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『
応
用
社
会
学
序
説
』
再
読

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
社
会
科
学
観
を
め
ぐ
っ
て

田

真

司

１

問

題

設

定

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
に
お
い
て
、
パ
ウ
ル
・
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
ほ
ど
社
会
学
的
分
析
と
現
実
の
政
策
と
の
関

係
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
た
人
物
は
い
な
い
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
自
身
の
研
究
が
、
現
実
の
政
策
と
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
個
人
的
な

１
）

事
情
と
、
そ
う
し
た
社
会
科
学
者
の
存
在
を
許
し
た
制
度
的
な
状
況
と
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
そ

う
し
た
自
ら
を
取
り
巻
く
状
況
を
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
き
わ
め
て
積
極
的
で
あ
っ
た
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
代
表
的
な
著
作
の
な

か
に
は
、『
社
会
学
の
利
用
』（T

h
e U

se of S
ociology

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ

２
）

も
の
も
あ
れ
ば
、『
応
用
社
会
学
序
説
』（A

n
 

In
trod

u
ction

 
to
 
A
pplied

 
S
ociology

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ

３
）

も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
社
会
学
的
分
析
の
現
実

へ
の
応
用
局
面
に
関
す
る
社
会
学
的
分
析
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
に
と
っ
て
、「
応
用
社
会
学
」
は
、
社
会
学

の
発
展
の
一
つ
の
到
達
目
標
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
が
分
析
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
き
わ
め
て
特
殊
な
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意
味
を
持
つ
概
念
で

４
）

あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
応
用
社
会
学
」
に
関
す
る
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
分
析
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
社
会

科
学
観
の
特
質
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
主
と
し
て
分
析
の
対
象
と
な
る
の
は
、
一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ
た
編
著
『
応
用
社
会

学
序
説
』
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
同
書
に
基
づ
い
て
、
応
用
社
会
学
に
つ
い
て
の
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
見
解
を
概
観
し
た
後
、
①
価
値

中
立
性
と
の
関
係
、
②
社
会
調
査
組
織
の
問
題
、
③
応
用
社
会
学
に
必
要
な
教
育
、
の
三
側
面
か
ら
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
「
応
用
社

会
学
」
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

『
応
用
社
会
学
序
説
』
に
お
い
て
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
科
学
発
展
史
を
、
そ
の
実
践
と
の
関
係
で
三

つ
の
歴
史
的
局
面
に
分
類
し
て

５
）

い
る
。
第
一
は
、
一
八
六
五
年
の
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
協
会
の
設
立
か
ら
一
九
二
二
年
に
至
る
時
期
で

あ
る
。
こ
の
時
期
の
社
会
学
は
、
社
会
改
革
の
要
求
と
社
会
学
的
研
究
が
未
分
化
で
あ
る
点
に
そ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
う
し
た

研
究
態
度
を
代
表
す
る
の
は
、
社
会
踏
査
（S

o
cia
l S

u
rv
ey

）
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
対
象
は
、
賃
金
か
ら
住
宅
事
情
に
始
ま

り
、
や
が
て
広
範
な
態
度
に
対
す
る
記
述
的
資
料
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
社
会
科
学
諸
分
野
は
、
研
究
対
象
の

拡
大
と
深
化
に
対
応
す
る
形
で
、
体
系
化
と
専
門
分
化
が
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
第
二
段
階
は
、
一
九
二
三
年
の
「
社
会
科
学
研

究
評
議
会
」（S

o
cia
l S

cien
ce R

esea
rch

 
C
o
u
n
cil

）
の
創
設
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
良
く
代
表
さ
れ
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
こ
の

時
期
の
特
徴
を
、
社
会
科
学
諸
分
野
の
専
門
分
化
の
確
定
と
、
学
問
的
認
知
の
確
立
に
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
梃
子
と
な
っ
た
の

が
社
会
科
学
に
お
け
る
方
法
意
識
の
高
ま
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
彼
が
第
二
期
の
中
心
的
人
物
と
し
て
と
り
あ
げ
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・

ラ
イ
ス
の
議
論
や
、
い
わ
ゆ
る
質
的
分
析
と
量
的
分
析
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
、
そ
し
て
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
と
測
定
の
手
法
の
厳
密

化
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学
諸
分
野
は
社
会
的
実
践
か
ら
離
れ
て
、
学
問
と
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
大

恐
慌
前
後
の
時
期
に
は
、
こ
う
し
て
分
離
し
た
専
門
分
野
と
し
て
の
社
会
科
学
と
社
会
的
実
践
を
も
う
一
度
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
努

2國學院法學第52巻第4号 (2015)



力
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
二
八
年
の
大
統
領
特
別
委

６
）

員
会
を
は
じ
め
と
し
て
、
社
会
調
査
活
動
は
拡
大
を
続
け
、
や
が
て
第
二

次
世
界
大
戦
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
府
機
関
が
大
規
模
な
社
会
調
査
に
基
づ
い
て
政
策
を
立
案
す
る
よ
う
に
な
る
。
第
二
次
世
界

大
戦
後
の
社
会
科
学
と
政
府
機
関
お
よ
び
私
的
機
関
と
の
結
び
つ
き
は
、
こ
の
時
期
に
確
立
さ
れ
る
。
第
三
期
は
、
こ
う
し
た
結
び
つ

き
を
出
発
点
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
の
第
三
期
の
様
相
を
端
的
に
表
す
も
の
と
し
て
一
九
四
八
年
の
社
会
科
学
研
究
評
議
会
に
お
け
る
「
専
門

家
と
応
用
社
会
科
学
」
と
題
さ
れ
た
小

７
）

会
議
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
の
会
議
が
「
応
用
社
会
科
学
」
を
公
的
に
認
知
す
る
契
機
と
な
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
こ
で
の
議
論
を
再
掲
す
る
形
で
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
社
会
科
学
と
社
会
的
実
践

と
の
関
係
に
関
す
る
第
三
局
面
に
お
け
る
議
論
の
展
開
を
、
三
つ
の
方
向
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
第
一
の
方
向
は
、
社
会
科
学
の

領
域
内
に
お
け
る
応
用
社
会
科
学
の
役
割
と
地
位
を
、
一
般
的
に
議
論
す
る
方
向
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
一
般
的
な
論
争
で
は

な
く
、
具
体
的
な
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
、
社
会
科
学
と
社
会
的
実
践
の
関
係
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
る
。
第

三
の
方
向
は
、
社
会
科
学
的
知
見
の
現
実
の
応
用
過
程
に
対
す
る
社
会
学
的
な
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
代
表
的
な
著
作

を
取
り
上
げ
た
サ
ー
ヴ
ェ
イ
と
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
結
論
だ
け
を
整
理
す
る
と
、
第
一
の
方
向
に
つ
い
て
ラ
ザ
ス
フ

ェ
ル
ド
は
、
あ
ま
り
の
生
産
性
が
あ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
と
し
て
、
懐
疑
的
で
あ
る
。
第
二
の
方
向
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
論
集
の

内
容
に
つ
い
て
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
応
用
社
会
学
の
実
質
的
な
内
容
へ
の
関
心
の
増
大
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
分
析
が
、
基
本

的
に
社
会
科
学
の
素
材
や
概
念
を
利
用
す
る
た
め
の
例
示
に
過
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
応
用
に
際
し
て
実
際
に
選
択
が
行
わ
れ
る
過
程
に
つ

い
て
十
分
な
分
析
を
行
っ
て
い
な
い
批
判
と
す
る
。
こ
の
第
二
の
方
向
の
欠
点
を
補
い
、
社
会
学
の
応
用
過
程
に
関
す
る
具
体
的
か
つ

体
系
的
な
分
析
を
試
み
る
の
が
第
三
の
方
向
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
著
作
の
よ
っ
て
立
つ
方
向
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
利
用
過
程
の
体
系
的
分
析
の
枠
組
み
は
五
つ
の
場
か
ら

８
）

な
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
調
査
分
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析
を
行
う
「
専
門
社
会
学
者
」（p

ro
fessin

a
l so

cio
lo
g
ist

）
と
調
査
分
析
の
依
頼
者
で
あ
る
「
政
策
立
案
者
」（p

o
licy

 
m
a
k
er

）

を
二
つ
の
主
要
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
そ
の
間
の
相
互
作
用
と
し
て
の
認
識
的
サ
イ
ク
ル
（
場
Ⅰ
）、
相
互
作
用
の
社
会
的
側
面
（
場

Ⅱ
）、
依
頼
者
の
類
型
（
場
Ⅲ
）、
専
門
社
会
学
者
の
属
性
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
資
源
と
役
割
（
場
Ⅳ
）、
依
頼
者
の
政
策
的
関
心

事
（
場
Ⅴ
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
の
は
、
場
Ⅰ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
場
Ⅰ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
社
会
学
の
利
用
に
関
す
る
認

識
的
サ
イ
ク
ル
を
、
①
問
題
の
確
定
、
②
ス
タ
ッ
フ
の
構
成
、
③
知
識
の
探
索
、
④
勧
告
、
⑤
実
施
、
⑥
査
定
、
の
六
段
階
に
区
分
し

て

９
）

い
る
。
こ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
第
二
段
階
か
ら
第
三
段
階
へ
の
移
行
過
程
と
し
て
の
「
変
換
」（tra

n
s-

la
tio
n

）
と
第
三
段
階
か
ら
第
四
段
階
へ
の
移
行
過
程
と
し
て
の
「
乖
離
の
克
服
」（b

rid
g
in
g th

e g
a
p

）
で
あ
る
。
こ
の
両
者
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
章
が
当
て
ら
れ
て
、
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
「
変
換
」
に
関
し
て
の
議
論
を
見
て
み
る
こ
と
に
し

10
）

よ
う
。「
変
換
」
と
は
、
依
頼
者
か
ら
の
問
題
提
起
が
、
具
体
的
な
調
査

研
究
計
画
に
変
換
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
調
査
研
究
す
べ
き
も
の
が
自
明
で
あ
る
問
題
も
あ
り
得
る
し
、
逆
に
、
調
査
研

究
す
る
対
象
を
適
切
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
複
雑
な
問
題
も
あ
り
う
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
応
用
社
会
学
の
適
切
な

対
象
に
な
る
の
は
、
そ
の
両
極
端
の
間
に
あ
っ
て
、
適
切
な
調
査
研
究
へ
の
変
換
と
い
う
概
念
が
意
味
を
持
ち
う
る
よ
う
な
、「
中
範

囲
の

11
）

議
論
」
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
調
査
研
究
の
設
定
が
「
適
切
」
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、「
対
象
と
す
る
集
団
の
選
択
」、「
変
数
の
選
択
」
を
中
核
的
な
要
素
と
し
て
、
そ
の
適
切
性
を
判
断
す
る

指
標
と
し
て
、「
予
備
調
査
」、「
過
去
の
経
験
の
転
用
」
を
あ
げ
て
い
る
。

次
に
「
乖
離
の
克
服
」
に
関
す
る
分
析
を
検
討
し
て

12
）

み
る
。「
乖
離
」
と
は
、
調
査
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
知
識
と
そ
こ
か
ら
提

示
さ
れ
る
勧
告
と
の
間
の
乖
離
で
あ
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
の
乖
離
は
必
然
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
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を
埋
め
る
た
め
に
は
「
創
造
的
思
考
」（crea

tiv
e

13
）

th
in
k
in
g

）
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
る
。
調
査
の
結
果
そ
れ
自
体
が
、
具
体
的
な

政
策
選
択
肢
を
特
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
乖
離
に
対
す
る
理
解
の
不
足
が
、
一
方
で
調
査
結
果
か
ら
直
接

政
策
提
言
を
導
く
短
絡
的
な
態
度
を
生
み
出
し
、
他
方
で
、
調
査
結
果
を
厳
密
に
解
釈
す
る
あ
ま
り
、
政
策
提
言
は
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
結
論
に
至
っ
た
り
す
る
こ
と
を
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
で
は
、「
創
造
的
思
考
」
に
よ
る
乖
離
の
克
服
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
典
型
的
な
乖
離
の
状
況
と
し
て
、
調
査
に
よ
っ
て
選
択
肢
ま
で
が
特

定
化
さ
れ
ず
、
効
果
的
な
方
策
そ
の
も
の
を
「
案
出
」（in
v
en
tio
n

）
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
と
、
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
あ
る

程
度
の
選
択
肢
に
限
定
さ
れ
る
場
合
を
区
別
す
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
具
体
的
な
選
択
肢
間
の
比
較
の
問
題
で
あ
り
、
一
種
の
費
用

便
益
分
析
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
者
の
場
合
に
は
、
乖
離
を
克
服
す
る
た
め
の
自
由
度
は
よ
り

大
き
く
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
の
案
出
や
新
規
の
役
割
の
創
出
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
乖
離
を
最

小
に
す
る
よ
う
な
信
頼
性
を
持
っ
た
一
般
化
を
作
り
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
も
認
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
変
換
」
と
「
乖
離
の
克
服
」
過
程
の
議
論
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
問
題
の
認
識
的
側
面
を
扱

う
専
門
的
社
会
学
者
と
、
問
題
の
社
会
的
側
面
を
扱
う
政
策
立
案
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
中
心
に
活
動
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
こ

の
二
つ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
そ
の
境
界
を
乗
り
越
え
て
協
働
す
る
こ
と
が
、
有
効
な
政
策
提
言
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
応
用
社
会
学
の
議
論
は
、
社
会
学
者
の
側
が
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
、
一
方
的
に
政
策
を
提
言

す
る
と
い
う
一
方
向
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
社
会
学
者
の
側
、
政
策
立
案
者
の
側
、
双
方
の
複
雑
性
に
留
意

し
つ
つ
、
そ
の
両
者
の
協
働
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
学
者
は
、
単
な
る
社
会
的

な
事
実
を
確
認
し
た
り
、
社
会
的
な
法
則
を
検
証
す
る
科
学
者
と
し
て
助
言
を
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
状
況
に

応
じ
た
実
現
可
能
な
提
言
を
生
み
出
す
た
め
に
積
極
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

5 『応用社会学序説』再読 ( 田真司)



こ
の
新
し
い
「
応
用
社
会
学
」
像
は
、
社
会
科
学
に
お
け
る
基
礎
的
な
認
識
問
題
、
つ
ま
り
、
社
会
科
学
的
な
認
識
の
価
値
中
立
性

の
問
題
と
、
正
面
か
ら
衝
突
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、
政
策
立
案
過
程
に
社
会
科
学
者
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
、
社
会
科
学

者
の
認
識
の
価
値
中
立
性
を
歪
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド

は
、
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
価
値
中
立
性
の
問
題
を
中
心
に
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の

応
用
社
会
学
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。

２

応
用
社
会
学
と
価
値
中
立
性

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、『
応
用
社
会
学
序
説
』
の
中
で
社
会
科
学
的
知
識
の
実
践
的
応
用
に
と
も
な
う
価
値
中
立
性
の
問
題
を
、
何

度
か
取
り
上
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
先
に
述
べ
た
第
三
局
面
に
お
け
る
第
一
の
路
線
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
部
分
で

14
）

あ
る
。
こ
こ
で
、

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
ラ
イ
ト
・
ミ
ル
ズ
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
応
用
的
社
会
研
究
が
、
現
行
の
体
制
に
奉
仕
す
る

も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
批
判
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
、
一
般
的
な
議
論
は
、「
社
会
工

学
」
と
い
う
不
明
確
な
用
語
の
使
用
に
よ
っ
て
、
十
分
な
成
果
を
上
げ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
そ
の
例
と
し
て

と
り
あ
げ
る
の
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ
ウ
ザ
ー
、
モ
ー
リ
ス
・
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
ア
ル
ビ
ン
・
グ
ー
ル
ド
ナ
ー
で
あ
る
が
、
そ
の
い

ず
れ
も
、
社
会
工
学
を
曖
昧
な
否
定
的
意
味
合
い
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学
の
応
用
的
側
面
に
お
け
る
価
値
の

問
題
を
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

後
論
の
関
係
上
、
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て
の
み
、
簡
単
に
解
説
し
て
お
こ
う
。
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
社
会
科
学
の
現

実
問
題
に
応
用
に
当
た
っ
て
、「
工
学
モ
デ
ル
」
と
「
啓
蒙
モ
デ
ル
」
を
区
別
し
て
い
る
。「
工
学
モ
デ
ル
」
は
、「
既
存
の
理
論
的
な
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知
識
の
調
査
へ
の
適
用
を
取
り
扱
う
」
も
の
で
あ
り
、「
社
会
学
的
知
識
は
政
策
や
専
門
的
実
践
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う

な
明
快
な
解
答
を
生
み
出
す
」
と
い
う
見
解
を
持
っ
て
お
り
、「
基
礎
的
調
査
と
応
用
調
査
と
を
峻
別
」
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
工

学
モ
デ
ル
」
に
よ
っ
て
立
つ
社
会
科
学
的
知
識
の
応
用
が
「
社
会
工
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
啓
蒙
モ
デ

ル
」
と
は
、「
社
会
が
そ
の
社
会
的
、
政
治
的
目
標
や
目
的
を
明
確
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
変
え
た
り
す
る
際
の
手
助
け
と
な

る
よ
う
な
デ
ー
タ
や
新
し
い
モ
デ
ル
」
生
み
出
す
こ
と
を
社
会
科
学
の
目
標
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
応
用
社
会
科
学
的
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
社
会
工
学
の
よ
う
な
明
快
な
解
答
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
広
い
見
識
を
持
っ
て
人
々
を
啓
蒙
す
る
存
在
な
の

で
あ
る
。
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、「
工
学
モ
デ
ル
」
の
実
現
困
難
性
を
説
い
て
、「
啓
蒙
モ
デ
ル
」
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
考
え
で
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
社
会
工
学
者
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
適
切
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
現
実

の
政
策
に
関
わ
り
な
が
ら
、
し
か
し
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
自
身
の
分
析
は
い
か
な
る
形
で
、
こ
の
ラ
イ
ト
・
ミ
ル
ズ
の
問
題
を
克
服
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
上

述
し
た
よ
う
に
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
応
用
社
会
学
論
の
大
き
な
特
色
は
、
社
会
的
水
準
と
認
識
的
水
準
を
区
別
し
た
上
で
、
両
者
の

間
の
変
換
過
程
に
つ
い
て
の
議
論
す
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
価
値
の
問
題
は
、
ま
さ
に
そ
の
変
換
過
程
の
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ

と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
社
会
科
学
の
応
用
過
程
に
お
け
る
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
政
策
立
案
者
と
社
会
科
学
者
を
想
定
す
る
が
、

そ
の
両
者
の
適
切
な
分
業
と
協
働
と
い
う
形
で
こ
の
問
題
を
論
じ
て

15
）

い
る
。
分
業
と
協
働
が
問
題
と
な
る
第
一
の
局
面
は
、「
変
換
」

の
局
面
で
あ
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
社
会
科
学
者
が
、
政
策
立
案
者
の
指
示
に
あ
ま
り
に
も
忠
実
に
従
う
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と

で
は
な
く
、「
ま
ず
提
示
さ
れ
た
問
題
の
規
定
を
で
き
る
だ
け
批
判
的
に
検
討
し
、
し
か
る
後
に
そ
の
調
査
の
性
格
を
決
め
る
立
場
を

決
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
政
策
立
案
者
に
対
す
る
社
会
科
学
者
の
独
立
性
を
保
持
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
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こ
と
は
、
政
策
立
案
者
と
社
会
科
学
者
の
間
を
完
全
に
分
断
し
、
社
会
科
学
者
に
対
し
て
は
完
全
な
調
査
研
究
の
自
由
を
与
え
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
調
査
計
画
の
策
定
に
際
し
て
、
政
策
立
案
者
も
一
定
の
寄
与
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
社
会
的
水
準
に
位
置
す
る
政
策
立
案
者
が
、
認
識
的
水
準
の
問
題
に
介
入
し
、
一
定
程
度
の
貢
献
を
な
す

こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
実
際
に
調
査
研
究
を
行
う
社
会
科
学
者
と
の
間
に
一
定
の
緊
張
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
ラ
ザ

ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
う
し
た
緊
張
関
係
を
、
政
策
立
案
者
の
参
加
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
調
査
研
究
に
加

え
ら
れ
る
制
約
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
解
決
し
よ
う
と

16
）

す
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
先
行
研
究
を
引
き
な
が
ら
、「
調
査
研
究
者
と

政
策
立
案
者
と
の
間
に
あ
る
種
の
強
い
相
互
交
流
が
あ
る
と
き
、
た
と
え
そ
れ
が
仲
違
い
で
あ
っ
て
も
、
も
っ
と
も
成
功
し
や
す
い
」

と
し
、
政
策
立
案
者
が
調
査
の
企
画
立
案
に
参
加
す
る
こ
と
に
関
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
大
き
く
評
価
し
て
い
る
。
他
方
で
、
調
査
研
究
者

が
政
策
立
案
者
に
よ
っ
て
、
批
判
的
に
分
析
す
る
自
由
を
制
限
さ
れ
る
と
い
う
具
体
的
な
事
例
は
少
な
い
こ
と
も
指
摘
す
る
。
も
っ
と

も
、
政
策
立
案
者
が
調
査
研
究
に
対
し
て
、
政
治
的
配
慮
か
ら
規
制
を
加
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ

の
こ
と
が
調
査
の
認
識
的
価
値
を
制
約
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
は
指
摘
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
治
的
な
配
慮
の
問
題

は
、
も
は
や
科
学
的
有
意
性
の
問
題
で
は
な
い
、
と
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
政
策
立
案
者
の
優
位
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

政
策
立
案
者
と
調
査
研
究
者
と
の
分
業
と
協
働
が
問
題
に
な
る
第
二
の
局
面
は
、「
乖
離
の
克
服
」
の
局
面
で

17
）

あ
る
。
こ
の
局
面
に

お
い
て
は
、
政
策
立
案
者
に
よ
る
決
定
の
範
囲
が
よ
り
大
き
く
な
る
こ
と
を
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
現
可
能

な
勧
告
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
科
学
者
は
現
実
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
妥
協
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
認
識
的
水
準
に
位
置
す
る
社
会
科
学
者
が
社
会
的
な
水
準
の
方
に
介
入
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
勧
告
に
つ
い
て
議

論
を
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
政
策
立
案
者
と
社
会
科
学
者
の
立
場
の
違
い
が
「
基
本
的
に
政
治
的
な
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
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知
的
な
も
の
な
の
か
」
区
別
で
き

18
）

な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
わ
か
る
よ
う
に
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
応
用
社
会
学
は
、
単
純
な
社
会
学
的
な
法
則
の
適
用
で
は
な
い
。
自
然

主
義
的
科
学
観
に
基
づ
く
、
機
械
的
な
法
則
の
適
用
と
い
う
「
社
会
工
学
」
の
観
念
を
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
否
定
す
る
の
で

19
）

あ
る
。
そ

れ
に
変
わ
っ
て
、「
応
用
社
会
科
学
」
論
に
お
い
て
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
主
張
す
る
の
は
、
現
実
の
問
題
の
複
雑
性
に
関
す
る
情
報
を

十
分
に
収
集
し
た
上
で
、
政
策
立
案
者
と
の
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

20
）

ョ
ン
の
下
で
、
実
現
可
能
な
解
決
策
を
提
示
す
る
社
会
科
学
者

像
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
種
の
政
治
的
な
判
断
力
を
伴
っ
た
社
会
科
学
者
で
あ
る
。
い
わ
ば
応
用
社
会
科
学
者
は
、
認
識
的
水
準
と
社
会

的
水
準
の
間
に
あ
っ
て
、
そ
の
軸
足
が
認
識
的
水
準
に
あ
る
に
し
て
も
、
両
者
の
間
を
あ
る
程
度
自
由
に
移
動
す
る
こ
と
が
可
能
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
機
械
的
な
社
会
科
学
的
知
識
の
応
用
に
対
す
る
批
判
を
研
究
開
発
（
Ｒ
＆
Ｄ
）
に
関
す
る
「
線
型
モ
デ
ル
」

批
判
と
い
う
形

21
）

で
も
展
開
し
て
い
る
。
Ｒ
＆
Ｄ
に
関
す
る
線
型
モ
デ
ル
と
は
、
次
の
よ
う
な
開
発
過
程
の
モ
デ
ル
の
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
開
発
過
程
と
は
、「
そ
れ
ら
は
あ
る
基
礎
的
調
査
研
究
で
も
っ
て
出
発
し
、
つ
い
で
研
究
結
果
に
関
す
る
洞
察
を
ど
こ
で
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
の
探
索
的
な
調
査
が
続
く
。
そ
の
後
、
あ
る
特
定
化
さ
れ
た
開
発
が
行
わ
れ
、
新
し
い
観
念
が
日
常

的
に
使
用
さ

22
）

れ
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
応
用
社
会
科
学
の
一
端
を
し
め
る

Ｒ
＆
Ｄ
の
組
織
の
実
際
の
活
動
の
中
で
、
こ
う
し
た
線
型
モ
デ
ル
が
大
き
な
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ

ル
ド
は
、
基
礎
的
な
研
究
と
そ
の
応
用
と
が
連
続
的
な
形
で
は
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
一
方
向
的
な
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
指
摘

す
る
。
基
礎
的
な
研
究
の
諸
成
果
を
、
何
ら
か
の
実
践
的
な
帰
結
を
伴
う
開
発
に
接
続
す
る
た
め
に
は
、
政
策
担
当
者
の
意
図
を
含
む

何
ら
か
の
要
因
が
介
在
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
基
礎
的
研
究
の
過
程
と
開
発
と
の
間
に
は
、
相
互
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

的
な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
も
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
指
摘
す
る
。
基
礎
的
な
研
究
は
、
応
用
的
な
開
発
を
導
き
う
る
の
で
あ
る
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が
、
同
時
に
、
具
体
的
な
応
用
を
目
的
と
す
る
調
査
が
、
普
遍
的
な
知
識
の
蓄
積
に
貢
献
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

社
会
科
学
に
お
け
る
応
用
の
問
題
は
、
工
学
的
な
応
用
と
は
異
な
る
様
相
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
応
用
社
会
科
学
者
に
は
、

単
な
る
社
会
科
学
者
と
は
異
な
る
能
力
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

３

応
用
社
会
学
の
組
織
的
基
盤

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
議
論
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
こ
う
し
た
社
会
科
学
的
知
識
の
「
利
用
」（u

tiliza
tio
n

）
と
い
う
現

象
を
、「
組
織
と
い
う
し
く
み
の
下
で
生
じ
て
い
る
認
識
的
過
程
（a co

g
n
itiv

e p
ro
cess ta

k
in
g p

la
ce in a

n o
rg
a
n
iza
tio
n
a
l

 
settin

g

）」
と
し
て
見
な
し
て
い
る
こ
と
で

23
）

あ
る
。『
応
用
社
会
学
序
説
』
の
中
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、「
利
用
」
の
認

識
的
過
程
に
関
わ
る
部
分
で
あ
り
、
組
織
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
ご
く
簡
単
な
素
描
が
行
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
利
用
」

の
組
織
的
基
盤
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
考
え
る
社
会
科
学
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
。

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
社
会
科
学
的
知
識
の
「
利
用
」
現
象
が
生
じ
る
組
織
的
な
基
盤
に
関
し
て
、
大
学
・
研
究
セ
ン
タ
ー
・
調
査

研
究
所
と
い
っ
た
調
査
研
究
を
実
施
す
る
主
体
と
な
る
組
織
と
、
そ
う
し
た
調
査
を
依
頼
す
る
組
織
の
問
題
、
さ
ら
に
大
規
模
組
織
に

お
け
る
調
査
研
究
部
門
を
順
次
取
り
上
げ
て
議
論
し
て

24
）

い
る
。

ま
ず
大
学
附
設
の
研
究
所
に
つ
い
て
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
調
査
研
究
を
行
う
研
究
所
の
発
展
が
、
個
々
の
社
会
科
学
者
、
大
学

の
管
理
者
、
お
よ
び
資
金
を
提
供
す
る
慈
善
団
体
や
政
府
機
関
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
大
規
模
社
会
調
査
の
需
要
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
う
し
た
社
会
調
査
を
担
う
研
究
所
が
大
学
に
附
設
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
意
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味
で
は
必
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
も
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
う
し
た
大
学
附
設
の
研
究
所
の
発
展
は
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
研

究
者
を
生
み
出
す
と
考

25
）

え
る
。「
管
理
能
力
を
持
っ
た
学
者
」（m

a
n
a
g
eria

l sch
o
la
r

）
と
名
付
け
ら
れ
た
そ
の
新
し
い
研
究
者
の
タ

イ
プ
は
、
大
規
模
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
必
要
と
す
る
階
統
的
な
研
究
機
構
を
作
り
出
す
上
で
不
可
欠
な
も
の
で

26
）

あ
る
。
そ
れ
は
、
研

究
の
管
理
者
と
学
問
的
な
指
導
者
を
結
び
つ
け
た
存
在
で
あ
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
う
し
た
「
管
理
能
力
を
持
っ
た
学
者
」
が

高
等
教
育
に
お
け
る
教
育
の
刷
新
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
学
の
管
理
運
営
と
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
研
究
に
二
分
化
さ
れ
、
学
問
的
発
展
を
基
盤
と
す
る
教
育
の
刷
新
が
行
わ
れ
に
く
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
大
学
に
お
い

て
、
教
育
の
刷
新
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
こ
う
し
た
「
管
理
能
力
を
持
っ
た
学
者
」
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

問
題
は
、
後
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
問
題
と
し
て
、
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

調
査
主
体
と
な
る
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
の
中
に
は
、
大
学
附
設
で
は
な
い
、
独
立
の
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
独
立
の
調

査
研
究
所
に
は
、
大
学
と
提
携
関
係
に
あ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
う
し
た
独
立
の
調
査

研
究
セ
ン
タ
ー
と
大
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
賛
成
論
と
反
対
論
を
紹
介
し
な
が
ら
論
じ
て

27
）

い
る
。
賛
成
論
は
、
こ
う
し
た
研
究
所
に

お
け
る
経
験
的
調
査
の
体
験
が
大
き
な
教
育
的
効
果
を
持
つ
と
論
じ
、
ま
た
、
学
問
的
な
知
識
や
方
法
論
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
経
験

的
調
査
が
学
問
的
な
発
展
に
貢
献
し
う
る
と
考
え
る
。
逆
に
、
反
対
す
る
論
者
は
、
研
究
所
に
所
属
す
る
研
究
者
が
、
教
育
の
義
務
を

軽
視
し
て
し
ま
う
こ
と
や
、
大
学
の
管
理
外
の
資
金
に
基
づ
く
研
究
が
中
心
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
や
、
契
約
を
得
る
た
め
に
学
問
的

な
貢
献
に
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
な
研
究
を
引
き
受
け
て
し
ま
う
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド

は
、
本
来
、
社
会
科
学
的
な
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
は
大
学
と
の
結
び
つ
き
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
が
、
こ
こ
で

は
、
単
な
る
趨
勢
の
予
測
に
止
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
学
と
提
携
し
た
セ
ン
タ
ー
の
増
加
は
緩
慢
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
管
理
経
費
の
自
由
度
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
学
の
資
金
管
理
に
縛
ら
れ
ず
、
大
幅
な
財
政
上
の
柔
軟
性
を
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も
つ
独
立
の
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
管
理
能
力
を
持
つ
学
者
に
と
っ
て
は
、
一
定
の
魅
力
を
持
ち
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
う
し
た
外
部
か
ら
の
資
金
を
得
て
行
わ
れ
る
調
査
研
究
に
お
い
て
、
直
接
的
な
利
用
の
た
め
の
調
査

研
究
と
、
一
般
的
性
質
を
持
っ
た
基
礎
的
調
査
研
究
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

マ
ー
ト
ン
の
「
潜
在
的
関
連
性
（p

o
ten

tia
l o
f relev

a
n
ce

）」
論
が
引
用
さ
れ
、
こ
の
二
つ
調
査
研
究
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
る
矛
盾
を
解
消
す
る
方
策
が
探
求
さ
れ
て

28
）

い
る
。
こ
の
場
合
、「
潜
在
的
関
連
性
」
論
と
は
、
基
礎
的
調
査
研
究
と
総
称
さ
れ
る
も

の
は
、
実
際
に
は
き
わ
め
て
広
範
な
領
域
に
ま
た
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
資
金
提
供
主
体
は
、
そ
う
し
た
広

範
な
研
究
の
中
か
ら
、
自
ら
の
事
業
に
も
っ
と
も
関
連
の
深
い
基
礎
的
な
研
究
を
、
選
択
し
て
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
礎
的
な
研
究
と
い
え
ど
も
、
資
金
提
供
者
の
関
心
か
ら
ま
っ
た
く
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い

の
で
あ
り
、
基
礎
的
研
究
と
応
用
的
研
究
の
関
係
は
、
も
っ
ぱ
ら
短
期
的
な
も
の
か
長
期
的
な
も
の
か
と
い
う
違
い
し
か
な
い
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
事
業
に
も
関
連
を
持
た
な
い
基
礎
的
な
研
究
も
存
在
す
る
が
、
そ
う
し
た
研
究
に
対
し
て
は
、
公
的

な
い
し
私
的
な
基
金
か
ら
支
援
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
基
礎
的
研
究
と
応
用
的
研
究
の
境
界
線
は
曖
昧
に
な
り
、

「
使
命
指
向
型
の
基
礎
的
研
究
（m

issio
n o

rien
ted b

a
sic resea

rch

）」
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
自
分
自
身
の
研
究
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
、
も
う
一
つ
の
基
礎
的
調
査
研
究
に
対
す
る
資
金
提
供

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
基
礎
的
調
査
研
究
そ
の
も
の
が
潜
在
的
に
応
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
指
導
的
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
の
基
礎
的
研
究
に
対
す
る
資
金
提
供
と
い
う
側

面
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
資
金
提
供
主
体
は
、
そ
う
し
た
特
定
の
分
野
に
お
け
る
自
ら
の
立
場
を
誇
示
す
る
た
め
に
、
基
礎

的
研
究
に
対
す
る
支
援
を
行
う
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
基
礎
的
研
究
と
応
用
的
研
究
は
、
一
種
の
相
互
依
存
の
関
係
に

立
つ
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
詳
細
な
社
会
調
査
研
究
の
制
度
的
基
盤
に
関
す
る
検
討
か
ら
、
何
を
読
み
取
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
応
用
社
会
科
学
が
、
制
度
的
に
も
大
学
に
お
け
る
学
問
的
な
社
会
科
学
と
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主

張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
社
会
科
学
者
が
、
社
会
科
学
的
知
識
の
利
用
に
お
い
て
認
識
的
側
面
を
担
う
こ
と
の
必
然
的
な
帰
結
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
認
知
的
側
面
を
離
れ
た
、
政
策
立
案
者
の
指
示
に
従
う
「
技
術
者
」
に
な
る
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、

「
社
会
工
学
」
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
応
用
研
究
が
、
基
礎
研
究
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
応
用

研
究
も
ま
た
学
問
的
な
社
会
科
学
の
発
展
に
貢
献
し
う
る
の
で
あ
る
と
い
う
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
確
信
が
、
こ
こ
で
も
表
明
さ
れ
て
い

る
。も

う
一
つ
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
価
値
中
立
性
の
問
題
に
関
連
し
て
、
外
部
か
ら
の
資
金
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
動
的
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
調
査
研
究
の
主
体
に
は
、

多
様
な
も
の
が
あ
り
得
る
し
、
そ
れ
に
対
す
る
資
金
提
供
者
側
も
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
主
体
が
複
数
あ
る
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
主
体
の
内
部
に
お
け
る
意
見
も
ま
た
多
様
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
主
体
が

ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
、
資
金
提
供
を
行
う
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
必
ず
し
も
一
義
的
に
は
決
定
で
き
な
い
。
か
く
し
て
、

現
実
の
価
値
中
立
性
の
問
題
は
、
そ
の
組
織
的
基
盤
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
き
わ
め
て
多
様
か
つ
複
雑
な
形
態
を
取
り
う
る
の
で

29
）

あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
価
値
中
立
性
に
つ
い
て
の
一
般
的
議
論
を
拒
否
し
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
ラ
ザ
ス

フ
ェ
ル
ド
に
よ
る
「
社
会
学
の
社
会
学
的
分
析
」
と
い
う
分
析
の
ス
タ
ン
ス
の
一
端
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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４

政
策
科
学
と
応
用
社
会
学

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
応
用
社
会
学
に
類
似
の
概
念
と
し
て
、
前
述
し
た
「
社
会
工
学
」
と
並
ん
で
「
政
策
科
学
（p

o
licy

 
sci-

en
ce

）」
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
異
同
に
つ
い
て
や
や
詳
細
に
論
じ
て

30
）

い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
政
策
科
学
」
と
は
ハ
ロ
ル
ド
・

ラ
ス
ウ
ェ
ル
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、「
社
会
に
お
け
る
政
策
作
成
過
程
を
解
明
し
、
政
策
問
題
に
つ
い
て
の
合
理
的
判

断
の
作
成
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る

31
）

科
学
」
と
い
う
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
目
的
は
応
用
社
会
学
が

目
指
す
と
こ
ろ
に
近
い
。
実
際
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
も
、
政
策
科
学
を
有
力
な
応
用
社
会
科
学
運
動
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
策
科
学
の
構
想
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
批
判
的
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の

「
政
策
科
学
」
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
、「
政
策
科
学
」
を
批
判
す
る
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
れ
が
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
提
示
し
た
「
啓
蒙
モ
デ
ル
」

に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
、
当
面
の
時
事
的
問
題
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
社
会
に
お
け
る
人
間
の
基
本
問

題
」
が
政
策
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
的
な
強
調
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
基
本
問
題
の
よ
り
よ
い
理
解
に

よ
っ
て
、
新
た
な
政
策
目
標
な
り
社
会
的
目
標
な
り
の
選
択
肢
を
示
し
、
啓
蒙
す
る
こ
と
が
政
策
科
学
の
目
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
政
策
科
学
の
「
社
会
工
学
」
性
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
十
分
に
応
用
の
方
を
向

い
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
第
二
の
批
判
点
は
、
政
策
科
学
と
い
う
概
念
が
あ
ま
り
に
も
広
す
ぎ
る
点
で
あ
る
。
特
に
、
政
策
科
学
に
お
い

て
は
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
「
変
換
」
お
よ
び
「
乖
離
の
克
服
」
の
問
題
と
読
ん
だ
、
前
述
の
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
と
認
識
的
プ
ロ
セ
ス
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の
相
互
作
用
に
つ
い
て
、
十
分
な
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
も
っ
と
も
重
大
な
問
題
と
考
え
る
の
は
、
政
策
科
学
者
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
策
科
学

者
は
、
自
分
自
身
を
「
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
考
え
、
あ
る
特
定
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
分
野
に
貢
献
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
は
認
知
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
応
用
社
会
科
学
に
お
け
る
個
々
の
調
査
研
究
の
目
標
の
特
定
性
に
対
し

て
、
政
策
科
学
の
目
標
は
、
学
問
的
に
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
政
策
科
学
者
は
、
し
ば
し
ば
単
な
る

「
技
術
者
」
に
堕
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
実
践
の
世
界
と
学
問
の
世
界
を
架
橋
す
る
応
用
社
会
科
学
者
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
批
判
に
、
前
述
し
た
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
応
用
社
会
科
学
者
像
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ

う
。
応
用
社
会
科
学
は
、
学
問
的
社
会
科
学
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
し
か
し
、
そ
れ
と
は
異
な
る
能
力
を
持
つ
人
々
に
よ
っ
て

担
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
単
な
る
技
術
者
で
も
な
け
れ
ば
、
政
策
立
案
者
の
一
員
で
も
な
い
の
で

32
）

あ
る
。

も
っ
と
も
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
社
会
調
査
研
究
の
利
用
を
行
う
人
々
に
必
要
と
さ
れ
る
教
育
内
容
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
政
策

科
学
を
主
張
す
る
人
々
の
貢
献
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
が
こ
う
し
た
人
々
に
は
必
要
と
さ
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
の
問
題
を
い
く
つ
か
の
事
例
を
元
に
し
な
が
ら
、
三
つ
の
側
面
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
政
策
科
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
他
の
学
部
と
の
関
係
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
長
期
的
な
効
果
、
の
三
点
で

33
）

あ
る
。
順
次
見
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
政
策
科
学
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
成
要
素
と
し
て
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
確
定
さ
れ
た
知
識
を
伝
授
す
る
講
義
形
式
の
科

目
を
取
り
あ
げ
る
。
そ
の
中
に
は
、
既
存
の
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
あ
る
程
度
共
通
す
る
部
分
と
政
策
科
学
固
有
の
部
分
が
あ
る
。

前
者
は
、
政
策
科
学
的
な
知
識
の
ベ
ー
ス
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
複
数
の
組
織
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
検
討
し
た
結
果
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ

ル
ド
は
、
こ
の
部
分
に
何
を
採
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
組
織
に
よ
っ
て
多
様
性
が
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
自
体
に
は
問
題
が
な
い
こ
と
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を
指
摘
す
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
取
り
上
げ
る
例
で
い
え
ば
、
経
営
学
、
社
会
学
、
認
知
心
理
学
、
法
律
学
な
ど
が
政
策
科
学
的
な

知
識
の
基
盤
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
の
上
に
、
政
策
科
学
固
有
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
要
素
が
置
か
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
政

策
の
立
案
、
決
定
、
執
行
、
評
価
の
各
段
階
お
よ
び
そ
れ
ら
の
段
階
の
間
の
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
は
十

分
に
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
れ
ら
、
通
常
の
学
問
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
成
要
素
に
加
え
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
要
素
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、

「
事
例
研
究
セ
ミ
ナ
ー
」
で
あ
り
、
学
問
的
な
研
究
と
現
実
の
問
題
解
決
と
の
間
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
社
会
調
査
研
究
が
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
で
、
政
策
科
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
中
核
的
な
役
割
を

占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
務
機
関
で
の
実
習
体
験
も
教
育
上
の
重
要
な
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な

問
題
が
解
決
さ
れ
る
場
面
に
立
ち
会
う
こ
と
で
、
社
会
調
査
研
究
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、
一
方
で
組
織

内
部
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
の
複
雑
さ
に
触
れ
る
、
社
会
調
査
研
究
の
持
つ
べ
き
柔
軟
性
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
促
進
し
、
同

時
に
そ
う
し
た
体
験
を
ど
の
よ
う
に
体
系
化
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
既
存
の
学
部
と
の
関
係
で
は
、
こ
う
し
た
政
策
科
学
学
部
は
、
意
思
決
定
お
よ
び
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
両
面
で
独
立
性
を
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
一
方
で
、
学
問
的
な
認
知
は
依
然
と
し
て
伝
統
的
な
学
部
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
と
予
測
す
る
。
そ

し
て
、
政
策
科
学
を
有
力
な
学
問
分
野
と
し
て
見
な
す
準
拠
集
団
が
発
達
す
る
ま
で
は
、
政
策
科
学
の
学
問
的
な
自
立
は
困
難
で
あ
ろ

う
と
予
測
し
て
い
る
。

最
後
に
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
こ
う
し
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
と
し
て
の
政
策
科
学
の
発
展
に
よ
っ
て
、
大
学
と
社
会
と
の
関
係

が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
。
大
学
は
、
教
育
と
研
究
に
加
え
て
、
社
会
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
そ
の

任
務
に
加
え
て
、
自
ら
の
社
会
的
地
位
を
再
規
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
教
育
論
は
、
ま
っ
た
く
の
素
描
に
止
ま
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
制
度
構
想
と
し
て
理
解
し
う
る
部
分

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
社
会
科
学
観
の
明
確
な
反
映
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
応
用
社
会
科

学
は
、
既
存
の
学
問
分
野
に
対
し
て
相
対
的
に
は
独
立
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
既
存
の
学
問
分
野
と
密
接
な
関
係
を
保
つ
べ
き
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
多
様
性
や
組
織
形
態
に
関
す
る
多
様
性
の
問
題
は
、
政
策
科
学
が
学
問
的
な
認
知
を
獲
得
す

る
ま
で
の
一
時
的
な
問
題
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
永
続
す
る
純
粋
社
会
科
学
と
応
用
社
会
科
学
と
の
関
係
の
問
題
で
も
あ
り
、
ラ
ザ

ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
ま
す
ま
す
強
ま
る
社
会
科
学
の
技
術
的
利
用
の
圧
力
に
抗
し
て
、
学
問
的
社
会
科
学
と
の
連
接
を
維
持
し
た
応
用
社

会
科
学
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
実
践
的
経
験
の
重
視
で
あ
る
。
事
例
研
究
や
実
習
体
験
に
対
す
る

大
き
な
比
重
は
、
単
に
応
用
社
会
科
学
が
現
実
の
諸
問
題
に
対
す
る
社
会
科
学
的
な
処
方
箋
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
応
用
社
会
科
学
は
、
単
な
る
社
会
科
学
的
な
法
則
の
現
実
社
会
に
対
す
る
適
用
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
専

門
的
な
能
力
を
必
要
と
す
る
技
能
で
あ
り
、
複
雑
な
現
実
の
適
用
過
程
に
対
す
る
理
解
は
、
単
な
る
知
識
の
体
系
的
な
収
集
だ
け
で

は
、
可
能
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
、
応
用
社
会
科
学
者
が
単
な
る
専
門
技
術
者
に
な
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
な
い
。
こ
の
点
こ
そ
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
社
会
工
学
や
政
策
科
学
に
対
し
て
繰
り
返
す
批
判
の
中
心
で
あ
り
、
学
問
的
な
体

系
化
と
現
実
の
応
用
過
程
と
の
往
復
が
常
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
が
応
用
社
会
科
学
の
教
科
書
の
中

で
完
結
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
が
、
現
実
の
複
雑
性
に
対
処
す
る
応
用
社
会
科
学
の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
現
実
に
対
す
る
関
心
が
常
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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5

終

わ

り

に

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
応
用
社
会
科
学
論
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
社
会
工
学
」
と
し
て
の
応
用
社
会
科
学
論
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ

は
、
社
会
的
過
程
と
認
知
的
過
程
を
区
別
し
た
上
で
、
両
者
の
間
の
変
換
過
程
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
変
換
過
程
に
お
い

て
は
、
政
策
立
案
者
と
社
会
科
学
者
は
、
相
互
の
主
要
な
領
域
を
あ
る
程
度
乗
り
越
え
て
、
相
互
の
協
力
の
下
に
調
査
計
画
の
実
現
を

図
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
科
学
応
用
過
程
は
、
実
践
的
な
技
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
科
学
的
な
知
識
だ
け
で
は
到
達
不
可
能

な
も
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
応
用
社
会
科
学
は
、
集
団
的
な
活
動
で
あ
り
、
管
理
者
の
下
で
階
統
的
に
組
織
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド

が
展
望
す
る
新
し
い
社
会
科
学
者
像
と
し
て
の
「
管
理
能
力
を
持
つ
学
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
う
し
た
応
用
社
会
科
学
の
集
団
的
側

面
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
集
団
的
か
つ
実
践
的
な
活
動
で
あ
る
応
用
社
会
科
学
を
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
大
学
の
枠
内
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
。

そ
れ
は
、
単
な
る
経
験
的
社
会
調
査
の
技
法
や
専
門
的
知
識
の
習
得
を
必
要
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
知
識
を
い
か
に
応
用

す
る
か
と
い
う
方
法
を
体
系
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
応
用
社
会
科
学
は
、
社
会
科
学
で
は
な
い
か
ら
こ

そ
、
逆
に
社
会
科
学
的
な
検
討
の
対
象
に
な
り
得
、
そ
し
て
、
社
会
科
学
的
に
体
系
化
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
体

系
化
が
可
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
応
用
社
会
科
学
者
を
教
育
す
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
応
用
社
会
科
学
は
、
社
会
科
学
者
が
自
ら
の
専
門
的
領
域
に
お
け
る
評
価
を
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
、

現
実
の
政
策
立
案
過
程
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
関
わ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
社
会
科
学
者
を
専
門
的
な
技
術
の
所
有
者
と
し
て
扱
う
も
の
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で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
社
会
的
な
過
程
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
議
論
に
も
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
変
換
過
程
に
お
い
て
、
政
策
立
案

者
と
社
会
科
学
者
は
、
と
も
に
自
ら
の
本
来
所
属
す
る
領
域
を
乗
り
越
え
て
、
よ
り
よ
い
結
論
を
得
る
た
め
に
相
互
に
協
力
を
す
る
、

と
い
う
の
が
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
、「
よ
り
よ
い
結
論
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

が
単
な
る
実
行
可
能
性
を
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
調
査
研
究
に
お
け
る
知
見
に

寄
り
添
い
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
実
行
可
能
性
に
よ
り
大
き
な
配
慮
が
払
わ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
明
ら
か
で

は
な
い
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
政
策
立
案
者
の
意
図
に
社
会
科
学
者
が
完
全
に
沿
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
戒
め
る
一
方
で
、
社
会
科
学

者
が
自
ら
の
認
識
的
関
心
に
の
み
基
づ
い
て
、
実
現
不
可
能
な
提
言
を
提
起
す
る
こ
と
を
も
批
判
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
、
政

策
立
案
者
と
社
会
科
学
者
の
意
見
が
一
致
す
る
た
め
の
指
導
原
理
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
吟
味
す
る
た
め
に
は
、
ラ
ザ

ス
フ
ェ
ル
ド
の
社
会
科
学
に
お
け
る
「
客
観
性
」
の
問
題
に
さ
ら
に
深
く
分
け
入
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿

を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
C
「
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
と
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
」（
課
題
番
号
二
三
五
三
〇
一
六
三
）、
お
よ

び
、
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
B
「
専
門
性
の
政
治
的
存
立
要
件
に
関
わ
る
総
合
的
研
究
」（
課
題
番
号
二
三
三
三
〇
〇
三
九
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。）

1
）

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
経
歴
と
、
そ
れ
が
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
社
会
科
学
観
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、「
行
為
の
経
験
的
分
析
と
社
会
調

査－

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
『
社
会
科
学
』
論
序
説－

」、『
國
學
院
法
学
』
第
五
二
巻
第
二
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
〜
二
二
頁
。

２
）

L
a
za
rsfeld

,
P
.F
.,
W
.S
ew
ell,

a
n
d H

.W
ilen

sk
y
(ed

s. ),
T
h
e U

se of S
ociology

,
N
ew
 
Y
o
rk

:
B
a
sic B

o
o
k
s,
1967.

３
）

L
a
za
rsfeld

,
P
.F
.
a
n
d Jeffrey G

.R
eitz,

A
n
 
In
trod

u
ction

 
to A

pplied
 
S
ociology

,
N
ew
 
Y
o
rk

:
E
lsev

ier S
cien

tific P
u
b
lish

in
g
,
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1973

（
斎
藤
吉
雄
監
訳
、『
応
用
社
会
学

調
査
研
究
と
政
策
実
践
』、
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
八
九
年
）。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
はIA

S

と
略
記
す
る
。

４
）

ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
特
に
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
「
応
用
社
会
学
」
に
対
す
る
関
心
を
強
め
て
く
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
が
行
っ
た
一
九
六
〇

年
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
会
年
次
総
会
で
の
会
長
演
説
や
彼
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
一
九
六
二
年
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
会
年
次
総
会
に
お
け
る
「
社
会

学
の
使
用
」
に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
そ
の
出
発
点
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
彼
の
関
心
は
必
ず
し
も
当
時
の
社
会
学
会
で
共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
は
、
編
著
『
社
会
学
の
応
用
』
の
出
版
ま
で
に
五
年
を
要
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
上
記
の
会
長
演
説
は
、

“T
h
e S

o
cio
lo
g
y o

f E
m
p
irica

l S
o
cia
l R
esea

rch
”
in A

m
erican S

ociological R
eview

,
V
o
l. 27,

N
o
. 6,

p
p
. 757-67

に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

５
）

IA
S
,
p
p
. 1-33,

esp
.
p
p
. 1-39

（
邦
訳
一
〜
五
二
ペ
ー
ジ
、
と
り
わ
け
一
〜
四
四
頁
）。

６
）

こ
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
そ
の
詳
細
を
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
社
会
科
学
的
知
識
の
実
践
性
を
め
ぐ
っ
て－

『
社
会
動
向
に
関
す
る
大

統
領
特
別
委
員
会
』
と
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
」、『
國
學
院
法
学
』、
第
四
八
巻
第
四
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
〜
一
七
頁
。

７
）

こ
の
会
議
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
今
の
と
こ
ろ
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
言
及
し
て
い
る
も
の
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
部
分
の
記
述
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
「
応
用
社
会
学
」（a

p
p
lied

 
so
cio
lo
g
y

）
と
「
応
用
社
会
科
学
」（a

p
p
lied

 
so
cia
l scien

ce

）
を
互
換
的

に
用
い
て
い
る
。

８
）

IA
S
,
p
p
. 40-46,

esp
.
“M

a
p A

:
T
h
e T

erra
in o

f th
e U

tiliza
tio
n P

ro
b
lem

”
(p
. 41)

（
邦
訳
五
三
〜
六
二
頁
、
と
り
わ
け
図
Ａ
「
利
用

問
題
の
見
取
り
図
」（
五
五
頁
））
を
参
照
。

９
）

IA
S
,
p
p
. 47-65

（
邦
訳
六
三
〜
八
八
頁
）。

10
）

IA
S
,
p
p
. 66-97

（
邦
訳
八
九
〜
一
三
二
頁
）。

11
）

中
範
囲
の
理
論
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
お
け
る
同
僚
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
Ｋ
・
マ
ー
ト
ン
の
用
語

で
あ
る
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
本
書
の
随
所
で
マ
ー
ト
ン
に
対
す
る
言
及
が
見
ら
れ
、
両
者
の
密
接
な
関
係
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

12
）

IA
S
,
p
p
. 98-123

（
邦
訳
一
三
三
〜
一
六
六
頁
）。

13
）

IA
S
,
p
. 98

（
邦
訳
一
三
四
頁
）。

14
）

IA
S
,
p
p
. 10-14

（
邦
訳
一
三
〜
二
〇
頁
）。

15
）

IA
S
,
p
p
. 124-161

（
邦
訳
一
六
七
〜
二
一
二
頁
）。
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16
）

IA
S
,
p
p
. 141-142

（
邦
訳
一
九
〇
〜
一
九
一
頁
）。

17
）

IA
S
,
p
p
. 144-146

（
邦
訳
一
九
五
〜
二
〇
〇
頁
）。

18
）

IA
S
,
p
. 149

（
邦
訳
二
〇
一
頁
）。

19
）

換
言
す
れ
ば
、
自
然
科
学
的
な
工
学
観
に
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
立
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
自
然
科
学
的
な
科

学
観
に
抗
し
て
、
社
会
科
学
の
独
自
性
を
擁
護
し
て
い
た
。
例
え
ば
、“P
h
ilo
so
p
h
y o

f S
cien

ce a
n
d E

m
p
irica

l S
o
cia
l R

esea
rch

”
in N

a
g
el,

E
.,
P
.S
u
p
p
e,
A
.T
a
rsk

i
(ed

s. ),
L
ogic,

M
eth
od
ology

 
an
d
 
P
h
ilosoph

y
 
of
 
S
cien

ce
:
P
roceed

in
gs
 
of
 
th
e
 
1
9
6
0
 
In
tern

ation
al

 
C
on
gress

,
S
ta
n
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1962,

p
p
. 463-473

に
お
け
る
ヘ
ン
ペ
ル
批
判
を
参
照
。

20
）

実
際
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
、
同
書
の
中
で
政
策
担
当
者
と
調
査
担
当
者
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
勧
告
の
受
け
入
れ
（
あ
る
い
は
受
け

入
れ
可
能
な
勧
告
の
作
成
）
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。IA

S
,
p
p
. 154-158

（
邦
訳
二
〇
七
〜
二
一
二
頁
）。

21
）

IA
S
,
p
p
. 167-170

（
邦
訳
二
二
一
〜
二
二
六
頁
）。

22
）

IA
S
,
p
. 168

（
邦
訳
二
二
二
頁
）。

23
）

IA
S
,
p
. 162

（
邦
訳
二
一
四
頁
）。

24
）

IA
S
,
p
. 162-186

（
邦
訳
二
一
三
〜
二
四
六
頁
）。

25
）

IA
S
,
p
. 166

（
邦
訳
二
一
九
頁
）。

26
）

集
団
的
な
営
み
と
し
て
の
社
会
調
査
が
持
つ
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
は
別
稿
で
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。“S

o
m
e
 
P
ro
b
-

lem
s o

f O
rg
a
n
ized S

o
cia
l R

esea
rch

”
in O

zzie G
.S
im
m
o
n
s
(ed

. ),
T
h
e B

eh
avioral S

ocial S
cien

ces
:
P
roblem

s an
d
 
P
rospects

,

B
o
u
ld
er
:
In
stitu

te o
f B

eh
a
v
io
ra
l S
cien

ce,
U
n
iv
ersity o

f C
o
lo
ra
d
o
,
1964,

p
p
. 9-19

を
参
照
。

27
）

IA
S
,
p
p
. 170-172

（
邦
訳
二
二
六
〜
二
二
八
頁
）。

28
）

IA
S
,
p
p
. 172-175

（
邦
訳
二
二
九
〜
二
三
三
頁
）。

29
）

IA
S
,
p
. 179

（
邦
訳
二
三
八
頁
）。
こ
れ
が
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
、
実
務
教
育
を
必
要
と
す
る
理
由
で
も
あ
る
。

30
）

IA
S
,
p
. 180-185

（
邦
訳
二
三
九
〜
二
四
六
頁
）。

31
）

L
a
ssw

ell,
H
a
ro
ld D

.,
“T
h
e P

o
licy O

rien
ta
tio
n
”,
in D

a
n
iel L

ern
er a

n H
a
ro
ld D

.L
a
ssw

ell
(ed

s. ),
T
h
e P

olicy S
cien

ces
:

R
ecen

t D
evelopm

en
ts in

 
S
cope an

d
 
M
eth
od
,
S
ta
n
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1951,

p
. 33.
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32
）

政
策
科
学
に
対
す
る
ラ
ザ
ス
フ
ェ
ル
ド
の
評
価
に
つ
い
て
は
、“T

h
e
 
P
o
licy

 
S
cien

ce
 
M
o
v
em
en
t
(A
n
 
O
u
tsid

er’s V
iew

),
in
 
P
olicy

 
S
cien

ce
,
V
o
l. 6,

p
p
. 211-222

も
参
照
。

33
）

IA
S
,
p
. 180

（
邦
訳
二
三
九
頁
）。
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