
技
術
的
精
神
と
は
何
か

戸
坂
　
潤

技
術
的
精
神
は
近
代
文
化
の
根
本
精
神
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
を
説
明
し
た
い
と
思
う
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
物
語
つ
ま
り
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
物
語
の
主
人
公
は
、
デ
ィ
ー
ダ
ラ
ス
で
、
之
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
（
ホ
メ
ロ
ス
の
も
の

と
云
わ
れ
る
あ
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
）
に
於
け
る
主
人
公
テ
レ
マ
コ
ス
に
該
当
す
る
と
、
評
論
家
は
云
っ
て
い
る
。
処
で
土
居
光
知
教

授
に
よ
る
と
こ
の
デ
ィ
ー
ダ
ラ
ス
と
い
う
名
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
心
算
で
あ
っ
て
、
技
術
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
い
う
。

私
は
こ
の
注
意
が
ど
れ
だ
け
の
深
い
内
容
を
　も有　
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
知
ら
な
い
。
　し

か併　
し
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
現
代
的
飜
案
（
と
云
っ

て
は
当
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
）
で
、
何
か
技
術
と
関
係
の
あ
る
も
の
が
認
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
面
白
い
こ
と

だ
。
ジ
ョ
イ
ス
の
こ
の
小
説
は
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
意
識
の
流
れ
の
文
学
と
し
て
、
近
代
的
な
主
観
や
自
覚
（
自
意
識
）
の
分
析
に
立
つ
点
で
、
云
う

ま
で
も
な
く
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
の
一
種
に
ぞ
く
し
、
そ
の
雑
然
た
る
中
の
何
等
か
の
統
一
ま
で
が
、
よ
く
近
世
生
活
の
テ
ン
ポ
に
似
た
も

の
を
伝
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
何
か
技
術
的
な
或
る
物
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
側
面
か
ら
も

亦
近
代
的
な
意
義
を
有
つ
だ
ろ
う
。

技
術
的
精
神
と
は
何
を
指
す
の
か
、
技
術
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
技
術
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
、

し
ば
ら
く
後
に
し
よ
う
。
少
な
く
と
も
技
術
的
精
神
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
常
識
的
に
理
解
さ
れ
る
若
干
の
も
の
は
、
あ
る
だ
ろ
う
。

　し
か併　

し
そ
れ
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
近
代
に
固
有
な
精
神
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
又
近
代
に
於
て
初
め
て
支
配
的
に
な
っ
た
精
神
で
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
　む

し寧　
ろ
例
の
ホ
メ
ロ
ス
の
エ
ポ
ス
時
代
か
ら
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
が
分
離
独
立
し
た
道
徳
と
な
っ
て
い
る
タ
レ
ス
は
、
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他
な
ら
ぬ
技
術
的
精
神
を
そ
の
特
色
と
し
て
い
た
。
彼
が
世
人
の
注
目
を
買
っ
た
の
は
、
天
才
や
土
木
、
軍
事
技
術
な
ど
に
関
す
る
独

特
の
才
能
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
彼
を
以
て
、
星
を
眺
め
な
が
ら
溝
に
落
ち
た
人
生
の
観
照
者
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
も
っ
と

忠
実
な
歴
史
家
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
を
卓
越
し
た
実
業
家
乃
至
利
殖
家
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
バ
ビ
ロ

ン
・
エ
ジ
プ
ト
の
技
術
学
と
ど
ん
な
に
密
接
な
史
的
関
係
が
あ
る
か
は
、
科
学
史
家
や
技
術
史
家
の
想
定
す
る
常
識
と
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
技
術
的
精
神
を
ご
く
一
般
的
に
、
又
最
大
公
約
数
的
に
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
近
代
精
神
だ
け
を
特
色
づ
け
る
も

の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
を
支
配
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
う
い
う
点
か
ら
云
っ
て
、
　む

し寧　
ろ
私
は
、
こ
の
精
神
が
古
来
人
類
文
化

の
指
導
的
な
機
動
力
を
な
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
を
さ
え
、
色
々
と
実
証
出
来
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
見
方
は
、
　そ

も
そ
も

抑
　々
根
本
的
に

云
っ
て
重
大
な
も
の
で
、
技
術
的
精
神
の
精
華
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
結
論
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
近
代
精
神
が
人
間
文
化
の
歴
史
の

必
然
的
な
目
下
と
将
来
と
に
対
す
る
成
果
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
以
上
、
根
本
想
定
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　

も
っ
と尤　
も
そ
の
た
め
に
は
従
来
の

文
化
史
や
哲
学
史
、
又
科
学
史
や
技
術
史
自
身
さ
え
を
も
、
多
少
書
き
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
こ
こ
に
手
短
か
に
実
証
し

て
見
せ
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
。
之
は
今
後
の
歴
史
家
の
大
き
な
革
命
的
課
題
の
一
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
　し

か併　

し
技
術
的
精
神
が
特
に
近
代
文
化
の
精
神
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
之
を
最
大
公
約
数
的
に
一
般
化
し
て
考
え
る
限
り
、
必
要
な

限
定
を
ま
だ
欠
く
の
で
あ
り
、
他
方
又
、
必
ず
し
も
歴
史
的
事
実
の
一
つ
一
つ
の
実
証
を
改
め
て
　ま俟　
つ
こ
と
な
し
に
も
、
歴
史
叙
述
の

原
則
に
関
す
る
之
ま
で
の
常
識
に
よ
っ
て
、
大
体
見
当
の
つ
く
関
係
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

と
云
う
の
は
、
技
術
的
精
神
が
最
も
ハ
ッ
キ
リ
現
わ
れ
始
め
た
の
は
近
代
以
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
断
わ
る
ま
で
も
な
い
根
本

事
実
で
あ
っ
て
、
之
は
正
し
い
、
近
代
産
業
の
発
達
と
支
配
と
の
平
行
す
る
こ
と
は
、
誰
知
ら
ぬ
者
も
な
い
か
ら
だ
。
す
る
と
つ
ま
り
、

技
術
的
精
神
が
近
代
文
化
の
イ
デ
ー
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
と
い
う
提
言
は
、
近
代
産
業
が
近
代
文
化
の
特
色
を
決
定
す
る
も
の
だ
、

と
い
う
提
言
に
帰
着
す
る
わ
け
だ
。

近
代
文
化
が
近
代
産
業
（
産
業
革
命
後
の
工
業
を
中
心
と
す
る
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
之
亦
た
だ
の
常
識
と
し
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て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、
　し

か併　
し
こ
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
は
色
々
の
問
題
が
議
せ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
簡
単
に
判
り
切
っ
て
い
る
関
係
で
は
な
い
。
例
え
ば
或
る
種
の
文
明
評
論
家
に
よ
る
と
、
技
術
的
精
神
乃

至
技
術
の
精
神
は
、
単
に
欧
米
の
近
代
文
化
の
精
神
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
近
代
世
界
全
体
を
支
配
し
つ
つ
あ
る
も
の

で
も
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
権
限
の
あ
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
。
東
洋
精
神
（
彼
等
は
之
を
勝
手
に
妙
な
神
秘
主
義
と
考
え
る
の
だ

が
）
は
技
術
的
精
神
と
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
後
の
近
代
文
化
（
？
）
の
新
し
い
主
人
と
な
る
だ
ろ
う
、
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
、
と
も
云
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
技
術
的
精
神
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
皮
膚
の
白
さ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
何
も
白
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
西
洋
文
明
の
没
落
と
い
う
現
代
の
挽
歌
的
ミ
ト
ス
が
、
こ
の
よ
う
な
説
に
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
倒
錯
し
た
郷
愁
か
の

響
き
を
与
え
る
。
実
は
資
本
制
下
に
於
け
る
技
術
の
過
剰
と
呼
ば
れ
て
い
る
資
本
と
技
術
と
の
矛
盾
の
現
象
、
つ
ま
り
資
本
制
下
に
於

け
る
技
術
自
身
の
矛
盾
、
又
同
じ
こ
と
だ
が
、
資
本
制
自
身
が
技
術
に
つ
い
て
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
自
己
矛
盾
、
と
い
う
現
象
を
、
簡

単
に
原
稿
紙
の
上
で
片
づ
け
て
　し

ま了　
お
う
と
す
る
も
の
が
、
こ
の
種
の
現
代
文
明
論
で
あ
り
、
又
そ
の
意
味
に
於
け
る
「
技
術
の
哲
学
」

―
―
之
は
実
に
沢
山
出
版
さ
れ
て
い
る
哲
学
書
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
―
―
の
大
方
な
の
だ
。
悪
い
の
は
資
本
主
義
の
機
構
自
身
で
は
な
く
て
、

技
術
で
あ
り
、
技
術
的
精
神
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
技
術
の
悲
観
説
と
終
末
思
想
と
に
反
し
て
、
陽
気
な
の
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
の
技
術
楽
天
説
で
あ
る
。
極
端
な
例
は

資
源
を
　す

べ凡　
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
換
算
し
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
算
の
技
師
と
し
て
の
技
術
家
が
経
済
と
政
治
と
の
ブ
レ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
組

織
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
祖
先
と
云
わ
れ
る
経
済
学
者
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
は
、
そ
う
い
う
安
易
な
結
論
は
出

し
て
い
な
い
。
そ
ん
な
結
論
を
　ひ惹　
き
出
し
た
の
は
、
半
技
術
家
で
半
文
明
評
論
家
で
あ
る
若
干
の
文
化
的
野
次
等
で
し
か
な
い
が
、
技

術
的
精
神
の
近
代
性
を
強
調
し
た
、　ま
、　ず
、　い
例
と
し
て
、
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
一
体
こ
の
技
術
楽
天
説
は
、
ア
メ
リ
カ
辺
の
若
干
の

産
業
上
の
楽
天
説
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ド
の
「
わ
が
産
業
の
哲
学
」
な
ど
に
於
け
る
技
術
礼
讃
主
義
（
フ
ォ
ー
ド
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自
動
車
の
偉
業
は
自
動
車
を
競
争
用
の
玩
具
か
ら
解
放
し
た
こ
と
に
あ
る
と
彼
は
そ
の
『
わ
が
生
涯
と
事
業
』
の
内
で
云
っ
て
い
る
）

は
、
例
の
多
量
規
格
生
産
に
よ
る
低
価
格
高
賃
銀
主
義
が
可
能
な
範
囲
に
於
て
可
能
な
の
で
あ
り
、
こ
の
産
業
上
の
楽
天
説
が
可
能
で

あ
る
限
り
、
技
術
楽
天
説
も
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
だ
が
他
方
に
於
て
、
ア
メ
リ
カ
自
身
に
於
て
も
、
機
械
を
使
わ
ず
に
、
人
力
を

以
て
ワ
ザ
ワ
ザ
手
数
を
掛
け
る
土
木
工
事
が
、
失
業
救
済
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
珍
説
さ
え
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
楽

天
説
は
単
に
偶
然
現
実
性
を
　は羽　
　お織　
っ
た
処
の
、「
哲
学
」
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
　し

ま了　
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
私
は
今
こ
こ
で
、
大
河
内

氏
流
の
農
村
工
業
化
論
と
「
科
学
主
義
」
工
業
説
と
を
検
討
す
る
余
裕
の
な
い
の
み
　う

ら憾　
み
と
す
る
）。

だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
技
術
悲
観
説
＝
技
術
終
末
説
も
、
技
術
楽
天
説
＝
技
術
福
音
説
も
、
云
っ
て
見
れ
ば
技
術
的
精
神
を
ば
近

代
産
業
に
ま
だ
十
分
に
関
係
づ
け
て
考
え
な
い
処
か
ら
来
る
予
言
に
他
な
ら
な
い
。
と
云
う
の
は
、
近
代
産
業
が
も
っ
と
文
化
的
、
文

化
史
的
、
意
義
を
適
切
に
正
確
に
計
算
し
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
近
代
産
業
を
何
か
の
意
味
で
、
単
な
る
技
術
と
い
う
も
の
に
還
元

し
て
　し

ま了　
い
、
産
業
の
持
つ
社
会
生
産
機
構
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
　し

ま了　
う
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
場
合
の
技
術
的
精
神
が
、
あ
ま
り
に
厭
世

的
な
も
の
に
な
る
か
と
思
う
と
、
あ
ま
り
に
享
楽
的
な
も
の
に
な
る
の
だ
。

同
じ
近
代
産
業
と
云
っ
て
も
、
之
を
社
会
生
産
機
構
に
於
て
見
る
限
り
、
資
本
主
義
的
近
代
産
業
で
あ
る
か
否
か
が
、
根
本
的
な
特
色

で
あ
る
こ
と
は
、
知
れ
切
っ
た
こ
と
だ
。
技
術
的
精
神
も
亦
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
社
会
生
産
機
構
上
の
特
色
を
　も有　
っ
た
産
業
と
結
び
つ

け
て
考
え
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
色
々
に
考
え
ら
れ
る
。
之
を
資
本
主
義
的
産
業
に
だ
け
結
び
つ
け
て
考
え
る
限
り
、
技
術
的
精
神
は

行
き
づ
ま
り
の
精
神
と
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
。
之
が
例
の
技
術
終
末
観
で
あ
る
。
こ
れ
を
免
れ
る
た
め
の
最
も
簡
単
な
方
法
は
、
近

代
産
業
を
社
会
機
構
そ
の
も
の
と
独
立
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
だ
、
つ
ま
り
之
を
純
然
た
る
技
術
自
体
と
見
る
こ
と
だ
。
そ
う
す
る
と
そ

れ
が
、
例
の
技
術
福
音
説
と
な
る
。
だ
が
、
本
当
を
云
う
と
、
技
術
的
精
神
は
、
近
代
産
業
、　発
、　達
の
精
神
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち

近
代
産
業
が
資
本
制
的
な
行
き
づ
ま
り
を
社
会
機
構
上
打
破
し
て
前
進
す
る
こ
と
に
於
け
る
、
そ
の
社
会
的
技
術
発
達
の
精
神
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
の
だ
。
こ
う
し
た
、　技
、　術
、　発
、　達

の
顕
著
な
客
観
的
条
件
が
熟
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
最
も
健
康
な
意
味
に
於
け
る
近
代
性
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
の
資
本
制
産
業
の
莫
大
な
発
展
が
、
そ
う
い
う
近
代
性
を
創
り
出
し
た
。
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
は
（
カ
ト

リ
ッ
ク
の
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
と
共
に
銀
座
の
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
な
ど
も
論
外
と
し
て
）
こ
の
近
代
性
と
い
う
照
明
の
影
に
過
ぎ
な
い
。

技
術
的
精
神
は
近
代
性
と
い
う
健
康
な
照
明
で
あ
る
。
光
で
あ
る
。
光
と
い
う
も
の
は
文
献
に
よ
る
と
色
々
の
神
秘
的
な
（
ヨ
ハ
ネ

福
音
書
的
な
）
も
の
か
ら
、
神
秘
論
的
（
ベ
ー
メ
）
な
又
形
而
上
学
的
な
意
義
（
シ
ェ
リ
ン
グ
）
を
ま
で
　も有　
っ
て
来
て
い
る
。
だ
が
一

方
そ
れ
が
文
明
（
エ
ン
ラ
イ
ト
メ
ン
ト
・
リ
ュ
ー
ミ
エ
ー
ル
）
や
啓
蒙
（
ア
ウ
フ
ク
レ
ー
ル
ン
ク
）
の
観
念
に
ま
で
変
っ
て
来
た
の
は
、

　も
ち
ろ
ん

勿
論　
近
世
、
特
に
近
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
世
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
創
造
で
あ
る
。
処
が
之
は
今
日
で
は
も
は
や
単
な
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
精
神
な
ど
で
は
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
す
で
に
技
術
的
精
神
に
つ
い
て
自
信
を
失
っ
て
　し

ま了　
っ
た
。
わ
ず
か
に
小
市
民
の
テ

ク
ニ
シ
ャ
ン
達
の
一
握
り
が
、
多
少
感
傷
的
な
技
術
礼
讃
を
や
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
今
日
技
術
的
精
神
を
真
に
信
頼
し
得
て
い
る

も
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
事
実
で
あ
る
。
も
し
近
代
文
明
の
薄
暮
を
黎
明
に
乗
り
替
え
、
そ
し
て
「
も
っ

と
光
を
」
と
云
う
な
ら
ば
、
技
術
的
精
神
こ
そ
そ
れ
に
答
え
る
だ
ろ
う
。
近
世
以
来
の
ユ
ト
ピ
ス
ト
乃
至
ユ
ト
ピ
ア
社
会
主
義
者
の
多

く
が
、
科
学
の
王
国
を
夢
み
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
彼
等
の
多
く
は
技
術
的
精
神
の
先
駆
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ラ

や
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
や
サ
ン
・
シ
モ
ン
等
が
、
大
な
り
小
な
り
そ
う
だ
っ
た
。
　

も
っ
と尤　

も
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
な
ど
が
本

当
の
近
代
精
神
だ
と
云
う
の
で
は
な
い
が
。

だ
が
一
体
、
技
術
的
精
神
と
は
ど
う
い
う
内
容
の
精
神
な
の
か
。
私
は
之
を
科
学
的
精
神
の
半
面
だ
と
考
え
る
。
今
こ
こ
で
科
学
（
特

に
自
然
科
学
）
と
技
術
乃
至
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
根
本
的
な
連
帯
に
つ
い
て
一
般
的
な
言
葉
を
費
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
科
学
の
発

達
が
技
術
の
発
達
を
結
果
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
技
術
の
発
達
が
科
学
の
発
達
を
結
果
す
る
の
か
、
ど
っ
ち
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な

問
題
は
、
そ
の
ま
ま
の
提
出
の
仕
方
で
は
あ
ま
り
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
分
析
が
面
倒
に
な
っ
て
、
両
者
の
相
互
作
用
だ
な

ど
と
片
づ
け
て
　し

ま了　
う
の
は
、
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
問
題
の
解
決
で
は
な
い
。
要
点
は
科
学
（
特
に
自
然
科
学
だ
が
）
を
ば
、
云
っ
て
見
れ
ば
ラ
ボ
ラ
ト
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リ
ー
的
規
模
に
於
て
観
念
す
る
か
、
そ
れ
と
も
社
会
的
規
模
に
於
て
考
察
す
る
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
社
会
的
所
産
の
一
環
と
し
て
科
学

を
考
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
直
接
現
象
と
し
て
科
学
を
考
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
直
接
現
象
と
し
て
は
科
学
と
技
術
と
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
交

互
作
用
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
社
会
的
生
産
機
構
の
文
節
か
ら
考
え
て
行
く
と
、
科
学
が
技
術
に
よ
っ
て
、　終
、　局
、　的
、　に
、　限
、　定
、　さ
、　れ

、　る
と
い
う
公
式
は
、
動
か
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。

こ
う
云
う
と
、
科
学
的
精
神
と
い
う
も
の
こ
そ
技
術
的
精
神
に
帰
着
す
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
応
そ
れ
で
も
い
い
。

だ
が
考
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
こ
で
技
術
的
精
神
と
い
う
の
は
決
し
て
技
術
の
精
神
や
技
術
学
の
精
神
な
ど
で
は
な
い
。
正
に

、　文
、　化

の
精
神
を
云
い
表
わ
す
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
　む

し寧　
ろ
技
術
的
精
神
は
科
学
的
精
神
に
帰
着
す
る
と
云
っ
た
方
が
、

視
野
が
開
け
る
わ
け
で
、
技
術
的
精
神
は
科
学
的
精
神
の
半
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

科
学
的
精
神
に
つ
い
て
は
、
今
日
方
々
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
大
体
の
成
果
を
　ま

と纏　
め
て
云
え
ば
、
科
学
的
精
神
は
第
一
に
実
証
的
な

精
神
で
あ
る
。
或
い
は
実
験
的
な
精
神
だ
。
第
二
に
そ
れ
は
合
理
的
精
神
と
さ
れ
る
。
理
性
的
推
理
の
精
神
で
あ
り
、
つ
ま
り
論
理
的

精
神
で
あ
る
。
田
辺
元
博
士
は
こ
の
二
つ
の
規
定
を
以
て
、
相
反
す
る
二
つ
の
契
機
と
　み見　
　な做　
す
。
実
験
と
理
論
と
の
対
立
、
経
験
論
と

合
理
論
と
の
対
立
、
其
の
他
は
之
に
他
な
る
ま
い
。
そ
し
て
博
士
は
こ
の
相
矛
盾
し
た
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
を
統
一
す
る
も
の
を
、
行
為

な
る
も
の
に
見
る
ら
し
い
。
そ
し
て
云
う
、
歴
史
は
行
為
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
が
故
に
、
こ
の
二
つ
の
契
機
を
総
合
す
る
も
の
は
歴

史
で
あ
る
と
。
つ
ま
り
科
学
的
精
神
は
こ
の
道
行
き
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
精
神
に
他
な
ら
ぬ
、
と
い
う
結
果
に
な
る
。

私
も
亦
科
学
的
精
神
を
歴
史
的
精
神
と
考
え
る
。
た
だ
そ
の
た
め
に
必
ず
し
も
行
為
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
回
わ
り
道
す
る
必
要
は

な
い
と
思
う
。
科
学
的
精
神
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
吾
々
の
生
活
・
行
為
の
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
行
為
と
い
う
哲
学
的
部
分
品
を
通
ら
な

け
れ
ば
科
学
的
精
神
が
歴
史
的
精
神
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ら
ぬ
と
は
考
え
な
い
。
科
学
的
精
神
は
実
証
的
精
神
だ
。
事
物
の
現

実
の
デ
ー
タ
か
ら
出
発
す
る
精
神
だ
。
処
が
こ
の
実
証
的
な
現
実
事
物
が
実
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
的
に
一
定
の
経
過
法
則
を

持
っ
て
在
る
こ
と
を
指
す
他
な
い
の
で
あ
る
。
之
が
一
般
に
物
の
、　歴
、　史

と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
実
証
的
精
神
は
、
必
然
的
に
歴
史
的
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精
神
を
認
め
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
だ
が
た
だ
単
に
之
は
時
間
的
な
精
神
な
の
で
は
な
い
。
た
だ
の
時
間
や
時
間
の
中
味
は
ま
だ
歴
史
と

は
云
え
な
い
。
歴
史
と
は
時
間
経
過
の
法
則
の
こ
と
で
あ
る
。
事
物
の
時
間
経
過
に
於
け
る
構
造
と
秩
序
と
い
う
も
の
が
、
初
め
て
歴

史
を
な
す
。
歴
史
は
そ
う
し
た
事
物
自
身
の
ロ
ジ
ッ
ク
な
の
だ
。

も
し
合
理
的
精
神
、
論
理
的
精
神
、
本
当
の
客
観
的
な
推
理
（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
推
論
こ
そ
論
理
の
本
質
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
）
と
い

う
も
の
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
合
理
主
義
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
や
生
得
観
念
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
歴
史
的
経
過
の
構
造
秩

序
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
の
内
に
こ
そ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
だ
。
で
こ
う
し
た
意
義
に
於
け
る
歴
史
的
精
神
、
之
が
科
学
的
精
神
で

あ
る
と
、
一
応
云
っ
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
。
小
倉
金
之
助
博
士
は
、
実
証
的
精
神
と
歴
史
的
精
神
と
を
以
て
、
科
学
的
精
神
の
説
明

を
試
み
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
だ
が
二
つ
は
た
だ
併
立
さ
せ
ら
れ
た
だ
け
で
は
恐
ら
く
お
互
い
に
満
足
し
な
い
だ
ろ
う
。

処
で
科
学
的
精
神
を
現
在
の
問
題
と
し
て
具
体
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
、
現
代
に
於
け
る
反
科
学
的
精
神
、
非
科
学
的
精
神
の

側
か
ら
、
ま
ず
見
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
時
局
の
問
題
と
し
て
、
問
題
は
そ
う
い
う
次
第
で
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
私
は

こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
少
し
前
か
ら
随
分
沢
山
書
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
要
点
は
大
体
三
つ
の
公
式
に
　ま

と纏　
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

第
一
は
文
学
主
義
（
科
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
全
く
独
立
に
文
学
的
通
俗
表
象
に
よ
っ
て
分
析
を
敢
え
て
す
る
思
考
法
―
―
文
学
的
な

時
評
や
放
談
や
文
化
主
義
的
形
而
上
学
の
文
章
に
著
し
い
）、
第
二
は
文
献
学
主
義
（
学
術
の
名
の
下
に
文
献
　く

ん訓　
　こ詁　
の
成
果
を
す
ぐ
　さ

ま様　

思
想
の
典
拠
と
す
る
一
切
の
博
学
又
は
牽
強
付
会
の
方
法
―
―
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
ー
ル
に
著
し
い
）、
第
三
は
教
学
主
義
（
文
化
を
倫

理
主
義
的
に
制
限
し
教
典
を
以
て
教
化
に
資
す
る
こ
と
を
学
問
と
心
得
る
も
の
―
―
東
洋
的
僧
侶
主
義
や
先
生
的
文
化
観
念
に
特
有
）

で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
反
科
学
的
、
非
科
学
的
、
精
神
が
　そ

れ
ぞ
れ

夫
　々
の
形
態
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
　し

か併　
し
共
通
の
特
色
と
す
る
処
は
、
実
証
的
精
神

へ
の
完
全
な
無
能
力
で
あ
る
。
文
献
に
よ
る
実
証
は
文
献
学
主
義
や
教
学
主
義
の
得
意
と
す
る
処
の
よ
う
だ
が
、
こ
の
実
証
は
決
し
て

実
験
的
検
証
的
な
あ
る
実
証
的
精
神
の
も
の
で
は
な
い
。
実
証
的
精
神
で
は
な
く
て
解
釈
的
精
神
な
の
だ
。
文
化
的
形
而
上
学
が
、
実
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証
的
な
現
実
感
に
薄
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
之
は
現
実
の
秩
序
と
天
上
の
可
能
界
の
秩
序
と
を
混
同
し
、
之
は
後
者
を
以
て
前

者
の
代
理
が
出
来
る
と
考
え
る
。
解
釈
の
世
界
を
以
て
現
実
の
実
在
界
の
代
り
に
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
前
の
二
つ
と
同
じ
道
行
き
な

の
だ
。

実
証
的
精
神
が
無
能
力
で
あ
る
か
ら
、
正
当
な
歴
史
的
精
神
は
不
可
能
と
な
る
。
　か

え却　
っ
て
倒
錯
し
た
歴
史
観
を
産
む
も
の
が
、
文
献

学
主
義
で
あ
り
教
学
主
義
な
の
だ
。
国
粋
的
、
封
建
的
、
日
本
主
義
の
社
会
理
論
の
多
く
は
、
之
だ
。
こ
う
し
た
も
の
が
合
理
的
精
神

を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
こ
の
実
証
的
精
神
の
欠
如
、
従
っ
て
又
本
当
の
歴
史
的
認
識
の
無
能
か
ら
来
る
不
可
避
な
結
果

に
他
な
ら
な
い
。

さ
て
科
学
的
精
神
に
於
け
る
こ
の
生
命
物
質
に
相
当
す
る
実
証
的
精
神
こ
そ
、
技
術
的
精
神
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
実
証

的
精
神
は
、
実
験
検
証
の
精
神
だ
。
だ
が
こ
こ
で
も
吾
々
は
之
を
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
的
規
模
に
於
て
理
解
す
る
に
止
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

之
を
社
会
的
生
産
機
構
の
ス
ケ
ー
ル
に
於
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
る
と
実
験
は
産
業
と
社
会
的
に
一
つ
づ
き
の
も
の
で
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
く
。
之
は
人
間
的
社
会
実
践
の
原
型
な
の
だ
（
社
会
人
の
政
治
的
活
動
と
し
て
の
実
践
も
亦
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
こ
の
系
列
に
ぞ
く
す

る
）。
之
は
だ
か
ら
産
業
の
精
神
だ
。
だ
か
ら
之
は
技
術
的
精
神
に
な
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

真
実
な
理
論
的
思
考
は
、
社
会
的
な
現
実
に
於
て
実
践
、
検
証
、
さ
れ
得
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
実
験
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
な
け
れ
ば
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
真
実
で
は
な
い
。
現
実
性
が
な
い
。
そ
う
い
う
現
実
性
が
あ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
真
実
は
実
践

的
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
之
は
実
証
的
精
神
―
―
予
見
す
る
た
め
に
見
る
―
―
の
モ
ッ
ト
ー
に
ぞ
く
す
る
。
だ
が
、
こ

う
い
う
思
考
を
秩
序
立
て
る
た
め
の
用
具
と
し
て
の
論
理
的
諸
　

は
ん
ち
ゅ
う

範
疇　
は
、
又
そ
れ
相
応
の
用
意
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
は
実

証
、
検
証
、
に
適
す
る
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
組
織
が
必
要
だ
。
そ
れ
は
従
っ
て
、
産
業
技
術
、
生
産
技
術
、
と
連
帯
関
係
に
置
か
れ
て

い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
形
而
上
学
的
な
又
解
釈
学
的
な
、
文
献
学
主
義
的
、
文
学
主
義
的
、
教
学
的
、
等
々
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
は
、
社
会
の
一
物
を
も
、
現
実
に
は
処
理
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
或
る
意
味
に
於
け
る
物
質
的
処
理
（
世
界
の
た
だ
の
あ
れ
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之
の
説
明
で
は
な
い
）
が
出
来
な
い
の
で
は
、
人
類
の
生
活
の
た
め
に
存
す
る
論
理
で
は
な
い
。
処
で
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
云
わ

ば
技
術
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
。
そ
し
て
こ
の
論
理
、
こ
の
合
理
的
精
神
、
が
取
り
も
直
さ
ず
技
術
的
精
神
な
の
だ
。
思
想
、
文
化
、
に
於

け
る
技
術
的
精
神
の
絶
対
的
な
要
請
は
、
つ
ま
り
思
想
、
文
化
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
社
会
の
生
産
機
構
に
基
く
上
部
構
造
と
し
て

し
か
正
当
に
把
握
出
来
な
い
と
い
う
根
本
認
識
の
、
論
理
学
的
な
認
識
論
的
な
発
展
の
他
の
も
の
で
は
な
い
。
科
学
的
精
神
に
つ
い
て
、

こ
の
根
本
的
な
側
面
を
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
取
り
も
直
さ
ず
、
技
術
的
精
神
に
よ
っ
て
、
文
化
と
思
想
と
は
初
め
て
産
業

と
物
質
的
社
会
的
生
産
と
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
。
社
会
に
於
け
る
産
業
と
全
く
独
立
し
た
文
化
や
思
想
ほ
ど
、
客
観
的
に
見
て
み
じ
め

な
も
の
は
な
い
。
そ
れ
が
　み

じ惨　
め
に
見
え
な
い
も
の
は
、
世
界
の
歴
史
を
知
ら
ぬ
者
で
あ
り
、
思
想
の
本
当
の
圧
力
と
い
う
も
の
を
経
験

し
た
こ
と
の
な
い
者
だ
。
―
―
近
代
思
想
が
、
み
ず
か
ら
認
め
る
と
否
と
に
　

か
か
わ拘　
ら
ず
、
　い如　
　か何　
に
圧
倒
的
に
近
代
産
業
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
か
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
産
業
は
産
業
、
思
想
は
思
想
、
な
ど
と
云
う
者
は
、
近
代
の
思
想
家
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

で
私
は
、
も
し
科
学
的
精
神
と
は
何
か
を
一
口
で
説
明
せ
よ
と
云
わ
れ
る
な
ら
ば
、
　そ

れ夫　
は
技
術
的
精
神
で
あ
る
と
答
え
る
。
社
会
に

於
け
る
物
質
的
生
産
技
術
へ
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
整
備
し
、
そ
の
推
論
と
検
証
と
を
怠
ら
ぬ
も
の
が
、
文
化
を
一

貫
す
る
、
そ
し
て
近
代
文
化
を
特
色
づ
け
る
、
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
精
神
で
あ
る
と
、
私
は
答
え
る
。

最
後
に
　し

か併　
し
、
技
術
的
精
神
と
い
う
そ
の
技
術
と
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
私
が
技
術
と
呼
ぶ
の
は
、
技
能
や
手
法
や
又
芸

術
や
術
の
こ
と
で
は
な
く
て
、「
生
産
技
術
」
の
こ
と
だ
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
こ
れ
以
外
の
も
の
を
技
術
と
い
う
通
俗
語
が
意
味
し
て
は
な
ら
ぬ
と

云
う
の
で
は
な
い
。
だ
が
プ
ロ
パ
ー
な
意
味
に
於
け
る
技
術
が
生
産
技
術
を
指
す
の
だ
と
い
う
常
識
を
忘
れ
る
と
、
始
末
に
お
え
な
い

混
乱
が
生
じ
て
来
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
の
旧
著
『
技
術
の
哲
学
』
で
触
れ
て
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
省
く
。

生
産
技
術
と
は
で
は
何
か
、
に
　つ就　
い
て
も
、
私
は
或
る
見
解
を
固
執
す
る
。
労
働
手
段
の
体
系
が
技
術
だ
と
い
う
通
説
は
そ
の
ま
ま

採
用
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
労
働
手
段
は
労
働
手
段
で
あ
る
、
そ
れ
で
立
派
に
判
る
言
葉
で
は
な
い
か
。
之
を
ワ
ザ
ワ
ザ
技
術
と
い
う

通
俗
語
に
お
き
か
え
る
必
要
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
技
術
と
云
う
以
上
は
、
た
だ
の
労
働
手
段
の
体
系
だ
と
云
っ
て
は
片
づ
か
な
い
筈
だ
。
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雑
誌
『
科
学
主
義
工
業
』
一
九
三
七
年
九
月
号
所
載
の
三
枝
博
音
氏
の
「
技
術
学
の
グ
レ
ン
ツ
・
ゲ
ビ
イ
ト
」
は
、
そ
の
主
旨
に
於

て
共
感
を
禁
じ
得
な
い
。
私
に
云
わ
せ
る
と
、
つ
ま
り
近
代
の
哲
学
は
他
な
ら
ぬ
技
術
的
精
神
に
よ
っ
て
貫
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

主
張
で
あ
ろ
う
。
た
だ
氏
は
技
術
的
精
神
と
云
わ
ず
に
、
も
っ
と
も
拡
張
さ
れ
た
意
味
に
於
け
る
技
術
学
と
呼
ん
だ
も
の
と
私
は
理
解

す
る
。
だ
が
技
術
学
が
哲
学
に
代
る
、
と
云
う
ら
し
い
そ
の
言
葉
は
、
や
や
云
い
過
ぎ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
近
代
精
神
は
技
術
的
精
神

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
云
っ
た
方
が
、
も
っ
と
正
確
で
又
穏
当
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

（
一
九
三
七
・
九
）

•

『
戸
坂
潤
全
集
』
第
一
巻
（
勁
草
書
房
、
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
）
所
収
。

•

読
み
や
す
さ
の
た
め
に
、
適
宜
振
り
仮
名
を
つ
け
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
f
o
m
a
l
h
a
u
t
.
w
e
b
.
i
n
f
o
s
e
e
k
.
c
o
.
j
p
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。

http://fomalhaut.web.infoseek.co.jp/sciencelib.html
http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

