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最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
産
業
社
会
の
今
後
に
つ
い
て
若
干
の
展
望
を
試
み
、
「
日
本
ら
し

さ
」
の
現
代
的
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
日
本
の
文
明
化
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
洞
察
を
利
用
し
、
そ
れ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
使
っ
て
、

産
業
化
に
関
す
る
見
通
し
を
明
確
化
し
て
み
た
い
(
な
お
、
こ
こ
で
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
は
、
異
質
な
も
の
の
関

に
形
式
的
な
類
似
牲
を
見
出
だ
す
こ
と
で
あ
り
、
厳
密
な
論
証
の
対
象
と
な
る
命
題
の
呈
示
で
は
な
く
、
新
し
い

も
の
の
見
方
の
提
起
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
)
。

日
本
の
文
明
化
は
、
大
王
た
る
雄
略
天
皇
の
登
場
と
共
に
始
ま
っ
た
が
、
継
体
天
皇
擁
立
に
至
っ
た
王
族
の
殺

し
合
い
、
物
部
守
屋
・
崇
峻
天
皇
殺
害
に
よ
る
推
古
朝
改
革
政
権
の
誕
生
、
大
化
改
新
、
壬
串
の
乱
と
、
大
き
な

政
策
転
換
や
政
権
交
替
は
す
べ
て
武
力
闘
争
を
と
も
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
天
武
・
持
統
朝
以
後
は
、
天
皇
位

の
直
系
継
承
の
原
則
が
し
ば
ら
く
保
た
れ
、
そ
の
間
に
、
律
令
国
家
と
仏
教
と
に
よ
る
本
格
的
文
明
化
が
進
展
し
、

そ
の
結
果
、
国
家
の
文
明
化
政
策
に
対
す
る
地
方
の
反
発
が
生
じ
、
そ
れ
を
包
摂
し
た
安
定
的
な
体
制
が
平
安
前

期
に
形
成
さ
れ
、
現
代
に
至
る
ま
で
日
本
社
会
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
そ
れ
が
保
た
れ
て
き
た
。

産
業
化
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
文
明
化
と
か
な
り
パ
ラ
レ
ル
な
過
程
を
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
て
い
る
。
序

章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
半
ば
の
科
学
革
命
が
産
業
化
の
起
点
で
あ
り
、
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
中
国

(
清
)
が
文
明
の
最
高
峰
た
る
中
華
帝
国
の
誇
り
を
捨
て
て
酉
洋
文
明
の
本
格
的
受
容
を
試
み
は
じ
め
、
日
本
が

開
国
し
、
西
欧
(
お
よ
び
北
米
)
と
東
ア
ジ
ア
と
い
う
、
最
高
水
準
の
物
質
文
明
を
達
成
し
て
い
た
二
つ
の
地
域

が
共
に
参
加
す
る
世
界
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
帝
菌
主
義
と
呼
ば
れ
る
列
強
に
よ
る
世
界
分
割
が
進

み
、
今
世
紀
前
半
に
は
二
つ
の
世
界
大
戦
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
産
業
化
は
当
初
よ
り
、
西
欧
と
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東
ア
ジ
ア
を
二
つ
の
中
心
と
す
る
地
球
規
模
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
産
業
化
の
開
始
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
は
、
非
常
に
不
安
定
で
武
力
行
使
が
絶
え
な
い
時
期

で
あ
り
、
壬
申
の
乱
ま
で
の
日
本
文
明
化
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
不
安
定
性
の
最
大
の
原
因
は
、
西
欧

の
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
の
均
衡
を
保
つ
要
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
世
界
経
済
に
お
け
る
優
越

が
、
ド
イ
ツ
、
米
国
、
日
本
な
ど
の
追
い
上
げ
に
よ
っ
て
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る
覇
権
屈
の
交
替
が
不
可
避

と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
覇
権
を
巡
る
争
い
が
不
安
定
住
の
直
接
の
原
因
で
あ
る
こ
と
も
、
日
本
文
明
化
と
類
似

「日本らしさjの現代的意味

し
て
い
る
。

産
業
化
の
第
二
期
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
り
、
米
ソ
と
い
う
こ
大
超
大
国
を
中
心
に
国
際
秩
序
は
か
な

り
安
定
し
て
お
り
、
先
進
国
の
高
度
成
長
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
産
業
化
が
本
格
的
に
進
展
し
た
。
こ
れ
も
、
天

武
・
持
統
朝
以
降
の
、
か
な
り
安
定
し
た
政
局
の
も
と
で
の
文
明
化
の
本
格
的
展
開
と
類
似
し
て
い
る
。

産
業
化
の
第
三
期
は
、
一
九
六

0
年
代
末
・
七

0
年
代
初
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
米
ソ
二
大
超
大
層
の
地
位
が
め

だ
っ
て
低
下
し
は
じ
め
、
ソ
連
は
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
成
長
の
限
界
・
公
害
・
環
境
問
題
を
中
心
に
、

産
業
化
に
対
す
る
多
様
な
反
発
が
一
斉
に
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
も
、
日
本
の
文
明
化
に
お
け

る
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
状
況
に
類
似
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
代
の
産
業
社
会
は
、
日
本
文
明
化
に
お
け
る
平
安
前
期
の
体
制
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
長
期

持
続
が
可
能
な
体
制
、
産
業
化
に
対
す
る
多
様
な
反
発
を
包
摂
し
た
安
定
的
な
世
界
体
制
を
い
か
に
し
て
構
築
す

る
か
、
と
い
う
課
題
に
産
面
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
見
方
は
、
西
欧
の
歴
史
を
モ
デ
ル
に
し
て
考
え
て
き
た
従
来
の
理
平
耐
か
ら
は
導
き
出
さ
れ
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な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
西
散
の
源
流
と
な
っ
た
こ
つ
の
文
明
、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
と
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー

マ
は
、
い
ず
れ
も
文
明
化
の
結
果
と
し
て
安
定
的
な
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
な
く
滅
び
去
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

に
へ

i
ゲ
ル
は
西
欧
文
明
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ

i
は
西
欧
の
没
落
の
可
能
性
を
読
み
取
っ
て
き

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ン
ド
、
中
国
の
文
明
は
、
ア
ジ
ア
的
停
滞
と
し
て
西
欧

人
か
ら
蔑
ま
れ
、
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ
!
や
ト
イ
ン
ピ

i
も
そ
れ
ら
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
モ
デ
ル
と
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
存
続
す
る
体
制
を
産
業
化
の
目
標
に
お
く
と
い

う
発
想
は
、
過
去
を
否
定
し
つ
つ
進
歩
を
続
け
る
と
い
う
、
産
業
化
に
関
す
る
従
来
の
西
欧
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
相

い
い
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
、
安
定
的
な
体
制
を
構
築
で
き
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
地
球
人
類
全
体
が
破
局

を
迎
え
る
か
と
い
う
、
二
者
択
一
の
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
西
欧
的
な
産
業
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
ろ

そ
ろ
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
偏
見
を
排
し
て
、
長
期
間
存
続
し
た
諸
文
明

の
叡
智
か
ら
学
ぶ
と
い
う
謙
虚
さ
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
日
本
は
、
平
安
前
期
か
ら
た
か
だ

か
千
年
余
り
し
か
経
過
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
イ
ギ
リ
ス
を
除
く
欧
米
文
明
に
比
べ
れ
ば
圧
倒
的
な
安
定
性
を

実
現
し
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
日
本
の
過
去
か
ら
も
多
く
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

た
と
え
ば
、
ソ
連
崩
壊
後
の
世
界
秩
序
の
正
統
性
の
中
心
は
、
唯
一
の
超
大
国
で
あ
る
米
国
で
は
な
く
、
国
連

に
な
り
つ
つ
あ
り
、
世
界
各
国
の
多
様
な
利
害
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
国
連
と
い
う
「
錦
の
御
旗
」
を
求
め
る
よ
う
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
後
の
世
界
秩
序
が
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
聖
都
ニ
ッ
プ
!
ル
や
日
本
に
お
け

る
天
皇
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
国
連
を
統
合
の
中
心
と
し
た
も
の
に
な
る
よ
う
な
力
学
が
働
き
始
め
て
い
る
こ
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と
を
意
味
し
て
お
り
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
都
市
国
家
統
合
シ
ス
テ
ム
や
日
本
の
天
皇
制
の
経
験
は
、
今
後

の
国
連
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
西
欧
的
価
値
観
に
よ
っ
て
蔑
ま
れ
て
き
た
も
の
に
こ
そ
、
今
後
の
世
界
を
救
い
得
る

よ
う
な
叡
智
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
偏
見
を
排
し
て
そ
れ
ら
か
ら
謙
虚

に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
西
欧
起
源
の
終
末
論
的
歴
史
観
が
抱
い
て
き
た
、
歴
史
が

そ
の
実
現
を
自
指
す
よ
う
な
理
念
は
、
と
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
今
後
は
、
そ
の
実
現
を
歴
史
の
最
優
先
の
目

標
と
し
て
固
執
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
理
念
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
い
か
に
立
派
な
文
句
の
っ
け
に
く
い

も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
に
間
執
す
る
と
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
て
、
人
類
を
滅
亡
へ
と
導
く
可
能
性
が
非
常
に
高
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
理
念
が
説
得
力
を
失
い
、
西
欧
的
な
意
味
で
歴
史
が
終
駕
し
た
と
い
わ
れ

る
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
、
特
定
の
理
念
に
笛
執
し
て
破
滅
へ
の
道
を
歩
む
可
能
性
が
減
っ
た
と

い
う
意
味
で
、
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

終
末
論
的
な
も
の
に
限
ら
ず
、
理
念
を
追
及
す
る
と
き
、
人
は
、
自
分
が
善
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
と
思
い
込
ん

で
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
悪
を
排
除
し
、
蓄
を
求
め
る
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
、
結
果
的
に

は
最
悪
の
も
の
を
生
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
。
自
力
で
善
を
求
め
ず
、
自
己
の
悪
を
見
詰
め
、
た
だ
善

が
訪
れ
る
の
を
待
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
の
最
も
深
い
叡
智
で
あ
り
、
社
会
の
運
営
に
関
し
て
も
同
様

の
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
(

1

)

0

た
と
え
ば
あ
る
宗
教
家
は
、
自
分
に
従
う
人
達
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
悪
魔
が
心
の
中
に
何
匹
残
っ
て
い
る
と

指
摘
し
て
、
悪
魔
の
数
を
減
ら
す
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
そ
う
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
発
想
法
は
根
本
的
に
誤
っ
て
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い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
な
ど
は
、
少
な
く
と
も
一

O
八
匹
の
悪
魔
(
煩
悩
)
が
心
の
中
に
住
ん
で
い
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
い
と
お
し
い
の
で
、
栄
養
を
与
え
て
生
き
延
び
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

悪
魔
は
相
互
に
仲
が
悪
い
の
で
、
数
が
多
い
ほ
ど
、
相
互
の
争
い
も
多
く
な
り
、
全
体
と
し
て
あ
る
程
度
の
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
、
極
端
に
道
を
外
す
よ
う
な
行
動
を
人
間
が
実
際
に
す
る
こ
と
を
紡
い
で
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
お
そ
ら
く
、
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
よ
う
な
原
点
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
付
け
る
こ
と
が
、

煩
悩
を
断
た
ず
に
浬
繋
に
入
る
と
古
来
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。

し
か
し
、
悪
魔
の
数
を
減
ら
せ
ば
、
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
、
大
き
く
道
を
外
す
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
ゆ
く
。

そ
し
て
、
す
べ
て
の
悪
魔
を
な
く
し
た
と
思
っ
た
と
き
に
、
最
後
に
残
っ
た
一
匹
の
悪
魔
が
、
世
界
を
創
造
し
た

と
さ
れ
る
唯
一
神
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
が
批
判
し
た
よ
う
な
、
二
元
論
的
切
断
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
西
方
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
ろ
う
。

今
後
登
場
し
得
る
よ
う
な
終
末
論
的
理
念
と
し
て
最
も
危
険
な
の
は
、
環
境
問
題
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
事

実
、
か
つ
て
社
会
主
義
的
理
念
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
人
の
多
く
が
環
境
派
に
転
向
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
発

想
に
な
じ
み
や
す
い
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
、
極
端
な
理
念
へ
の
思
執
が
破
滅
へ
の
道
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
熱
狂
的
な
環
境
派
の
人

は
、
生
活
を
過
去
の
理
想
的
な
状
態
に
戻
せ
ば
人
間
と
自
然
と
の
調
和
は
取
り
戻
せ
る
と
単
純
に
考
え
、
江
戸
時

代
風
の
百
姓
暮
ら
し
ゃ
未
開
風
の
狩
猟
採
集
生
活
に
あ
こ
が
れ
て
、
そ
れ
を
実
践
し
、
そ
れ
を
絶
対
的
正
義
と
み

な
し
、
そ
の
観
点
か
ら
現
代
の
物
質
文
明
を
手
厳
し
く
批
判
す
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
未
開
時
代
の
生

活
様
式
は
そ
の
当
時
の
人
口
の
も
と
で
自
然
と
調
和
し
う
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
つ
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い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
し
、
現
代
の
膨
大
な
人
口
が
全
員
当
時
の
生
活
を
実
践
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
森
林
資
源

な
ど
は
枯
渇
し
、
当
時
の
人
口
水
準
に
戻
る
よ
う
な
人
口
調
整
は
不
可
避
に
な
る
。
そ
の
過
程
で
大
多
数
の
人
は

淘
汰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
誰
が
生
き
残
る
か
を
巡
っ
て
大
戦
争
が
勃
発
し
か
ね
な
い
。
し
か
も
そ
の

場
合
、
核
兵
器
な
ど
の
究
極
兵
器
の
使
用
を
控
え
る
誘
因
は
存
在
し
な
い
の
で
、
情
け
容
赦
な
い
大
量
殺
裁
が
必

然
的
に
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
昔
暮
ら
し
を
理
想
と
し
て
み
ず
か
ら
実
践
し
て
い
る
人
は
、
口
で
は
そ
の
よ
う
な
大
量
殺
裁
に

も
絶
対
反
対
と
唱
え
る
だ
ろ
う
し
、
物
質
文
明
の
恩
恵
に
浸
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
一
見
非
常
に
高
潔

で
立
派
な
人
た
ち
に
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
は
、
人
類
を
滅
亡
さ
せ
よ
う
と
す
る
最
大
の
悪
魔
の
手
先
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
精
神
が
実
は
優
れ
た
も
の
と
は
言
い
が
た
い
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
。

産
業
化
の
原
動
力
は
、
十
九
世
紀
半
ば
の
科
学
革
命
以
降
の
科
学
で
あ
り
、
今
後
の
事
態
の
推
移
を
決
定
付
け

る
の
も
、
科
学
が
今
後
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
て
変
化
(
発
展
と
い
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
私
に
は
わ
か
ら

な
い
が
)
し
て
ゆ
く
か
で
あ
ろ
う
。

産
業
化
が
引
き
起
こ
し
た
社
会
の
変
化
の
根
本
に
科
学
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
白
に
見
抜
い
た
の
は
、

大
衆
社
会
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
論
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
オ
ル
テ
ガ
に
代
表
さ
れ
る
彼
ら
は
、
西
欧
の
伝
統
的
な

文
明
の
理
念
に
照
ら
し
て
、
科
学
が
包
括
的
な
世
界
観
を
捨
て
て
専
門
化
し
、
伝
統
的
な
文
明
に
精
通
し
た
教
養

人
に
代
わ
っ
て
科
学
者
が
社
会
を
指
導
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
西
欧
文
明
崩
壊
の
危
機
感
を
抱
い

た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
は
科
学
的
社
会
主
義
を
名
乗
っ
た
よ
う
に
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
科
学
こ
そ
社
会
変
革
の
原
動
力
で
あ
る
と
み
な
し
、
科
学
が
生
み
出
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
大
規
模
組
織
の
合
理
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的
運
営
方
法

(
2
)

に
従
っ
て
、
社
会
全
体
を
計
画
経
済
的
に
運
営
し
得
る
と
判
断
し
、
市
場
経
済
か
ら
計
画
経

済
へ
の
移
行
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
科
学
の
成
果
に
対
し
て
楽
観
的
な
人
々
が
共
有
す

る
発
想
を
最
も
極
端
に
追
及
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
七

0
年
代
以
降
の
、
産
業
化
に
対
す
る
多
様
な
反
発
・
科

学
に
対
す
る
反
省
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
そ
の
生
命
を
終
え
る
運
命
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
む
を
え
な
い
。

オ
ル
テ
ガ
に
代
表
さ
れ
る
大
衆
社
会
論
は
、
あ
る
意
味
で
、
現
代
の
産
業
化
に
対
す
る
懐
疑
を
先
取
り
し
て
い

た
と
も
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
一
部
の
保
守
主
義
的
論
客
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
う

な
ず
け
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
所
詮
、
西
欧
文
明
の
伝
統
的
価
値
観
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
を
否
定

し
て
生
ま
れ
た
科
学
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
科
学
を
生
ん
だ
啓
蒙
主
義
に
よ
る
西
欧
文
明
批
判
、
と
り
わ

け
西
方
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
対
す
る
配
慮
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
点
だ
け
か
ら
で
も
、
重
大
な
欠
陥
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
(
3
)
0

西
欧
文
明
を
蝕
ん
で
き
た
西
方
キ
リ
ス
ト
教
の
呪
縛
か
ら
西
欧
を
解
放
す
る
た

め
の
、
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
う
だ
け
で
も
、
啓
蒙
主
義
の
生
み
落
と
し
た
科
学
は
非
常
に
重
要
な
貢

献
を
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
西
方
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
か
ら
批
判
す
る
と
い
う
の
は
、
不
生
産
的
な
時
代
錯

誤
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
大
衆
社
会
論
的
な
科
学
批
判
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
科
学
に
よ
っ
て

大
衆
社
会
論
の
価
値
前
提
は
既
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
今
後
の
科
学
が
ど

の
棟
な
方
向
に
進
む
べ
き
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
に
、
現
代
の
科
学
は
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
・
否
定
し
た
と
は
い
え
い
ま
だ
に
そ
の
伝
統
的
な
発

想
法
か
ら
完
全
に
自
由
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
二
元
論
的
切
断
の
論
理
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
、
現
代
科
学
の
生
み
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出
す
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
の
大
き
な
源
の
一
つ
は
こ
の
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
4
)
0

し

た
が
っ
て
、
本
書
で
試
み
て
き
た
よ
う
な
、
西
欧
起
源
の
二
元
論
的
切
断
に
対
す
る
批
判
の
作
業
が
、
科
学
の
今

後
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
重
要
な
論
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業

の
た
め
の
準
備
の
役
割
を
、
本
書
が
い
さ
さ
か
な
り
と
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
著
者
と
し
て
望
外
の
幸
せ

で
あ
る
。

11:1本らしさJの現代的意味

+ヱ!
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
科
学
主
義
批
判
と
バ
ル
ト
の
革
命
的
巨
人
主
義
批
判
と
の
類
似
に
、
見
る
こ
と

が
で
き
る
(
ハ
イ
エ
ク

-
F
-
A
、
佐
藤
訳
『
科
学
に
よ
る
反
革
ム
ザ
|
|
理
性
の
濫
用
』
、
木
鐸
社
、
一
九
七
九
年
、
バ
ル
ト

「
ロ
!
マ
書
講
解
」
、
四
五
O
一
百
円
以
下
、
平
山
「
比
較
経
済
思
想
序
説
」
、
二
限
定
合
理
性
・
言
語
ゲ
!
ム
と
普
遍
的
価
値
、
参

自
己
。

2

ボ
l
ル
デ
ィ
ン
グ
「
組
織
革
命
」
、
参
照
。

3

オ
ル
テ
ガ
に
対
す
る
私
の
批
判
は
、
平
山
「
伽
植
と
自
由
」
、
第
一
回
、
一
二
七
二
頁
以
下
、
参
照
。

4

医
学
を
例
に
こ
の
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
平
山
朝
治
「
脳
死
・
臓
器
移
植
と
死
生
観
」
、
「
情
況
」
、

号
、
一
千
山
「
比
較
経
済
思
想
」
、
所
収
、
参
照
。

九
九
三
年
四
月

終章
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