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 I 11UCIS a 山 lr-old

Japan~se silting rather 
quietly， amidst books; 

and p~rhaps plenty of coffce at . 
the serene Tokyo Institute of 
Tcchnology in Tokyo， intently 
watching his country... He is an 
interesting and soft-spoken 
person， and 'speaks only 
Japancse. So.I had to speak to 
him through an interpreter， in 
English. 
Not one of the hundreds of 

books in his study-research 
area is in English. There is an 
air of tranquility around him. 
Within him perhaps is not so 
much of calm. He is thinking 
hard about Japan. His name is 
Daisaburo Hashizume. 

Why did 1 reach him? Why， 
really'? The reason was very 
simple. 1 had made it clear to 
the Japanese. Foreign Ministry 
that wanted to meet 
somebody who could look at 
Japan dispassionately， and 
convey through words in a 
solitary meeting the essence of 
Japan.、/Vhatis this country 
called Japan all about? 

My interpreter told me than 
once that the Japanese profes-
sor J was scheduled to meet 
wanted the questions to b巴sent
to him in writing and in 
advance. The implication was 
that eithcr hc would not meet 
me， or that he would be 
unprepared 
Tokyo's high-tech racy-

paced world didn't give me the 
few moments that 1 needed to 
write down the questions. So an 
evcning before the talk with 
Hashizume， in a moving taxi， 1 
thought quickly about the 
questions; and the interpreter-
escort for the day， wrote them 
down， in Japanese. Then 
arrangements were made to 
send them to him. That must 
surely have brought relief to all 
concerncd. 

The questions and themes 
that J had in mind were like 
this: Is Japan isolated? What 
sustains the average Japanese? 
Whal makes the Japanese work 
hard and what is his prime 
motive? Can Japan be an Asian 
leader in the 21 st century? How 
moral is the Japanese society in 
the religious sense? Can Japan 
open up to Europe， and to what 
extent， and what is the kind of 
bilateral relationship ir seeks 
with the United States? What is 
this professor's vision of his 
country in the 21st century? AIl 
this， of course， presupposed 
that Japan is strong c1ear-
headed and with promise and 
determination [0 shape thc 
world. But how? 

Now let me teIl you about 
Daisabilro Hashizume， a social 
scientist. He is an assistant 
professor， majoring in socio-
logy， arid is associated with the 
Human Resources departmcnt 
of the Tokyo Institute of 
Technology司 sincc1989. Need-
less to say that this university is 
a prcstigious institution in the 
c.ountry. 

Hashizume graduated in 
1972 from thc Tokyo Univer-
slly・5literary de 
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shows that he has four books to 
his credit. The first is called 
Lllngllage Games and Ihe Social 
Tl1eory: on Willgenslein， Harl， 

L!ll1mαnn. The second is Tlze 
Discursil'e Slralegy oI BlIddh-
ism， the thiげrd is called 
SfI什r円uc托('1ωIIral的is.匂sm βルIr Begρin川ln附2
and the fourth is called Social 
Sd必enceas ，ペ4dventure.

Hashizume made obvious his 
sllrprise to recieve a journalist 
from overseas. He was curious 

about how 1 got there. On being 
told that it was the Japanese 
Foreign Ministry which had 
scheduled . the meeting the 
professor remarked how does 
the ministry know my name". 1 
would like to consider this as 
being another instance of 
Japanese humanity and shy-
ness. 

Perhaps the first question J 
had for Hashizume was about 
the advance questions that he 
had received. 、"Nere they 
alright? 1 was in that kind of a 
humble mood myself， or 
perhaps the Japanese inOuence 
was beginning to show injust a 
few days. Hashizume said that 
hc had found the questions to 
be very good and we had got 
off to a good start， 1 prcsumc! 

One of the silmificant 
themes， recurring， in his 
answers， ¥Vas that he believed 
that Japan was changing， and 
w，.s under prcssure to play a 
bigger role in global affairs 
And that with a11 the change 
that was taking place within 
Japan and around it， Japan was 
not moving towards a bad 
society， in thc moral sense. 

Hashizume philosophised to 
explain that ."some of llS had 
forese己n that Japan would 
change in the last few decadcs， 

but others didn't like to think 

ab0ut it. Thcy prcCcrrcd to look 
tht other way. It is not easy Cor 

~ι 

most people to change. The 
Japanese are changing， and 
therc are foreign pressures and 
inOuences that are determining 
this kev nrnc~s~ . 
The Japanese social scientist 

said . that he expectcd a big 
change in Japanese family life-
style in the years ahead. He 
observed that the lapanese are 
far behind the West in their 
consumption behaviour and 
pattem， and a major reason for 
this is the small size oC the 
Japanese residential unit. There 
is a scarci ty ofland andj ts priα 
is therefore high. The existing 
qllality of life is determined or 

D:lIs3buro l-Iashizume. 

restricted a great deal by this 
physical factor. 

Hashizumc bclicv巴 (rcg-
rcts?) that the Japancsc pcoplc 
have sacrificed their Camily liCc 
so as to develop themsclves in 
economic terms. There was 
thcreCore a very high prcmium 
on efficicncy. Hc madc a 
refcrencc to the inadcquacy of 
resourccs within the country‘ 

hence the excessive rcliance on 
technolgy， which he fclt was 
going to grow further in the 
pcriod Iying ahcau. 

He madc specific mention of 
lhじじ、"1I1lさ low Japancse 
population grolVth rate， anu 

ゅ閉~:~.K.cl，'?l.~

Hashizume 
confessed that the 
Japanese “havεn't 
been behaving・well
to get respected" 
and suggested that 
his country “should 
do all tha t it can 
for the Asian 
community." 

attributed it to threc factors. 
-The size of Japanese houses or 
living areas is small， the cost of 
education is very high and 
f2thcr dh:ca~r:q;ir~;; fCi m0st 
parents， and the increasing 
number of Japanese women 
who art! going out to work. (I-lis 
secretary Miss Rika is Japan-
ese， wcars Western attire， and 
has becn educated for a while in 
the Ul)ited States. Shc is glad 
that sht: didn・tend up marrying 
an Am巴rican)

On the sllbject of how moral 
is the Japanese society， he 
agreed that there were forei-
gners who erroneously believed 
that Jaoan was without mora-
lity in the conventional sense. 
But such is not the case in 
realitv. He underlined that the 
ethical goal in Japan was not to 
bother :.hc mun ncxt door. And 
the correct line of authority and 
guidance must be followed. 
Therefore thc natural course 
for children， for example， is to 
follow parents， at home and lo 
follow their teachers at school. 
In the office the employees 
must bbey and scek guidance 
and instruction from the 
employcr. This is lhc bcst way 
in which the Japanesc have 
achicved harmony in their 
soci，.li struclurc and produced 
cconomic dividcnds凶 wcll
01' cOllrse thcrc arc areas 01' 

conOicl. as well as conOict of 
goals and ubjectives in society. 
Conversation leads to a point 
wherc he opincs that he is not 
satisfied Wilh the status quo in 
Jap礼n.八ndthc mild mannercd 
wav of his dissent is noticcable 

On the theme of rcligiolls 
groups anJ young people 
Hashizume fclt that onlv 
socially weak tendcd to join 
them. Thc cstabIished Jlcoplc in 
lifc， like collcge graduates， and 
thc Japancsc salarised mcn， and 
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so on， slay OUl. Hc menlioncd 
thrcc religious groups that have 
come into bcing aftcr the 
Sccond World War in his 
country. 

Hashizllme tended to agree 
lhat Japan was today a 
successful and isolated country， 

though there are Japanese' 
people who may disagree with 
this. He feIl that thc Japanesc 
people believe that if thc world 
today was full of Japanese 
pcople alone， it would be a 
good world. 、，Yhereas， the 
forcigners secm lo think that 
the world can do withollt 
Japan. Is this a dilemma for 
Japan? 

Can Japan become a leader 
of th巴 Asian'pcople? Thc 
thoughtful Japancse social 
scientist said that he did not see 
this happening. He believes 
that the Japanese experience of 
success and achievcment can-
nOl bc applied to other Asian 
countries， and then went on to 
mention as possible hurdles 
cOllntries like Korca and China 
and parls of South East Asia 
which do not view Japan 
favourably. 

Hashizume corifessed that 
the Japanese "haven't been 
bchaving well to gel respected" 
and suggcslcd thal his counlry 
"should do all that it can for the 
Asian community." 

He anticipates a “unique 
pr巴sence"for Japan in the ncxt 
century and takes into accounl 
thc exccptional degrce of hard 
work that the averagc Japanese 
pU~.) iii cVII~iδiè i1i1)' . - allu lnc: 
signilicance that is attached to 
education， technology. and 
knowledge in this scenario. 

He tried to investigate the 
Japanese psyche and he said 
that "we are poor、arebelieving 
the supernatural. When in 
trouble thc Japanese individual 
solves his problem on his own... 
the Japanesc have always been 
very pratical in a sense." 

How does he see the 
Japanese monarthy and ilS role 
in real terms in modern Japan? 
Hashizume remarked，“People 
have no complainls against the 
monarchy， the emperor. So， the 
lIlstltullOn IS not a O1l1lUS 
factor. IlS existence is not even 
a plus factor. So it is a zero 
factor." 

Hashizume said that there 
was room for dissent within 
Japan and then he stresscd that 
there was no censorship at all. 
However， sometimes he added 
there was some reservation 
with which all exprcssion took 
place. ¥  

What about Japan playing a 
military role in global affairs? 1 
don't think 1 asked him a dircct 
question about this prospccl." 

Bllt refcrring to thc Gulf war I¥ 
last year he said that thcre was a 
pcrception in the Japanese 
mind that their country would 
be undcr prcssurc to play a 
morc dircct rolc. And it is vcry 
complicatcd to .suggest what 
can h江ppen.ー

Of course thcre werc oth 

‘.， 
泊 ，5広ぷi守U " ・嵐~-:J，'Mt長i4f<t括主静止符~"'..:e中
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日ーもしも世界に日本人しかいなかったら
ヌスラット・ナサルーラ (NUSRATNASARULLAH ) 

書物に固まれた、もの静かな42歳の日本人。たぶんコーヒーを何杯も飲みながら、自国について真撃

に思索している"，。麗らかな東京工業大学で私を待っていたのは、そんな魅力的な人物だった。彼の

穏やかなトーンの日本語は、英語の通訳を介して私に届く。
数百冊もある研究書のうち、英語で書かれた本は一冊も見当たらない。彼のまわりには物静かな雰囲

気が漂うが、内にあるのは決して静寂だけではない。そこには、日本を考える熱意がある。彼の名前は、

橋爪大三郎。
なぜ私は彼に会ったのか? 理由は簡単だ。私は、日本人というものを明確にしたかったのだ。日本

を冷静に見ることができ、日本という国の本質そのものを言葉で理解させてくれる人物。そんな人物に

会いたかった私は、外務省に助言を求めた。日本というこの国はいったいどうなっているのか、私は知

りTこかっfこ。
私が会うことになったこの先生は、質問事項を事前に書き送ってほしいと何度も通訳に言ってきたと

いう。私に会いたくないのか、それとも準備ができていないのか。そんなことを私は思った。

東京のれイテク・ペースに巻き込まれた私は、質問を書くわずかな時間さえ探せないでいた。ょうや

くそれが出来たのは、タクシーの中、それも橋爪氏に会う前の晩のことだった。しかも通訳が日本語に

訳して書き送ったのは、当日だった。やれやれ、ほっと一息。これでみんな安心だろう。

私の考えていた質問は、おおよそ次のようなものだ。日本は孤立しているのか? 平均的日本人と

は? 何が日本人をそれほどまでに働かせるのか、その動機は何なのか? 日本は21世紀にアジアのリ

ーダーとなれるか? 宗教的な意味において日本社会の道徳感とはどのようなものか? 日本はヨーロ

ッパに市場を開放するのか、するとすればどの程度までか? そしてどのような日米関係を求めている

のか? 橋爪氏の考える日本の21世紀はどのようなものか? もちろん以上の質問はすべて、日本が世

界を形作ろうという強固な意志や将来の展望を持った、明断な国であることを前提にしている。しかし、

どのように?
さて、ここで社会学者、橋爪大三郎について述べておこう。社会学を専攻する彼は、 1989年から東京

工業大学の人文社会群の助教授である。この大学が日本の名門大学であることは言うまでもないだろう。

橋爪氏は1972年に東京大学文学部を卒業し、 1977年に社会学専攻で博士課程を修了している。
4冊の著作を見れば、彼の業績がわかるだろう。処女作『言語ゲームと社会理論ーヴィトゲン、ンュタ

イン・ハート・ルーマンJから、第2作『仏教の言説戦略』、第3作『はじめての構造主義」と続き、

4作目は『冒険としての社会科学』セある。
海外からのジャーナリヌトを迎えて、橋爪は些か驚いていたようだ。会見に至った過程を知りたがる

彼に、日本の外務省に問い合わせた旨を話す。 rなぜ私の名前を外務省が知っているのか?Jと不思議

がる彼から、控え目で恥ずかしがり屋の日本人像を見たような気がした。
私が橋爪氏にした最初の質問は、送付済の質問事項についてだったと思う。 r質問は、あんなもので

よかったですか?J 私は投げ遣りな気分になっていた。でなければ、数日しか滞在していないのに、

日本からすでに影響を受けてしまったのかもしれない。橋爪氏は、質問はたいへんよくできていると言

った。こうしてインタヒ・ューは好スタートを切った。
まず、彼が何度も繰り返した重要な主張について述べておこう。つまり、日本は変わり続けており、

国際的にもっと大きな役割を担う必要に迫られている、という意見である。日本の内外で起っている変

化どれをみても、日本が道徳的に悪い社会に向かっていないことがわかる、と彼は言う。

橋爪氏は、 「日本人の中には、過去数十年の日本の変化を予測した人もいたが、大抵の人は考えよう

としなかったj と説明し、 「日本人は別の道を探ろうとしたのである。変わるということは、ほとんど

の人にとっては大変なことである。日本人は変わり続けているが、その鍵となっているのは、海外から

の圧力や影響によるものである」と論理づける。
この日本人社会学者は、来る数十年間で日本の家族形態が大きく変わるだろうと予測している。日本

人の消費行動およびその形態が西洋から大幅に遅れている、と見る彼は、日本の住宅の狭さを主原因と

oQ' 

oQ' 

する。土地がない。ゆえに地価が高い。このような物理的要因によって、生活の豊かさが限界づけちれ、

ひどく制約されているのである。
橋爪氏は、日本人は経済的に自分を高めようとするがゆえに、家庭生活を犠牲にしている、と考える

(そしてきっと残念に思っている)。しかるに、たいへん効率が高い。圏内資源の乏しさからテクノロ
ジーに対する過度の期待もある。こういった状況から、彼は、テクノロジーの発展はこれからもますま

す続くと感じている。

現在日本の人口増加率が低いことについても、特に彼は言及し、その要因として三つを挙げた。日本

の家や住む場所が狭いこと、教育費が非常に高いために子供が多くては困ると思っていること、仕事を

する女性が増えていること、である。(彼の秘書、リカは日本人。西洋風に装い、アメリカで何年か教

育を受けている。アメリカ人と結婚してお終い、にならなくてよかったと言っていた。)

さて、同本社会の道徳はどのようなものか。彼は、日本には伝統的な意味での道徳感はないと誤解し

ている外国人がいる、とじた上で、実際にはそうではない、と言う。そして、日本の倫理とは、隣人を

煩わせないことである、と強調する。権力や理念は、二の次である。だから、たとえば子供は、家では

親に、学校では先生に従うのが普通である。同様に会社では、従業員は雇用者からの導きや指示を求め

たり、それに従ったりする。日本人が丹滑な社会構造を作り上げ、経済成長を遂げるのに、これは最善

の方法であったのである。

むろん、社会での目標や目的を達するときには、衝突もあれば、争いになることもある。会話が進む

につれて、彼が日本の現状には満足していないことがわかってくる。穏やかな表現を使いながらも、彼

は異議を唱えているのである。

宗教団体と若者について橋爪氏は、社会的弱者が宗教団体の会員になる傾向があるという見解を述べ

た。社会的に成功した人々、たとえば大卒者やサラリーマンなどは、これらの団体には接触しない。第

二次世界大戦以降に日本に現れた宗教団体として、彼は三つの団体名を挙げた。

橋爪氏は、日本を成功を収めつつも孤立した国であると位置づける一人であるが、そうは思っていな

い日本人もいる。もしも日本人しかいなかったら世界はすばらしいのに。日本人はそう思っているにち

がいない、と橋爪氏は言う。一方で外国人は、日本人などいなくてもいいのに、と思っているようであ

る。これは日本のジレンマなのだろうか?

日本はアジアのリーダーたりうるか? 思慮深い日本人社会科学者は、そのようなことが起こるとは

思えないと言った。彼は、日本の経験してきた成功や達成は、他のアジア諸国に応用できるものではな

いと確信している。さらに、日本を好意的に見ていない韓国や中園、それに一部東南アジア諸国がそれ

を望まないだろうと述べる。

日本人が「尊敬されるような振る舞いをしてこなかった」ことを橋爪氏は認め、日本は「アジア地域

にできることはなんでもしなければいけない」のだと提案する。

彼は、次世紀には日本が“類のない存在"になるだろうと予見し、平均的日本人が異常なまでに一生

懸命働いていることを是非酌している。このシナリオで特に重要なのは、教育、科学技術、知識である。
日本人の精神を研究してきた彼は、 「日本人は、自分たちが貧しく、不可思議な民族だと信じてきた。

何か困難が持ち上がると、日本人は自分たちでそれを解決する……。ある意味で日本人は非常に実際家

であったのだ」と述べる。

日本の天皇制と現代日本におけるその役割についての彼の意見はどうだろうか? r人々は天皇制や

天皇に対して不満を持ってはいない。天皇制という制度は負の要因ではないのだ。だがプラス要因でも

ない。つまりゼロ要因である」。橋爪氏はこう分析する。 ー

日本の中では意見の相違を認める土壌があると橋爪氏は言い、検閲がまったくないことを強調した。

しかし、どんな表現でも、角がたたないように表現されることが多いのだとも付け加えたQ

国際情勢における日本の軍事的役割はどうか? 彼の考えを、私は直接訊ねなかったように記憶して

いる。しかし彼は、昨年の湾岸戦争に触れて、日本がもっと直接的な役割を務める必要に迫られている
ことを日本人は感じたと言う。そして何が起りうるかを予想するのは、複雑すぎて非常に難しいと言っ
た。

彼の返答が私の質問を呼び、インタヒ'ューは続いた。以上はその一部である。話し足りなかったに違

いない、また会いましょうと彼は言った。今回の旅行でそれが果たせなかったのは残念で、ある。
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1992年(平成4年)3月17日(火曜日)

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
を
も
っ
吉
本
さ
ん

に
比
べ
、
私
た
ち
は
自
立
の
根
拠
が

な
い
。
自
我
が
ス
カ
ス
カ
に
な
っ
た

と
乙
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
村

上
作
品
も
同
様
に
(
現
実
か
ら
離
れ

た
)
虚
構
性
の
中
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が

あ
る
。
私
た
ち
は
乙
の
世
界
を
受
容

し
、
忠
実
な
証
人
に
な
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
良
の
方

法
は
な
に
か
と
そ
間
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
語
っ
た
。

村
上
作
品
の
主
人
公
た
ち
は
、
ビ

ー
ル
は
こ
う
い
う
と
き
に
し
か
飲
ま

な
い
、
と
い
う
よ
う
に
自
分
の
行
動

を
自
分
で
律
し
、
自
分
に
だ
け
適
用

で
き
る
ル
l
ル
、
つ
ま
り
「裕
率
(
マ

ク
シ
ム
)
」
を
ど
乙
か
で
保
っ
て
い

た
い
と
い
う
感
じ
で
生
き
て
い
る
。

加
藤
氏
は

「そ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ

を
作
品
で
提
示
し
た
小
説
家
は
他
に

は
な
い
」
と
指
摘
し
た
。

⑤ 聞新日毎③ 

ー
ー
ー
高
野
山
の
「
村
上
春
樹
」
ラ
イ
ブ
討
論
か
ら
l
l
t 、

と
れ
に
対
レ
社
会
学
者
の
橋
爪
氏

は
「
(
村
上
作
品
は
)
臆
面
も
な
い

ナ
ル
シ
シ
ス
ト
の
世
界
を
作
品
に

し
、
読
者
に
よ
く
読
ま
れ
る
意
味
で

通
俗
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ナ

ル
シ
シ
ズ
ム
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
現
象
と
は
何
な
の
か
」
と
切
り
だ

し
た
。「

彼
の
作
品
は
切
実
感
の
な
さ
か

ら
始
ま
つ
で
い
る
。
し
か
し
、
切
実

さ
H
現
実
と
す
る
と
、
現
実
性
が
な

い
と
い
う
乙
と
で
自
分
の
ア
イ
デ
ン

テ
ゴ
ア
ィ
を
社
会
に
家
認
さ
れ
る
形

で
一
ホ
し
え
な
い
。
本
人
も
精
神
医
療

的
な
『
慰
レ
』
と
し
て
個
人
的
に
沓

ど
全
国
か
ら
約
七
十
人
が
参
加
。
そ

の
六
割
は
四
十
歳
代
で
、
討
論
は
十

二
時
間
に
及
び
、
会
場
か
ら
も
発
言

が
程
次
い
だ
。

「家
挟
論
」
「
エ
ロ
ス
論
」
な
ど

生
活
の
領
域
か
ら
社
会
と
の
か
か
わ

り
を
採
る
小
浜
氏
は
「
戦
争
体
験
や

反
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
な
ど
に
思
想
の

ま
た
「
井
上
陽
水
論
」
で
知
ら
れ

る
竹
田
氏
は
「
そ
の
内
心
の
『
格
皐
』

だ
け
の
世
界
は
い
つ
か
虫
我
論
的
な

も
の
に
な
り
、
ど
ん
な
侵
犯
に
も
支

え
ら
れ
な
く
な
る
。
人
間
の
抱
く
生

へ
の
欲
望
が
い
ま
の
高
度
消
賀
社

会
、
シ
ス
テ
ム
社
会
の
現
実
の
中
で

ど
ん
な
道
筋
を
た
ど
る
の
か
明
ら
か

¥ミ
b
1
竹
人

ω

批評と表現文化い
て
き
た
よ
う
だ
。
傷
つ
く
こ
と
を

恐
れ
て
い
る
今
の
若
い
人
た
ち
は
そ

れ
を
代
償
行
為
と
し
て
読
釘
で
い
る

の
で
は
な
い
か
」
と
語
り
、
さ
ら
に

「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
表
現
す
る
村
上

春
樹
は
社
会
的
な
問
題
と
は
接
点
が

な
く
、
社
会
が
徹
底
的
に
わ
か
ら
な

い
人
だ
」
と
結
論
し
た
。

東
西
対
立
の
消
滅
や
ソ
連
の
崩
壇

な
ど
世
界
政
治
シ
ス
テ
ム
の
一
極
化

の
中
で
、
個
人
は
ど
の
よ
う
な
原
理

を
持
ち
、
世
界
に
対
す
る
「
物
語
」

を
創
っ
て
い
け
る
の
か
。
そ
ん
な
問

い
か
け
が
そ
れ
ぞ
れ
に
投
げ
か
け
ら

れ
た
。

団
抑
の
世
代
に
と
っ
て
「
物
語
」
と
は
な
に
か
。
現
代
に
お
い
て

N

私
た
ち
は
社
会
と
つ
な
が
る
ど
の
よ
う
な
原
理
を
も
て
る
の
だ
ろ
う
一

か
。
作
家
、
村
上
容
樹
氏
の
同
世
代
で
あ
る
若
手
評
論
家
が
集
い
、
町

村
上
作
品
を
通
し
て
、
い
ま
の
時
代
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
廿
ば
い
向

い
の
か
を
探
る
「
『
村
上
春
樹
を
め
ぐ
る
冒
険
』

ll
ラ
イ
ブ
・
ヴ
…

ァ
l
ジ
ョ
ン
i
n
高
野
山
」
が
和
歌
山
県
・
高
野
山
で
聞
か
れ
た
。
向

(
学
芸
部
・
池
田
知
陸
)
…

。6
9
6
9
b
9
6
9
。9
6
。6
9
6
9
b
9
6
9
6
9
6
9
6
q
品。
6
Q
6
?
e
?
。9
b
9
b
Q
6
9
。。白

三
百
万
部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
窓
味
が
な
い
と
考
え
て
い
っ
た
」
と

ー
と
な
り
、
社
会
現
象
と
も
い
わ
れ
位
置
づ
貯
て
い
る
。

た

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
で
知
ら
れ
そ
の
七
0
年
代
を
象
徴
す
る
作
家

る
村
上
民
は

一
九
四
九
年
、
兵
庫
県

と
レ
て
吉
本
氏
が
あ
げ
る
村
上
氏
の

芦
屋
市
の
生
ま
れ
。

「
凪
の
献
を
聴
作
品
を
い
ま
ど
う
読
む
か
。
そ
れ
が
、

け
」
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
「
世
界
乙
の
ラ
イ
ブ
を
企
画
し
た
大
阪
の
古

の
終
り
と
ハ

1
ド
ボ
イ
ル
ド

・
ワ
ン
由
百
主
、
島
元
健
作
さ
ん
(
固
と
た
ち

一
ダ
i
ラ
ン
ド
」
な
ど
の
作
品
群
は
、
の
テ
1
マ
だ
っ
た
。

一
七
O
年
前
後
の
激
し
い
学
生
運
助
の
こ
の
ラ
イ
ブ
討
論
の
パ
、
ネ
リ
ス
ト

-
時
代
に
首
相
甘を
過
ご
し
た
団
塊
の
世
は
評
論
家
の
小
浜
逸
郎
、
加
藤
典
洋
、

-
代
の
感
性
を
色
出
く
映
し
出
し
て
い

竹
田
青
嗣
の
各
氏
と
橋
爪
大
三
郎
・

一
る

。

東

工

大

助

教

授

(

社

会

学

)

。

聴

き

十

今
の
社
会
を
支
え
る
そ
の
世
代
手
は
関
西
の
ほ
か
北
海
道
、
東
京
な

一
は
、
七
0
年
代
は
じ
め
の
迎
合
赤
軍

一
郎
件
な
ど
を
迎
し
て
「
非
政
治
」
化

し
、
吉
本
隆
明
氏
は

「生
き
る
目
標

を
ど
乙
に
お
い
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ

り
わ
か
ら
な
い
。
こ
う
い
う
ふ
う
に

否
定
的
に
見
る
見
方
も
あ
る
」
と
指

摘
し
た
(
九
O
年
三
月
、
初
出
ご

九
七
0
年
代
の
光
と
影
」
)
。
さ
ら

に
吉
本
氏
は
「
(
乙
の
世
代
は
)
社

会
的
民
治
的
均
話
可申
凶
ら
ず
、
そ
の

時
そ
の
時
、
一
日
一
巳
を
い
か
に
充

災
さ
せ
て
生
き
る
か
を
考
-
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
い
ま
自
の
前
に
あ
る
こ

の
社
会
を
よ
し
と
す
る
以
外
に
、
別

の
社
会
を
一
ち
え
る
こ
と
は
無
駄
だ
、

に
し
、
そ
こ
か
ら
社
会
を
よ
く
じ
て

い
く
原
理
を
ひ
き
だ
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
は
な
い
か
」
と
強
調
。
竹

田
、
加
一
臨
両
氏
と
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

(
脱
近
代
)
の
都
市
社
会
に
お
い
て

変
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
閣
の
政
を

考
え
る
上
で
村
上
文
学
を
評
価
し

た
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どは

定要
イ擦
メ弘

ム25
・可 .h 圃-
を蓄

額
器等
哲ずおと

f時

い
る
。
し
か
し
、
〈
独
身
↓
結
絡
〉
が
本
人

の
自
由
怠
忠
に
基
づ
〈
選
択
の
一
つ
で
あ

る
の
と
同
じ
で
、
八
夫
射
↓
コ
ド
モ
V

も
選

択
の
一
つ
で
あ
っ

て
い
い
は
ず
だ
。
そ
れ

な
の
に
、
な
ん
で
い
ま
だ
に
n
家
族
'
に
は

コ
ド
モ
が
期
待
さ
れ
る
ん
だ
ろ
う
。

「
日
本
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
，
家
制
度
6

の

川
肘
岬
什
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

t
指
摘
す
る
の
は
社
会
学
者
の
締
爪
大

三
郎
・
米
工
大
助
教
佼
だ
。
総
爪
氏
に
よ

る
と
.
社
会
的
山
小
位
と
し
て
の
f
一糸
制
度
e

は
、
土
地
を
守
り
、
削
叫
の
社
会
的
地
位
を

継
点
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
は
跡
継
ぎ
と
し
て
の
コ
ド
モ
は

不
可
欠
だ
っ
た
わ
け
だ
。
こ
う
し
て

J
皐

1
家
政
に
は
コ
ド
モ
が
必
・
妥
e

と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
で
き
あ
が
っ
た
。

「
と
こ
ろ
が
近
代
に
入
り
、
座
決
化
が
進

m叫

g
e

-
a

-

1、
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'コ
ド
早
号
」
は
カ
ワ
イ
イ
か
‘
ら
り
一
日
も
H半
?く

生
ん
で
く
だ
さ
い
.
と
紋
関
係
な
ヒ
ト
は

容
怒
(
字
)
を
制作
し
つ
け
る
。
で
も
、
ち
ょ
っ

と
待
っ
て
ほ
し
い
。
コ
ド
モ
を
も
つ
か
ど

う
か
は
ポ
ク
ら
に
怒
択
絡
が
あ
る
と
凡
"
っ。

む
と
人
々
は
土
地
か
・
句
切
り
縫
さ
れ
て
い

き
ま
す
。

ぷ
家
制
・
反
u

が
社
会
状
況
と
と
も

に山川
凶惜
し
て
い
っ
た
た
め
、
生
前
集
凶
の

単
位
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
五本・

的
に
跡
紋
ぎ
と
し
て
の
コ
ド
モ
は
い
ら
な

く
な
り
ま
し
た
弘
前
山
・
橋
爪
氏
)

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
対
応

し
て
H

宗
族
偲
M

か
で
き
る

そ
れ
で
も
，
家
族
に
は
コ
ド
そ
が
必
要
“

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
残
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
、
そ
の
後
の
命
家
族
除
e

を

作
り
ト
う
り
て
い
〈
こ
と
に
な
る
。

ア
タ
マ
の
中
で
が
う
・
え
る
イ
メ
ー
ジ
ほ

E.

あ
い
ま
い
で
移
み
い
や
す
い
も
の
は
な
い

ハ
ズ
だ
。

J
bホ政問叫
e
b時
代
が
川
村
山
と
す

る
そ
ノ
や
、
そ
の
変
化
に
対
応
し
て
で
き

て
き
た
の
で
あ
る
。

評
治
ん
系
の
小
浜
逸
郎
氏
は
・
』
の
点
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
誇
っ
た。

「教
科
書
な
E
で
紹
介
さ
れ
る
ぷ
H

の
家

紋
e

の
写
真
な
ん
か
に
は
必
ず
侃
父
母

・

両
統
・

コ
ド
モ
が
い
ま
す
。
ま
た
、

阪
や

か
な
大
家
族
は
、
か
つ
て
存
在
し
た
け
れ

E
今
で
は
荻
退
す
る
一
方
だ
と
も
忠
わ
れ

が
ち
で
す
。
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の

で
す
よ
。例
え
ば
、
大
家
絞
ば
か
り
と
忠
わ

れ
て
い
た
大
正
時
代
に
も
‘
核
家
族
は
普

通
世
帯
全
体
の
印
%
以
上
も
あ
っ
た
の
で

す
か
ら
」

つ
ま
り
、
時
代
が
作
り
レ
す
な
家
族
e

の
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
が
‘
実
態
に
比
べ
て

ヒ
ト
リ
歩
き
し
て
い
た
ワ
ケ
。二車一政
H
H
夫

婦
+
コ
ド
モ
'
っ
て
い
う
考
え
か
ら
な
か

な
か
妓
け
出
せ
な
い
オ
ヤ
ジ
た
ち
は
ま
さ

に
時
代
の
，
シ
l
ラ
カ
ン
ス
'
な
の
だ
。

コ
ド
モ
の
い
な
い
宍
拐、か

旧
来
の
宗
族
況
を
思
す

@ 
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2版批評と表現

タ
イ
ル
そ
の
も
の
が
、
旧
文
化
の
権

威
主
義
へ
の
挑
戦
を
な
し
て
い
た
。

こ
の
風
潮
を
背
景
に
、

「ジ
ャ
ー

ナ
ル
」
は
六
八
年
に
二
十
六
万
部
と

い
う
霞
大
発
行
部
数
を
記
録
し
た

が
、
そ
の
後
全
共
闘
辺
助
や
ベ
ト
ナ

ム
反
戦
運
動
の
退
潮
と
と
も
に
部
数

は
急
務
、
七
四
年
に
は
早
く
も
十
万

部
を
割
り
込
み
、
そ
の
後
こ
の
大
台

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
った。

と
く
に
窓
近
で
は
部
数
も
六
万
部
を

割
り
込
み
、
一
週
平
均
五
百
万
円
前

後
の
赤
字
を
計
上
す
る
状
態
が
続
い

て
、
つ
い
に
休
刊
の
決
定
に
い
た
っ

た
と
い
う
。

こ
の
四
月
か
ら
同
誌
で
の
新
連
戦

文化

と
い
う
状
況
を
背

反
に
し
た
巨
大
な

『
同
人
総
一=
だ
っ

た
。
し
か
も
判
日

新
聞
と
い
う
大
会

社
を
税
方
と
し
て

い
た
分
、

『
同
人

山尚一

と
い
う
自
党

に
欠
け
て
い
た
。

伐
自
身
は
こ
の
雑

誌
を
阪
自
で
兇
て

『
あ
あ
、
乙
の
人

た
ち
は
、
ま
だ
こ

ん
な
含
一一誌
で
し
か

現
実
を
諮
れ
な
い

不
自
由
な
人
た
ち

な
ん
だ
な
あ
』
と

思
っ
て
い
た

H

絃

な
き
衆
生
μ

だ
っ

た
の
に
、
何
の
因

果
か
、
敗
戦
処
理

み
た
い
な
役
回
り

に
な
っ
ち
ゃ
っ
て

:
:
」
と
諮
る
。

消
費
社
会
の
ら

ん
熟
が
進
ん
だ
八
0
年
代
に
は
、
筑

紫
哲
也
伺
集
長
の
も
と
で
ニ
ュ

1
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム

文
化
の
流
れ
に
一
来
っ
て
、
部
数
を
十

万
部
近
く
ま
で
盛
り
返
し
た
時
期
も

あ
っ
た
。
回
「
同
人
」
と
も
い
え
る

読
者
層
か
ら
は

「
若
者
す
り
寄
り
」

と
の
批
判
も
出
た
誌
面
展
開
だ
っ
た

が
、
粉
神
科
医
で
比
較
文
化
研
究
者

の
野
田
正
彰
氏
は

「そ
の
時
代
そ
の

時
代
の
若
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

で
大
部
数
を
確
保
す
る
戦
略
と
、
き

ち
ん
と
し
た
硬
派
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
メ
デ
ィ
ア
と
レ
て
の
一
貫
性
と
の

間
で
犯
ら
い
で
き
た
の
が
震
近
の
ジ

ャ
ー
ナ
ル
だ
。
私
は
硬
派
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
は
流
行
現
象
に
糸
を
通
す
の

が
役
剖
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
『
ジ

ャ
ー
ナ
ル
・
=
自
体
が
流
行
現
象
で
あ

り
つ
づ
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
糸
を

バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
し
ま
っ
た
と
思

う
」
と
阿
佐
匂

ま
た
社
会
学
者
の
橋
爪
大
三
郎
氏

は
「
六
0
年
代
の
一
.ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

は
べ
平
迎
世
代
の
=-良
心
』
を
知
的

印
年
代
末
の
学
生
反
乱
は
高
度
消
費
社
会
到
来
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
だ
っ
た
の
か
?

‘ι
・

• 
'
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。読売新聞社 1992年

. 

橋
爪

大

(言 j
雲ZB

暴43
大
助
教
f受

社

学

エ
リ
ー
ト
の
証
し
と
す
る
よ
う
な
ス

タ
イ
ル
を
と
っ
て
、
大
衆
化
し
た
大

学
生
に
読
者
阪
を
広
げ
た
。
が
、
い

ざ
知
の
大
衆
化
が
起
と
っ
て
み
れ

ば
、
そ
う
し
た
税
者
か
ら
契
つ
先
に

見
放
さ
れ
た
の
が
、

乙
の
雑
誌
だ
っ

た
。
つ
ま
り
知
の
大
衆
化
で
何
よ
り

嫌
わ
れ
る
の
は
知
的
エ
リ
ー
ト
を
気

取
っ
た
辿
中
。
木
当
の
『
エ
リ
ー
ト
』

は
部
数
が
減
っ
た
か
ら
や
め
る
な
ん

て
こ
と
は
し
な
い
。
結
局
は
言
論
の

『エ
リ
ー
ト
っ
ぽ
さ
』
で
売
ろ
っ
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
が
成
り
立
た
な
く
な

っ
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
。

「朝、ンャ
1
」
隆
尽
か
ら
二
十
数

年
の
歳
月
を
経
た
い
ま
、
学
生
た
ち

の
両
手
に
生
き
残
っ
た
の
は
、
数
百

万
部
の
発
行
部
放
を
お
る
幾
多
の
コ

ミ
ッ
ク
誌
と
、
多
彩
な
趣
味
の
悩
削
刊

誌
だ
っ
た
。

そ
の
若
者
の
悶
で
は
、

六
0
年
代
の
若
者
た
ち
の
反
乱
を
彩

っ
た
文
化
・
風
俗
が
、
目
新
レ
い
ト

レ
ン
ド
と
し
て
リ
パ
イ
パ
ル
し
て
い

る。
そ
ん
な
景
色
の
な
か
で
の
「
ジ
ャ

ー
ナ
ル
」
晶
体
刊
、
「
六
0
年
代
は
、
泌

く
な
り
に
り
り
」
と
の
つ
ぶ
や
き
が
、

い
ま
や
中
年
を
迎
-
え
た
全
共
闘
世
代

の
間
か
ら
悶
乙
-
え
て
き
そ
う
だ
。

「
で
も
『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
の
よ
う

な
雑
誌
の
盛
衰
を
経
て
こ
そ
、
そ
の

後
の
『
宝
塁
や
京
パ
イ
』
の
よ

う
な
雑
誌
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
窓
味

で
乙
の
雑
誌
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
役

割
を
果
た
し
た
と
思
う
」(橋
爪
氏
)

と
の
声
も
あ
る
。
結
局
は
、
消
賀
社

会
の

「
知
の
大
衆
化
」
の
流
れ
に
竿

さ
し
て
賞
金
時
代
を
築
い
た

「朝
日

ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
は
「
大
衆
化
し
た
知
」

の
大
海
の
な
か
に
埋
も
れ
去
っ
て
い

く
と
い
う
役
回
り
を
見
事
に
演
じ
た

メ
デ
ィ
ア
な
の
だ
ろ
う
。
(と
)

社
会
科
学
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
が
権
力
の
問
題
0

マ
ル
ク
ス
、
ゥ

は
、
す
で
に
多
く
の
疑
問
が
投
げ
か
ェ

l
パ
l
、
フ

1
コ1
ら
の
論
考
や

け
ら
れ
て
い
る
が
、
橋
爪
さ
ん
は
、
;
最
近
の
人
工
知
能
理
論
な
ど
も
参
照

社
会
学
を
は
じ
め
と
し
た
こ
の
領
域
湖
叩
し
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
て
き
た
。

の
新
じ
い
棒
組
み
を
探
っ
て
い
る
。
屯
υ

‘

「
社
会
の
成
り
立
ち
の
秘
密
の
部

「
わ
が
国
で
は
、
社
会
科
学
に
し
代
分
に
は
、

恐
ら
く
権
力
、
つ
ま
り
人

i

-

て
も
、
欧
米
の
翻
訳
を
ベ

1
ス
こ
し

宅

ヨ

ヨ
の
人
聞
に
対
す
る
支
配
力
が
あ
る

て
お
り
、
こ
れ
ま
で
は
知
識

の

官

一
言
問
ろ
う
。
日
本
の
場
合
、
天
皇
制
や

の

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
日

本

人

は

、

も

仏

教
、
儒
教
の
影
響
な
ど
を
考
え
る

ら

っ
と
日
本
語
で
自
分
の
社
会
に
つ
い
由
国

a

こ
と
は
大
切
だ
が
、
日
本
人
は
抽
象

て
考
え
、
語
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
的
な
理
念
に
は
支
配
さ
れ
な
い
傾
向

け
な
い
。
そ
れ
が
社
会
科
学
を
生
き

念

が
あ
る
」
と
分
析
。

「
甲
本
は
一
種

た
も
の
に
す
る
道
だ
と
思
い
ま
す
」

E
主
の
自
己
愛
社
会
、
あ
る
い
は
感
情
的

都

A
4
1

一応

日
本
の
異
質
性
が
外
国
か
ら
鋭
く

の

共
同
体
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
」
徽

指
摘
さ
れ
て
い
る
時
だ
か
ら
こ
そ
我
、

b
と
み

る

。

，

総

々
は
自
ら
の
社
会
を
自
ら
の
言
葉
で
自
こ
う
し
た
テ

I
マ
に
つ
い
て
は
、

き
ち
ん
と
と
ら
え
、
我
々
な
り

α社
今

後
さ
ら
に
考
察
を
深
め
℃
い
く
つ

会
を
営
む
知
恵
を
、
外
に
向
か
っ
て
も
り
だ
が
、
学
問
と
現
実
を
切
り
結

も

発

信

し

て

い

く

べ

ぶ

意

味

も

あ

っ

て

、

社

会

評

論

も

手

き
だ
、
と
い
う
の
だ
。

が

け
て
い
る
。
そ
の
切
れ
味
は
鋭
い
。

社

会

と

い

う

も

の

六

月

に

は

、

論

文

集
と
小
室
直
樹
氏

を

考

え

る

う

え

で

、

の

思

想

を

題

材

に

し

た

対

談

本

を

出

関

心

を

も

っ

て

い

る

す

予

定

だ

。
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尾罰

心
し
て
」
経
済
発
展
を
遂
げ
た
「
空
間
訟
と
日
米
安
保
を
セ
ッ
ト
で
、
解
釈
を
膨
ら
ま
せ
て
い
く
程
度
の
武
力
を
寄
与
す
る
義
務

日
本
人
に
と
っ
て
、
耳
の
痛
い
に
し
た
日
本
の
平
和
と
い
う
レ
の
は
不
健
康
。
ス
ジ
論
と
し
て

が
将
来
生
じ
る
の
で
は
な
い

話
で
は
あ
る
。
そ
こ
で
直
ち
に

ジ

l
ム
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
と
は
、
条
文
を
改
正
す
る
と
い
う
か
」
(
「
聞
き
寄
南
原
繁
回

浮
か
ぶ
の
が
、
戦
争
放
棄
を
宣
き
、
新
し
い
仲
組
み
を
筏
索
す

こ
と
に
な
る
の
で
は
」

願

望

)
と
み
て、

銀
小
限
度

言
し
た
九
条
と
の

関

係

だ

。

る

試

み

ま

平

価

し

た

、

」

と

し

の

国

際

警

察

力

を

イ

メ

ー
ジ
し

t
z

川

、

宙

づ

り

の

「

空

白

」

「
国
速
を
軸
に
し
て
正
畿
と
な
カ
ら
、
こ
う
言
う

て

い
た
の
だ
。

秩
序
を
求
め
、
国
連
の
平
和
活

「憲
法
は
、
平
和
へ
の
方
法
国
際
平
和
へ
の
貢
献
と
戦
争
革
新
系
の
若
手
政
治
学
者
、

ク

ト

を

与

え

た

。

動

に

歩

加

す

る

こ
と
は
憲
法
の
論
に
つ
い
て
何
も
書
い
て
い
な
放
棄
の
関
係
を
、
敗
戦
直
後
の
山
口
二
郎

・
北
大
助
教
授
は
、

小
沢
氏
は
、
答
申
案
の
板
本
精
神
そ
の
も
の
。
国
織
の
発
動
い
。
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
一
人
の
知
識
人
が
懸
念
し
て
い
南
原
が
突
い
た
「
空
白
」
は
、

ha鴎
矧

w
g
'
h
a
m翻
mvv

す
る
と
言
い
な
が
ら
、
自
分
は
た
事
実
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
直
後
に
始
ま
っ
た
伶
噌
以

、
激
岬
閥
掛
蹴
捌
融
緩
V

E

h
圃
闘
園
醐
笥
掴
臨
間
F

i

丸
領
主
義
。
平
和
の
た
め
の
方
昭
和
二
十一

年
八
月
。
憲
法
後
、
宙
づ
り
に
さ
れ
続
け
て
き

齢
鴫
寸
町
議
7郎
鵠

沼

通

謝

鴻

締

即
日
は
は
だ
れ
か
、
つ
ま
り
米
国
が
草
案
を
審
議
す
る
貴
族
院
で
東
た
と
見
る
。

で
よ
益
歯
a
一

一

WLIv
e凶

V
E
考
え
て
い
る
と
、
暗
黙
の
う
ち
大
総
長

・
南
霊
は
質
問
し

「保
守
護
は
高
度
成
長
期

曜

欝

臨

重

唱

六

炭

産

臨

臨

臓

に

予

想

し

て

い

る

」

。

雲

に

た

。

「国
連
は
侵
略
さ
れ
な
に
経
済
的
登
か
さ
を
追
求
し
、

し
た
答
申
案
を
発
表
し
た
。

d
崩
姐
姐
咽
嗣
開
蹴
臨
曹
司
パ
リ
・

4a圏
園
田
劉
醐
圏
‘
‘

F

は
内
在
的
な
矛
盾
が
あ
る
、
と
国
を
俊
助
す
る
義
務
を
有
す
革
新
は
自
衛
隊
違
癒
と
唱
え

過
去
の
反
省
、
経
済
的
協
力
、

d

E

1

4

E

W

の

語

だ

。

る

。

将

来

国

速

に

入

っ

た

際

、

た

。

ど

ち

ら

も

よ

国

平

和

主

義
H

と
い
う
意
味
で
は
コ
イ
ン

有

在

均

な

矛

首

晴

樹

円

解
釈
。
拡
大
に
批
判
も

錦
町
日
「
石
川
町
長

E
t
a
--イ
l
J
B
E
、

d

二

/
B
SF
』
4
J
4
4』

4

4

i

e

ι

1

i

が
小
沢
氏
h

悼
の
だ。

だ
か
ら
山
口
さ
ん
も
「
答
申

ア
ジ
ア
へ
の
寄
与
な
ど
を
押
さ
に
あ
る
問
題
意
識
を
、

こ
う
語
と
し
て
の
武
力
行
使
を
禁
じ
た

「
小
沢
『
瓦
は
、
前
文
の
積

こ
の
問
題
を
い
か
に
す
る
か
」

案

の
歴
史
的
な
問
題
認
訟
の
的

え
た
よ
で
、
国
週
中
心
の
、
武
る
。

「敗
戦
後
、

日
本
は
国
際

九
条
と
は
全
く
矛
盾
し
な
い
」
極
平
和
主
義
と
九
条
の
消
極
平
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
哲
学
者
だ
確
さ
、
現
状
へ
の
率
直
さ
」
に

力
行
使
も
含
め
た

「
国
際
的
安
政
治
に
手
を
出
さ
ず
、
ひ
た
す

と

小

沢

氏

。

和

主

畿
は
抵
触
し
な
い
と
言
っ
た
南
原
は
、
戦
争
放
棄
の
理
は
共
鳴
す
る
。
「
も
は
や
単
純

金
保
問
」
の
慨
念
に
立
脚
。
将
ら
食
い
ぷ
ち
を
稼
い
で
き
た
。
宗
教
か
ら
現
代
思
想
ま
で
幅
う
。
だ
が
、
そ
れ
も
や
は
り
n
解
念
の
重
み
を
深
く
自
覚
し
な
が
な
護
憲
論
は
通
ら
な
い
。
革
新

来
の
国
連
軍
多
加
も
に
ら
ん
だ
東
西
対
立
下
で
仕
方
な
く
許
さ
広
く
輸
じ
る
橋
爪
大
三
郎
・

東

釈
u
。
竃
周
波
と
は
、
解
釈
の
余
ら
も
、
国
連
と
の
関
係
で
は
「
加
の
側
も
ま
と
も
に
受
げ
て
立
つ

愈
法
の
新
た
な
解
釈
を
健
唱
し
れ
て
き
た
が
、
今
や
自
ら
平
和
東
工
大
助
教
授
(
社
会
学
)
は
地
が
な
い
か
ら
こ
そ
惣
法
な
の
入
国
の
義
務
と
し
て
必
ず
あ
る
べ
き
で
す
」

た

の

だ

。

の

コ
ス
ト
を
払
わ
ね
ば
、
世
界

政
治
の
現
国
明
か
ら

H

理
念
H

の
だ
れ
も
相
手
に
し
て
く
れ
な

を
打
ち
出
し
た
こ
の
答
申
案
い
。
現
在
の
日
本
の
平
和
を
維

は
、
冷
戦
終
結
・
湾
岸
戦
争
と
持
し
よ
う
と
い
う
な
ら
、

こ
れ

い
う
未
経
験
の
地
平
に
さ
『
り
さ
ま
で
ネ
グ
レ
ク
ト

(
無
視
)
し

れ
た
私
た
ち
に
、
強
い
イ
ン
パ
て
き
た
分
野
に
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
」

「日
本
国
慾
法
」
が
誕
生
し
て
四
十
五
年
。
そ
の
殺
月

は
二
十
位
紀
後
半
の
世
界
を
矧
定
し
て
き
た

「冷
戦
」
朋

に
重
な
る
。
ポ
ス
ト
冷
戦
か
ら
来
也
紀
に
向
け
、
窓
法
は

ど
ん
な
選
択
を
す
る
の
か
。
元
自
民
党
幹
事
只

・小
沢一

郎
氏
の
大
胆
な
促
起
を
お
に
、
戦
後
世
代
の
論
符
と
と
も

に
考
え
た
。

平
和
の
コ
ス
ト

斤卓
宵

「
正
設
と
秩
序

を
益
調
と
す
る
国

際
平
和
を
守
リ
抜

く
た
め
に
、
時
と

し
て
、
国
際
社
会

が
一
丸
と
な
っ
て

専
制
に
対
し
て
立

ち
向
か
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合

が
あ
る
」

l
。
小

沢
氏
率
い
る

「国

際
社
会
に
お
け
る

日
志
の
役
劃
に
関

す
る
特
別
調
査

会
」
は
二
月
、

H

能

動
的
平
和
主
義
H

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
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女装

zzR系金冷戦;と憲法 i②

男宅

、、
.:， 
、、
、

' .. ゐ.、. 
舟、.
J川'，' . 
" 
. 

. 刊. 
:'予〉-p 

" .... 
(・:.: 
， 
古

川.:. 
eて.

5・:、
市・.
4・・.
‘. ・.
-

' ... 
，'， 

. 

・.

、"
J . 

a、
・・.

;.: 
・J.・. 
町.・.
一. . . 
・. 
占
0:0 匂.

町. 

. 、

.... 
;0;' 

:.: 
6・
・:.:
" “ 

読
み
取
り
に
新
鮮
さ

答
申
案
の

H

新
鮮
さ
H

は、

憲
法
の
精
神
を
「
消
極
的
平
和

主
義
や
一
国
平
和
主
義
と
は
全

く
異
な
る
積
極
的
、
能
動
的
な

平
和
主
義
」
と
読
み
取
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
そ
の
栂
拠
は
前
文

の
「
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
心

し
て
他
医
を
無
百
出
し
て
は
な
ら

な
い
」
に
求
め
ら
れ
る
。
冷
戦

の
問

「
自
国
の
こ
と
の
み
に
専

平成4~(1 992~王)4 月 26 日(自慢日)

ぇ
.
図
巡
の
阿
国
間
山
下
で
戦
闘
に
「
B
本
が
胸
を
張
っ
て
国
際
は
ら
な
い
た
め
の
同
盟
へ
と
変

「ヒ
ト
に
よ
る
協
力
は
、
筏

つ
く
日
本
の
兵
士
を
忽
定
ず
る
社
会
に
送
り
出
せ
る
の
は
H

せ
質
し
た
。
だ
か
ら
維
持
す
べ
き
術
協
力
や
民
股
協
力
、
災
苫
後

の
は
容
易
で
な
い
。
い
ぜ
い
捕
海
底
d

と
い
う
言
い
選
択
」

(
絡
爪
氏
)
と
、
論
者
助
な
ど
に
限
ら
ず
、
国
際
社
会

か
つ
て
の
戦
争
体
験
か
ら
、
方
が
で
者
」
る
。
行
使
可
能
な
「
実
の
見
解
も
分
か
れ
る
。
国
述
内
に
お
け
る
安
全
保
障
の
面
に
ま

歯
止
め
を
重
視
す
る

「後
藤
田
召
の
マ
キ
シ
マ
ム
(
蔵
大
限
)
で
の
米
国
の
ス
タ
ン
ス
も
絡
ん
で
及
ぶ
べ
き
だ
」
と
踏
み
込
む

正
晴
氏
ら
の
心
配
も
分
か
る
」
で
そ
の
ぐ
ら
い
だ
と
い
う
こ
で
複
雑
な
棟
相
に
見
え
る
が
、
答
申
案
に
対
し
、
山
口
氏
は
「
革

「
ま
し
て
や
ユ
l
ゴ
内
戦
や
端
に
言
え
ば
、
第
三
世
界
の
数
と
橋
爪
氏
。
「
P
K
Oと
国
連
と
」
。
実
力
行
使
の
「
天
弁
」
を
、
小
沢
氏
は
明
快
だ
。
新
か
ら
の
H

創
世
鳳
H

」
を
主
張

各
地
の
民
族
紛
争
な
ど
、
容
易
カ
国
が
、
大
量
の
難
民
を
意
図
軍
で
は
規
療
が
違
う
。
小
沢
さ
非
攻
撃
的
な
も
の
へ
と
限
定
し

「

今
の
世
界
で
、
防
衛
も
合
す
る
。

「な
る
べ
く
軍
事
力
に

「小
沢
調
査
会
答
申
案
」
は
、
に
正
邪
が
判
断
で
き
な
い
ケ
l

的
に
送
り
込
む
不
法
行
為
を
起
ん
的
考
え
に
は
自
己
抑
制
が
不
て
い
く
発
想
だ
。

「
だ
が
、
私
の
め
て
一
国
で
狙
立
で
き
る
の
は
積
ら
ず
に
紛
争
解
決
を
図
る
た
-

日
本
か
ら
見
た
今
後
の
世
界
平
ス
が
楠
唱
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
だ

こ
し
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
安
保

可
決
。
現
実
的
な
氾
還
と
適
切
い
う
マ
キ
シ
マ
ム
は
、
小
沢
さ

米
国
だ
け
。
だ
か
ら
こ
そ
日
本
め
の
「
永
久
運
動
の
エ
ン
ジ
ン
』

明
日
持
炉
問
問
白
人
、
勝
拶
V

氏
ふ
齢
麟
W
V
氏

M
M
M
誌
日
諮
問
問
的
日
一
一
じ
れ
い
い
河
川
片
山
刊
誌
れ
れ
山
口
町
長
日
目
百
三
日
お
日

誌

一

駐

日

鮮

民

間

四

輪

二

一

J

三
輪
州
議

EHrr刊

誌

は

世

界

へ

の

発

信

日

刊

日

本

の

生

存

に

か

か

わ

遊

詩

符

い
う
と
き
、
こ
れ
ら
の
枠
組
そ

f
f
hロ

持

ヘ

ダ

謡

爪

国
で
殴
争
す
る
の
は
、
全
く
次
日
米
安
保
体
制
の
霊
視
も
答
鎚
つ
も
の
童
を
泡
え
る
国
で
」

の

吟

味

は

遂

げ

て

鎧

撃

¥

勺

刊

山

Jvd沼
明
訟
品
、
「
橋
一
冗
が
違

-Eの
旨

百

だ

。

皇

の

震

だ

。

「日
米
安
保
際
貢
献
と
雲
。

「内
部
で
グ
新
た
な

「過
渡
期
」
に
直
面

.d
uロ腔
R

t
g
tu

、

f

パ、

通
れ
な
い
。

、

一
方
婦
一
栂
位
r
y
越
と
L
う

の
歴
史
的
使
命
は
終
わ
っ
た
。
ジ
ュ
グ
ジ
ユ
や
る
だ
け
で
外
へ
し
て
、
慾
江
田
、
国
述
、

平
和
・:

湾

岸

峨

争

終

結

そ

れ

ぞ

れ

の

阿

実

と

相

互

の

関

詩
的
野
国
連
幻
想
危
ぶ
む
声
革
新
か
ら
も
「
創
憲
」
提
唱

詩
話
料
下

総
長
は

「
多

国

持

く

肩

身

の

狭

い

思

い

を

し

て

も

軍
の
勝
利
で
は
あ
と
す
れ
ば
、
国
一
地
が
ど
こ
ま
で
還
と
い
う
H

北
の
親
分
衆
M

に
「
実
現
さ
れ
た
数
少
な
い
人
的
二
国
間
主
岬
拙
か
ら
多
国
間
的
な
発
信
す
る
文
化
が
な
か
っ
た
臼
し
ょ
う
が
な
い
」
(
僑
爪
呂

っ
て
も
1

国

連

の

主

体

と

し

て
機
能
で
き
る
の
頼
る
日
本
は
、
国
巡
回
単
に
築
つ

協
力
の
一

つ
」
(答
申
案
)
を
、

安
全
保
障
へ
」
(
山
口
氏
)
、

本
」
(
小
沢
氏
)
が
、
こ
れ
か

と
覚
悟
し
て
、

冷
静
で
息
の
長

勝
利
で
は
な
か
っ

か
」
と、

山
口
二
郎

・
北
大
助
て
難
民
紛
を
態
沈
す
る
こ
と
に
山
口
氏
は
議
論
の
シ
ン
ボ
ル
と
「
仮
想
敵
国
が
消
え
た
日
米
安
ら
の
世
界
に
何
を
発
信
で
き
る
い
議
論
を
監
ね
る
必
要
が
あ
る

た
」
と
演
説
し
た
J

教
授
は
疑
問
を
役
げ
鉛
け
る
。
な
る
。
日
本
は
そ
こ
ま
で
や
れ
と
ら
え
る
。

保
は
、
お

互

い

が

仮

想

敵

国

に

の

だ

ろ

う

。

の

だ

ろ

う

。

H

フ
セ
イ
ン
u
と

「

安

全

保

障

理
事
会
、

と
り
わ
る
の
か
」

い

う

一

見

分

か

り

け

常
任
理
事
国
の
価
値
観
だ
け

「

第
三
世
界
の
不
注
行
為
が、

や
す
そ
う
な
例
で
で
パ
ッ
サ
リ
切
れ
る
ほ
ど
世
界
実
は
先
進
国
へ
の
抗
議
の
声
と

『
ヨ
ヘ
国
速
ト
ッ
は
単
純
な
の
だ
ろ
う
か
」
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。
そ
の

プ
に
は
こ
れ
ほ
ど
国
連
が
は
ら
む
「
筒
北
」
の
と
き
日
本
は
ど
う
す
る
の
か
」
。

き
い
認
織
が
あ
っ
矛
盾
を
橋
爪
大
三
郎
・
東
京
工
そ
う
し
た
矛
盾
を
自
覚
し
な
い

た
の
だ
。

大
助
教
授
も
危
ぐ
す
る
。

「極

の
は
「
国
連
幻
想
だ
」
と
精
爪

氏
は
言
う
。

正

邪

の

判

断

尾罰
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泣
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実
力
の
「
天
井
」

「国
連
盟
忠
章
は
国
際
的
な
合

意
に
よ
る
武
力
行
使
を
認
め
て

い
る
。
問
視
に
湾
岸
戦
争
で
は
、

多
国
籍
軍
と
い
う
一形
で
は
あ
っ

て
も
、
現
実
に
戦
争
し
た
じ
ゃ

な
い
で
す
か
」

|
小
沢
一
郎
氏

は
、
将
来
の
国
連
軍
の
イ
メ
ー

ジ
を
そ
う
表
現
す
る
。

と
は
い
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"But there are a lot ofholes in the data." 
The biggest worry is that estrogen may 
increase the risk ofbreast cancer. Much of 
the research finds that it does not up the 
odds. Still， several recent reviews of all the 
best studies have concluded that the inci-
dence of the disease rises from 1 case per 
1，000 women per year in untreated women 
to 1.2 cases in women taking estrogen. The 
women who get breast cancer while on es-
trogen， however， often live longer than 
women who get it and don't take hor・

mone岳-probablybecause they are more 
closely monitor.ed by their physicians and 
thus more likely to be diagnosed early. 
The role of progesterone: One hazard of 

estrogen is undispu旬d.Given by itself， it 
can increase the risk of cancer of the endo-
metrium (the uterine lining). To combat 
this effect， most women also take a synthet-
ic form of a second female hormone， proges-
terone. Usually given orally for 10 days a 
month， progesterone isn't risk-free either. 
It may detract台omestrogen's protection 
against heart attacks， and in about 25 per-
cent ofwomen it ca凶 esPMS:like bloating 
andirritability. Because it breaks down the 
uterine lini且g，it also brings on "withdraw-
al" bleeding for a few days each month. 
A newer approach to progesterone， un-

der development in Europe， would deliver 
the hormone directly and solely to the en-
dometrium through an intrauterine de-
vice， which would eliminate the PMS 
symptoms and the bleeding. A form of pro-
gesterone called Megace， approved by the 
FDA for treating breast cancer， may also be 
useful in relievi且gmenopa凶 alsymptoms 
ofwomen who've had the disease and can't 
take other forms ofhormones. 
Who takes hormones: Dr. Lila Nachtigall， 

a reproductive endocrinologist who heads 
New York University's Women's Wellness 
Center， estimates that35 percentofwomen 
really need hormone-replacement thera-
py， and 60 percent could benefit. But in fact 
only ahout 15 percent of menopausal 
American women take hormones; most are 
educated， upper middle class and white. 
Accor必ngto pharmaceutical research， 
most women don't stay on them more than 
nine months.川 That'sprobably because 
doctors don't explain the long-term bene-
fits，" says Dr. Wulf Utian， chairman of 
obstetrics and gynecology at Cleveland's 
Universi七yHospitals. "And they don't 
make themselves available to answer wom-
en's questions and concerns." 
Listening helps， but the time for rejoic-

i且gwon't arrive until doctors actually 
learnmoreaboutwhatma 
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The Times They Are a-Chang山

The bible of Japan's counterculture fades away 
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W h e n t山heAs加凶aぬ出ι山hitしa

was started， in 1959， it 
quickly became the bi-

ble of Japan's.fiedgling coun-
terculturemovement.Students 
姐 dpoliti叫 activistslived by 
the provocative weekly， which 
unabashedly criticized the gover且ment
and gave voice ωalternative political 
views. In 1960， it published a dialogue 
suggesting that the then Prime Minister 
Nobusuke Kishi's world view would lead to 
fascism; during the student uprisings of 
the late 1960s， it printed exclusive inter-
views with radical student leaders and出会

contented professors. "Conscience was the 
key word ofthe magazine，" says Dむsaburo
Hashizume， a sociology professor at the 
Tokyo Institute ofTechnology. 
These days， the key word is debt. The 

Journal reportedly loses some 5 million 
yen every week， a且dafter nearly 18 years 
of declining sales， Asahi Shimbun， the 
country's second largest daily newspaper 
and founder ofthe 33-year-old J ournal， has 
decided to stop publishing it at the end of 
this month. The dwindling but devoted 
readership fears that without it， Japan's 
fading counterculture movement will 
cease ωbe heard. In letters and editorial 
columns， readers have lamented the 
Journal's demise as a sign of the younger 

generation's growing compla-
cency. "The young have lost 
their reぉonto be radical，" 
says Y oshitoh Takeda， a 56-
year-old former journalist who 
is currently working as a com-
pany executive. "50 did the 
Journal." 
While adult comic books and 

"Peeping Tom" magazines are 
fiourishing in Japan， reader-
ship of more highbrow news 
publications has been on the 
wane. Last year 165 new mag-
azines were started and 81 
discontinued-many of them 
news-oriented. Even students， 
once the Journal's target mar-
ket， seem to have other things 
on their minds. "It's not that 
I'm not concerned about the 
world where 1 live，" says Akiko 
Shiraishi， an undergraduat疋
in Tokyo. "But 1 only need in・
formation a且dentertainment 
仕ommagazines. We are not 
really into serious stuff." 
Changing visions: That has 

been the prevailing attitude 
ever since the' student move. 
ment died out with the end of 
the Vietnam War.Beginningin 
the early '70s， Japa且 gotdown 

to the serious business of building a con-
sumer culture. After hitting a pea.k of near-
ly 270，000 in 1968， the Journal's circula-
tion shrank ωunder 100，000 in 1974. It 
never recovered. When Asahi Shimbun reト

porter and TV newscaster Tetsuya Chiku-
shitοok over as editor in chiefin 1984， he 
expanded the Journal's coverageもoinclude
culture and thearts-to little avail. ln 1990 
Michiko Shimomura became the first wom-
担 editorof the Journal. She began using 
more color phoωs and publishing stories 
ahout things like children， working moth-
ers，lifestyles and trends. But that strategy 
only cost the Journal even more readers， 
who objected ωthe softer approach. 
For the cover story of the final issue， 

which will be dated May 29， she will invite 
ediωrs of other magazines to d凶cussthe 
futureofthemediainJapan. "Wew込lseeif
magazines are likely to survive in the com-
ing age of this diversified world of the me-
dia，" says Shimomura. For the Asahi Jour-
nal， the answer is already sadly clear. 

SUSAN H. GREENBERG間的 KAY1101肌 To勾ゅ
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も
知
れ
な
い
。
し
か
し
八
位
，V
空
背
後
に
持
っ
て
い
る
一
点
を
暴
き
、
論
文
と
好
対
宮
沢
に
〈
解
放
的
認
義
文
が
、
近
代
を
問
題
に
し
な
が
ら

問
、
道
経
身
依
と
い
っ
た
(
橋
爪
「
『
よ
り
よ
い
』
住
の
商
品
化
を
」
関
心
〉
を
直
裁
に
語
る
。
橋
爪
や
市
場
や
所
有
を
直
接
論
じ
て
い
な

理
論
内
部
で
は
き
ち
ん
と
定
義
さ
と
い
う
代
替
案
を
提
出
す
る
。
間
瀬
池
山
の
言
説
(
「
性
の
商
品
化
い
の
は
、
私
に
は
い
さ
さ
か
不
満

最
後
に
江
原
由
美
子
編
『
フ
ェ
れ
て
い
る
は
ず
の
)
術
語
の
正
確
固
は
そ
の
「
よ
さ
」

の
内
実
に
あ
の
ど
こ
が
悪
い
」
)
に
対
抗
す
ベ
だ
っ
た
。

ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張
』
。
「
フ
ェ
ミ
な
把
還
を
飛
び
越
え
て
、
買
春
ツ
る
。

「
も
っ
と
両
性
の
楽
し
め
る
く
、

「
自
由
の
貨
の
吟
味
」
を
求
巻
末
で
江
原
が
各
論
文
の
論
点

ニ
ズ
ム
問
題
に
対
し
て
一
つ
の
議
ア
l
を
批
判
し
て
も
仕
方
な
い
と
多
様
な
佳
」
だ
と
か
「
自
分
た
ち
め
る
気
持
ち
も
、
分
か
ら
な
い
で
を
的
憶
に
ま
と
め
、
今
後
の
論
争

一

論
の
材
料
を
提
供
レ
、
議
論
を
よ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
け
が
伝
決
す
る
に
と
っ
て
快
い
も
の
」
と
い
う
が
、
は
な
い
。
で
も
そ
の
志
を
遂
げ
る
の
文
脈
を
確
認
し
て
い
る
。
た
だ

一

り
深
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
し
た
・
当
事
者
の
効
用
情
報
の
み
か
ら
に
は
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
方
皆
既
レ
、
江
原
が
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ

一

い
」
と
の
編
集
意
図
の
も
と
、
橋
「
よ
さ
」
は
判
定
で
き
る
も
の
か
。
念
と
レ
て
さ
ら
に
洗
練
す
る
必
要
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
再
興
』
(
動
車
書
房
)

爪
大
三
郎
・
瀬
地
山
角
(
売
春
お
パ
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
の
効
用
主
が
あ
ろ
う
。
立
岩
の
「
出
生
前
診
で
要
請
し
て
い
た
「
普
遍
的
価
値

一

よ
び
佳
の
商
品
化
)
、
吉
湾
夏
子

l

義
批
判
・
性
差
別
の
解
剖
を
、
踏
断
・
選
択
中
絶
を
ど
う
考
え
る
前
提
の
明
示
化
」
や
「
言
葉
の
使

一

・
井
上
芳
保
(
ミ
ス
コ
ン
テ
ス
弘
巳
こ
ま
え
て
欲
し
い
。
か
」
は
、
病
・
障
害
の
予
想
さ
れ
用
法
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
」
は
、

-

ト

)

、

立

岩

真

実

雲

望

号

、

昨

別

障

害

・

病

を

も

つ

る

胎

児

を

中

絶

し

て

よ

い

か

と

い

必

ず

し

も

著

書

分

か

ち

合

坂
本
佳
鶴
葱
・
杉
原
名
穏
子
(
フ
〕
4
J

、

、

う

難

問

に

対

し

て

「

峨

々

な

感

覚

わ

れ

て

い

る

と

は

思

え

な

か

っ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
近
代
)
の
七
人
の

A
H
E

カ
者
の
参
与
を
構
想
を
明
断
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
課
題
を
江
原

1
1

つ

論
者
が
四
つ
の
テ
l
マ
に
挑
戦
し
/
、
き
吉
津
の
「
『
美
し
い
も
の
』
に
突
き
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
、
都
合
た
ち
に
だ
け
、
押
し
つ
け
て
済
ま

た
論
集
。
「
重
要
な
の
は
『
護
が
/
〆
お
ォ
る
平
等
」
ま
、
性
急
な
ミ
ス
の
よ
い
と
こ
ろ
で
終
わ
ら
せ
な
い
せ
る
つ
も
り
は
な
い
。
フ
ェ
ミ
ニ

・〆

る

』

リ

』

正
し
い
の
か
』
を
決
め
る
こ
と
な
;
せ
コ
ン
批
半
の
盲
点
を
街
き
な
が
乙
と
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
ズ
ム
は
「
問
題
を
引
き
受
け
、
そ

の
で
は
な
く
、
問
題
に
即
し
て
議
寸

4

5

、
ミ
ス
コ
ン
綴
議
派
の
方
が
「
個
る
。
「
本
人
の
不
幸
」
を
理
由
と
れ
を
引
き
継
と
う
と
す
る
意
思
の

一

戸

さ

論
を
尽
く
す
こ
-
Y
こ
だ
と
の
編
者
』
』
レ
」
人
的
に
解
決
す
べ
き
問
題
」
と
い
す
る
(
功
利
主
義
的
な
)
中
絶
正
中
に
こ
そ
あ
る
」
以
上
、
私
も
A
フ

の
言
葉
を
尊
重
し
て
、
疑
問
を
中
7
k
'
i
l
う
概
念
の
現
代
的
意
味
あ
い
を
十
当
化
を
批
判
し
、
障
害
者
の
社
会
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
意
志
V
を
共
有

心
に
綴
る
こ
と
に
す
る
。
橋
爪
の
ヴ
戸
深
分
に
認
識
し
て
い
る
と
判
断
す
逮
動
が
掲
げ
る
「
か
け
が
え
の
な
し
て
、
論
議
の
輸
に
加
わ
り
た
い

4

り

|

「
売
春
の
ど
こ
が
懇
い
」
で
ま
、

、

る

。

井

上
陽
水
の
歌
詞
を
ヲ
い
て
、
、

ι」
を
「
私
が
私
の
も
の
と
し
と
思
う
。

「
事
実
よ
の
完
全
競
争
状
態

別

成

、

ミ

ょ

ミ

ス

コ

ン

の

舞
台
の
惑
で
黙
々
と
れ
制
着
す
る
私
の
支
配
下
に
あ
る

を

立
し
て
い
る
」
ト
ル
コ
売
春
は
「
自

rz、
有
働
く
「
掃
除
婦
」
の
「
無
関
心
」
私
の
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
に
と

由
に
売
春
す
る
身
体
の
共
療
体
で
三

r

a
こ
、
批
判
派
・
擁
護
派
の
議
論
の
っ
て
も
ま
た
私
自
身
に
と
っ
て
も

大

日

議

』

あ
る
と
考
え
た
方
が
近
い
」
と
の
↓
手
々
邑
土
俵
を
椙
対
化
す
る
手
が
か
り
を
他
者
で
あ
る
よ
う
な
自
己
」
だ
と

分
析
が
ひ
っ
か
か
っ
た
。
「
売
春
己

P
U

求
め
、
舞
台
の
上
で
も
舞
台
の
下
解
釈
す
る
箇
所
は
、
示
唆
に
富
む
。

が
懇
で
あ
る
、
と
い
う
素
朴
な
倫
ー
ヨ
勾
ノ
で
も
な
い
「
も
う
一
つ
の
場
所
」
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
「
不
幸
で

理
的
感
情
に
は
、
根
拠
が
な
い
」
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
最
初
に
立
つ
あ
る
と
い
う
声
に
抗
し
て
生
き
て

と
い
う
指
摘
は
ま
だ
し
も
、

専

門

ベ

き

場

所

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

と

い

る

障

害

・

病

を

待

つ

者

の

参

与

記
者
の
ト
ル
コ
ロ
ジ
ー
だ
け
に
依
お
そ
れ
は
な
い
か
。
言
語
派
社
会
結
ぶ
。
周
到
な
論
の
運
び
に
は
感
を
こ
の
場
に
そ
し
て
後
々
な
場
に

拠
し
て
、
完
全
競
争
な
る
近
代
経
学
を
提
唱
す
る
橋
爪
は
、
自
分
の
心
し
た
が
、
「
も
う
一
つ
の
場
所
」
求
め
る
こ
と
」
を
梅
想
し
て
い
る

済
学
用
語
を
安
易
に
用
い
る
橋
爪
言
説
の
効
果
に
無
関
心
で
は
お
れ
は
、
吉
田
仲
が
ア
グ
ネ
ス
論
争
か
ら
が
、
私
は
こ
こ
に
「
非
効
用
情
報
」

の
真
意
が
理
解
で
き
な
い
。
「
閉
ま
い
。
海
地
山
の
で
小
り
よ
い
住
期
決
し
た
「
差
異
の
出
向
図
」
の
ど
の
活
用
と
八
位
一の
機
能
〉
充
足
の

題
は
全
体
的
で
あ
っ
て
、

H

貿
警
の
商
品
化
へ
向
け
て
」
は
、
性
の
乙
に
位
置
づ
く
の
か
。
井
上
の
「
ル
平
等
を
求
め
る
セ
ン
の
議
論
と
響

ツ
ア
l
H
を
自
粛
さ
せ
れ
ば
片
付
商
品
化
に
対
す
る
種
々
の
批
判
が
サ
ン
チ
マ
ン
型
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
き
合
う
も
の
を
感
じ
て、

勇
気
づ

く
こ
と
で
ば
な
い
一
ー
ー
ー
そ
う
か
「
住
に
閣
し
て
抑
制
的
な
規
範
を
解
放
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
瀬
柏
山
け
ら
れ
た
。
残
る
坂
本
、
杉
原
論

七
人
の
論
者
が
四
つ

の

テ

ー

マ

に

挑

戦

と
ス
ト
レ
ス
の
連
続
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
な
お
訓
練
を
続
け
で
い
か
な

い
と
、
似
て
非
な
る
も
の
に
な
っ
て

の
頭
を
使
っ
て
ル
ー
ル
・
制
度
を
つ

く
る
こ
と
、
そ
れ
が
橋
爪
さ
ん
か
ら

見
た
現
在
の
重
要
課
題
だ
。
「
冷
戦

「
市
民
社
会
の

制
度
」
の
総
点
検

【はしづめ・だいさぶろう氏】
昭和23年神奈川県生まれ吊東大

大学院修了。現在、東京工大助

教授。著書に「言険としての社

会制学j r現代忠曹、はいま何を

考えればよいのか」など。

し
ま
う
。
そ
の
こ
と
は
二
十
世
紀
の

歴
史
が
証
明
し
て
い
ま
す
」

そ
う
し
た
不
断
の

H

訓
練
H

を
市

民
社
会
に
根
守
か
せ
、
市
民
が
ヨ
分

の
時
代
に
は
、
米
国
対
ソ
連
、
自
民

党
対
社
会
党
、
あ
る
い
は

H

関
係
な

い
よ
M

ま
で
含
め
て
、
す
べ
て
の
言

令
よ
政
治
工
産
元
で
き
た
。
作
八
の
枠

五へと|に博倫跡カ
ーむし 1 -，士理見か
(かてロ現課学学わ
昭っ '--1 代 程 専 園 も

:柏て 「ル正単攻女と
26 L.-抵ズ#位。子・
)な抗批担取東大 Tこ

j年どの判論得大学か
: 生 。 倫 を の 。 大 教 し

。一理基鴻論学員民
九学詞図文院・は

組
み
が
模
索
さ
れ
て
い
る
今
、
ま
た

も
や
H

自
分
と
は
関
係
な
い
H

と
言

っ
て
与
え
ら
れ
た
枠
組
み
を
受
け
入

れ
て
も
い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
自
分

で
考
え
、
自
分
で
支
え
て
い
く
の
か
」

と
、
「
普
通
の
市
民
」
に
問
い
掛
け

て
い
る
。

「
制
度
は
『
み
こ
し
』
に
例
え
ら

れ
ま
す
。
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
だ
け

の
人
が
増
え
過
ぎ
た
。
そ
-
つ
な
る
と
、

か
つ
い
で
い
る
人
は
疲
れ
、
へ
ば
る
。

み
こ
し
は
倒
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ぶ

ら
下
が
っ
て
い
る
人
は
少
し
は
い
て

も
い
い
が
、
例
外
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

自
分
に
合
っ
た
力
で
か
つ
ご
う
と
い

う
こ
と
で
す
」

こ
う
し
た
制
度
へ
の
認
識
を
支
え

る
の
は
、
「
輪
郭
の
く
っ
き
り
し
た
思

考
」
と
「
言
葉
に
対
す
る
敬
意
」
だ
と

考
え
る
。
「
制
度
の
根
本
は
セ
ル
フ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
の
手
段

は
言
葉
で
す
。

P
K
O法
案
を
審
議

す
る
国
会
を
見
る
と
、
議
論
の
場
と

し
て
機
能
し
て
い
な
い
。
成
日
行
き

に
抵
抗
す
る
思
想
を
鍛
え
る
た
め
、

一
人
ひ
と
り
の
市
民
が
自
分
を
コ
ン

ド
ロ
ー
ル
し
、
常
に
議
論
を
交
わ
す

社
会
を
つ
く
り
た
い
も
の
で
す
」

コで
円あ「
。る民
」主
は主
現義
f℃lEt 
書最
館高
刊の
、政

二治
0・制
六度


