
個
人
研
究
発
表

社
会
理
論
に
お
け
る
三
項
対
立
の
統
合
を
目
指
し
て

―
―
ブ
ル
デ
ュー
理
論
の
研
究
実
践
へ
の
方
法
論
的
展
開
―
―〓一　

浦
　
直
　
子

社
会
理
論
は
、人
間
と
そ
の
行
為
、及
び
そ
れ
ら
の
行
為

を
通
じ
て
維
持
さ
れ
る
社
会
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
と
い

う
点
で
、哲
学
と
社
会
学
に
そ
の
理
論
的
基
盤
を
持
つ
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。両
学
問
分
野
に
ま
た
が
る
こ
の
社
会

諸
理
論
の
内
部
に
は
、理
論
研
究
と
実
証
研
究
、主
観
主
義

と
客
観
主
義
、
マ
ク
ロ
的
思
考
様
式
と
ミ
ク
ロ
的
思
考
様

式
、ま
た
個
人
の
創
造
性
へ
の
注
目
と
社
会
の
拘
束
性
の
強

調
と
い
っ
た
、
様
々
な
二
項
対
立
の
構
造
が
見
て
取
れ
る
。

し
か
し
、社
会
理
論
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
二
項
対
立
は
、果

た
し
て
本
当
に
統
合
不
可
能
な
「根
元
的
」対
立
な
の
だ
ろ

う
か
。
一一〓口い
換
え
れ
ば
、
社
会
理
論
を
構
築
す
る
際
に
、
理

論
化
の
た
め
の
共
通
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
哲
学
的
・社
会

学
的
に
妥
当
性
を
も
つ
方
法
論
①
が
、も
し
あ
り
得
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
一体
ど
の
様
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
以
上
の
様
な
視
点
に
立
っ
て
、一一項
対
立
の
問

題
を
生
み
出
す
そ
も
そ
も
の
過
程
、す
な
わ
ち
社
会
理
論
の

構
築
過
程
に
お
け
る
方
法
論
上
の
前
提
条
件
に
対
し
て
、科

学
認
識
論
的
反
省
を
加
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、社
会
理
論
に

お
け
る
二
項
対
立
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、社
会
理
論
の
前
提
と
し
て
い
る
人
間

像
（社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
）
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ

こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
社
会
理
論
構
築
の
際
の
方
法
論
上
の

前
提
条
件
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
後
、
方
法
論
の
考

察
・検
討
に
用
い
た
科
学
認
識
論
（社
会
理
論
の
構
築
の
た

め
の
科
学
認
識
論
／
以
下
「社
会
科
学
認
識
論
し
に
ど
の

よ
う
な
働
き
が
あ
る
の
か
、及
び
社
会
理
論
と
社
会
科
学
認

識
論
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ピ

エ
ー
ル
・ブ
ル
デ
ュ
ー
（「０
お
”８
ユ
・８
）
の
研
究
蓄
積
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を
ヒ
ン
ト
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
、そ
の

よ
う
な
地
平
に
立
っ
て
改
め
て
も
う
一度
方
法
論
上
の
前
提

条
件
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、社
会
理
論
に
お
け
る
二
項
対

立
の
統
合
に
向
け
て
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

１
社
会
理
論
と
方
法
論
上
の
前
提
条
件

（１
）
社
会
理
論
の
位
置
づ
け

社
会
理
論
の
前
提
と
す
る
「社
会
に
生
き
る
人
間
」す
な

わ
ち
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
は
、社
会
を
創
造
し
変

容
さ
せ
う
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、社
会
に
よ
つ
て
形
成

さ
れ
社
会
の
な
か
で
維
持
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
、
人
間
の
知
的
活
動
の
基
盤
と
な
る
「言

語
」
を
例
に
と
つ
て
考
え
て
み
よ
う
。
人
は
言
語
を
通
じ

て
、
真
・善
・美
と
い
っ
た
諸
概
念
に
よ
る
抽
象
的
思
考
、

及
び
ズ
７
こ
こ
」
で
の
出
来
事
を
越
え
た
通
時
的
・共
時

的
思
考
が
可
能
に
な
る
②
。こ
う
し
た
人
間
の
言
語
活
動
を

通
じ
て
、
社
会
は
維
持
さ
れ
新
た
な
文
化
も
創
造
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
一方
で
、一一呈
ｍそ
の
も
の
を
教
え
込
む
の
も
社

会
に
よ
る
作
用
で
あ
る
。
人
は
言
語
を
習
得
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、社
会
の
成
員
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
り
、そ
れ
は

既
存
の
社
会
的
枠
組
み
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
一一一一呈
中は
普
遍
的
・不
変
的
な
も
の
で
は
な

く
、個
々
人
の
生
き
る
当
該
社
会
の
文
化
的
。時
代
的
個
別

性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、人

間
は
言
語
の
枠
内
に
お
い
て
思
考
を
働
か
せ
る
と
い
う
限
界

を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、人
間
の
完
全
な
創
造
性
＝
自
由

を
説
く
の
は
、そ
う
し
た
意
味
で
あ
ま
り
に
楽
観
的
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
（同
様
に
社
会
は
、
人
間
の
創
造
性
に
よ
っ

て
時
代
的
・文
化
的
変
容
を
被
る
の
で
あ
り
、そ
れ
が
永
遠

不
変
で
あ
り
得
な
い
以
上
、社
会
の
完
全
な
拘
束
性
＝
決
定

論
を
説
く
の
も
あ
ま
り
に
安
易
で
あ
る
。）

以
上
の
考
察
か
ら
、一〓口語
活
動
に
限
ら
ず
、人
間
の
あ
ら

ゆ
る
社
会
的
諸
活
動
（「日
常
実
践
・慣
習
行
動
●ユ
ご
席
」

／
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
よ
る
用
語
）
に
お
い
て
も
、
人
間
が
「社

会
的
存
在
」
で
あ
る
以
上
、そ
の
人
間
の
生
き
る
当
該
社
会

の
も
つ
社
会
的
（時
代
及
び
文
化
的
）制
約
を
受
け
た
も
の

と
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、人
間
の
持
つ
社
会
的

制
約
を
、ド
イ
ツ
の
知
識
社
会
学
者
カ
ー
ル
・マ
ン
ハ
イ
ム

（パ
”ユ
〓
〓
３
ｏＦ
）
に
な
ら
つ
て
「存
在
被
拘
束
性

（響
い”∽”①げ目
計
Ｌ
Ｏ
し
」
と
呼
び
た
い
。　
マ
ン
ハ
イ
ム
は

「存
在
被
拘
束
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「‥
‥
‥
敵
対
者
の
立
場
だ
け
で
は
な
く
て
、
原
理
上
一切

の
立
場
、し
た
が
つ
て
自
分
の
立
場
を
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
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な
も
の
と
考
え
る
勇
気
を
持
つ
と
き
に
、全
体
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
概
念
の
普
遍
的
把
握
が
可
能
に
な
る
。，」の
よ
う
な
全

体
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
の
普
遍
的
把
握
に
し
た
が
え
ば
、

人
間
の
思
考
は
ど
ん
な
党
派
に
お
い
て
も
、ま
た
ど
ん
な
時

代
に
お
い
て
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
性
格
を
も
つ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
を
避
け
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

‥
‥
‥
知
識
社
会
学
に
お
い
て
は
、
一党
派
の
精
神
上
の
武

器
か
ら
、あ
ら
ゆ
る
生
き
た
思
考
が
『存
在
に
よ
っ
て
拘
束

さ
れ
て
い
る
こ
と
（静
一”∽”ｏｇ
ａ
ｏ３
■
こ
を
指
摘
す
る

一般
的
な
正
当
性
が
引
き
出
さ
れ
る
。」③
　
こ
の
よ
う
に
、

個
別
具
体
的
な
人
間
の
も
つ
「解
釈
図
式
（認
知
・評
価
・

指
令
的
秩
序
形
成
を
司
る
概
念
枠
組
み
ご
は
、
特
定
の
社

会
的
（時
代
及
び
文
化
的
）
影
響
を
受
け
た
も
の
と
な
る
。

多
様
な
社
会
・所
属
集
団
が
存
在
す
る
よ
う
に
、人
間
の
も

つ
解
釈
図
式
も
ま
た
多
様
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。そ
こ

で
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
は
、
す
な
わ
ち
「相
対

的
な
存
在
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
、以
上
の
前
提
を

受
け
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
社
会
理
論
を
考
察
す
る

研
究
者
自
身
に
つ
い
て
も
、同
様
の
視
点
か
ら
の
研
究
の
反

省
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、人
間
と
社
会
に

関
す
る
理
論
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
研
究
者
自
身

も
、
ま
た
存
在
被
拘
束
性
を
帯
び
た
ひ
と
り
の
人
間
で
あ

り
、
絶
対
的
な
「神
の
視
点
」
に
立
て
な
い
以
上
、
決
し
て

自
身
を
特
権
化
し
て
自
ら
の
社
会
理
論
の
外
部
に
位
置
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。社
会
理
論
は
、社
会
的
存
在
と
し

て
の
人
間
の
相
対
性
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、同
時
に
そ
れ

は
社
会
理
論
を
提
唱
す
る
研
究
者
自
身
も
相
対
的
視
点
し
か

持
ち
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
視
点
に

立
て
ば
、研
究
者
は
、自
ら
の
絶
対
性
及
び
理
論
の
正
当
性

を
無
根
拠
。無
自
覚
に
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、研
究
者
の
提
唱
す
る
理
論
が
「単
な
る
個
人
的
見

解
」を
越
え
て
学
問
的
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、す
な
わ

ち
自
ら
の
社
会
理
論
の
妥
当
性
の
根
拠
を
、自
身
の
理
論
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
不
断
に
省
察
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
一一一口い
換
え
れ
ば
、研
究
者
自
ら
の
提
唱
す
る
理
論

に
よ
つ
て
、研
究
者
自
ら
の
研
究
実
践
（研
究
者
に
と
っ
て

の
研
究
過
程
に
お
け
る
「日
常
実
践
・慣
習
行
動
ｏ圏
Ｌｏ需

」）
の
妥
当
性
を
十
分
説
明
で
き
な
い
限
り
、
そ
の
理
論
は

現
実
の
人
間
・社
会
か
ら
浮
遊
し
た
「単
な
る
思
弁
の
産

物
」
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（２
）
学
問
的
妥
当
性
と
科
学
認
識
論

フ
ラ
ン
ス
の
科
学
哲
学
で
は
「科
学
認
識
論
（０
い∽はヨ
‐
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２
£
一のご
と
い
う
分
野
の
研
究
が
盛
ん
で
、多
く
の
成
果
を

上
げ
て
き
て
い
る
。科
学
認
識
論
と
は
個
別
科
学
の
成
立
基

盤
そ
の
も
の
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
で
あ
り
、科
学
は
対

象
構
成
の
原
理
そ
の
も
の
を
絶
え
ず
問
題
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、す
な
わ
ち
そ
の
認
識
論
的
・方
法
論
的
前
提
に
反

省
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
立
場
を

と
っ
て
い
る
ｏ
。
一例
を
挙
げ
よ
う
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
物
理

学
の
力
学
分
野
に
お
い
て
万
有
引
力
の
法
則
を
発
見
し
多
大

な
貢
献
を
為
し
た
が
、そ
れ
は
、彼
が
天
体
の
法
則
と
地
上

に
働
く
引
力
と
を
、惑
星
と
リ
ン
ゴ
と
い
つ
た
異
な
る
対
象

に
働
く
異
な
る
法
則
と
は
見
な
さ
ず
に
、
素
朴
な
知
覚
に

よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
「異
な
る
対
象
」と
い
う
一般
的
な

視
点
に
対
し
て
「認
識
論
的
切
断
（日
ｏ日
お
ご
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。一一﹇い
換
え
れ
ば
こ
の

発
見
は
、
日
常
世
界
を
生
き
る
人
々
の
一生
活
者
の
視
点

（行
為
者
視
点
）
か
ら
離
れ
て
、
学
問
的
妥
当
性
を
も
つ

「研
究
者
視
点
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
視
点
の
転
換
は
、
社
会
理
論
の
研
究
者
が
、

自
ら
の
研
究
実
践
を
反
省
す
る
際
に
非
常
に
示
唆
深
い
も
の

で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
社
会
理
論
に
お
い
て
は
、研
究
者
自
身

が
研
究
対
象
の
一員
で
も
あ
り
、
そ
の
た
め
、
正
に
「認
識

論
的
切
断
」に
よ
っ
て
学
問
的
妥
当
性
を
も
つ
研
究
者
視
点

へ
と
転
換
し
な
け
れ
ば
、自
ら
の
視
点
も
単
な
る
日
常
の
行

為
者
視
点
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、そ
の
社
会
理
論
が

前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。認
識
論
的
切
断
の
重
要
性

を
説
い
た
科
学
認
識
論
は
、自
然
科
学
の
認
識
論
的
・方
法

論
的
前
提
の
省
察
に
貢
献
し
た
が
、同
様
に
社
会
理
論
に
お

い
て
も
、そ
の
方
法
論
的
前
提
の
解
明
と
社
会
科
学
認
識
論

の
考
察
に
も
有
効
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、物
理
的
世
界
を
研
究
対
象
と
す
る
自
然
科
学
と

異
な
り
、
社
会
理
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
研
究
対
象
が
、
研

究
者
自
身
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「人
間
」
で
あ
り
、
ま

た
研
究
者
自
身
の
研
究
実
践
と
い
う
行
為
を
そ
の
下
位
概
念

と
し
て
内
包
す
る
「人
間
の
行
為
（日
常
実
践
・慣
習
行
動

Ｏｓ
Ｅ
需
ご
で
ぁ
る
。
そ
の
た
め
研
究
者
の
理
論
的
進
展

は
、そ
の
ま
ま
研
究
実
践
に
お
け
る
社
会
科
学
認
識
論
上
の

反
省
に
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ま
た
、社
会
科
学

認
識
論
の
進
展
は
、そ
の
ま
ま
社
会
理
論
に
お
け
る
体
系
的

枠
組
み
（社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
把
握
）
に
反
映
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
社
会
理
論
に
お
い
て
は
、

理
論
構
築
の
た
め
の
方
法
論
と
学
問
的
妥
当
性
を
も
っ
た
研

究
者
視
点
を
考
察
・検
討
す
る
た
め
の
社
会
科
学
認
識
論
の

確
立
、及
び
そ
の
視
点
の
社
会
理
論
へ
の
導
入
が
、よ
り
重

要
性
を
も
つ
た
焦
眉
の
課
題
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、自
然
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科
学
と
異
な
り
、人
間
及
び
人
間
の
行
為
自
身
を
研
究
対
象

と
し
て
理
論
化
を
目
指
す
社
会
理
論
の
大
き
な
特
徴
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
ブ
ル
デ
ュー
理
論
の
研
究
実
践
へ
の
方
法
論
的
展
開

そ
こ
で
次
に
、科
学
認
識
論
と
知
識
社
会
学
の
両
方
の
視

点
か
ら
常
に
自
ら
の
研
究
実
践
に
反
省
を
加
え
、ま
た
そ
の

視
点
を
理
論
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
ら
の
理
論
を

深
化
さ
せ
て
き
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・ブ

ル
デ
ュ
ー
の
研
究
蓄
積
の
中
か
ら
、彼
の
用
い
た
方
法
論
を

抽
出
・展
開
し
て
み
た
い
。

（１
）
ブ
ル
デ
ュ
ー
理
論
と
方
法
論

ブ
ル
デ
ュ
ー
の
方
法
論
・社
会
科
学
認
識
論
へ
の
関
心

は
、
同
時
に
彼
の
生
活
史
と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
③
。
エ

コ
ー
ル
・ノ
ル
マ
ル
在
学
時
に
、科
学
認
識
論
の
伝
統
を
継

承
し
た
カ
ン
ギ
レ
ム
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
フ
ツ

サ
ー
ル
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
イ
ら
現
象
学
の
書
物
に
多
く
触

れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、
彼
の
研
究
の
初
期
の
段
階
か
ら
、

社
会
学
に
お
け
る
科
学
認
識
論
的
・方
法
論
的
問
題
に
強
い

関
心
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、

現
地
調
査
を
通
じ
た
ア
ル
ジ
エ
リ
ア
社
会
の
研
究
に
従
事

し
、構
造
主
義
的
文
化
人
類
学
の
手
法
に
触
れ
、そ
の
認
識

論
的
切
断
の
技
術
と
し
て
の
「関
係
的
思
考
様
式
」に
大
き

な
影
響
を
受
け
る
。
こ
う
し
て
、
文
化
人
類
学
的
・民
族
学

的
調
査
を
用
い
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
ら
と
交
流
を
深

め
、構
造
主
義
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
一方
で
、し
か
し

ブ
ル
デ
ュ
ー
は
構
造
主
義
が
暗
黙
の
前
提
と
し
た
「観
察
者

の
認
識
論
的
特
権
」
及
び
「汎
論
理
主
義
」
に
対
し
て
、
そ

の
正
当
性
に
疑
間
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン

ス
帰
国
後
に
、
文
化
人
類
学
的
・民
族
学
的
手
法
を
、
彼
自

身
の
生
き
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
の
場
に
適
用
し
た
教

育
・文
化
・階
級
を
め
ぐ
る
統
合
的
な
社
会
学
的
研
究
を
展

開
す
る
過
程
に
お
い
て
い
つ
そ
う
明
ら
か
と
な
っ
て
い
っ

た
。
そ
こ
で
一九
六
八
年
に
は
『社
会
学
者
の
メ
チ
エ
』
⑥

に
お
い
て
、社
会
学
の
た
め
の
認
識
論
上
の
前
提
条
件
に
つ

い
て
の
考
察
を
ま
と
め
る
。
こ
れ
は
科
学
認
識
論
・知
識
社

会
学
に
よ
る
社
会
科
学
認
識
論
の
学
問
的
基
礎
づ
け
の
試
み

で
あ
っ
た
。
一九
七
〇
年
に
『再
生
産
』
で
社
会
学
的
研
究

の
理
論
的
総
括
を
行
っ
た
後
、ブ
ル
デ
ュ
ー
は
生
ま
れ
故
郷

の
婚
姻
制
度
に
関
し
て
再
び
民
族
学
的
研
究
を
展
開
し
、ま

た
彼
自
身
の
研
究
の
出
発
点
で
あ
っ
た
ア
ル
ジ
エリ
ア
社
会

の
分
析
の
再
検
討
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
通
じ
て
、
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構
造
主
義
と
の
決
別
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
彼
自
身
の
生
活
の
場
（故
郷
の
人
々
の
慣
習
行
動
）
を

研
究
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
硬
直
し
た
社
会
構
造
の
理
論

に
、
主
体
的
で
創
造
的
な
「行
為
者
」
を
導
入
す
る
必
要
性

を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
））う
し
て
一九
人
〇
年
の
『実
践

感
覚
』
に
お
い
て
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
独
自
の
「プ
ラ
テ
ィ
ッ
ク

理
論
」
が
結
実
す
る
。

以
上
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
研
究
は
、研

究
者
の
用
い
る
方
法
論
及
び
自
身
の
立
脚
点
（研
究
・生
活

の
「場
し
に
注
が
れ
た
、
不
断
の
「反
省
（【Ｓ
Ｏ凛
一８
と

の
視
点
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、彼
の
研
究
軌
跡
を

辿
れ
ば
明
ら
か
と
な
る
。す
な
わ
ち
、研
究
の
展
開
と
理
論

の
深
化
は
、
以
前
の
研
究
成
果
に
立
ち
戻
り
、そ
の
方
法
論

を
省
察
し
、
社
会
科
学
認
識
論
的
反
省
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、ま
た
こ
う
し
た
方
法
論
。社

会
科
学
認
識
論
の
深
化
は
、そ
の
社
会
学
理
論
に
、社
会
に

生
き
る
創
造
的
な
「行
為
者
」
の
把
握
を
可
能
に
し
た
。
一言

い
換
え
れ
ば
、理
論
展
開
は
、そ
の
方
法
論
的
反
省
を
伴
っ

て
、
ま
た
方
法
論
に
用
い
た
「研
究
者
視
点
」
を
日
常
世
界

を
生
き
る
人
々
の
「行
為
者
視
点
」と
し
て
理
論
に
導
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、同
様
に
方
法
論
の

精
緻
化
は
、
自
ら
の
研
究
過
程
に
お
け
る
「研
究
実
践

ε
【〓
Ｅ
Ｃ
」
を
、
そ
の
上
位
概
念
で
あ
る
、
社
会
理
論
に

お
け
る
人
々
の
「日
常
実
践
・慣
習
行
動
ε
ユ
一Ｅ
ｏと
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
、不
断
に
反
省
・客
観
化
を
加
え
る
こ
と

に
よ
つ
て
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
正
に
「ブ
ル
デ
ュ
ー

社
会
学
の
最
大
の
強
み
は
、科
学
認
識
論
的
問
題
の
実
践
性

を
〈そ
し
て
そ
の
重
要
性
を
筆̈
者
注
〉
見
失
わ
な
か
っ
た

こ
と
に
あ
る
」
ｏ
と
言
え
よ
う
。

（２
）
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
方
法
論

こ
う
し
た
社
会
理
論
構
築
の
方
法
論
に
関
す
る
ブ
ル

デ
ュ
ー
の
成
果
は
、
２
冊
の
著
作
『社
会
学
者
の
メ
チ
エ
』

と
『実
践
感
覚
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
前
者

を
中
心
に
③
、ブ
ル
デ
ュ
ー
の
用
い
た
方
法
論
の
内
容
を
五

つ
の
過
程
に
分
け
て
検
討
し
て
み
た
い
。

０
「認
識
論
的
切
断
（日
●言
お
と
の
必
要
性
の
認
識

社
会
理
論
の
前
提
と
す
る
相
対
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間

を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
理
論
を
「科
学
的
」
に

構
築
す
る
た
め
に
は
、
日
常
の
行
為
者
視
点
、す
な
わ
ち
常

識
の
視
点
や
単
な
る
個
人
的
見
解
に
よ
っ
て
対
象
を
把
握
し

よ
う
と
す
る
自
然
発
生
的
哲
学
（〓
き
∽８
辱
僣
８
ロ
ロ０し

の
視
点
か
ら
「認
識
論
的
切
断
」
に
よ
つ
て
離
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
い
つ
た
ん
は
客
観
主
義
的
な
視
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点
を
導
入
し
て
、社
会
を
人
間
に
外
在
・拘
束
す
る
シ
ス
テ

ム
と
し
て
と
ら
え
る
「非
意
識
の
原
理
（【ｏ「ユロｏい罵
計
ご

８
口あ
８
８
ぃＯＲ
Ｏと
に
従
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「最

も
個
人
的
な
、
そ
し
て
最
も
『透
明
』
で
あ
る
行
為
の
意
味

で
さ
え
、そ
の
行
為
を
遂
行
す
る
主
体
に
属
す
る
の
で
は
な

く
、そ
れ
ら
の
行
為
が
そ
の
中
で
、そ
れ
に
よ
つ
て
遂
行
さ

れ
る
関
係
の
シ
ス
テ
ム
総
体
に
属
す
る
、と
い
う
こ
と
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
で
あ
る
⑨
。
こ
の
一時
的
な
客
観

主
義
は
、主
体
の
置
か
れ
た
状
況
を
客
観
化
し
な
が
ら
把
握

す
る
条
件
で
あ
る
と
同
時
に
、客
観
的
関
係
の
シ
ス
テ
ム
の

な
か
で
主
体
が
彼
ら
の
置
か
れ
た
社
会
的
諸
条
件
と
取
り
結

ぶ
「生
き
ら
れ
た
関
係
」を
十
分
に
説
明
す
る
た
め
の
条
件

で
も
あ
る
。
社
会
理
論
が
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
、

す
な
わ
ち
社
会
と
人
間
と
の
相
互
作
用
を
前
提
と
し
て
い
る

以
上
、社
会
に
関
す
る
主
観
主
義
と
客
観
主
義
の
二
項
対
立

を
乗
り
越
え
る
と
い
う
課
題
を
課
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

が
、，）れ
ら
二
つ
の
条
件
は
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
も
重

要
で
あ
ろ
う
。

０
対
象
の
構
成

（認
識
論
的
切
断
の
技
術
と
し
て
の
「関
係

係
的
思
考
様
式
」
の
導
入
）

で
は
、
研
究
者
視
点
、
す
な
わ
ち
社
会
科
学
認
識
論
的
反

省
を
加
え
た
視
点
で
は
、ど
の
様
な
対
象
が
捉
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
「視
点
が
対
象
を

作
る
」
と
い
う
命
題
を
受
け
て
、
研
究
者
視
点
に
よ
っ
て

「対
象
を
構
成
す
る
」
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、

理
論
と
経
験
の
間
の
関
係
を
逆
転
し
た
関
係
的
思
考
様
式
に

よ
り
、研
究
者
の
持
つ
思
い
こ
み
や
幻
想
と
い
っ
た
存
在
被

拘
束
性
か
ら
認
識
論
的
切
断
を
行
う
の
で
あ
る
。関
係
的
思

考
様
式
と
は
、素
朴
な
実
在
論
的
な
対
象
の
把
握
（自
然
発

生
的
な
対
象
把
握
）
か
ら
離
れ
て
、関
係
間
の
関
係
す
な
わ

ち
構
造
的
相
同
性
に
注
目
し
た
体
系
的
な
理
論
の
な
か
で
対

象
を
捉
え
直
す
と
い
う
作
業
を
指
す
。例
え
ば
、関
係
的
思

考
様
式
に
よ
る
概
念
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
。

「シ
ス
テ
ム
的
概
念
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
部

分
的
で
あ
り
細
分
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、理
論
的

な
問
題
設
定
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
定
義
、
構
築
さ
れ

る
。
理
論
的
問
題
設
定
だ
け
が
、提
起
さ
れ
る
問
い
に
よ
っ

て
関
係
づ
け
ら
れ
る
現
実
の
諸
側
面
を
体
系
的
に
問
う
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。」⑩
ピ
）の
様
な
立
場
か
ら
、社
会

科
学
認
識
論
的
反
省
を
十
分
に
加
え
な
い
実
証
主
義
の
用
い

る
操
作
的
概
念
の
分
析
的
・形
式
的
厳
密
さ
に
対
し
て
、老

齢
が
何
歳
か
ら
な
の
か
明
確
に
定
義
で
き
な
い
か
ら
老
人
は

存
在
し
な
い
と
結
論
づ
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、と
そ
の

危
険
性
を
椰
楡
し
て
い
る
ｏ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「対
象
の
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構
成
」と
は
、
一見
自
明
の
事
実
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た

研
究
者
の
持
つ
社
会
像
に
対
し
て
、社
会
科
学
認
識
論
の
視

点
か
ら
認
識
論
的
切
断
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、体
系
的
な
理

論
と
の
関
連
の
中
で
事
実
を
把
握
し
直
す
こ
と
で
あ
る
。

「た
だ
理
論
だ
け
が
、
事
実
の
間
に
体
系
的
関
係
を
成
立
さ

せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、事
実
の
体
系
を
作
り
出
す
こ
と
が
で

き
る
」
の
で
あ
る
⑫
。

０
方
法
論
の
た
め
の
体
系
的
理
論
考
察

そ
の
一方
で
、
研
究
実
践
で
用
い
ら
れ
る
社
会
科
学
認

識
論
は
、
同
時
に
社
会
理
論
に
組
み
込
ま
れ
る
必
要
が
あ

る
。す
な
わ
ち
、社
会
科
学
認
識
論
の
妥
当
性
の
根
拠
と
し

て
、科
学
者
視
点
（社
会
科
学
認
識
論
に
よ
つ
て
反
省
を
加

え
ら
れ
た
妥
当
な
方
法
論
）
を
、
日
常
生
活
を
生
き
る
行
為

者
視
点
の
下
位
概
念
と
し
て
（「研
究
者
視
点
＝
行
為
者
視

点
」
か
つ
「研
究
実
践
＝
日
常
実
践
」
と
し
て
）、
社
会
理

論
に
内
包
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。，）の
様
に
し
て
構

築
さ
れ
た
社
会
理
論
は
、方
法
論
と
し
て
の
「研
究
者
視
点

＝
行
為
者
視
点
」を
内
包
す
る
、体
系
的
で
論
理
的
整
合
性

を
も
つ
た
理
論
と
な
る
。な
ぜ
な
ら
、論
理
的
整
合
性
こ
そ

最
も
反
証
に
さ
ら
さ
れ
や
す
く
、社
会
科
学
認
識
論
自
体
も

こ
の
体
系
的
理
論
の
一部
と
し
て
検
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、体
系
的
理
論
こ
そ
社
会
科
学
認
識
論
の

妥
当
性
を
保
証
す
る
も
の
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
ｏ
。
更

に
、
社
会
科
学
認
識
論
は
理
論
構
築
の
た
め
の
「生
成
文

法
」と
し
て
「た
え
ず
更
新
さ
れ
る
問
い
の
原
理
な
ら
び
に

検
討
の
原
理
を
作
り
出
す
」
ｏ
と
同
時
に
、
社
会
理
論
に
内

包
さ
れ
て
「研
究
者
＝
行
為
者
」と
し
て
の
主
体
的
な
視
点

を
理
論
に
導
入
す
る
こ
と
と
な
る
。ゝ
のヽ
こ
と
は
裏
を
返
せ

ば
、
一時
的
な
客
観
主
義
の
視
点
自
体
を
不
断
に
客
観
化
に

さ
ら
す
過
程
、す
な
わ
ち
客
観
化
の
客
観
化
の
過
程
を
通
じ

て
、社
会
理
論
の
な
か
に
再
度
主
観
主
義
的
な
（行
為
者
に

よ
る
主
体
的
な
）社
会
の
把
握
の
可
能
性
を
導
入
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

③
研
究
実
践
に
お
け
る
存
在
被
拘
束
性
の
分
析

し
か
し
、研
究
実
践
の
過
程
に
入
り
込
む
研
究
者
自
身
の

持
つ
存
在
被
拘
束
性
は
、科
学
認
識
論
的
次
元
だ
け
で
解
決

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
研
究
者
、
及
び
社
会
理

論
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
の
も
つ存
在
被
拘
束
性
に

つ
い
て
、よ
り
広
範
な
視
点
に
よ
つ
て
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
。す
な
わ
ち
、知
識
社
会
学
に
よ
る
研
究
実
践
の
分
析
で

あ
る
。研
究
者
と
は
ど
の
様
な
社
会
的
諸
条
件
の
許
で
存
在

し
て
い
る
の
か
、自
身
の
社
会
理
論
の
持
つ
社
会
的
傾
向
は

何
か
と
い
つ
た
、自
身
の
立
脚
点
に
対
す
る
不
断
の
問
い
か

け
、す
な
わ
ち
研
究
者
自
身
の
存
在
被
拘
束
性
の
分
析
と
自
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覚
化
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
ω
。

０
不
断
の
対
話
に
よ
る
妥
当
性
の
維
持

最
後
に
、研
究
実
践
に
お
け
る
存
在
被
拘
束
性
か
ら
の
認

識
論
的
切
断
を
保
証
す
る
た
め
に
、一一つ
の
次
元
の
反
省
を

行
う
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、研
究
者
自
身
が
特
定
の
主
義

主
張
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
「適
用
合
理
主
義
」
ｍ
の
地

平
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、社
会
理
論
を
構
築
す
る

際
に
、
社
会
理
論
の
二
項
対
立
に
は
ま
り
込
む
こ
と
な
く
、

研
究
者
自
身
の
内
部
で
両
極
か
ら
の
批
判
に
オ
ー
プ
ン
な
立

場
に
立
つ
こ
と
で
あ
り
、不
断
の
対
話
を
受
け
入
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
適
用
合
理
主
義
の
地
平
す
な
わ
ち
「『中
心
点
』

こ
そ
科
学
的
実
践
が
位
置
し
て
い
る
場
所
で
あ
り
、理
性
と

経
験
の
間
の
最
も
緊
密
な
対
話
が
成
立
し
て
い
る
」の
で
あ

る
①
。
も
う
一
つ
は
、
学
者
集
団
に
よ
る
相
互
監
視
で
あ

る
。研
究
者
個
人
の
反
省
に
限
ら
ず
、研
究
者
相
互
の
科
学

認
識
論
的
反
省
・指
摘
を
通
じ
て
、
一一項
対
立
の
地
平
を
目

指
す
こ
と
で
あ
る
。ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、社
会
理
論
は
不
断
の

対
話
に
よ
つ
て
の
み
妥
当
性
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。

こ
う
し
て
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、フ
ラ
ン
ス
科
学
認
識
論
の
伝

統
、
す
な
わ
ち
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
「事
実
は
勝
ち
取
ら
れ
、

構
成
さ
れ
、事
実
と
し
て
確
立
さ
れ
る
」と
い
う
命
題
を
継

承
し
、
ま
た
知
識
社
会
学
の
成
果
を
受
け
継
ぐ
と
と
も
に
、

「適
用
合
理
主
義
」
の
地
平
に
、
す
な
わ
ち
対
話
を
受
け
入

れ
る
開
放
性
と
不
断
の
対
話
に
よ
る
深
化
に
、確
立
さ
れ
た

社
会
理
論
の
根
拠
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

３
　
社
会
理
論
に
お
け
る
二
項
対
立
の
統
合
を
目
指
し
て

（１
）
問
題
提
起

以
上
の
考
察
に
基
づ
い
て
、
社
会
理
論
を
考
察
す
る
哲

学
。社
会
学
の
研
究
実
践
に
問
題
提
起
を
行
い
た
い
。社
会

理
論
に
と
つ
て
（社
会
科
学
認
識
論
に
よ
つ
て
裏
付
け
さ
れ

た
）方
法
論
と
は
、研
究
者
が
自
ら
の
理
論
構
築
の
際
に
働

く
存
在
被
拘
束
性
に
自
覚
的
に
な
り
、そ
こ
か
ら
「認
識
論

的
切
断
」を
行
う
た
め
の
手
段
で
あ
る
。人
間
が
存
在
被
拘

束
性
か
ら
「自
由
」
に
な
れ
な
い
以
上
（そ
れ
は
新
た
な
別

の
解
釈
図
式
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
）、
研
究
者

自
身
も
そ
の
理
論
の
絶
対
性
を
主
張
し
え
な
い
。そ
の
一方

で
な
お
、そ
の
よ
う
な
研
究
者
視
点
の
相
対
性
を
も
自
ら
の

社
会
理
論
の
う
ち
に
内
包
し
う
る
よ
う
な
社
会
理
論
で
な
け

れ
ば
、
理
論
の
妥
当
性
は
保
証
さ
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、

社
会
理
論
を
考
察
す
る
以
上
、
「相
対
性
の
中
の
行
為
者
視

点
」を
研
究
者
の
依
っ
て
立
つ
「妥
当
性
を
も
つ
た
研
究
者
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視
点
」と
し
て
確
立
し
、理
論
に
導
入
す
る
努
力
を
怠
っ
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
理
論
の
妥
当
性
は
、方
法
論
の
妥

当
性
に
、す
な
わ
ち
認
識
論
的
切
断
や
対
象
の
構
成
と
い
っ

た
社
会
科
学
認
識
論
的
反
省
が
ど
こ
ま
で
達
成
さ
れ
た
か
に

か
か
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
方
法
論
の
妥
当
性
は
、
そ
れ
を

基
礎
づ
け
て
い
る
理
論
及
び
社
会
科
学
認
識
論
の
妥
当
性
に

等
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、社
会
科
学
認
識
論

的
反
省
を
十
分
加
え
て
構
築
さ
れ
た
社
会
理
論
の
妥
当
性

は
、ブ
ル
デ
ュ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、法
則
の
単
純
性
や

論
理
的
整
合
性
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、考
慮
に

入
れ
ら
れ
た
事
実
の
広
が
り
と
多
様
性
に
お
い
て
、ま
た
そ

の
理
論
が
も
た
ら
す
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
帰
結
の
多
様
性
に

よ
っ
て
測
ら
れ
る
の
で
あ
る
ｏ
。は
た
し
て
社
会
理
論
の
既

存
研
究
に
お
い
て
は
、シ）の
問
題
が
ど
れ
ほ
ど
自
覚
的
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ピ
エ
ー

ル
・ブ
ル
デ
ュ
ー
の
研
究
蓄
積
を
批
判
的
に
展
開
し
て
、社

会
理
論
構
築
の
た
め
の
方
法
論
的
前
提
条
件
を
提
起
し
た

い
。
研
究
者
は
、
研
究
実
践
の
あ
ら
ゆ
る
過
程
に
お
い
て
、

以
下
の
事
項
を
自
覚
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
筆

者
は
考
え
る
。

＜ａ社
会
理
論
の
研
究
実
践
の
過
程
に
は
、
何
ら
か
の
形
で

研
究
者
の
依
っ
て
立
つ
潜
在
化
・顕
在
化
し
た
社
会
像
が
介

在
し
て
い
る
〈研
究
者
の
存
在
被
拘
束
性
〉。

①
こ
の
背
後
仮
説
と
し
て
の
社
会
像
を
自
覚
し
、
ま
た
学

問
的
妥
当
性
を
も
つ
た
社
会
理
論
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、

方
法
論
と
し
て
、社
会
科
学
認
識
論
に
よ
る
認
識
論
的
切
断

（行
為
者
視
点
か
ら
の
切
断
と
研
究
者
視
点
の
確
立
）
を
導

入
す
る
必
要
が
あ
る
〈社
会
科
学
認
識
論
に
よ
る
社
会
理
論

の
構
築
〉。

０
同
時
に
そ
の
社
会
科
学
認
識
論
自
体
が
、
「日
常
実
践
・

慣
習
行
動
（一【〓
Ｅ
ｃ
を
行
う
行
為
者
の
視
点
」
の
下
位

概
念
で
あ
る
「研
究
実
践
（ｕ【≧
ｆ
ｅ
を
行
う
研
究
者
の

視
点
」と
し
て
、社
会
学
理
論
の
中
に
導
入
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
〈社
会
理
論
に
よ
る
社
会
科
学
認
識
論
の
内
包
〉。

①
ｂ
と
ｃ
の
相
互
作
用
（諸
次
元
に
お
け
る
対
話
）を
通
じ

て
、社
会
理
論
は
深
化
す
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
一研
究
者
内

部
の
「適
用
合
理
主
義
」の
地
平
か
ら
行
わ
れ
る
だ
け
で
な

く
、学
者
集
団
の
相
互
シ
ス
テ
ム
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

＜ｅ＞不
断
の
反
省
と
対
話
を
通
じ
た
「統
合
的
研
究
」
こ
そ
、

学
問
的
妥
当
性
の
根
拠
で
あ
り
、社
会
理
論
の
存
在
意
義
で

も
あ
る
。
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（２
）
社
会
理
論
の
二
項
対
立
の
統
合
を
目
指
し
て

こ
の
よ
う
な
地
平
に
立
っ
て
改
め
て
、社
会
理
論
上
の
二

項
対
立
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
と
、次
の
こ
と
が

い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
理
論
上
の
二
項
対
立
と
は
、
自

ら
を
、ま
た
他
の
研
究
者
を
、対
立
構
造
の
一極
へ
と
固
定

化
ニ
フ
ベ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、相
対
性
の
中
の
不

断
の
対
話
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
る
研
究
者
視
点
の
妥
当

性
の
維
持
を
放
棄
し
た
「研
究
者
の
責
任
放
棄
」
の
一形
態

で
あ
る
、
と
ｏ
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
理
論
に
お
け

る
対
立
の
不
毛
さ
を
一望
し
て
み
て
も
分
か
る
だ
ろ
う
。例

と
し
て
、
理
論
研
究
と
実
証
研
究
の
対
立
を
考
え
て
み
よ

う
。
理
論
研
究
に
お
い
て
は
、抽
象
度
の
高
い
概
念
を
用
い

て
理
論
を
構
築
す
る
。
し
か
し
、
抽
象
的
。
一般
的
な
「そ

も
そ
も
人
間
と
い
う
も
の
」
が
現
実
に
は
存
在
し
な
い
様

に
、
文
化
的
・時
代
的
背
景
を
も
た
な
い
抽
象
的
‥水
遠
不

変
な
「社
会
シ
ス
テ
ム
」
も
現
実
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ

ら
は
、あ
く
ま
で
も
現
実
の
個
人
・社
会
か
ら
抽
出
さ
れ
た

概
念
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
現
実
の
個
人
・社
会
か

ら
乖
離
し
た
議
論
に
な
ら
な
い
よ
う
、不
断
に
実
証
研
究
の

成
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
同
様
に
、
実
証
研
究
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、研
究
実
践
の
過
程
で
受
け
る
様
々
な
存
在
被
拘
束
性
に

よ
る
影
響
、
研
究
の
背
後
仮
説
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
。

「資
料
に
語
ら
せ
る
」
こ
と
を
免
罪
符
と
し
て
、
自
ら
の

「解
釈
図
式
」
に
対
す
る
理
論
的
省
察
を
怠
っ
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。ブ
ル
デ
ュ
ー
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
分
析

し
て
い
る
。社
会
理
論
に
お
い
て
二
項
対
立
の
構
造
が
維
持

さ
れ
て
い
る
の
は
、
「敵
手
と
の
論
争
に
よ
つ
て
、
実
際
に

は
肝
心
の
敵
と
の
議
論
を
科
学
的
活
動
の
な
か
に
確
立
す
る

の
を
避
け
ら
れ
る
、つ
ま
り
自
己
と
議
論
す
る
こ
と
を
避
け

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
社
会
哲
学
の
講
壇
的
レ

ト
リ
ツ
ク
、預
言
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
や

断
片
的
調
査
が
氾
濫
し
て
お
り
、シ）れ
ら
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
や

調
査
で
は
、い
か
に
多
く
の
こ
と
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
を
口
実
に
、自
ら
の
世
界
規
模
の
野
心
と
証
明
に
対

す
る
軽
蔑
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。そ
の
一方
で
盲
目

的
な
経
験
至
上
主
義
は
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
空
疎
な
総
合
を

告
発
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、一異
返
し
に
自
己
を
正
当
化
し
て

い
る
。
同
じ
よ
う
に
実
証
主
義
は
、直
観
主
義
に
対
す
る
儀

礼
的
非
難
を
根
拠
に
し
て
、技
法
の
自
動
的
展
開
に
身
を
委

ね
て
し
ま
い
、結
局
は
皮
肉
に
も
、直
観
に
身
を
委
ね
る
こ

と
に
な
る
。
他
方
、
直
観
主
義
は
、
実
証
主
義
の
官
僚
制
化

さ
れ
た
研
究
が
無
味
乾
燥
し
て
い
て
点
描
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
攻
撃
し
て
、輪
郭
の
は
っ
き
り
し
な
い
不
明
確
な
全
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体
性
を
も
と
に
し
た
、ン」の
う
え
な
く
印
象
主
義
的
な
文
芸

調
の
文
章
を
弁
解
す
る
。」
④

こ
れ
ま
で
の
社
会
理
論
の
研
究
に
お
い
て
は
、い
た
ず
ら

に
諸
理
論
の
提
唱
者
を
党
派
分
け
し
て
し
ま
い
、そ
れ
ら
の

共
通
認
識
に
つ
い
て
の
（存
在
被
拘
束
性
を
越
え
た
）考
察

よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
「解
釈
」
に
終
始
し

て
し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。一一﹇う
ま

で
も
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
は
、そ
れ
が
書
か
れ
た
著
者
及

び
著
者
の
生
き
た
当
該
社
会
に
お
け
る
存
在
被
拘
束
性
を
帯

び
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
水ヽ
遠
不
変
の
抽
象
的
「社
会
」
が

現
実
に
存
在
し
な
い
以
上
、
著
作
の
「解
釈
」
を
も
つ
て
社

会
理
論
を
考
察
す
る
と
い
う
の
は
、そ
の
著
作
の
内
在
的
批

判
の
み
に
終
始
し
て
し
ま
い
、外
在
的
批
判
を
含
ん
だ
新
た

な
社
会
理
論
考
察
に
は
な
り
得
な
い
。社
会
理
論
が
、そ
し

て
哲
学
と
社
会
学
が
浮
遊
し
た
思
弁
の
産
物
と
し
て
の
「悪

し
き
形
而
上
学
」
で
は
な
く
、現
代
社
会
に
そ
の
存
在
意
義

を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
過
去
の
著
作
・研
究
蓄
積

を
ふ
ま
え
て
、現
代
社
会
を
射
程
に
含
み
う
る
社
会
理
論
を

考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。社
会
理
論

に
見
ら
れ
る
二
項
対
立
の
構
造
を
越
え
て
、不
断
の
対
話
を

行
う
こ
と
こ
そ
、学
問
的
妥
当
性
の
根
拠
で
あ
り
、ま
た
社

会
理
論
の
存
在
意
義
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、社
会
理
論
を
構

築
す
る
際
だ
け
で
な
く
、そ
れ
を
読
み
理
解
す
る
際
に
も
求

め
ら
れ
る
視
点
で
あ
る
。社
会
理
論
に
お
け
る
二
項
対
立
の

問
題
を
考
え
る
際
に
何
よ
り
重
要
な
の
は
、一一者
択
一
の
立

場
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
社
会
科
学
認
識
論
的
な
省
察
に

よ
っ
て
対
立
構
造
そ
の
も
の
の
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
で
あ

り
、ま
た
「理
論
の
論
理
的
整
合
性
と
い
う
意
味
で
も
現
実

へ
の
忠
実
性
と
い
う
意
味
で
も
、現
状
を
打
開
す
る
、
つ
ま

り
前
進
す
る
手
段
は
、合
理
主
義
と
経
験
主
義
と
の
立
場
を

実
際
に
克
服
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
内
に
見
つ
け
ら
れ

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
ｏ
。

註
①
本
稿
に
お
け
る
「方
法
論
」
と
は
、
そ
れ
に
乗
っ
取
れ
ば

社
会
理
論
が
自
動
的
に
構
築
さ
れ
る
よ
う
な
操
作
的
技
術

や
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
方
法
論
で
は
な
く
、む
し
ろ
そ

の
理
論
構
築
の
過
程
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
研
究
者
視
点

が
学
問
的
妥
当
性
を
も
つ
も
の
か
ど
う
か
「反
省
（お
‐

寂
ｘ一ｏじ
」
す
る
た
め
の
基
盤
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
以

下
、
こ
の
様
な
方
法
論
の
考
察
・検
討
の
た
め
、
及
び
学

問
的
妥
当
性
を
持
つ
社
会
理
論
構
築
の
た
め
に
、科
学
認

識
論
を
応
用
し
た
「社
会
科
学
認
識
論
」
を
用
い
た
い
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（詳
細
は
本
文
参
照
）。
ま
た
、
こ
の
科
学
認
識
論
（Ｏ
ｒ

∽啓
８
ざ
Ｌ
ｏ）
を
単
に
「認
識
論
」
と
訳
す
場
合
も
あ
る

が
、哲
学
で
一般
的
に
用
い
ら
れ
る
存
在
論
。価
値
論
と

対
峙
す
る
認
識
論
と
は
次
元
を
異
に
す
る
た
め
、本
稿
で

は
「科
学
認
識
論
」
の
語
に
統
一す
る
。

②
こ
こ
で
は
「思
考
」
と
は
、
オ
ペ
ラ
ン
ト
学
習
の
よ
う
な

事
後
選
択
・体
験
的
理
解
と
は
異
な
り
、一〓呈
叩に
よ
る
事

前
選
択
・観
念
的
理
解
と
し
て
の
「言
語
活
動
」
を
意
味

し
て
い
る
。
ま
た
Ｆ一〓墨
ど
と
は
、
単
な
る
読
み
書
き
の

能
力
と
い
う
次
元
を
越
え
、
認
知
・評
価
・指
令
的
秩
序

を
形
成
す
る
た
め
の
概
念
枠
組
み
、す
な
わ
ち
諸
活
動
の

「解
釈
図
式
」
と
し
て
の
働
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
。

０
バ
日
一をＦ
日
蟄
Ｌ
日
。」や
ヽ
ｏ電
ミヽヽ
ヽ
ｃざ
ヽヽ
「
ュｇ
〓
ｏ，

ｏｏＦ
Ｆ
お
お
／
鈴
木
二
郎
訳
『イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

ュ
ー
ト
ピ
ア
』
未
来
社
、　
一九
六
八
年
、
四
七
頁

“
の“
８
訂
ｒ

，
いＰ
３
ミ
いヽ
ｏヽヽ
評
お
も
■ヽ
な
」ミ
ミ
０̈ミ
。

「くユＰ
３
８
／
及
川
薇
・小
井
戸
光
彦
訳
『科
学
的
精

神
の
形
成
』
国
文
社
、　
一九
七
五
年
、　
一人
〜
三
一頁
。

ま
た
、金
森
に
よ
れ
ば
、科
学
認
識
論
は
科
学
史
と
科
学

哲
学
と
を
独
自
に
融
合
さ
せ
、科
学
的
思
考
に
対
し
て
精

神
分
析
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、そ
の
歴
史
性
の
確
認
を

す
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。金
森
修
『フ
ラ

ン
ス
科
学
認
識
論
の
系
譜
』
形
草
書
房
、　
一九
九
四
年
、

五
頁

⑤
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
生
活
史
に
関
し
て
は
、
「・”８
３
８
）

Ωざ
ｋ
●〕
色゙
昌
”日．Ｆ
も
錠
，
〓
Ｌ
Ｔ
ふ
（石
崎
晴
己

訳
『構
造
と
実
践
』
藤
原
書
店
、　
一九
九
一年
、　
一〇
‐

五
人
頁
）、加
藤
晴
久
編
『ピ
エ
ー
ル
・ブ
ル
デ
ュ
ー
』藤

原
書
店
、　
一九
九
〇
年
、　
一〇
‐五
五
頁
、
及
び

口
”＆
ど
♂
ヾ
ヽ
ミゞ
やミ
や
釜
ミ
”ミ
ミ
ミヽ
）要
Φ∽〓
ｏ■

「お
∽́
も
コ
、
等
に
詳
し
い
。

“
”・”９
暮
Ｒ
ｏ暉・】‥０
・ＯＦ留
ユ
８
【二
ｏ野Ｐ
〕１０
。「”∽∽９６●
。いヽ

ミ
ミ
ミ
群
３
６」ｏ」ｏ電
♪
〓
８
８
コ由
菫
貯
♂
お
８

（田
原

音
和
・水
島
和
則
訳
『社
会
学
者
の
メ
チ
エ
』
藤
原
書

店
、　
一九
九
四
／
第
二
版
の
訳
出
）。
な
お
、
初
版
は

〓
ｇ
ざ
●由
ｏａ
風
も
Ｂ
で
あ
る
が
、
現
在
入
手
困
難
な

た
め
、
以
下
引
用
は
第
四
版
の
ｇ
ｏｒ８
Ｐ
も
田
を
参
照

し
て
い
る
。

″Ｖ
】″
〕０日暉鮮コ∽）」ヾ
ヽヽ
ヽヽ
」Ｗｏミゝ
ヽヽ
ミヽ
υ】″Ｏ“Ｌ
のユ”①
いつつぃｏ「・、ぃ

③
な
ぜ
な
ら
、
『実
践
感
覚
』
に
お
け
る
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
理

論
的
転
換
自
体
も
、
基
本
的
に
は
『社
会
学
者
の
メ
チ

エ
』
で
提
示
さ
れ
た
方
法
論
を
研
究
実
践
で
適
用
す
る

過
程
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
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る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、本
稿
に
お
け
る
ブ
ル
デ
ュ
ー

の
方
法
論
の
抽
出
は
『社
会
学
者
の
メ
チ
エ
』
に
限
定
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『社
会
学
者
の
メ
チ

エ
』
と
『実
践
感
覚
』
で
用
い
ら
れ
た
方
法
論
と
の
間
を

埋
め
る
も
の
で
あ
る
。

⑨
こ
こ
で
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、　
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
シ
ュ
テ
ィ

ル
ナ
ー
批
判
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「社
会
関
係
は
意
図
や
『動
機
づ
け
』
に
よ
っ
て
活
性
化

さ
れ
る
主
観
の
間
の
関
係
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
‥
‥
‥
。

な
ぜ
な
ら
、社
会
諸
関
係
は
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
条
件
及

び
社
会
的
位
置
の
間
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、同
時
に

そ
の
関
係
が
繋
ぎ
と
め
る
主
体
よ
り
以
上
の
現
実
を
持
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
‥
‥
‥
非
意
識
の
原
理
に
従
う
な
ら
、

個
人
が
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
客
観
的
諸
関
係
、

人
々
が
表
明
し
た
意
見
や
意
図
の
な
か
よ
り
も
、集
団
の

構
造
あ
る
い
は
形
態
の
な
か
に
よ
り
正
確
に
表
れ
て
く
る

よ
う
な
客
観
的
諸
関
係
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
）」う
し
て
非
意
識
の
原
理
は
、
続
く
関
係

性
優
位
の
原
理
（関
係
的
思
考
様
式
の
導
入
）を
準
備
す

＞
る
。
♂
●
も
も
〓
よ
（邦
訳
　
四
九
〜
　
五
六
頁
）

Ｘｌｏ
Ｆ
ヽ
も
・総
ム
（邦
訳
　
七
九
頁
）

０
♂
ヽ
も
●・Ｓ
あ
（邦
訳
　
九
人
，
一〇
〇
頁
）

ｕ
♂
●
も
・“
も
（邦
訳
　
一
一一人
頁
）

“
♂
〓
も
８
（邦
訳
　
一〓一〇
頁
）

ｕ
♂
”，
もψむ
（邦
訳
　
一
一六
頁
）

“
♂
■
も
●
コ
よ
（邦
訳
　
一四
〇
‐
一四
一頁
）

“
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
科
学
的
思
考
を
二
つ
の
相
反
す
る

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
の
反
復
運
動
と
し
て
と
し
て
位
置
づ

け
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
適
用
合
理
主
義
（金
森

訳
で
は
「適
応
合
理
主
義
し
を
起
点
と
し
て
配
置
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、自
然
科
学
に
お
け
る
次

の
よ
う
な
ス
ペ
ク
ト
ル
を
提
唱
し
て
い
る
。

「観
念
論
」
→
「規
約
主
義
」
→
「形
式
主
義
」
→
「適

応
合
理
主
義
と
技
術
的
唯
物
論
」
←
「実
証
主
義
」
←

「経
験
主
義
」
←
「実
在
論
」。
ρ
”Ｂ
Ｆ
【”【０卜
ヽ
ミ
？ヽ

ヽ
ミ
お
ミ
ω
゛
ミ

ミヽ
ミ

，
”
８
協
ｏ
∽
Ｃ
ュ
く
ｏ
口
ご
Ｌ
零
ｒ
詩

「
日
●
Ｏρ

も
お
／
金
森
修
訳
『適
応
合
理
主
義
』
国
文
社
、　
一九
人

九
年
、　
〓
一‐七
頁

“
”
”ｏＥ
餞
８
Ｌ
・‐Ｏ
ｏぎ
目
σｏお
らｏ●
鮮
〕ヽ
０
「”∽器
８
”

も
田
）や
っ。
（邦
訳
　
一〓一四
頁
）

“
♂
一，
鬱
褐
（邦
訳
　
一〓百
一頁
）

ω
♂
ヽ
も
・К
あ
ψ絡
ム
（邦
訳
　
人
○
‐八
五
・
一三
四
‐

一三
七
頁
）

い
♂
●
も
ｏ・３
お
（邦
訳
　
一〓一四
―
五
頁
）
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似
♂ユ
も
。マ
（邦
訳
　
一〓一七
頁
）

（み
う
ら
な
お
こ
　
慶
應
義
塾
大
学
。社
会
学
）
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