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髙橋隆雄



刊
行
に
よ
せ
て

社
会
文
化
科
学
研
究
科
長

岩
岡
中
正

社
会
文
化
科
学
研
究
科
で
は
︑
F
D活
動
の
一
環
と
し
て
教
員
に
よ
る
公
開
講
義
を
行
な
っ
て
い
る
︒

こ
れ
ま
で
︑
退
職
時
に
そ
れ
ま
で
の
研
究
の
成
呆
の
一
端
を
披
露
し
て
い
た
だ
い
た
安
田
宗
生
先
生
︑

吉
田
勇
先
生
の
両
名
誉
教
授
の
講
義
︑
さ
ら
に
は
客
員
教
授
と
し
て
と
く
に
お
願
い
し
た
渡
辺
京
二
先

生
の
「
近
代
と
は
何
か
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
一
連
の
講
義
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
︑
い
ず
れ
も
大
変
好

評
で
あ
っ
た
︒
経
験
を
積
ん
だ
先
生
方
に
よ
る
︑
領
域
を
超
え
て
学
問
の
真
髄
に
迫
る
お
話
は
︑
私
た

ち
教
員
の
教
育
能
力
の
向
上
に
大
い
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
︒

今
回
は
さ
ら
に
現
職
教
員
で
前
・
社
会
文
化
科
学
研
究
科
長
の
高
橋
隆
雄
教
授
の
講
義
を
お
願
い
し
︑

そ
の
成
果
を
︑
こ
こ
に
小
冊
子
と
し
て
編
ん
だ
次
第
で
あ
る
︒

現
代
の
哲
学
・
倫
理
学
者
に
ふ
さ
わ
し
く
︑
先
生
の
お
話
は
実
践
的
で
示
唆
的
で
あ
る
︒
お
よ
そ
現

代
哲
学
の
任
務
は
︑
人
間
の
思
想
と
行
動
を
そ
の
根
源
に
ま
で
掘
り
下
げ
︑
根
源
に
立
ち
戻
っ
て
問
題



を
考
え
て
解
決
策
を
模
索
す
る
方
法
を
教
え
る
こ
と
に
あ
る
︒
先
生
の
講
義
は
︑
従
来
の
「
防
災
」
と

い
う
「
近
代
」
レ
ベ
ル
で
の
思
考
か
ら
︑
「
共
災
」
と
い
う
「
脱
近
代
」
レ
ベ
ル
で
人
間
と
災
害
の
関
係

を
考
え
る
︑
い
わ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
先
生
は
こ
の
こ
と
を
︑
き
わ
め
て

明
快
な
問
題
意
識
と
論
理
展
開
で
説
得
的
に
議
論
さ
れ
て
お
ら
れ
る
︒
先
生
の
議
論
は
︑
哲
学
か
ら
日

本
思
想
史
に
ま
で
及
ぶ
幅
広
い
知
識
と
明
断
な
図
示
能
力
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
︑
私
た
ち

が
大
い
に
学
ぶ
べ
き
も
の
だ
ろ
う
︒

高
橋
先
生
の
御
協
力
と
参
加
さ
れ
た
先
生
方
の
熱
心
︑
さ
ら
に
は
こ
の
小
冊
子
を
編
纂
さ
れ
た
F
D

委
員
長
の
千
島
教
授
や
大
学
院
社
会
人
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
舛
田
さ
ん
︑
渡
邊
さ
ん
に
深
く
感
謝
し

たい︒



「
防
災
か
ら
共
災
へ
ー
共
災
の
思
想
序
説
ー
」

熊
本
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
教
授

高
橋
隆
雄

哲
学
と
い
う
知
の
継
承　

 
「
防
災
か
ら
共
災
へ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
が
︑
「
共
災
」
と
い
う
言
葉
は
聞
き
慣
れ
な
い
と
思
い
ま
す
︒
何
故
か

と
い
う
と
そ
の
言
葉
は
私
が
作
っ
た
か
ら
で
す
︒
も
と
も
と
造
語
は
好
き
な
ほ
う
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
今
回
は
あ
え

て
作
り
ま
し
た
︒
共
災
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
︑
こ
れ
に
つ
い
て
お
話
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
︒
た
だ
︑
そ

の
前
に
︑
こ
の
講
演
は
「
知
の
技
法
の
伝
承
シ
リ
ー
ズ
」
の
第
五
回
目
で
す
の
で
︑
私
が
専
門
と
す
る
哲
学
と
い
う
領

域
で
の
知
の
継
承
︑
伝
承
︑
そ
れ
に
つ
い
て
︑
は
じ
め
に
少
し
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

哲
学
と
い
う
学
聞
は
︑
論
理
的
分
析
を
中
心
に
行
っ
て
い
く
︑
そ
う
い
う
面
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
や
は
り
言
行

一
致
を
本
質
と
す
る
と
私
は
考
え
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
脱
獄
を
勧
め
ら
れ
た
け
れ
ど
︑
そ
れ
を
し
な
か

っ
た
︒
そ
し
て
毒
を
仰
い
で
死
ん
で
い
き
ま
す
︒
そ
の
時
︑
悪
法
は
法
で
あ
る
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ソ
ク
ラ
テ
ス

に
関
し
て
い
わ
れ
ま
す
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
は
︑
自
分
が
主
張
し
た
こ
と
に
反
す
る
こ
と
は
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た

と
い
う
︑
そ
の
意
味
で
︑
言
行
一
致
を
貫
い
た
と
い
え
ま
す
︒
こ
れ
は
宗
教
の
実
践
と
似
て
い
ま
す
︒
宗
教
の
根
本
は

何
で
あ
る
か
と
い
う
と
︑
私
は
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と
か
は
よ
く
知
ら
な
い
の
で
︑
仏
教
や
一
部
の
宗
教
に
つ

い
て
な
の
で
す
が
︑
言
行
一
致
が
宗
教
の
根
本
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
︒
こ
の
点
で
哲
学
と
似
て
い
ま
す
︒
た
だ
︑
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宗
教
で
は
真
理
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
真
理
を
本
当
に
理
解
し
て
い
く
︑

そ
れ
が
修
行
の
過
程
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
哲
学
の
真
理
は
そ
う
で
は
な
く
て
︑
ど
こ
ま
で
も
探
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︑
こ
う
い
う
点
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
い
う
言
葉
だ
け
な
ら
ば
誰
で

も
い
え
ま
す
︒
小
学
生
で
も
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
教
え
ら
れ
れ
ば
そ
の
通
り
に
い
え
ま
す
が
︑
そ
れ
を
本
当
に
腹
の
底

か
ら
分
か
る
︑
そ
れ
が
宗
教
の
真
理
の
把
握
だ
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
が
分
か
れ
ば
即
そ
れ
が
行
動
に
で
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
よ
う
な
言
行
一
致
︑
こ
れ
が
宗
教
の
根
本
で
あ
り
ま
す
︒
哲
学
も
言
行
一
致
が
本
質
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
真

理
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
時
︑
そ
れ
は
も
は
や
哲
学
で
は
な
く
宗
教
と
な
り
ま
す
︒

つ
ぎ
に
倫
理
学
に
つ
い
て
で
す
が
︑
倫
理
学
は
道
徳
哲
学
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
哲
学
の
一
部
門
で
す
︒
こ
こ
で
は
︑

「
人
は
か
く
か
く
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
︑
「
し
か
じ
か
の
行
為
を
し
て
は
い
け
な
い
」
あ
る
い
は
「
何
々
が
善
い
悪
い
」
︑

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
わ
る
た
め
︑
道
徳
言
語
の
分
析
だ
け
行
い
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
沈
黙
す
る
メ
タ
倫
理
学

は
別
と
し
て
︑
ま
す
ま
す
言
行
一
致
が
問
題
に
な
り
ま
す
︒
メ
タ
倫
理
学
で
は
な
い
規
範
倫
理
学
と
い
う
倫
理
学
の
分

野
で
は
︑
人
間
の
守
る
べ
き
規
範
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
り
︑
実
際
に
た
と
え
ば
政
治
に
関
し
て
は
︑
平
等
で
あ
る
べ

き
だ
︑
公
正
で
あ
る
べ
き
だ
︑
そ
し
て
︑
平
等
︑
公
正
と
い
う
の
は
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
こ
と
で
あ
る
な
ど
と
︑
は

っ
き
り
主
張
し
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
言
行
一
致
が
そ
こ
で
は
非
常
に
重
要
に
な
り
ま
す
︒

言
行
一
致
を
心
が
け
る
と
︑
言
語
に
行
動
を
一
致
さ
せ
る
と
共
に
︑
逆
に
︑
行
動
に
言
語
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
も

な
り
ま
す
︒
私
は
環
境
倫
理
に
つ
い
て
の
研
究
も
し
て
い
ま
す
が
︑
釣
り
が
非
常
に
好
き
で
す
︒
釣
り
と
い
う
行
為
は

哲
学
的
に
も
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
︒
人
間
の
世
界
か
ら
生
物
の
世
界
を
知
る
た
め
の
通
路
の
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よ
う
な
も
の
と
思
い
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
そ
れ
に
見
合
う
動
物
倫
理
に
つ
い
て
思
索
し
て
き
ま
し
た
︒こ
れ
は
動
物
倫

理
を
勝
手
に
作
り
上
げ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
釣
り
と
い
う
も
の
が
人
生
に
お
い
て
大
変
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と

思
い
ま
た
感
じ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
倫
理
は
何
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
ま
た
︑
私
は
若
い
頃
よ
く
山
に
登
り
ま
し
た
︒
と
い
っ
て
も
︑
親
を
泣
か
し
た
く
な
か
っ

た
の
で
冬
山
は
避
け
ま
し
た
︒
山
に
惹
か
れ
た
理
由
は
︑
近
頃
流
行
の
森
林
浴
の
よ
う
に
山
の
優
し
さ
を
求
め
た
わ
け

で
は
な
く
︑
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
美
し
さ
や
充
実
感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒
こ

う
し
た
経
験
は
︑
私
が
人
聞
と
自
然
の
関
係
を
考
え
る
さ
い
の
基
盤
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
を
基
盤
に
す
る
と
︑
自

然
と
の
「
共
生
」
の
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
こ
の
よ
う
に
︑
言
行
一
致
と
い
う
こ
と
を
め

ざ
す
と
︑
結
局
︑
自
分
を
語
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒ 

を
教
え
る
の
は
特
に
大
変
で
す
︒
教
え
る
者
の
態
度
が
問
わ
れ
て
し
ま
い
︑
非
常
に
苦
し
く
な
る
︑
そ
う
い
う
学
問
で

哲
学
と
い
う
知
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
既
存
の
知
を
超
え
る
こ
と
と
と
も
に
︑
さ
ら
に
言
行
一
致
が
基
本
で
あ
る
こ
と

想
定
す
る
人
間
像
は
妥
当
で
あ
る
か
︑
そ
う
し
た
こ
と
も
吟
味
し
て
い
き
ま
す
︒

る
こ
と
ま
で
も
吟
味
し
て
い
き
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑
数
学
と
い
う
学
聞
が
前
提
す
る
数
と
は
何
で
あ
る
か
︑
経
済
学
が

は
実
は
大
学
教
育
あ
る
い
は
大
学
院
教
育
の
本
質
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
哲
学
は
様
々
な
学
聞
が
前
提
す

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
︒
既
存
の
知
識
を
疑
っ
て
︑
そ
の
根
拠
を
吟
味
し
て
い
く
︑
そ
の
こ
と
を
教
え
て
い
き
ま
す
︒
こ
れ

識
を
教
え
て
い
く
こ
と
は
︑
哲
学
︑
倫
理
学
の
場
合
で
も
出
発
点
で
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
教
え
な
け

知
を
伝
承
す
る
と
い
う
点
で
︑
哲
学
や
倫
理
学
を
教
え
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒
既
存
の
知
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す
。
言
行
一
致
し
が
た
い
の
が
人
間
で
も
あ
る
と
教
え
る
と
、
少
し
楽
に
な
り
ま
す
ね
。
た
だ
し
こ
れ
は
少
し
逃
げ
腰

の
姿
勢
で
す
。

さ
ら
に
倫
理
学
や
哲
学
と
い
う
の
は
時
代
の
問
題
と
格
闘
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ホ
ッ
プ
ズ
、

ロ
ッ
ク
も
、
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
に
亡
命
し
て
お
り
ま
す
。
亡
命
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
政
治
の
世
界
に
関
与
し
て

い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
イ
ギ
リ
ス
に
留
ま
っ
て
い
る
と
政
治
犯
と
し
て
投
獄
さ
れ
て
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
死
刑
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
有
り
得
た
わ
け
で
す
。
時
代
の
傍
観
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
倫
理
学
、
哲
学
に

つ
い
て
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
二
ヶ
月
前
の
今
頃
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
は
、
人
聞
と
自
然
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
人
間
の
生
き
方
に

関
し
て
大
き
な
謀
題
を
残
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
思
索
す
る
、
語
る
こ
と
は
哲
学
者
、
倫
理
学
者
の
責
任
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
五
月
五
日
に
は
環
境
倫
理
学
者
の
緊
急
の
研
究
会
が
東
京
で
聞
か
れ
ま
し
た
。
震
災
と
そ
れ
に
続
く
原

発
事
故
を
め
ぐ
る
環
境
倫
理
か
ら
の
応
答
と
い
う
主
旨
で
の
研
究
会
で
し
た
。
私
は
そ
こ
に
参
加
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

私
の
教
え
子
で
現
在
、
佐
賀
大
学
に
勤
め
て
い
る
藤
井
可
さ
ん
が
私
の
考
え
を
代
読
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
共

災
」
と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て
披
露
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
い
る
皆
さ
ん
も
そ
う
で
し
ょ
う
け
ど
、
私
も

二
ヶ
月
間
ほ
ど
、
こ
の
震
災
後
に
研
究
者
と
し
て
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
思

索
を
伝
え
る
こ
と
は
、
哲
学
・
倫
理
学
と
い
う
知
の
技
法
の
伝
承
と
い
う
意
味
で
も
相
応
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
二
ヶ
月
考
え
て
き
た
こ
と
を
少
し
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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環
境
倫
理
と
防
災

環
境
倫
理
と
防
災
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
、
地
震
、
津
波
、
原
発
事
故
、
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
防
災
が

非
常
に
重
要
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
皆
さ
ん
の
中
に
浮
か
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
環
境
倫
理
で
は
、
一
部

の
人
々
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で
防
災
が
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
ら
分
か
り
ま
す
。

あ
そ
こ
は
地
震
も
な
い
し
、
台
風
も
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
お
ま
け
に
蚊
も
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

面
で
は
優
し
い
自
然
な
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
は
地
震
も
ハ
リ
ケ
ー
ン
も
竜
巻
も
あ
る
。
け
っ
し
て
優
し
い
自
然
で
は

な
い
に
も
闘
わ
ら
ず
、
環
境
倫
理
で
は
防
災
は
主
た
る
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
っ

と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
由
来
の
環
境
倫
理
で
は
「
人
間
非
中
心
主
義
」
と
い
う
立
場
を
と
る
も
の
が
多
く
、
人
間
の
た
め

の
防
災
よ
り
も
自
然
保
護
と
そ
の
根
拠
づ
け
、
こ
の
場
合
の
根
拠
と
は
主
と
し
て
、
人
間
以
外
の
存
在
が
有
す
る
内
在

的
価
値
で
す
が
、
そ
れ
が
議
論
の
中
心
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
で
は
、
人
間
中
心
主
義
的
な
環
境
倫
理
で
は

ど
う
な
の
か
。
そ
こ
で
は
、
自
然
の
管
理
・
利
用
と
と
も
に
防
災
が
論
じ
ら
れ
て
然
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
や
は
り
議

論
は
多
く
な
い
と
恩
わ
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
倫
理
」
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
に
よ
る
能
動
的
行
為
の
あ
り
方

5 

が
中
心
と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。

人
聞
と
自
然
の
関
係
は
、
主
と
し
て
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
利
用
な
の
か
、
あ
る
い
は
保
護
・
尊
重
な
の
か
と
い
う

二
項
対
立
の
枠
組
み
で
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
の
能
動
的
な
行
為
の
あ
り
方
、
人
間
に
よ
る

働
き
か
け
の
あ
り
方
が
中
心
問
題
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
人
聞
が
自
分
を
守
る
こ
と
で
あ
る
防
災
は
議
論

の
主
た
る
対
象
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
の
支
配
・
利
用
と
い
う
近
代
的
な
考
え
も
、
ま
た
、
そ
れ



へ
の
批
判
、
反
近
代
的
と
い
え
る
よ
う
な
自
然
へ
の
畏
敬
や
保
護
も
、
防
災
を
軽
視
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
あ
る
の
は

「
自
由
・
自
律
」
と
い
う
こ
と
と
「
善
い
こ
と
を
す
る
」
、
そ
う
い
っ
た
積
極
的
な
、
能
動
的
な
行
為
、
そ
し
て
そ
の
さ

い
の
規
範
の
考
察
が
中
心
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

同
様
の
こ
と
は
生
命
倫
理
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
生
命
倫
理
を
大
雑
把
に
、
自
律
し
た
個
人
を
中
心
と
す

る
近
代
的
倫
理
の
延
長
と
し
て
の
「
正
義
の
倫
理
」
と
、
自
律
し
た
個
人
で
は
な
く
て
関
係
の
中
に
お
け
る
人
を
中
心

と
す
る
非
近
代
的
倫
理
と
し
て
の
「
ケ
ア
の
倫
理
」
に
分
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
立
て
分
け
は
そ
れ
ほ
ど
お

か
し
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
正
義
の
倫
理
と
ケ
ア
の
倫
理
は
、
人
間
観
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
個
人
主
義
的
で

あ
る
か
、
関
係
中
心
的
か
、
ま
た
規
範
の
捉
え
方
と
し
て
は
、
普
遍
的
な
と
ら
え
方
か
、
あ
る
い
は
脈
絡
依
存
的
な
の

か
、
と
い
う
点
で
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
両
者
と
も
に
、
他
者
の
権
利
の
尊
重
、
他
者
へ
の
ケ
ア
と
い

っ
た
、
能
動
的
行
為
の
あ
り
方
、
行
為
の
規
範
や
ケ
ア
の
あ
り
方
の
探
究
が
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、

こ
こ
で
も
自
律
的
行
為
と
豊
田
行
が
倫
理
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
自
然
の
利
用
な
の
か
、
あ
る
い
は
保
護
・
尊
重
な
の
か
と
い
う
対
立
の
根
底
に
あ
る
と
さ
れ
る
人
間
中

心
主
義
と
非
中
心
主
義
と
い
う
二
元
対
立
の
図
式
は
不
毛
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
人
間
中
心
主
義
と
い
っ
て

も
、
強
い
人
間
中
心
主
義
と
弱
い
人
間
中
心
主
義
、
そ
の
中
聞
と
い
う
い
ろ
い
ろ
な
段
階
が
あ
り
ま
す
が
、
大
雑
把
に

言
え
ば
、
そ
れ
は
近
代
の
延
長
上
に
あ
り
、
二
O
世
紀
以
来
そ
の
問
題
点
が
い
ろ
い
ろ
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
人
間

非
中
心
主
義
の
方
も
、
倫
理
に
つ
い
て
云
々
で
き
る
の
は
動
物
や
自
然
物
で
は
な
く
人
間
な
の
で
、
大
事
な
と
こ
ろ
で

人
聞
が
中
心
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
実
践
的
に
も
や
は
り
人
聞
を
中
心
に
し
な
い
と
、
道
徳
、
法
、

6 



政
治
の
領
域
で
の
実
行
に
は
無
理
が
伴
い
ま
す
。

人
聞
と
自
然
の
あ
る
べ
き
関
係
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け

で
、
不
毛
と
思
え
る
二
元
対
立
を
超
え
て
、
し
か
も
防
災
と
い
う
こ
と
を
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
含
む
よ
う
な
立
場
、

そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
、
ケ
ア
概
念
の
考

察
を
糸
口
と
し
て
み
ま
す
。
私
は
十
年
程
こ
の
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
話
に
な
り
ま
す
。

ケ
ア
概
念
の
再
考

通
常
、
ケ
ア
の
理
論
で
は
も
っ
ぱ
ら
他
者
へ
の
善
行
と
し
て
の
ケ
ア
が
中
心
と
さ
れ
ま
す
。
配
慮
す
る
、
気
遣
う
、

世
話
す
る
、
支
援
す
る
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
、
ケ
ア
に
お
け
る
行
為
の
側
面
を
便
宜
上
EEFHの
側
面
と
呼
ん
で
み

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ケ
ア
と
い
う
概
念
の
起
源
は
、
探
っ
て
い
き
ま
す
と
、
心
配
、
気
が
か
り
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
側
面
を
c
a
r
e
 
a
b
o
u
t
の
側
面
と
呼
ん
で
み
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
ケ
ア
の
理
論
で
は
こ
の
c
a
r
e
 
a
b
o
u
t
の
側

面
を
軽
視
し
て
き
ま
し
た
。
相
手
に
対
す
る
思
い
や
り
や
支
援
、
気
遣
い
の
基
盤
に
は
、
心
配
や
気
が
か
り
が
あ
る
こ

と
、
そ
れ
を
重
視
す
る
ケ
ア
の
理
論
、
こ
れ
は
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の

理
論
に
よ
れ
ば
、
相
手
や
自
分
に
対
す
る
回
避
し
が
た
い
関
心
、
気
が
か
り
を
ケ
ア
の
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
相
手

や
自
分
に
対
す
る
配
慮
、
気
遣
い
、
世
話
な
ど
の
行
為
が
な
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
う
c
a
r
e
 
a
b
o
u
t

 

の
側
面
を
基
盤
に
し
て
様
々
な
care forの
行
為
が
な
さ
れ
る
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
、
こ
れ
を
「
ケ
ア
」
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
従
来
の
ケ
ア
の
捉
え
方
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
の

7 



ス
ラ
イ
ド
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
(
図
1)。
こ
れ
は
、

だ
い
ぶ
前
か
ら
私
が
使
っ
て
い
る
図
で
す
。
右
が
困
っ
て

い
る
人
、
左
が
そ
れ
を
ケ
ア
す
る
人
で
す
。
右
の
人
は
困

っ
て
い
る
、
助
け
が
ほ
し
い
と
表
明
し
た
り
サ
イ
ン
を
出

し
た
り
し
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
要
求
を
示
す
わ
け
で
す
。
そ

れ
に
左
の
人
が
共
感
を
す
る
、
そ
し
て
熟
慮
す
る
。
ど
う

し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
と
よ
く
考
え
て
、
そ
し
て
応
答
を
す

る
。
そ
れ
が
世
話
や
気
遣
い
で
す
。
さ
ら
に
、
応
答
を
こ

の
ケ
ア
を
受
け
る
人
が
受
け
入
れ
る
、
そ
こ
で
苦
か
ら
の

解
放
が
な
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
時
に
、
充
実
、
達
成
感
が

生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
両
者
に
と
っ
て
、
良
い
関
係
の
維
持
、

再
構
築
、
修
復
と
い
う
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
れ
は
感
情
労
働
で
あ
り
、
疲
労
を

す
る
し
、
ひ
ど
い
場
合
は
、
燃
え
つ
き
、
虐
待
な
ど
の
問

題
が
生
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
話
を
今
ま
で
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
図
で
、
人
の
苦
し
み
に
共
感
す
る
、
そ
し
て
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
熟
慮
す
る
、
こ
の
あ
た
り
に
「
回
避
し
が
た

ケア的関係図1
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い
関
心
、
気
が
か
り
」
が
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
述
べ
た
c
a
r
e
 
a
b
o
u
t
の
側
面
で
あ
り
、
応
答
す
る
、
こ
れ

が
c
a
r
e
 
f
o
r
の
側
面
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
care about、care for
と
い
う
の
は
一
応
の
ラ
ベ
ル
な
の
で
、
他
の
表

現
で
も
構
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
ま
で
一
般
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
ケ
ア
的
関
係
と
、
私
が
先
ほ
ど

述
べ
た
こ
と
は
、
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
提
唱
す
る
ケ
ア
論
で
は
、
こ
こ
で
の
c
a
r
e
 
a
b
o
u
t

 

の
側
面
、
つ
ま
り
避
け
ら
れ
な
い
、
逃
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
存
在
す
る
、
気
が
か
り
、
心
配
、
不
安
に
着
目
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
の
古
代
で
の
人
聞
と
神
、
自
然
の
闘
係
を
手
が
か
り
に
し
て
探
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
私
は
こ
の
十
年
以
上
考
え
て
き
ま
し
た
(
注
一
)
。
と
い
う
の
は
、
日

.
う
し
た
ケ
ア
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
、

で
は
、
神
は
適
切
に
杷
ら
な
い
と
崇
る
と
い
う
ふ
う
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
疫
病
や
災
害
と
い
っ
た
何
ら
か

の
異
変
が
起
き
た
あ
と
で
、
神
が
現
れ
て
和
り
方
を
指
示
し
た
り
し
ま
す
。
こ
う
し
た
人
聞
と
神
・
自
然
の
関
係
は
、

e
c
r
e
 
a
b
o
u
t
と
c
a
r
e
 
f
o
r
.
関
係
と
類
似
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
相
手
で
あ
る
神
に
対
す
る
回
避
し

が
た
い
ほ
ど
の
関
心
・
気
が
か
り
が
あ
っ
て
、
祀
り
.
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
考
察
が
課

. 

題
解
決
の
糸
口
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

日
本
の
神
は
畏
敬
の
対
象
で
あ
り
、
暴
威
を
振
る
う
対
象
で
あ
り
、
神
を
杷
る
・
祭
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。
祀
る
.

祭
る
と
は
、
神
命
を
請
う
、
供
え
物
を
す
る
と
い
う
要
素
か
ら
な
る
と
和
辻
哲
郎
は
い
い
ま
す
(
注
二
)
。
ま
た
、
プ
ラ

ト
ン
の
『
エ
ウ
チ
ュ
プ
ロ
ン
』
な
ど
を
読
ん
で
み
て
も
、
和
る
こ
と
の
ふ
た
つ
の
意
味
と
し
て
こ
れ
が
出
て
き
ま
す
。

こ
こ
で
、
神
命
を
請
う
と
は
忘
れ
ず
に
い
る
こ
と
だ
と
私
は
解
釈
し
ま
す
。
供
え
物
を
す
る
、
こ
れ
は
世
話
を
す
る
こ



と
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
組
る
と
は
、
忘
れ
ず
に
い
て
、
世
話
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
組
る
相
手
は
非
常
に
畏
れ
多

い
対
象
で
す
が
、
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
ケ
ア
だ
と
い
え
ま
す
。
日
本
の
神
は
和
り
を
求
め
る
神
で
あ
る
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
実
は
ケ
ア
を
求
め
る
神
で
あ
る
と
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
こ
う
考
え

る
こ
と
は
、care forの
基
盤
に
あ
る
c
a
r
e
 
a
b
o
u
t
の
視
点
を
重
視
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
道
と
仏
教
が
折
衷
融
合
す
る
神
仏
習
合
と
い
う
不
可
思
議
な
現
象
も
説
明
で
き
ま
す
。
こ

の
あ
た
り
は
あ
ま
り
に
シ
ン
プ
ル
す
ぎ
て
、
皆
さ
ん
、
眉
唾
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
切
衆
生
の
救
済
(
ケ
ア

で
す
か
ら
、
自
然
の
な
り
ゆ
き
と
し
て
、
誰
で
も
救

う
こ
と
を
目
的
と
す
る
仏
に
、
救
わ
れ
た
い
と
思
う
神
が
接
近
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
神
仏
習
合
の
開
始
に
つ
い
て

を
本
懐
と
す
る
仏
が
い
て
、
さ
ら
に
ケ
ア
を
求
め
る
神
が
い
る
。

の
私
な
り
の
解
釈
で
す
。

ケ
ア
の
日
常
的
意
味
に
近
づ
け
て
、
和
り
と
ケ
ア
の
類
似
性
を
説
明
す
る
と
、
た
と
え
ば
赤
ち
ゃ
ん
は
適
切
に
ケ
ア

し
な
い
と
泣
い
て
手
に
負
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ヶ
ア
を
し
ま
す
。
そ
し
て
ケ
ア
に
よ
り
赤
子
が
静
か
に
な
る

と
親
も
安
心
と
と
も
に
充
実
感
を
覚
え
て
い
き
ま
す
。
赤
子
と
神
と
は
似
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す

る
と
、
こ
う
し
た
類
似
性
に
よ
り
、
神
を
和
る
こ
と
は
一
種
の
ケ
ア
で
あ
る
と
い
う
説
を
補
強
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
神
と
死
者
は
近
い
存
在
で
す
が
、
死
者
へ
の
葬
儀
・
供
養
と
終
末
期
の
人
へ
の
ケ
ア
、
こ
れ
ら
は
似
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
「
ケ
ア
と
し
て
の
澗
り
」
と
い
う
考
え
を
補
強
す
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
神
は
弱
く
て
殺
さ

れ
た
り
も
し
ま
す
ね
、
傷
つ
い
た
り
し
ま
す
。
傷
つ
き
ゃ
す
い
存
在
と
し
て
の
神
は
、
ケ
ア
の
対
象
に
も
な
り
え
ま
す
。

ま
た
、
神
仏
習
合
の
は
じ
め
の
段
階
で
、
お
宮
さ
ん
の
境
内
に
お
寺
、
つ
ま
り
神
宮
寺
を
建
て
る
と
い
う
時
に
、
夢
の



お
告
げ
に
神
が
出
て
き
て
「
誰
か
に
救
っ
て
ほ
し
い
と
常
々
思
っ
て
い
た
が
、
誰
も
願
い
を
聞
き
届
け
て
く
れ
な
か
っ

た
。
寺
を
建
て
て
仏
に
よ
っ
て
救
っ
て
く
れ
」
と
い
う
願
い
を
表
明
し
た
と
い
う
資
料
が
複
数
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
こ
と
も
や
は
り
、
神
は
救
い
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
ケ
ア
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
補
強
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思

います。

で
は
な
い
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
来
の
ケ
ア
は
、
相
手
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
な
援
助
や
世
話
を

す
る
も
の
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
せ
っ
か
く
の
世
話
も
「
大
き
な
お
世
話
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
す
る
と
、
相
手

か
ら
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
な
援
助
や
世
話
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
、
相
手
に
よ
る
「
受
容
」
の
要
素
が
強
ま
る
こ
と

も
大
い
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
世
話
か
ら
奉
仕
に
移
行
し
て
い
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
は
世
話
と
奉

仕
の
聞
を
移
行
す
る
構
造
を
本
質
的
に
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
「
ケ
ア
の
論
理
」
と
い
え
ま
す
。
ケ
ア
の
「
倫

理
」
で
は
な
く
「
論
理
」
で
す
。
た
と
え
ば
、
親
の
こ
と
を
よ
く
聞
く
子
供
が
、
甘
や
か
さ
れ
る
と
と
が
、
つ
ま
り
子

供
の
受
容
を
中
心
に
す
る
こ
と
で
、
親
と
対
等
、
あ
る
い
は
親
を
下
に
見
る
よ
う
な
子
供
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
ケ
ア
の
論
理
か
ら
説
明
で
き
る
こ
と
で
す
。
詳
し
い
こ
と
は
省
き
ま
す
が
、
「
患
者
」
か
ら
「
患
者
さ
ん
」
、
そ

し
て
「
患
者
様
」
へ
呼
称
が
変
化
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
神
が
畏
怖
す
べ
き
恐
ろ
し
い
神
か
ら
、
お
饗
銭
を

あ
げ
る
と
ご
利
益
の
あ
る
神
へ
変
貌
し
た
こ
と
、
ま
た
、
自
然
も
畏
敬
す
べ
き
存
在
か
ら
利
用
す
べ
き
存
在
へ
変
わ
っ

た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
論
理
で
説
明
で
き
ま
す
(
注
三
)
。
た
だ
し
、
自
然
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
ケ
ア
の
関
係
を
述

そ
れ
で
も
、
神
を
把
る
こ
と
は
「
奉
仕
」
.
は
あ
っ
て
も
「
ケ
ア
」

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ゔ1 
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