学
.
社
会
政
策
な
ど
の
間
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
分
業
と
い
う
よ
り
も
、
同
一
化
の
傾
向
さ
え
出
て
く 

る
。
例
え
ば
、
社
会
学
出
身
の
産
業
研
究
者
が
経
営
学
渚
に
転
身
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
生
ず
る
。
こ
の
転
身
に
は
、
研
究
若
の
個
人
的 

事
情
も
作
用
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
反
省
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
社
会
学
自
体
の
贫
困
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
隣
接
科
学
に
吸
収
さ
れ
な 

い
で
、
分
業
関
係
を
持
続
し
て
い
く
に
は
、
社
会
学
が
確
固
た
る
背
骨
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
ー
。
そ
し
て
、
分
業
か
同
.一
化
か
の
選
択 

を
き
め
る
の
は
、
学
問
分
野
で
の
縄
張
り
意
識
で
は
な
く
て
、
研
究
の
能
率
と
い
う
観
点
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

産
業
•
労
働
の
領
域
へ
の
介
入
に
お
い
て
、
社
会
学
は
お
く
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
前
に
、
他
の
分
野
の
研
究
者
、
と
く
に
、
経
済
学
者
に
よ
っ 

て
、
幾
多
の
業
績
が
こ
の
領
域
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
学
問
的
分
業
を
可
能
に
す
る
に
は
、
こ
の
介
入
に
際
し
て
、
社
会
学
者
は
隣
接
科
学 

に
つ
い
て
の
知
識
を
吸
収
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
近
親
性
は
新
参
の
社
会
学
者
の
側
か
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
の
こ
と
は

産
業 

社
会
学
の
発
足
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
果
し
て
、
こ
の
よ
う
な
準
備
が
周
到
に
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
初
期
の
産
業
社
会
学 

が
管
理
論
的
色
彩
を
脱
す
る
の
が
む
ず
か
し
か
っ
た
一
因
は
、
.
こ
れ
に
ぬ
か
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
だ
。
人
類
学
的
手
法
に
立
脚 

す
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
無
準
備
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
未
開
社
会
に
く
ら
べ
て
の
現
代
社
会
の
複
雑
性
は
十
分
に
浬
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

V
 

o
 

'
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分
業
関
係
に
お
い
て
は
、
相
手
の
あ
り
方
に
応
じ
て
、
自
分
の
や
り
方
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
相
互
的
理
解
な
く
し
て
は
、
分
業
は
円
沿 

に
機
能
し
な
い
。
産
業
•
労
働
の
個
別
的
な
側
面
を
断
片
的
に
処
理
し
う
る

ほ
ど
に
は
、
現
代
社
会
は
安
し
て
い
な
い
。
现
実
的
問
題
に
実
践 

的
に
こ
た
え
る
に
は
、
協
同
研
究
に
よ
る

多
角
的
分
析
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
o
そ
の
た
め
に
は
、
隣
接
科
学
と
の
近
親
性
を
確
保
し
、
そ
こ 

か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
も
の
を
吸
収
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
.こ
れ
は
社
会
学
の
独
自
性
を
強
め
こ
そ
す
れ
、
弱
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
 

独
向
性
は
独
走
.に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
隣
接
科
学
に
た
い
す
る
理
解
の
上
に
築
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
代
社
会
は
社
会
学
的
に
興
味
あ
る 

産
業
社
会
学
の
動
拘
と
そ
の
課
題 

一
七(

九

二

七

)



諸
^
题
を
提
起
し
て
し

る

し
力
も
，
こ
れ
ら
の
問
題
の
多
く
は
副
次
的
と
.い
う
よ
り
も
、
現
代
社
会
の
基
本
的
性
格
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て 

い
る
。
産
業
社
会
学
の
分
野
に
.お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
と
く
に
強
調
さ
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。
社
会
学
的
問
題
が
重
要
で
あ
る
が
故
に
、
社
会
学

 ̂

外
の
諸
学
問
の
な
か
に
、
社
会
学
的
方
法
の
導
入
が
目
立
っ
て
き
て
い

る

。

こ
の
よ
う
な
諸
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
が

現
代
社
会
科
学
の
主
要
な 

課
題
と
な
っ
て
お
り
、
産
業
社
会
学
は
そ
の1

端
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
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追

記

C

者
の
関
心
は
産
業
に
お
け
る

主

体

•
組
織
の
実
証
的
研
究
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

昨
年
刊
行
し
た
小
著

「

0

本
の
経
営
層」

(

日
経
新
書)

で 

は
、
工
業
化
に
お
け
る

経
済
主
体
の
役
割
.の
分
析
が
意
図
さ
れ
た
。

こ
の
問
題
を
さ
ら
に
追
究
し
な
が
ち
、
.組
織
の
そ
れ
に
及
ぼ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ 

う
な
研
究
過
程
に
お
い
て
、

こ
の
小
論
は
方
法
論
的
反
省
と
し
て

書
か
れ
た
。

、
西
欧
に
お
け
る
初
期
領
主
制
の
展
開
に
関
し
、
領
主
制
展
開
の
実
質
：

g

な
基
盤
と
し
て
の
村
落
制
度
に
つ
い
て
従
来
幾
多
の
論
議
が
行
わ
れ
て 

き
た
。

そ
の
よ
ぅ
な
研
究
の
古
典
と

し
て
著
名
な
ロ
マ
ニ
ス

ト

で

あ

る

p
a
s
t
e
l
d
e

 

C
o
u
l
a
n
g
e
s

の
見
解
は
、
新
し
い
領
主
制
理
；

f
™

の
新
し
い
拠
*

の 

意
味
を
獲
得
し
た
よ
ぅ
に
思
わ
れ
た
が
、
近
時
の
き
わ
め
て
概
括
的
な
労
作
w

c

ĉt
L
a
t
o
u
c
h
e
,
!
 ̂

Ori
g
i
n
e
s

 

d
e
s
c
o
n
o
m
i
e

 

occidentale. 

に
お
い
て
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
の
古
典
的
見
解
に
対
す
る
反
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

.

パ

リ

のRue. d
O
J
l
m

の
書
斎
で
研
究
し
て
い
た
こ
の
碩
学
の
分
析
的
•古
典
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
が
、
近
時
の
研
究
方
法(

例
え
ば
航
空
写 

真
や
考
古
学
的
議
や
地
名
研
究
等
々)

に
比
し
て
著
し
い
距
離
を
示
す
こ
と
を
別
と
し
て
も
、
.ク
丨

ラ
ン
ジ
ュ

が
、
、ゲ
ル

了
ネ
ン
の
侵
入
は
何
ら 

の
.変
化
を
齎
ら
さ
ず
、
.
ガ
リ
ア
の
土
地
全
体
が
二
世
紀
以
前
と
全
く
同
じ
性
格
を
保
持
す
る
大
領
地(

v
i
f
)

に
掩
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と 

は

ク

ー

ラ

ン

ジ

，
，
ュ
の
ロ

マ

ニス
ト
と
し
て
の
立
場
を
考
慮
し
て
も
な
お
ゆ
き
す
ぎ
の
よ
ぅ
に
思
わ
れ
る
と
批
判
者
達
は
考
え
て
い(

)̂
1》

従
っ
て

ヴ
ィ
.ク
ス

I
ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て
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