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北海道大学哲学会『哲学J 40号 (2004年 7月)

科
学
技
術
に
お
け
る
基
礎
研
究
の
社
会
的
責
任
に

つ
い
て
の
考
察

本
田
康
二
郎

ー
、
は
じ
め
に

科
学
技
術
の
発
達
は
市
民
に
対
し
て
多
大
な
影
響
を
及
ぽ
す
。
特
に
機
械
は
、
器
具
と
は
異
な
り
、
人
間
の
生
活
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
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変
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
村
田
に
よ
れ
ば

「機
械
の
存
在
の
あ
り
方
は
、
単
な
る
自
然
的
事
物
と
は
異
な
り
、
人
間
に
よ
り
制

御
さ
れ

『作
ら
れ
た
』
因
果
の
連
聞
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
因
果
連
関
を
制
御
可
能
な
形
で

『作
る
』
の
が
実
験
室
に
お
げ
る
人
間
の
科

学
的
活
動
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
『
作
ら
れ
た
』
因
果
連
関
を
別
の
脈
絡
で
繰
り
返
す
こ
と
が
、
機
械
の
使
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も

と
も
と
人
間
に
よ
っ
て

『作
ら
れ
た
』
自
然
が
機
械
と
し
て
登
場
す
る
と
、
今
度
は
機
械
は
、
人
間
の
ほ
う
が
そ
れ
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
『
第
二
の
自
然
』
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
L

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
我
々
は
生
れ
落
ち
た
そ
の
時
か
ら
、
自
動
扉
、
自
動
車
、
テ
レ

ビ
、
電
話
、
パ
ソ
コ
ン
と
い
っ
た
機
械
に
取
り
固
ま
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
。

も
し
、
社
会
が
科
学
技
術
の
成
果
を
全
て
引
き
受
け
て
い
く
と
し
た
な
ら
ば
、
市
民
は
こ
の
第
二
の
自
然
へ
盲
目
的
に
適
応
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
科
学
技
術
が
市
民
の
福
祉
を
増
す
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、

日

1
m世
紀
の
歴
史
を
眺
め
れ
ば
火
を
見
る

よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。
公
害
、
環
境
問
題
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
な
ど
、
科
学
技
術
が
そ
の
中
心
に
お
い
て
関
わ
っ
て
い
る
社
会
問
題
は
枚



挙
に
暇
が
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
を
反
省
の
契
機
と
し
て
、
我
々
は
科
学
技
術
の
成
果
の
自
律
的
な
選
択
を
行
っ
て
い
く
た
め
の
制
度
あ
る

い
は
体
制
を
社
会
の
中
に
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

科
学
技
術
の
社
会
的
影
響
を
語
る
際
、
基
礎
研
究
と
応
用
研
究
・
技
術
開
発
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
科
学
が
明
ら
か
に
し
た
知
識
は

客
観
的
、
中
立
で
あ
り
、
そ
の
知
識
が
災
い
を
も
た
ら
す
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
悪
用
し
た
者
に
責
任
が
あ
り
、
科
学
者
は
責
任
を
間
わ
れ
な

い
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
L

と
い
う
議
論
の
立
て
方
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
論
法
は
以
下
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
基
礎
研
究
は
客
観
的
な
自
然
法
則
の
探
究
で
あ
る
か
ら
、
人
類
の
知
識
を
増
大
す
る
と
い
う
意
味
で
社
会
的
に

善
な
る
営
み
で
あ
る
。
ま
た
、
発
見
さ
れ
た
自
然
法
則
は
真
理
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
は
善
で
も
悪
で
も
な
く
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
応
用
科
学
・
技
術
開
発
は
発
見
さ
れ
た
自
然
法
則
に
基
づ
い
て
自
然
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
聞
が
あ
る

目
的
に
向
か
っ
て
な
す
行
為
で
あ
る
か
ら
、
通
常
の
行
為
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
結
果
が
他
者
に
及
ぽ
す
影
響
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
、

と
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こ
う
し
た
科
学
技
術
観
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
る
限
り
、
科
学
者
、
特
に
基
礎
研
究
に
従
事
す
る
科
学
者
は
、
科
学
技
術
の
社
会
的
影
響
に

関
す
る
議
論
を
行
う
際
に
は
、
常
に
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
科
学
技
術
の
社
会
的
責
任
が
常
に

応
用
科
学
者
(
技
術
者
)
に
の
み
負
わ
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
基
礎
研
究
に
従
事
し
て
い
る
科
学
者
も
、
自
分
の
研
究
成
果
が
「
利

用
し
え
る
L

も
の
で
あ
る
こ
と
に
自
覚
を
持
ち
、
研
究
成
果
の
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。近

代
科
学
を
特
徴
づ
け
る
の
は
実
験
に
よ
る
検
証
で
あ
る
。
近
代
科
学
に
お
い
て
、
実
験
と
は
自
然
現
象
を
観
測
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
が
、
こ
の
場
合
の
観
測
と
は
自
然
現
象
を
受
動
的
に
眺
め
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
逆
に
、
あ
る
装
置
を
用
い
て
積
極
的
に
特
定
の

現
象
の
再
現
性
を
生
み
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
世
で
一
回
し
か
生
じ
な
い
現
象
は
科
学
的
考
察
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。
さ

ま
ざ
ま
な
条
件
の
調
整
に
よ
り
、
あ
る
現
象
の
再
現
性
が
生
み
出
さ
れ
た
と
き
、

そ
の
現
象
は
追
試
可
能
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
追
試
可
能



性
が
知
識
の
普
遍
性
の
基
礎
を
な
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
が
説
得
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
近
代
科
学
に
は
そ
も
そ
も
内
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
デ
ュ

1
イ
は
端
的
に
「
実
験
的
諸
科
学
に
と
っ
て
、
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
的
に
管
理
さ
れ
た
一
種
の
行
為

2
0
5
m
)

を
意
味
す
る
」
と
表
現
し
た
。
す
な
わ
ち
、
基
礎
研
究
は
観
察
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
現
象
を
生
み
出
す
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
生
み
出
さ

れ
た
現
象
は
直
接
的
に
技
術
開
発
の
資
源
と
し
て
活
用
し
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
新
技
術
は
新
た
な
測
定
装
置
に
応
用
さ
れ
、
過
去
の

知
識
は
測
定
装
置
と
い
う
形
で
実
体
化
し
、
次
な
る
観
察
を
生
み
出
す
。
こ
の
よ
う
に
反
省
し
て
み
れ
ば
、
基
礎
研
究
と
応
用
研
究
は
密
接

な
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
そ
れ
ら
を
厳
密
に
区
切
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

デ
ュ

l
イ
は
、
こ
う
し
た
近
代
科
学
の
特
徴
づ
け
を
「
我
々
の
概
念
や
観
念
と
い
う
も
の
は
、
遂
行
さ
れ
る
べ
き
、
あ
る
い
は
す
で
に
遂

行
さ
れ
た
諸
々
の
操
作
の
名
称
の
こ
と
な
の
で
あ
る
L

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
デ
ュ

l
イ
の
指
摘
が
一
般
に
受
け
容
れ
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
、
自
然
科
学
は
自
然
法
則
の
発
見
の
歴
史
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
観
測
さ
れ
た
あ
る
物
理
量
と
別
の
物
理
量
の

呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
を
生
み
出
す
我
々
の
前
提
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ッ
サ

l
ル
は
、

ガ
リ
レ
イ
に
始
ま
る
近
代
科
学
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関
係
が
数
学
的
形
式
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
き
、

そ
れ
は
あ
る
種
の
自
然
現
象
の
「
再
現
技
術
の
確
立
」
と
は
呼
ば
れ
ず
、
「
法
則
の
発
見
L

と

を
動
機
付
け
て
い
る
自
明
性
の
内
容
は
、
「
純
粋
幾
何
学
や
、
さ
ら
に
一
般
的
に
い
っ
て
純
粋
な
空
間
時
間
形
式
の
う
ち
に
理
念
的
に
構
成
し

う
る
純
粋
な
形
態
に
関
し
て
絶
対
の
普
遍
妥
当
性
を
も
っ
た
明
証
性
を
も
っ
て
教
え
ら
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
真
の
自
然
に
属
す
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
我
々
が
自
然
現
象
の
表
現
に
与
え
た
数
学
的
形
式
は
、

そ
の
ま
ま
自
然
界
の
属
性
(
自
然

法
則
)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
験
の
段
階
で
は
自
然
現
象
の
制
御
が
試
み
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
制
御
が
首
尾
よ
く
成
功
し
、

現
象
が
数
学
的
形
式
で
記
述
さ
れ
た
後
で
は
、
こ
う
し
た
自
明
性
の
も
と
で
、
制
御
の
成
功
と
い
う
面
は
背
景
に
退
き
、
自
然
法
則
の
発
見

と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
試
み
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
現
象
の
制
御
の
側
面
が
自
然
科
学
の
成
果
と
し
て
二
次
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
、

そ
の
忘
却
の
契

機
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
忘
却
の
契
機
を
探
る
な
か
で
、
我
々
は
自
然
科
学
が
そ
の
発
生
の
と
き
か
ら
含
ん
で
い
る
「
予
見
」
能
力



に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
自
然
科
学
内
部
の
実
用
的
有
効
性
の
存
在
の
自
覚
を
促
す
こ
と
が
、
基
礎
研
究
に

携
わ
る
も
の
の
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

2
、
学
校
に
お
け
る
知
識
伝
承
の
形

ブ
ッ
サ

1
ル
に
よ
れ
ば
、
先
の
自
明
性
の
内
容
は
、
「
我
々
に
と
っ
て
|
我
々
が
早
期
に
受
け
た
科
学
的
な
学
校
教
育
の
お
か
げ
で
ま
さ

し
く
自
明
性
の
性
格
を
帯
び
て
く
る
L

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
を
、
彼
の
言
葉
に
従
っ
て
要
約
し
て
み
よ
う
。
(
フ
ツ

サ
l
ル
が
著
書
の
中
で
「
幾
何
学
し
と
い
う
言
葉
を
使
う
時
、
そ
れ
が
数
理
諸
科
学
全
体
に
あ
て
は
ま
る
内
容
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

語
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
以
降
、
フ
ツ
サ

l
ル
の
言
葉
と
し
て
「
幾
何
学
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
場
合
は
、
物
理

学
校
教
育
に
お
い
て
我
々
は
何
を
学
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ツ
サ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
「
そ
こ
(
初
等
的
な
幾
何
学
の
教
え
方
と
そ
の
教
科
書
)

で
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
学
ぶ
の
は
、
既
成
の
概
念
や
命
題
を
厳
密
な
方
法
的
手
続
き
に
従
っ
て
ど
う
操
作
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
す

る
と
、
「
描
か
れ
た
図
形
に
よ
る
概
念
の
感
性
的
直
観
化
が
、
根
源
的
理
念
性
の
実
際
の
産
出
と
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
」
こ
と
に
な
り
、

「
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
成
功
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
だ
L

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
幾
何
学
を
学
ぶ
の
に
際
し
て
、

ー-40

学
を
含
む
数
理
諸
科
学
に
も
当
て
は
ま
る
内
容
だ
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
)

そ
の
最
初
の
発
明
者
と
同
様
の
幾
何
学
の
産
出
を
、
自
分
の
経
験
の
中
で
直
接
体
験
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
、

学
校
に
お
い
て
は
幾
何
学
の
実
践
に
お
け
る
価
値
が
理
解
で
き
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ

l
ル
が
「
成
功
し
て
し
ま
え
ば

そ
れ
で
十
分
」
と
言
っ
た
と
き
、
そ
の
成
功
と
は
「
応
用
幾
何
学
の
実
用
的
成
功
で
あ
り
、
た
と
え
理
解
な
ど
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
実
用

の
上
で
途
方
も
な
く
有
効
だ
L

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
設
計
や
測
量
そ
の
他
の
実
践
に
お
い
て
、
そ
れ
が
有
効
に
使
用
し
得
る
な

ら
ば
、
幾
何
学
の
起
源
を
問
う
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
般
に
数
学
は
、
意
味
を
ぬ
き
と
ら
れ
た
ま
ま
、
た
え
ず
論
理
的
に



増
築
さ
れ
な
が
ら
伝
承
さ
れ
た
し
、
他
方
で
は
、
技
術
的
応
用
の
方
法
的
手
続
き
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
お
の
*
す
か
ら
、
こ
の
途
方
も
な

い
ほ
ど
の
広
い
射
程
を
も
っ
実
用
的
有
効
性
が
、
こ
れ
ら
の
学
問
の
推
進
と
評
価
の
主
要
動
機
と
な
っ
た
L

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か

ら
、
フ
ツ
サ

l
ル
は
「
科
学
と
そ
の
方
法
は
、

ち
ょ
〉
フ
ど
、

そ
の
正
し
い
操
作
は
だ
れ
に
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
よ
う
な
作
動
の

内
的
可
能
性
や
必
然
性
は
少
し
も
理
解
出
来
な
い
機
械
|
た
し
か
に
す
こ
ぶ
る
有
益
な
こ
と
を
お
こ
な
い
、

械
に
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
L

と
主
張
す
る
。

そ
の
点
で
は
信
頼
の
お
け
る
機

」
の
主
張
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。
例
え
ば
自
動
車
は
、

フ
レ

ー
ム

エ
ン
ジ
ン
、
車
輪
、
電
子
機
器
、

シ
ー
ト
な
ど
の
部
品
が
複
合
さ

れ
て
出
来
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
う
し
た
部
品
は
材
料
化
学
、
電
子
工
学
、
構
造
力
学
、
機
械
工
学
、
熱
力
学
と
い
っ
た
諸
々
の
知
識
に
基

づ
い
て
製
作
さ
れ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
例
え
ば
熱
力
学
に
精
通
し
て
い
な
く
と
も
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

我
々
は
そ
の
中
身
の
仕
組
み
な
ど
全
く
知
ら
な
い
で
も
、
機
械
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
1

ル
は
知
識
そ
の
も
の
を
機
械
に
例
え
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
数
理
諸
科
学
は
、
古
い
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知
識
を
前
提
と
し
て
そ
の
上
に
新
た
な
知
識
を
蓄
積
し
て
き
た
歴
史
的
構
造
を
も
つ
の
だ
が
、
例
え
ば
そ
れ
を
学
校
で
学
ぶ
よ
う
な
場
合
に

は
、
そ
の
構
造
は
直
観
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
知
ら
な
く
と
も
、
実
用
的
に
役
立
つ
知
識
と
し
て
、

そ
れ
ら
は
十
分
使
用
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
、
我
々
が
学
校
教
育
で
自
然
科
学
を
学
ぶ
際
の
姿
が
要
約
さ
れ
て
き
た
。
我
々
は
既
成
の
知
識
に
習
熟
し
、

そ
れ
ら
の
知
識
を

使
え
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
手
一
杯
で
、
そ
れ
ら
の
知
識
が
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
生
ま
れ
て
き
た
の
か
気
づ
か
ず
に
過
ご
す
。
数
学
的
形
式

で
整
理
さ
れ
た
自
然
科
学
の
知
識
は
自
然
の
属
性
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
教
育
さ
れ
、
な
ぜ
そ
れ
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
動
機
付
け
に
関

し
て
は
、
「
実
用
的
有
効
性
」
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
が
与
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
我
々
は
今
や
、
数
学
的
形
式
で
ま
と
め
ら
れ
た
諸
々
の
知
識
が
、

ど
う
い
っ
た
過
程
を
経
て
客
観
性
や
普
遍
性
を
獲
得
し
て
き
た

の
か
を
反
省
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。



3
、
幾
何
学
の
起
源

本
章
で
は
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
、
幾
何
学
の
起
源
に
つ
い
て
反
省
し
て
い
こ
う
。

幾
何
学
は
歴
史
の
あ
る
点
で
誰
か
が
発
明
し
た
も
の
で
あ
る
し
、

そ
れ
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
人
聞
が

一
人
も
存
在
し
な
い
世
界
に
お
い
て
も
幾
何
学
の
定
理
は
存
在
す
る
、

と
述
べ
る
こ
と
に
ど
れ
程
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
に
な
ら
っ
て
、

「た
と
え
、
我
々
が
幾
何
学
の
創
始
者
に
つ
い
て
全
く
知
ら
な
く
と
も
、
我
々
は
少
な
く
と
も
そ
う
い
う

人
が
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

幾
何
学
は
決
し
て
、
石
や
山
の
よ
う
に
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
《
人
間
性
の
空
間
》

に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
精
神
的
存
在
で
あ
る
。
ま
た
精
神
的
存
在
は
生
成
し
て
き
た
存
在
な
の
で
あ
り
、

か
ら
生
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
。

か
っ
こ
れ

以
上
の
よ
う
に
、

幾
何
学
が
精
神
的
存
在
で
あ
り
、

そ
れ
が
あ
る
一
人
の
人
物
の
心
の
な
か
で
誕
生
し
た
の
だ
と
考
え
る
と
、
逆
に
一
つ
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そ
の
一
人
の
考
え
出
し
た
個
人
的
知
識
と
し
て
の
幾
何
学
が
客
観
性
を
帯
び
て
、
誰
に
で
も
妥
当
す
る
普

遍
的
知
識
と
な
っ
て
い
く
の
は
知
何
様
に
し
て
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
フ
ツ
サ
1
ル
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
す
な
わ

の
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、

ち
、
幾
何
学
が
個
人
的
な
思
念
か
ら
我
々
の
思
念
と
い
う
一
般
性
を
獲
得
す
る
の
は

「
そ
れ
が
い
わ
ば
そ
の
言
語
身
体
を
受
け
取
る
言
語
を

媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
共
通
の
言
語
を
用
い
て
話
し
、
幾
何
学
が
そ
の
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
相
互
主
観
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
人
類
と
い
う
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
直
接
的
お
よ
び
間
接
的
な

言
語
共
同
体
と
し
て
意
識
さ
れ
て
」
お
り
、
「
こ
う
し
た
意
味
で
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉
と
い
う
地
平
を
な
し
て
い
る
人
類
と

は
、
彼
等
に
と
っ
て
、
相
互
に
正
常
な
仕
方
で
完
全
に
わ
か
り
合
え
る
よ
う
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
共
同

体
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
の
共
同
体
に
お
い
て
各
人
は
、
自
己
の
人
間
的
環
境
の
う
ち
に
現
存
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
、
客
観
的
に
存

在
す
る
も
の
と
し
て
話
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ

l
ル
は
こ
う
し
た
人
類
の
共
同
体
を
寸
感
情
移
入
的
連
結
L



と
呼
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
感
情
移
入
の
共
同
体
に
お
い
て
、

幾
何
学
が
語
ら
れ
る
だ
り
で
は
そ
れ
が
普
遍
性
を
獲
得
す
る
の
に
は
ま
だ
不
十
分

で
あ
る
。
語
ら
れ
る
だ
け
で
は
、
幾
何
学
に
は
「
永
続
的
存
在
が
欠
け
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
幾
何
学
が
時
間
的
な
永
続
性
を
獲
得
す
る

た
め
に
は
、
直
接
間
接
の
個
人
的
語
り
か
げ
な
し
に
そ
れ
が
伝
達
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
文
字
に

よ
る
表
現
で
あ
る
。
文
字
表
現
に
よ
っ
て
、
個
人
的
知
識
は
物
質
的
に
固
定
さ
れ
、
隔
た
っ
た
世
代
へ
と
伝
播
し
得
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
て
文
字
と
し
て
表
現
さ
れ
た
幾
何
学
は
「
い
わ
ば
沈
殿
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
読
む
者
が
、
そ
れ
を
ふ
た
た
び
明
証
的
た

ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
明
証
を
再
活
性
化
し
う
る
の
で
あ
る
。
」
し
か
し
、
幾
何
学
を
学
ぶ
者
が
、
そ
の
「
明
証
を
再
活
性
化
し
う
る
」
と
い

う
点
に
は
、
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
フ
ツ
サ

l
ル
は
幾
何
学
を
学
ぶ
も
の
全
て
が
、

そ
の
発
明
者
の
体
験
し
た
明
証
を
再
現
で
き
る
も
の
で

は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
幾
何
学
の
よ
う
な
、

理
念
的
諸
成
果
の
沈
殿
を
土
台
と
し
て
さ
ら
に
高
次
の
理
念
的
対
象
を
生
み
出
す
よ
う
な
学

の
で
、
体
系
だ
っ
た
知
識
と
し
て
完
成
さ
れ
た
後
か
ら
で
は
、

そ
れ
ら
が
有
機
的
に
結
び
つ
く

そ
う
し
た
知
識
の
地
層
が
明
示
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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聞
に
お
い
て
は
、
博
物
学
の
よ
う
な
記
述
学
と
は
異
な
り
、
古
い
知
識
が
新
し
い
知
識
へ
と
意
味
を
与
え
、

さ
て
、
も
し
我
々
が
そ
の
起
源
を
直
接
再
活
性
化
す
る
こ
と
な
く
幾
何
学
を
学
ん
で
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
事
態
を

指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ

l
ル
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
明
証
を
持
た
な
い
で
、
受
動
的
に
理
解
さ
れ
受
げ
取
ら
れ
た
意
味
だ
け

で
や
り
く
り
す
る
よ
う
な
、
単
に
受
容
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
受
動
性
の
な
か
で
の
思
考
の
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
L

と
語
り
始
め
る
。

「
受
動
的
に
(
時
と
し
て
は
、
思
い
出
す
と
い
う
か
た
ち
で
)
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
命
題
、
な
い
し
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
受
動
的
に
理
解
さ

れ
る
命
題
は
、

の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
も
、

さ
し
あ
た
っ
て
は
受
動
的
な
自
我
の
関
与
と
い
う
か
た
ち
で
単
に
受
け
取
ら
れ
、
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
受
げ
容
れ
ら
れ
る

そ
の
命
題
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
思
念
で
は
あ
る
。
」
受
動
的
に
理
解
さ
れ
た
あ
る
種
の
判
断
も

そ
れ
が
妥
当
性
を
有
す
る
限
り
、
自
ら
そ
の
明
証
性
を
確
認
せ
ず
と
も
、
能
動
的
産
出
の
機
能
を
も
っ
た
道
具
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
受
動
的
明
証
に
関
し
て
も
、
「
共
同
化
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
明
確
化
さ
れ
、
解
明
さ
れ
た
判
断
は
伝
承
可
能
な



理
念
的
対
象
に
な
る
。
論
理
学
が
命
題
と
か
判
断
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
き
に
も
っ
ぱ
ら
考
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
理
念
的
対
象
で
あ
る
。
L

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
念
的
対
象
と
化
し
た
判
断
な
り
、
命
題
な
り
は
、
「
判
断
が
仮
定
へ
と
転
ず
る
場
合
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
み
ず

か
ら
言
表
し
た
り
判
断
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
言
表
作
用
、
あ
る
判
断
作
用
に
身
を
置
い
て
考
え
て
み
る
よ
う
な
場
合
」
に
も
そ

の
能
動
的
産
出
機
能
を
保
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
受
動
的
に
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
や
っ
て
き
て
、
単
に
受
け

容
れ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
言
語
的
命
題
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
L

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
よ
り
か
か
り
」
の
お
か
げ
で
、
「
命
題
の
継
承

や

つ
ね
に
新
た
な
命
題
や
理
念
性
を
論
理
的
に
構
築
し
う
る
方
法
の
継
承
は
、

ま
さ
し
く
時
代
を
通
じ
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
行
さ

つ
ま
り
、
後
続
の
も
の
に
と
っ
て
の
意
味
の
源
泉
を
再
活
性
化
す
る
能
力
は
継
承
さ
れ
な
い
」
と

れ
う
る
の
だ
が
、

し〉

っ

と
カま
起

るー
の方
で、

あ根
る31源
。的

I而

緒

以
上
の
フ
ツ
サ

l
ル
の
記
述
に
お
い
て
、
フ
ツ
サ

l
ル
が
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
根
源
的
理
念
性
の
隠
蔽
構
造
を
看
過
し
て
い
た

な
ら
ば
、
人
類
が
も
つ
べ
き
「
自
己
責
任
」
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
果
た
す
べ
き
自
己
責
任
と
は
つ
ま
り
、

我
々
が
現
在
持
っ
て
い
る
世
界
措
定
の
根
拠
を
知
り
、

そ
れ
を
自
覚
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
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根
源
的
理
念
性
の
再
活
性
化
と
い
う
フ
ッ
サ

l
ル
独
自
の
問
題
設
定
は
現
象
学
と
い
う
広
大
な
学
問
領
域
を
拓
い
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
に
深
く
関
わ
る
こ
と
は
し
な
い
。

着
目
し
た
い
の
は
幾
何
学
の
起
源
に
関
す
る
フ
ッ
サ
1
ル
の
具
体
的
記
述
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
幾
何
学
は
測
定
術
に
起
源
を
持
つ
と
さ

れ
て
い
る
。
幾
何
学
は
そ
も
そ
も
土
地
の
測
量
と
い
っ
た
実
践
的
な
要
求
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、

そ
の
測
定
を
厳
密
化
し
て
い
く

過
程
で
、

さ
ら
に
正
確
に
、
も
っ
と
正
確
に
と
い
う
要
求
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
「
無
限
に
正
確
な
」
と
い
う
数
学
的
理
念
性
が
生
み
出
さ
れ

る
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
、
理
念
的
存
在
と
さ
れ
る
幾
何
学
が
、
測
定
術
と
い
う
こ
の
実
践
的
な
営
み
に
端
を
発
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
重
く
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

測
定
と
い
う
営
み
は
極
め
て
実
践
的
行
為
で
あ
る
。
測
る
た
め
に
は
、
何
故
測
る
の
か
と
い
う
目
的
が
存
在
し
、
測
る
た
め
の
道
具
も
必



要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
測
定
の
際
に
は
、
測
る
対
象
を
直
接
体
験
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
測
る
対
象
と
し
て
の
世
界
は
、
当
初
は
理
念
的
な

数
学
的
存
在
者
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
(
こ
の
理
念
化
以
前
の
世
界
を
、
我
々
は
フ
ツ
サ

l
ル
に
な
ら
っ
て
「
生
活
世
界
」
と
呼
ぽ
う
。
)

し
か
し
、
解
析
幾
何
学
の
発
展
に
よ
る
幾
何
学
の
数
式
化
に
よ
り
、
測
定
の
結
果
が
数
式
を
用
い
て
表
現
さ
れ
は
じ
め
た
と
き
、
こ
の
生
活

世
界
は
「
理
念
の
衣
」
で
覆
わ
れ
た
世
界
と
す
り
か
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
数
式
に
よ
る
表
現
を
動
機
づ
け
た

も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ツ
サ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
数
式
の
使
用
に
も
極
め
て
実
践
的
な
目
的
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
一
度
式
を
手
に
入
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
具
体
的
、
現
実
的
な
生
活
の
直
感
的
世
界
|
数
学
的
な
も
の
も
そ
こ
で
は
単
な
る
一
つ
の
特
殊
な
実
践
に
す
ぎ
な
い
ー
に
お
い
て
、
経

験
的
確
実
さ
を
も
っ
て
期
待
さ
れ
う
る
も
の
を
、
実
践
的
に
望
ま
し
い
仕
方
で
、
あ
ら
か
じ
め
予
見
で
き
る
よ
う
に
な
る
L

の
で
あ
る
。
正

確
な
予
見
と
い
う
実
践
的
目
的
が
、
自
然
現
象
の
数
学
的
定
式
化
を
動
機
づ
け
た
の
だ
っ
た
が
、

そ
れ
に
成
功
す
る
や
い
な
や
、

そ
う
し
た
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数
式
が
世
界
に
内
属
す
る
法
則
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ツ
サ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
「
無
限
に
仮
説
で
あ
り
つ
づ
砂
、
無
限
に
検
証
で
あ
り
つ
づ

ア
プ
リ
オ
リ
に
自
然
科
学
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
」
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
自

け
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
然
科
学
に
固
有
な
本
質
で
あ
り
、

然
科
学
は
自
然
界
に
内
属
す
る
法
則
の
発
見
の
学
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

斗別
に
、

フ
ッ
サ
1
ル
は
学
校
で
学
ぶ
幾
何
学
は
「
成
功
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
十
分
」
で
あ
り
、

そ
の
結
果
、
幾
何
学
の
起
源
は
問
わ
れ

な
い
ま
ま
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
「
幾
何
学
が
役
に
立
っ
て
し
ま
う
(
成
功
し
て
し
ま
う
)
の

は
そ
も
そ
も
何
故
な
の
か
L

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
学
校
で
自
然
科
学
が
学
ば
れ
る
際
、

そ
れ
は
実
用
的
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ

学
ば
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
用
的
有
効
性
は
自
然
科
学
に
何
時
備
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
、
自
然
科
学
は
、

当
初
か
ら
正
確
な
「
予
見
」
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
整
備
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え

ば
、
「
万
物
は
流
転
す
る
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
意
味
で
は
自
然
法
則
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
で
記
述
さ
れ
た
法
則

は
実
用
性
が
な
い
の
で
あ
る
。
数
式
で
記
述
さ
れ
、
正
確
な
量
的
予
見
と
い
う
こ
と
に
与
す
る
形
で
記
述
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
自
然
科
学



は
実
用
性
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
デ
ュ

l
イ
の
近
代
科
学
観
と
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
見
解
が
近
い
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
両
者
と
も
に
、

そ
れ
が
実
用

性
を
も
と
め
て
作
ら
れ
て
き
た
と
い
う
視
点
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
実
用
性
の
側
面
は
、
自
然
の
数
学
化
と
と
も
に
隠
蔽

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

客
観
的
法
則
と
し
て
発
見
さ
れ
た
知
識
を
盲
目
的
に
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
実
用
的
に
有
効
な
手
段
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、

そ
れ
は
あ
る
種
の
力
の
行
使
を
可
能
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
サ

l
ル
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ

た
、
自
然
の
数
学
化
に
と
も
な
う
隠
蔽
構
造
に
お
い
て
、
強
調
さ
れ
た
の
は
根
源
的
理
念
性
の
隠
蔽
で
あ
っ
た
が
、
強
調
す
べ
き
点
が
も
う

一
つ
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
知
識
の
伝
承
過
程
に
お
い
て
は
、

そ
の
知
識
が
内
包
し
て
い
る
実
用
的
有
効
性
も
隠
蔽

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
研
究
の
成
果
の
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
反
省
す
る
際
に
、
第
一
に
再
活
性
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
こ
の
有
用
性

に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
真
理
の
探
究
と
い
う
名
の
も
と
で
成
立
し
て
き
た
数
理
的
自
然
科
学
を
、

た
だ
単
に
事
実
に
関
す
る
知
識
だ
と
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し
て
受
動
的
に
受
け
止
め
た
場
合
、

そ
の
知
識
を
習
得
し
た
者
は
、
無
自
覚
に
自
然
に
つ
い
て
の
測
定
術
を
も
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
測
定
術
と
し
て
の
有
用
性
が
意
識
の
中
で
再
活
性
化
さ
れ
な
け
れ
ば
、
自
然
科
学
を
習
得
し
た
も
の
は
自
ら
が
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
た

能
力
に
つ
い
て
い
つ
ま
で
も
無
自
覚
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

従
っ
て
、
知
識
の
習
得
に
際
し
て
は
、

そ
の
知
識
の
も
た
ら
す
実
践
的
効
果
を
つ
ね
に
反
省
し
、
自
覚
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し

た
自
覚
を
持
つ
こ
と
も
知
識
を
持
つ
者
の
一
つ
の
自
己
責
任
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

4、

「
存
在
妥
当
の
受
動
的
踏
襲
」
と
知
識
伝
承

今
ひ
と
つ
、
知
識
や
命
題
が
他
者
の
言
表
作
用
や
判
断
作
用
へ
の
「
よ
り
か
か
り
」
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
く
と
指
摘
さ
れ
た
点
に
つ



い
て
考
察
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

フ
ッ
サ

l
ル
は
こ
の
よ
り
か
か
り
を
「
存
在
妥
当
の
受
動
的
踏
襲
L

と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
彼
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
受
動
的
踏
襲
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
源
の
忘
却
が
広
ま
っ
て
き
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
つ

て
、
こ
の
「
受
動
的
踏
襲
L

に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
個
々
人
が
自
ら
の
知
識
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
を
難
し
く
す
る
も
の
が
何
で

あ
る
の
か
を
考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

フ
ッ
サ

l
ル
の
『
幾
何
学
の
起
源
』
の
記
述
の
中
で
は
、
こ
の
「
受
動
的
踏
襲
L

に
つ
い
て
は
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
他
の
哲
学
者
の
知
恵
に
頼
ろ
う
と
思
う
。
我
々
は
、
「
模
倣
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
独
特
の
社
会
学
を
構
築
し
た
ガ
ブ
リ
エ
ル
・

タ
ル
ド
の
分
析
を
参
考
す
る
こ
と
に
す
る
。
他
者
の
判
断
作
用
の
受
動
的
踏
襲
と
い
う
言
葉
を
、
他
者
の
判
断
の
模
倣
と
読
み
か
え
る
こ
と

で
フ
ツ
サ

1
ル
の
分
析
を
補
っ
て
見
て
行
こ
う
。

あ
る
図
案
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は

タ
ル
ド
は
模
倣
に
つ
い
て
、
「
模
倣
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
常
に
あ
る
理
念
で
あ
り
、
あ
る
意
欲
で
あ
り
、
あ
る
判
断
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、

二
疋
量
の
信
念
と
欲
望
が
表
さ
れ
て
い
る
L

と
定
式
化
し
て
い
る
。
タ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
文
化
現

象
に
関
わ
る
全
て
の
事
象
(
科
学
、
宗
教
、
道
徳
、
芸
術
な
ど
)
が
模
倣
に
よ
っ
て
広
ま
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
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る
。
し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
事
象
の
背
後
に
あ
る
の
は
常
に
欲
望
と
信
念
の
伝
播
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
欲
望
と
信

念
と
い
う
言
葉
は
何
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

タ
ル
ド
は
人
間
の
意
識
や
思
考
そ
し
て
行
為
は
、
彼
が
「
目
的
論
的
三
段
論
法
(
国
芯
]g-omts-
唱
己
om一
印
日
)
」
と
呼
ぶ
も
の
の
実
践
的

な
帰
結
で
あ
る
と
述
べ
る
。
目
的
論
的
三
段
論
法
と
は
、
大
前
提
で
あ
る
欲
望

(
H
あ
る
人
物
が
自
分
に
対
し
て
前
提
と
す
る
目
札
)
と
小

前
提
で
あ
る
信
念

(
H
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
取
ら
れ
る
最
善
の
手
段
を
支
え
る
所
信
)
か
ら
行
為
が
導
か
れ
る
と
い
う
概
念
で
あ

(
大
前
提
)
一
今
、
私
は
こ
の
目
的
を
満
た
す
た
め
の
最
良
の
手
段
を
労
働
す
る
こ
と
で
あ
る
と
信

じ
て
い
る
(
小
前
提
)
一
従
っ
て
、
私
は
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
L

と
い
う
形
で
あ
る
。
人
が
模
倣
す
る
と
は
、
こ
の
三
段
論
法
の
言
う
と
こ
ろ

る
。
例
え
ば
、
「
私
は
パ
ン
を
食
べ
た
い

の
大
前
提
と
小
前
提
を
他
人
か
ら
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。



さ
て
、
タ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
安
定
し
た
社
会
と
は
こ
う
し
た
模
倣
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
社
会
を
さ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
模
倣
に
よ
っ

て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
互
い
に
似
れ
ば
似
る
ほ
ど
、

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
り
す
る
」
の
で
あ
り
、
「
精
気
が
あ
っ
て
幸
福
な
人
々
が
い
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
間
で
は
共
通
の
信
念
や
共
通
の

つ
ま
り
人
々
が
同
じ
目
的
の
達
成
を
追
跡
す
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
同
意
し
た
り
、
同
意

科
学
を
認
め
合
う
合
意
が
、
本
質
に
関
わ
ら
な
い
些
細
な
議
論
や
、
我
侭
に
基
づ
く
否
認
を
退
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
愛
国
的
行
為
と
い
う

同
じ
目
的
を
追
求
し
、
全
て
の
人
を
束
ね
る
同
じ
作
業
計
画
を
実
現
す
る
と
い
う
合
意
が
、
全
て
の
自
己
本
位
な
競
争
や
、
全
て
の
欲
望
の

競
合
を
退
け
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
タ
ル
ド
は
、
我
々
の
模
倣
衝
動
を
あ
る
快
苦
の
感
情
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
人
は
生
れ
落
ち
た
そ
の
時
か
ら
周
囲
の

人
聞
か
ら
影
響
を
受
け
る
わ
け
だ
が
、
模
倣
衝
動
を
方
向
付
け
る
の
は
、

そ
う
し
た
影
響
関
係
の
中
で
の
J
六
感
」
の
快
楽
で
あ
り
、
「
反
感
L

の
苦
痛
で
あ
る
。
こ
の
快
苦
の
感
情
を
も
と
に
、

タ
ル
ド
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
人
は
共
感
(
印
可
B
U同
吾
可
)

の
喜
び
を
経
験
し
た
り
、
反

48-

感

(ω
ロ門
F
H
U

丘
町
可
)
の
苦
し
み
を
経
験
し
た
と
き
、
同
時
に
、
人
の
行
為
で
あ
れ
自
然
現
象
で
あ
れ
、
自
分
に
と
っ
て
快
い
よ
う
な
物
事
を
大

切
に
所
有
し
続
け
た
り
、
あ
る
い
は
、
自
分
に
と
っ
て
苦
痛
で
あ
る
よ
う
な
も
の
を
憎
み
続
け
た
り
す
る
。
彼
は
独
特
な
自
然
の
感
情
を
、

自
分
の
仲
間
の
大
多
数
か
、

そ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
者
た
ち
を
喜
ば
せ
る
も
の
へ
と
差
し
向
け
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
彼
ら
に
と
っ
て

苦
痛
で
あ
る
よ
う
な
事
物
に
対
し
て
、
独
特
な
一
種
の
憎
し
み
を
差
し
向
け
る
よ
う
に
な
る
。
」
こ
う
し
て
、
人
は
周
囲
の
人
間
た
ち
の
感

じ
方
、
望
み
方
、
理
解
の
仕
方
を
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

タ
ル
ド
に
と
っ
て
、
善
悪
の
根
拠
は
共
感
を
も
と
に
し
た
社
会
の
秩
序
の
可
否
に
由
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
秩
序
が

保
た
れ
る
た
め
に
は
、
「
人
が
信
じ
、
人
が
そ
こ
に
複
数
の
心
の
も
っ
と
も
偉
大
な
一
致
を
(
現
在
あ
る
い
は
未
来
に
お
い
て
)
生
み
出
す
よ

う
な
徳
を
見
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
支
え
る
義
務
、
そ
し
て
そ
れ
に
反
対
す
る
よ
う
な
考
え
方
に
反
対
す
る
義
務
」
が
存
在
す
る

こ
と
に
な
る
。
タ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
義
務
に
反
す
る
こ
と
は
「
理
解
の
非
|
体
制
順
応
主
義
L

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
意
見
(
O
立
三
O
ロ印)

の
形
式
に
お
け
る
犯
罪
L

と
い
う
こ
と
に
な
る
。



こ
う
し
た
タ
ル
ド
の
分
析
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
我
々
が
ど
の
よ
う
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
く
か
は
、
自
由
な
選
択
と
い
う
わ
け
に
は

い
か
ず
、
社
会
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
多
く
の
場
合
、
周
囲
の
人
間
の
目
的
と
手
段
を
模
倣
す

る
こ
と
で
、
自
ら
の
行
為
を
決
定
し
て
い
る
。
あ
る
集
団
が
、
同
じ
目
的
に
向
か
っ
て
、
同
じ
手
段
を
用
い
て
行
為
し
て
い
る
と
き
に
は
、

そ
の
集
団
内
部
で
の
共
感
の
快
楽
が
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ッ
サ

l
ル
は
起
源
の
忘
却
を
批
判
し
た
わ
け
だ
が
、
も
し
、
あ
る
一
人
の
人
聞
が
、
自
分
の
属
す
る
集
団
で
す
で
に
共
有
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
知
識
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
そ
の
根
拠
を
問
う
た
な
ら
ば
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
内
部
の
共
感
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
フ
ッ
サ

l
ル
は
、

幾
何
学
が
実
用
の
役
に
立
て
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
寸
成
功
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
十
分
」
と
い
っ

ご
門
ノ
主
-
‘
宜
、

ナ

J
σ
~
7
・刀

そ
れ
は
数
理
諸
科
学
が
も
っ
予
見
性
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
そ
れ
で
十
分
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
タ
ル
ド
の
分
析
か

ら
、
こ
れ
に
さ
ら
に
「
共
有
で
き
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
十
分
」
と
い
う
言
葉
を
付
げ
加
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
幾
何
学
を
学
ぶ
も
の
は
、

そ
の
内
容
を
他
者
と
共
有
で
き
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、

そ
の
起
源
を
問
う
必
要
な
ど
な
い
わ

49ーー

け
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ツ
サ

1
ル
は
次
の
よ
う
に
の
ぺ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
明
確
化
さ
れ
、
解
明

さ
れ
た
判
断
は
伝
承
可
能
な
理
念
的
対
象
に
な
る
。
論
理
学
が
命
題
と
か
判
断
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
き
に
も
っ
ぱ
ら
考
え
て
い
る
の
は
、

こ
の
理
念
的
対
象
で
あ
る
、
L

と
。
こ
の
考
え
を
敷
街
す
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
数
学
的
に
記
述
さ
れ
た
表

現
は
、
「
解
明
さ
れ
た
伝
承
可
能
な
判
断
L

を
用
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
他
者
と
判
断
を
共
有
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
と
い
う
実
用

的
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
数
理
諸
科
学
の
形
式
は
、

そ
れ
を
身
に
つ
け
た
集
団
内
部
で
、

タ
ル
ド
の
い
う
共
感
の

快
楽
を
高
め
る
効
果
が
あ
る
と
は
一
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
分
自
身
で
判
断
せ
ず
、
他
者
の
判
断
を
踏
襲
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
偶
然
の
出
来
事
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
相
互
主
観
性
が
形
成
さ
れ

る
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
タ
ル
ド
の
研
究
の
意
義
は
、
共
感
の
快
楽
と
反
感
の
苦
痛
と
い
う
感
情
の
問
題



が
、
知
識
の
伝
承
が
成
功
す
る
か
否
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
あ
る
。
科
学
者
が
、
自
ら
の
持
つ
知
識
に
つ
い
て
反

省
を
め
ぐ
ら
す
と
き
、
こ
う
し
た
感
情
の
問
題
も
視
野
に
入
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
が
習
得
し
て
い

る
知
識
を
反
省
す
る
際
に
は
、
他
者
の
見
解
の
「
受
動
的
踏
襲
」
か
ら
身
を
起
こ
し
、
自
律
性
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

5
、
考
察
と
ま
と
め

フ
ツ
サ

l
ル
の
考
察
か
ら
、
我
々
は
、
生
活
世
界
に
お
け
る
「
予
見
」
と
い
う
実
践
的
必
要
性
か
ら
生
じ
て
き
た
、
「
仮
説
と
し
て
の
自
然

科
学
」
と
い
う
本
来
の
姿
が
、
自
然
の
数
学
化
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
る
過
程
を
導
い
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
最
初
の
問
題
設
定
で
あ
っ
た
、

「
科
学
が
明
ら
か
に
し
た
知
識
は
客
観
的
、

中
立
で
あ
り
、
そ
の
知
識
が
災
い
を
も
た
ら
す
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
悪
用
し
た
者
に
責
任
が
あ
り
、

科
学
者
は
責
任
を
問
わ
れ
な
い
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
L

と
い
う
議
論
の
立
て
方
の
批
判
を
行
う
上
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
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我
々
は
全
て
の
知
識
を
自
分
ひ
と
り
で
作
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
他
者
や
書
物
か
ら
の
受
動
的
踏
襲
と
い
う
形
で
様
々

な
も
の
を
学
び
取
る
よ
う
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
タ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
知
識
の
共
有
は
共
感
の
快
楽
を
も
た
ら
す
。

し
か
し
、
こ
の
学
び
の
場
面
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。

例
え
ば
、
学
校
で
「

O
Oが
発
見
し
た

X
と
い
う
自
然
法
則
」
を
学
ぶ

場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
フ
ツ
サ
l
ル
の
記
述
の
妥
当
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
学
ん
で
い
る
内
容
は
あ
る
自
然
現
象
の

予
見
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
予
見
可
能
性
と
は
つ
ま
り
、
諸
々
の
条
件
を
設
定
す
れ
ば
特
定
の
自
然
現
象
を
再
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
予
見
が
正
確
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
我
々
は
自
ら
の
行
動
の
中
で
、

そ
の
自
然
現
象

の
再
現
性
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り

「ー
で
あ
る
」
と
い
う
知
識
を
学
ん
だ
時
、
同
時
に
「

1
で
き
る
L

可
能
性

を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
数
理
諸
科
学
の
も
つ
厳
密
な
数
学
的
表
現
は
、

そ
れ
ら
が
伴
っ
て
い
る
実
用
的
有
効
性
を
包
み
隠



し
、
そ
れ
を
直
観
的
に
把
握
し
づ
ら
く
し
て
い
る
。
自
然
科
学
を
学
び
身
に
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
点
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な

し3
0 

ま
た
、
実
際
に
研
究
室
で
研
究
を
す
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
我
々
は
様
々
な
試
み
の
中
で
条
件
を
変
更
さ
せ
て
、
あ
る
自
然
現
象
の

再
現
性
を
生
み
出
す
。
そ
う
し
た
自
然
現
象
の
挙
動
が
分
析
さ
れ
、
諸
々
の
物
理
量
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
と
き
、
我
々

は
そ
れ
を
自
然
法
則
の
発
見
と
し
て
発
表
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
自
然
法
則
の
発
見
(
つ
ま
り
、
あ

る
種
の
自
然
現
象
の
創
造
)
が
、
我
々
の
行
動
の
領
域
を
広
げ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
科
学
者
は
自
ら
の
研
究
が
人
間
の
行
動
領
域
を
広

げ
て
い
く
こ
と
を
自
覚
し
、

そ
の
帰
結
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
見
れ
ば
、
基
礎
研
究
と
応
用
研
究
を
明
確
に
区
分
け
し
て
後
者
に
だ
け
社
会
的
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
基
礎
研
究
に
携
わ
る
者
も
、
自
ら
の
研
究
成
果
の
技
術
的
な
帰
結
に
責
任
を
負
う
必
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要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
大
な
悪
用
の
恐
れ
が
あ
る
と
判
断
で
き
る
よ
う
な
知
識
は
社
会
に
公
表
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
必
要

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
と
め
よ
う
。
本
稿
に
お
い
て
、
我
々
は
、
基
礎
研
究
の
社
会
的
責
任
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
フ
ッ
サ

l
ル
の

幾
何
学
の
起
源
に
関
す
る
考
察
を
聞
い
尋
ね
、
自
然
の
数
学
化
と
い
う
試
み
が
数
理
諸
科
学
全
般
の
も
つ
「
予
見
」
と
い
う
実
用
的
有
効
性

を
隠
蔽
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
基
礎
研
究
は
自
然
法
則
の
発
見
を
旨
と
す
る
と
い
う
一
般
的
見
解
は
こ
の
自
然
の
数
学
化
に
よ
っ
て
生
じ

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
自
然
法
則
の
発
見
と
い
う
営
み
は
価
値
的
に
中
立
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
来
た
た
め
に
、
基
礎
研
究
は

無
責
任
に
様
々
な
方
面
で
人
間
の
行
動
領
域
を
拡
張
し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
や
我
々
は
、

ど
う
い
っ
た
方
面
に
行
動
領
域
を
拡
張
し
て
い

く
の
か
と
い
う
社
会
的
問
題
に
対
し
て
自
覚
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
に
生
き
て
い
る
。
基
礎
研
究
の
社
会
的
責
任
を
考
察
す
る
と
き
、

本
稿
が
寄
与
し
た
の
は
、
こ
う
し
て
、
基
礎
研
究
が
実
用
性
と
切
り
離
さ
れ
て
議
論
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
あ
っ

た



、迂

村
田
純
一
、
『
知
覚
と
生
活
世
界
』、
東
京
大
学
出
版
会

(
1
9
9
5
)
、
2
4
4
2
4
5
頁。

金
森
修
・
中
島
秀
人
編
、

『科
学
論
の
現
在
』、
勤
草
書
房

(
2
0
0
2
)
、
第
5
章
、
第
6
章
参
照
。

上
岡
義
雄
、

『神
に
な
る
科
学
者
た
ち
』、
日
本
経
済
新
聞
社

(1
9
9
9
)
、
2
8
7
頁。

4

』

O
V
ロ
ロ

2
5
J
同町
8

5
円、
R
S
S
九
一
誌
、
笠
宮
句
、
』
N
F
吋
}
話
回
目
山
口
O
ロ
H
U
5
g噌

Humω
司
甘

H
N
H
(
J
・
デ
ュ

l
ィ、

『哲
学
の
改
造
』
、
清
水
幾
太
郎
・
清
水

趨
子
訳
、
岩
波
文
庫
版
(
1
9
6
8
)
、
1
0
8
頁
。
)
ま
た
、
デ
ュ

l
イ
は
別
の
箇
所
で
観
想
的
な
態
度
の
成
立
に
つ
い
て
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
「
・
:
:

傍
観
者
的
認
識
観
と
い
う
の
は
、
知
的
な
傾
向
の
人
た
ち
が
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
献
身
す
る
思
想
的
職
業
が
現
実
的
社
会
的
に
無
力
で
あ
る
こ
と
を
み
ず
か
ら

慰
め
よ
う
と
し
て
作
り
上
げ
た
全
く
代
償
的
な
学
説
な
の
で
あ
る
。
条
件
の
ゆ
え
に
妨
げ
ら
れ
た
に
せ
よ
、
勇
気
の
不
足
ゆ
え
に
控
え
た
に
せ
よ
、
と
に
か

く
、
自
分
の
知
識
を
事
態
の
発
展
を
決
定
す
る
一
要
素
た
ら
し
め
な
か
っ
た
時
、
彼
ら
は
、
知
識
は
、
変
化
す
る
も
の
や
実
用
的
な
も
の
に
触
れ
て
汚
す
に

は
あ
ま
り
に
崇
高
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
に
気
持
ち
の
よ
い
避
難
所
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
認
識
を
道
徳
的
に
無
責
任
な
唯
美
主
義
に
変

じ
た
。
(
円
HUE
噂円
u
'
H
H

叶
一
同
訳
書
1
0
5
頁。)」

5

』

-
u
m宅四日
J

M

2

』同

CNhmN的叫¥ミ、円
U
S
4
b
S
Cご

(UHν
・司己門口白
B
u
m
ω
oロ凹・

5
8・司
Hω
叶

6

国
5

8
円
一
一
告
白
〈
戸
ω

N

H

(

邦
訳

一
E
・
フ
ツ
サ

I
ル、

司ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
、
細
谷
恒
夫

・
木
田
元
訳
、
中
公
文
庫

(
1

9
9
5
)
、
印
頁
。
)

※
邦
訳
頁
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
便
宜
上
『
危
機
』
と
略
記
し
、
後
ろ
に
頁
番
号
を
付
す
。

7

出
口
白
〈
戸

ωω
日
(
『危
機
』
叩
頁
。
)

8

「
こ
の
名
称
(
幾
何
学
)
の
も
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
、
要
す
る
に
純
粋
な
空
間
時
間
性
の
う
ち
に
数
学
的
に
存
在
し
て
い
る
諸
形
態
に
か
か
わ

る
す
べ
て
の
諸
学
科
を
包
摂
さ
せ
て
考
え
て
い
る
。
」
国

E
〈戸

ωω
品
目
(
邦
訳
二
ι
・
フ
ツ
サ

l
ル
、
「
幾
何
学
の
起
源
」
、

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と

超
越
論
的
現
象
学
』
、
細
谷
恒
夫
・
木
田
元
訳
、
中
公
文
庫

(
1
9
9
5
)
所
収
、

4
9
1
頁
、
括
弧
内
は
引
用
者
。
)

※
邦
訳
頁
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
便
宜
上
守
幾
何
』
と
略
記
し
、
後
ろ
に
頁
番
号
を
付
す
。

出
口
白
〈
戸

ωω
叶
日
(
『幾
何
』
5
1
3
頁
、
(
)
内
は
引
用
者
。
)

出
口
白
〈
戸

ωい
ぷ
(
『幾
何
』
5
1
3
頁
。
)

国
己
同
〈
戸

ωω
斗
由
(
『幾
何』

5
1
3
頁
。
)

E
E国
〈
戸

ωω
芯

(
『幾
何
』
5
1
4
頁
。
)

出
口
白
〈
戸

ω・ω
ゴ

(
『幾
何
』
5
1
6
頁
。
)
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M

出
口
問
〈
戸

ω
日N
(

『
危
機
』
町
四
頁
。
)

日

宮

-
Z
R
一gc
H
)
C
ロ
予
河
h
宣
言
m
h出
町
内
巴

N
h
a目。
口
百
九
段
同
号
、
送
苫
町
内

N
h
u
h山N
l
N
h
u
g
-
の
白
]
]
山
門
出
血
丘

LUE∞w
H
)・
戸
田
N

日
山
「
幾
何
学
的
理
念
性
(
あ
ら
ゆ
る
諸
学
科
の
理
念
性
も
同
様
で
あ
る
が
)
は
、
そ
れ
が
最
初
の
考
案
者
の
心
の
意
識
空
間
内
に
あ
る
形
象
と
し
て
置
か
れ

て
い
る
も
と
も
と
の
個
人
内
部
的
な
起
源
か
ら
、
い
か
に
し
て
そ
の
理
念
的
客
観
性
に
達
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
出

E
〈戸

ωω
∞
坦
(
『幾
何
』
4
9
7
頁
。
)

げ
国
ロ
回
〈
戸

ω
ω
S
(『
幾
何
』
4
9
8
頁
。
)

四
国
口
出
〈
戸

ωω
自
由
(
『
幾
何
』
4
9
9
頁
。
)

川
口
出
口
白
〈
円
噂

ω・ω
自
由
(
『
幾
何
』
5
0
0
頁
。
)

初
出
口
同
一
〈
戸

ωω
自
由
(
『
幾
何
』
4
9
9
頁
。
)

引
出
口
白
〈
戸

ωω
戸

(
『幾
何
』
5
0
3
頁
。
)

幻
「
文
字
記
号
は
、
純
粋
に
物
体
的
に
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
感
覚
的
に
経
験
可
能
で
あ
り
、
共
有
性
の
う
ち
で
相
互
主
観
的
に
経
験
さ
れ
う
る
不

断
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
L

出

E
〈戸

ω・ω
コ

(
『幾
何
』
5
0
3
頁
。
)

お
民
ロ
白
〈

HMω
・
ω
戸

(
『幾
何
』
5
0
4
頁
。
)

M

幾
何
学
に
お
い
て
は
「
よ
り
先
に
あ
る
意
味
が
妥
当
性
と
い
う
点
で
よ
り
あ
と
に
あ
る
意
味
に
な
に
も
の
か
を
手
渡
す
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
あ
る
意
味
で

は
、
よ
り
先
な
る
意
味
が
よ
り
あ
と
な
る
意
味
に
入
り
込
ん
で
い
く
〔
出

5
〈戸

ω
ω
3
2幾
何
』

5
0
8
頁
)
〕
」
そ
の
結
果
寸
精
神
的
構
成
体
の
内
部
で

は
い
か
な
る
構
成
契
機
も
自
立
的
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
も
の
も
直
接
再
活
性
化
し
う
る
も
の
で
は
な
い
〔
出
口
問
〈
戸

ω・
ω
芯

(
『幾
何
』

5

0
8
頁
)
〕
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
直
接
」
と
い
う
但
し
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ツ
サ
l
ル
は
直

接
再
活
性
化
の
不
可
能
性
を
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
再
活
性
化
」
の
不
可
能
性
を
説
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
哲
学
的
課
題
と
し
て
方
法

的
に
問
い
直
さ
れ
、
実
現
さ
れ
え
る
と
さ
れ
る
。

お
出
口
同
〈
戸

ωω
吋

N

(

『幾
何
』
5
0
5
頁
。
)

初

出

E-
〈戸

ω・
ω
三

(
『幾
何
』
5
0
9
頁
。
)

幻
出
口
白
〈
戸

ω・ω
三

(
『幾
何
』
5
1
0
頁
。
)

お
出
口
出
〈
戸

ω.ω
三

(
『幾
何
』

5
1
0
頁
。
)

刊
日
出
口
問
〈
戸

ω・ω三
(
「
幾
何
』

5
1
0
頁
。
)

初
出
口
白
〈
戸

ωい
芯
(
『
幾
何
』
5
1
4
頁
。
)

幻
い
ま
ま
で
幾
何
学
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
が
本
質
的
に
起
源
を
忘
却
す
る
契
機
を
却
す
ん
で
お
り
、
ま
た
知
識
の
伝
承
の
際
に
お
い
て
も
受
動
的
な
理
解
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可
能
性
の
お
か
げ
で
、
一
般
的
に
そ
の
起
源
が
関
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
、
「
『文
化
』
と
い
う
名
の
も

と
に
与
え
ら
れ
る
全
て
の
事
実

l
最
低
限
の
生
活
に
必
需
的
な
文
化
で
あ
ろ
う
と
、
最
高
度
の
文
化
(
学
問
、
国
家
、
教
会
、
経
済
組
織
な
ど
)
で
あ
ろ
う

と
ー
に
ま
っ
た
く
一
般
的
に
当
て
は
ま
る
〔

EE-
〈戸

ωω
芯

(
『幾
何
』

5
2
0
頁
)
〕
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
「
は
っ
き
り
し
た
こ
と
を
ど
れ

ほ
ど
少
し
し
か
知
ら
な
い
に
し
て
も
、
す
べ
て
が
歴
史
的
で
あ
る
よ
う
な
歴
史
的
地
平
に
立
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
地
平
は
方
法
的
問
い
か
け
に
よ
っ

て
露
呈
さ
れ
う
る
本
質
構
造
を
持
っ
て
い
る
〔
出

E
〈戸

ωω
認

(
『幾
何
』

5
1
7
頁)〕
L

の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ

i
ル
は
こ
の
本
質
構
造
を
「
歴
史
性
の
う

ち
に
存
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
〔
国

E
〈
戸
ωω
お
(
『
幾
何
』
5
1
8
頁
)
〕
」
、
「
構
造
的
ア
プ
リ
オ
リ
〔
同

E
〈戸

ω
ω∞C
(

『
幾
何
』
5
2
2
頁)〕」、

「
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
構
造
的
ア
プ
リ
オ
リ
〔
出
戸
田
〈
戸

ω・ω
∞C
(

『
幾
何
』
5
2
2
頁
)
〕
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
上
に
述
べ
て
あ
る
と
お
り
、

こ
う
し
た
構
造
は
方
法
的
に
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
露
呈
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
一
袋
を
返
せ
ば
「
根
本
的
諸
概
念
の
隠
蔽
性
(
幾
何
5
2
3
頁
)
L

と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
伝
承
さ
れ
た
文
化
的
形
成
物
の
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
は
そ
も
そ
も
隠
蔽
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
隠
蔽
性
を
暴
く
こ
と
が

彼
の
哲
学
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
フ
ツ
サ
l
ル
は
こ
の
隠
蔽
性
を
暴
き
、
そ
し
て
こ
の
文
化
の
空
洞
化
を
埋
め
る
た
め
に
、
直
接
経
験
か
ら
は
じ
め
、

我
々
の
意
識
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
現
在
自
分
が
行
っ
て
い
る
判
断
を
下
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
反
省
す
る
方
法
論
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
し

か
し
、
「
反
省
は
一
致
で
は
な
い
〔
冨
・
冨
R
Z
E
七
O
ロ
タ
め
街
道
ア
の
白
一
-5白
E-H但

白

0

・司

-Ng〕
」
の
で
あ
っ
て
、
「
反
省
は
、
純
粋
な
生
産
の
立
場
に
復

職
す
る
の
で
は
な
く
、
志
向
的
生
の
素
描
を
再
|
生
産
す
る
だ
け
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
「
反
省
と
は
一
つ
の
創
造
的
事
実
で
あ
り
、
経
過
し
た
思
惟
の
再

構
成
で
あ
っ
て
、
こ
の
再
構
成
は
経
過
し
た
思
惟
の
な
か
に
予
造
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
思
惟
を
有
効
に
規
定
す
る
〔
宮
・
宮
内
ユ

g
c旬。ロ
qw

Nuphsロ
遣
問
き
目
白
h九

時
門
出
向

h
h
k
v
m
R
e
E
F
O山
-zg白叶
P

H

U

合
u

H

)

品
目
〕
」
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
起
源
を
問
い
、
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
の
内
実
を
露
呈
す

る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
方
法
は
歴
史
研
究
で
は
な
い
。
現
象
学
的
方
法
は
、
あ
く
ま
で
我
々
自
身
の
意
識
の
構
成
の
問
題
と
し
て
、
無
自
覚
に
受
け
容
れ
た

判
断
の
根
拠
を
自
ら
の
直
接
経
験
に
根
付
か
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

辺
国
ロ
山
一
〈
戸

ω'N吋
N
(
守
危
機
』

4
7
9
頁
。
)

お

国

戸田

〈戸

ω'N日
(
『
危
機
』
日
頁
)
及
び
出

5
〈戸

ω
ち
(
『
危
機
』
打
頁
)
を
参
照
o

u
出
戸田

〈戸

ωι
∞
(
『
危
機
』
約
頁
。
)

日
ω

出
口
白
ー
〈
戸

ω・印
N

(

『危
機
』
似
頁
。
)

羽
田
口
白
〈
戸

ω
色

(
『危
機
』
刷
出
頁
。
)

幻
出
口
同
一
〈
戸
ω

AF
H

(

『危
機
』
乃
頁
。
)

切
油
田
口
白
〈
戸

ω・ω三
(
『幾
何
』

5
0
9
頁
。
)

ぬ
の
与
円
一
色
号
、
H
，
R
含

(
1
8
4
3
l
1
9
0
4
)
一
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
・
哲
学
者
。
(
犯
罪
学
・
法
学
に
つ
い
て
の
著
作
も
あ
る
。
)
パ
リ
法
務
局
勤
務
。
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コ
レ

l
ジ
ュ
ド
フ
ラ
ン
ス
近
代
哲
学
講
座
教
授
を
勤
め
た
。

川
叫
の
白
σ
『
一
色
《
凶
叩
吋
田
丘
町
u
h
n
M
h
ロ
ロ
民
間

h
d喜
N芯
H
3
F
Hハ
-
B
m
Y
H
U
由
ω
・円
u-H
印
寸
〔
匂
己
-u
一丸山間
)OC
『]白日
)
5
5
お
お
同
OHm
叩
HJH
∞由
D
〕

日
目
。
白
-u
『一色己巾、叶白吋門
F
M
U
S
S
目、
hHNEhD正
ur--
叶
イ
同
門
戸
凹
一
回
門
巾
仏
ぴ
可
何
回
目
)
問
一
』
何
回
O
者巾一一切叶イ白ロ印山口巴
O
口問
uzσ
一円凹}戸巾門的
UNDo-
噂日
u'HCC
〔O
門
戸
阿
古
田
口
可

u
z
z
-
凹げ巾仏

5
5
H
N
σ
回、
口円円
F

∞円
O
耳
P
出口門同

(υo
ヨ
甘
白
ロ
可
〕

位
。
白
σ
ユ
巾
一
己
巾
吋
白
『門同
巾
L
σ
E
J
℃
HCC

同
日
の
回
目
)
ユ
忠
弘
巾
吋
白
同4
P
F
E
-
u
匂
HCC

川
明
。
同
σユ
巾
]
母

、叶
国
丘
巾
u
E門同・句円乙
c
c
、
(
)
内
は
筆
者
。

日
制
。
田
-u
口
市
]
岳
山吋同門門山由"一
σ一己
-
w

℃日
u
・由
0
1
出

叫
切
の
白
σコ巾
-
P
M
寸白
E
P
一σ-p・Hυ
・HH
由

U

C
白
σ
コ
巾
]
仏
角
川
斗
印
可
門
-
P
E
E
L
U
-
-
o
N

日
目
タ
ル
ド
は
善
悪
の
判
断
の
由
来
に
つ
い
て
も
こ
の
共
感
・
不
一
致
の
快
苦
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
「
有
罪
性
の
感
覚
は
、
実
際
に
、
他
の
多
く
の
情

報
源
の
中
で
も
、
特
殊
な
特
に
鋭
い
苦
痛
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
苦
痛
と
は
子
供
が
、
自
分
に
近
し
い
人
、
彼
に
手
本
を
示
し
て
く
れ
、
彼
に
対
し
て
権

威
を
持
つ
人
、
例
え
ば
彼
の
父
親
、
母
親
、
姉
と
い
っ
た
人
た
ち
と
た
ま
た
ま
喧
嘩
し
た
と
き
に
、
自
分
の
内
側
で
感
じ
る
苦
痛
の
こ
と
で
あ
る
。
〔
の
白
σコ
巾
}

門同巾吋白『巳巾
wF
F門日
-u司・

5
∞
〕
」こ
う
し
た
視
点
は
デ
ュ

1
イ
も
共
有
し
て
い
る
。
「
賞
賛
と
非
難
は
、
習
慣
と
目
的
の
編
成
に
影
響
を
与
え
る
方
法
、
つ
ま
り
、

未
来
の
行
為
に
影
響
を
与
え
る
方
法
で
あ
る
。

個
人
は
自
分
が
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
責
任
を
負
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
自
分
の
し
て
し
ま

っ
た

こ
と
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
人
格
と
い
う
も
の
は
だ
ん
だ
ん
と
、
ド
ラ
マ
的
な
模
倣
に
よ
っ
て
自
ら
に
責
任
を
負
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
責
任

と
い
う
も
の
は
、
諸
々
の
行
為
が
自
分
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
結
果
が
自
分
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
の
自
発
的
で
慎
重
な
自
認
に
成
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
口
o
y
ロ
ロ
巾
者
a
w
M
Jと
ミ
ミ
ミ
モ
3.S曲
h
的
口
¥
H
口』

s
b同SRVW
HU
5
5
2
y
m
g

∞o
o
E
-
同由
F

H
乙
∞
ω
〕」

川
仰
の
同
-u
ロ
巳
斗
巾
吋
同
門
【
凶
m
u
E
一白
J
甘い
Cω

切
の
白
σ
コ
巾
}
門
同
巾
斗
白
『
己
巾
L
E
P
L乙
O

日
、
タ
ル
ド
は
こ
れ
を
か
意
志
の
非
体
制
順
応
主
義
。
と
対
比
し
て
い
る
。

日
。
白
σコ
包
含
吋
血

a
p
e
-
P
H
U
-
-
g、
タ
ル
ド
は
こ
れ
を
。
行
為
の
形
式
に
お
け
る
犯
罪
。
と
対
比
し
て
い
る
。

臼

出

E
〈
戸

ωω
三
(
『
幾
何
』

5
1
0
頁
。
)

日
こ
う
し
た
問
題
を
取
り
扱
っ
た
研
究
に
、
ハ
ン
ス

G
・フ

7
1
ス
、
『
欲
胡
主
と
し
て
の
知
識
|
フ
ロ
イ
ト
と
ピ
ア
ジ
ェ
に
つ
い
て
の
論
考
』
、
氏
家
洋
子
・

浦
和
か
お
る
訳
、
誠
信
書
房

(
2
0
0
3
)
が
あ
る
。
特
に
第
7
章
参
照
。

日
本
稿
で
は
、
研
究
成
果
の
も
た
ら
す
意
図
せ
ざ
る
結
果
に
つ
い
て
は
考
察
し
な
い
で
お
い
た
。
こ
の
難
解
な
問
題
は
稿
を
改
め
て
と
り
く
ま
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
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An Essay on Social Responsibility of 

Pure Science 

Kojiro HONDA 

Abstract 

In this paper， the origin of natural science will be discussed. We will find 

that natural science was created for the prediction of what was to be expected 

with empirical certainty in the intuitively given world， and that Mathematiza-

tion of the nature hid the practicability originally equipped in natural science. 

Then， referring to ideas of E. Husserl and J. Dewey， we will discuss the 

relation between pure science and applied science. If we want to think 

deeply about the social responsibility of science， we should focus on the 

practicability of pure science 
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