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総
人
ロ
ロ
偉
人
以
上
と
い
う
世
界
最
大
の
マ

ー
ケ
ッ
ト
で
あ
り
、
安
価
な
人
件
貨
に
支
え
ら

れ
た
生
産
拠
点
l
|未
・
況
列
島
・
日
本
企
業
の

ベ
ク
ト
ル
は
中
国
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

本
特
集
で
は
、
こ
の

H

超
大
国
仰
の
陰
画
の

部
分
に
あ
え
て
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
主
た
，
か
、

も
ち
ろ
ん
我
々
は
こ
の
「
巨
大
な
隊
国
」
と
ビ

ジ
ネ
ス
に
お
い
て
も
、
文
化
に
お
い
て
も
一
層

深
い
関
係
を
保
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

「
そ
の
た
め
に
は
、
命
わ
か
っ
て
く
れ
る
H

と
い

う
幻
想
を
捨
て
、。
日
本
人
と
中
国
人
と
は
物
の

考
え
方
が
違
う
ゆ
ニ
と
を
正
し
く
認
識
せ
よ
」

と
、
東
京
工
大
の
橋
爪
大
三
郎
助
教
授
は
指
摘

す
る
。

哩E~哩Eヲz.~Il回II! r=ー圃"'i"1í白幽E・~・Iah.~

日
中
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
ギ
ャ
ッ
プ
の
大
き
な
要

因
と
さ
れ
る
H

お
役
所
の
錠
仰
を
通
じ
て
、
こ

の
問
題
に
迫
る
。

人
間
の
な
か
で

一
番
偉
い
w
官
僚
u

優
に

2
0
0
0年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
中
国

の
官
僚
制
。
そ
の
背
景
に
は
、
中
国
独
特
の
社

会
郁
造
が
あ
る
。
中
国
社
会
の
基
本
は
、
血
縁

集
団
(
宗
族
)
で
す
。

も
ら
え
ば
、
口
を
き
い
て
く
れ
た
官
僚
に
お
礼

を
す
る
の
が
人
情
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
特
に
惑

い
こ
と
を
し
な
く
て
も
、
官
僚
の
と
こ
ろ
に
は

自
然
に
お
金
が
集
ま
っ
て
く
る
。

で
も
こ
れ
だ
け
官
僚
が
特
別
扱
い
さ
れ
、
権

力
が
集
中
し
て
い
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
行
き
過
ぎ

や
よ
く
な
い
現
象
も
出
て
く
る
。
共
産
党
は
、

政
権
を
と
っ
た
直
後
か
ら
「
官
僚
主
一
義
反
対
L

を
叫
び
っ
.
つ
け
て
い
る
が
、
官
僚
王
表
は
ひ
ど

く
な
る
い
っ
ぽ
う
だ
。
特
に
改
革
開
放
以
後
、

官
僚
の
腐
敗
が
ひ
ど
く
な
り
、
も
う
限
界
に
達
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こ
れ
は
、
そ
の
土
地
に
悠
峯
岨
し
た
濃
密
な
人

間
関
係
で
、
こ
れ
を
ほ
っ
て
お
く
と
、
対
立
抗

争
が
深
ま
る
ば
か
り
で
、
統
一
も
何
も
あ
っ
た

も
の
で
は
な
い
。

歴
代
の
統
治
者
は
こ
れ
に
悩
ん
だ
。
そ
し
て

そ
の
解
決
と
し
て
、
官
僚
に
頼
っ
た
。
官
僚
は

試
験
(
科
挙
)
で
選
ぶ
の
が
一
番
い
い
の
で
す

が
、
試
験
は
血
縁
と
関
係
な
い
か
ら
で
、
血
縁

や
コ
ネ
を
断
ち
切
る
た
め
に
、
巨
大
な
官
僚
制

が
生
ま
れ
た
。

で
す
か
ら
、
中
国
の
官
僚
は
、
日
本
の
役
人

と
は
ス
ケ
ー
ル
が
違
い
ま
す
。
官
僚
は
権
力
ば

か
り
か
、
地
位
・
名
品
目
?
骨
闘
を
一
身
に
集
め
、

人
間
の
な
か
で
一
番
偉
い
。

す
べ
て
の
資
源
が
彼
に
集
中
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

官
僚
制
の
特
徴
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
厳
格

な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
で
す
ね
。
社
会
主
義
中

国
で
も
、
こ
の
構
造
は
健
在
で
、
上
か
ら
省
軍

級
/
地
師
級
/
県
団
級
/
と
、
党
・
政
府
の

幹
部
た
ち
は
き
っ
ち
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
ど
の
ラ
ン
ク
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
、
住
む

家
の
場
所
や
大
き
さ
か
ら
、
担
当
す
る
ポ
ス
ト
、

車
の
送
り
迎
え
、
内
部
資
料
の
閲
覧
-
お
手
伝

し
つ
つ
あ
る
。

私
が
翻
訳
し
た
『
中
国
官
僚
天
国
』
(
岩
波
書

底
・

3
月
刊
)
の
著
者
王
郎
氏
は
、
官
僚
主
議

の
症
状
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い
る
。

「

ω座
っ
た
ま
ま
役
に
立
た
な
い
議
論
に
ふ
け

り
、
何
も
実
行
し
な
い
症
状
。

問
主
人
と
下
僕
を
と
り
違
え
、
お
高
く
と
ま
っ

て
役
人
風
を
吹
か
せ
、
官
僚
ポ
ス
に
居
座
る
症

状。ω等
級
制
、
官
本
位
で
い
っ
た
ん
鈴
部
が
権
力

を
虚
る
と
死
ぬ
ま
で
手
放
さ
な
い
症
状
。

ω権
力
が
集
中
し
す
ぎ
、

党
と
政
府
が
分
離
せ
ず
、

政
府
と
企
業
が
分
際
し

な
い
症
状
。

印
行
政
法
規
と
個
人
質

任
制
が
欠
如
し
、
頼
り

に
な
る
法
律
や
条
例
が

何
も
な
い
症
状
。

同
組
織
が
肥
大
化
し
、

厳
賢
官
庁
ば
か
り
が
泊

え
て
、
効
率
が
低
く
な

る
定
状
ι

川
親
し
い
人
間
に
頼
り
、

人
脈
に
頼
っ
て
、
セ
ク

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
な
る

定
状
ι

附
権
力
を
私
利
私
欲
の

た
め
に
用
い
、
公
金
を

浪
貸
し
、
政
治
が
腐
敗

す
る
症
状
。
」

社
会
主
義
中
国
は
、

官
僚
制
の
弊
害
を
か
え

っ
て
ひ
ど
く
し
て
し
ま
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爪
大
三
郎
ヂ
ヂ
国
土
忍
ヂ
ヤ

い
さ
ん
の
人
数
と
、
何
か
ら
何
ま
で
待
遇
が
変

わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

こ
の
あ
い
だ
も
北
京
で
た
ま
た
ま
空
瓜
に
出

席
す
る
チ
ャ

ン
ス
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
幹
部

だ
と
や
っ
ぱ
り
待
遇
が
違
う
。

そ
の
あ
と
納
骨
に
行
っ
た
ら
、
庶
民
の
骨
霊

安
低
所
を
見
下
ろ
す
よ
う
な
場
所
に
、
白
壁
に

ν
l
ス
の
カ
ー
テ
ン
と
い
っ
た
孤
酒
な
「
幹
部

骨
登
安
配
所
」
が
建
っ
て
い
て
、
中
も
や
っ
ぱ

り
A
/
B
/
C
の
ラ
ン
ク
に
分
か
れ
て
い
る
ん

で
す
。
あ
あ
、
死
ん
で
も
官
僚
制
な
の
だ
な
と

主一
d
d
ez
r

・ぉ・
4
-
4

っ
た
の
で
す
ね
。

役
人
は
書
類
っ
く
り
に
精
を
出
し
、
見
る
こ

と
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
書
類
の
山
(
文
山
)
を

積
み
上
げ
る
。

ま
た
、
無
用
の
会
識
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
開
か
れ
、

物
見
遊
山
や
た
だ
飲
み
、
た
だ
喰
い
が
拙
慣
行
し

て
い
る
(
会
海
)
。

高
級
外
車
を
乗
り
回
す
た
め
に
、
予
算
の
あ

ら
か
た
を
使
っ
て
し
ま
う
地
方
の
貧
乏
自
治
体

も
ま
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

海
外
か
ら
の
投
資
意
欲
を
拒
む

婆
婆
の
口
出
し

中
国
の
官
僚
病
を
現
状
の
ま
ま
放
置
し
て
お

い
た
の
で
は
、
改
革
開
放
に
も
よ
く
な
い
影
響

が
出
る
。
最
近
特
に
大
論
争
に
な
っ
て
い
る
の

が
、
国
営
企
業
の
経
営
権
の
問
題
だ
。

中
国
の
官
僚
組
織
は
、
党
と
政
府
の
2
本
立

て
。
あ
ら
ゆ
る
行
政
単
位
に
、
党
委
員
会
と
政

府
と
が
あ
っ
て
、
前
者
が
後
者
会
指
導
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

部
門
こ
と
に
も
こ
の
原
則
が
生
き
て
い
て
、

重
工
業
部
門
な
ら
、
ト
ッ
プ
が
重
工
業
担
当
の

党
岱
記
、
そ
の
次
が
重
工
業
担
当
の
副
市
長
、

そ
の
下
に
も
大
努
役
人
が
い
て
、
そ
れ
か
ら
工

場
長
、
と
い
う
具
合
だ
。

こ
れ
ら
は
み
ん
な
監
管
機
関
な
の
で
、
婆
婆

(
し
ゅ
う
と
め
)
と
し
て
国
営
企
業
の
行
動
に

口
を
出
す
。

契
約
を
結
ぶ
の
も
、
損
失
が
出
た
場
合
の
あ

と
始
末
も
、
責
任
が
あ
い
ま
い
だ
。

権
限
を
思
い
切
っ
て
現
場
に
移
設
す
る
し
か

な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
幹
部
の
や
る
仕
事
が

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
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 思
い
ま
し
た
。

官
僚
は
や
は
り
特
権
階
級
で
、
庶
民
か
ら
は

特
別
な
人
種
と
み

8
れ
て
い
る
。

給
与
の
金
額
な
ど
の
数
字
で
見
る
と
、
ま
っ

た
く
差
は
な
い
よ
う
だ
が
、
庶
民
が
住
宅
難
で
、

2
D
K
の
ア
パ
ー
ト
に

2
家
族
が
住
ん
で
い
る

例
だ
つ
で
あ
る
の
に
、
高
級
官
僚
は
庭
つ
き
の

=
戸
建
て
住
宅
(
租
界
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
人
が

建
て
た
立
派
な
も
の
)
に
悠
々
と
住
ん
で
い
た

り
す
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
手
当
や
現
物
鉛
付
が
あ
っ
て
、

自
分
の
財
布
を
開
〈
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

医
療
費
も
た
だ
で
、
考
後
の
年
金
も
あ
る
し
、

生
活
の
心
配
は
何
も
な
い
。
官
僚
の
子
供
た
ち

は
、
通
う
幼
稚
園
や
学
校
も
違
う
し
、
そ
う
い

っ
た
同
士
で
結
婚
し
、
や
っ
ぱ
り
官
僚
に
な
っ

て
い
く
例
が
多
い
。

完
全
な
世
襲
で
は
な
く
て
も
そ
れ
に
近
い
、

ま
さ
に
特
権
階
級
な
の
で
す
。
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「
党
と
政
府
」
二
重
の
監
督

制
度
が
生
ん
だ
無
責
任

こ
う
い
う
社
会
だ
か
ら
、
官
僚
の
と
こ
ろ
に

は
、
親
戚
や
友
人
が
煩
み
ご
と
を
も
っ
て
わ
ん

さ
と
押
し
寄
せ
て
く
る。

こ
う
い
う
人
た
ち
を
、
門
前
払
い
は
で
き
な

い
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
「
抑
腕
密

な
人
間
関
係
」
を
大
事
に
す
る
中
国
で
は
、
本

人
の
人
間
性
に
問
題
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
し

キ
T
つ。知

ら
な
い
人
聞
に
は
冷
た
く
て
も
、
知
っ
て

い
る
人
間
に
は
で
き
る
だ
け
親
切
に
す
る
の
が

中
国
の
ル
1

ル
だ
。

そ
こ
で
、
な
に
が
し
か
の
便
宜
を
は
か
つ
て

》

λ
，ASV
M'
a
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そ
こ
で
何
年
相
談
し
て
も
、
ら
ち
が
あ
か
な

い
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
日
本
の
企
業
が
中
国
に
進
出
し

よ
う
と
し
て
、
合
弁
相
手
を
探
し
ま
す
よ
ね
。

省
か
市
の
政
府
に
頼
ん
で
、
合
弁
先
を
見
つ

け
て
も
ら
う
。
工
場
や
条
件
も
気
に
入
っ
て
、

い
ざ
契
約
を
結
ぽ
う
と
す
る
と
、
相
手
方
の
責

任
者
が
誰
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。

工
場
長
の
う
え
に
、
局
級
の
幹
部
、
局
長
、

副
市
長
、
党
の
副
審
記
:
:
;
と
い
っ
た
具
合
に

並
ん
で
い
て
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
と
い
ち
い
ち

食
事
を
し
て
仲
よ
く
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
-

テ
レ
ビ
と
か
な
に
か
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
な
い
と
い
け
な
い
場
合
も
あ
る
。
神

経
が
参
っ
て
し
ま
っ
て
、
合
弁
を
や
め
る
企
業

も
あ
る
ほ
ど
だ
。

*
 

本
来
、
清
朝
が
倒
れ
た
と
き
に
、
官
僚
が
中

国
人
の
理
想
で
あ
る
時
代
は
終
わ
る
べ
き
だ
っ

た
の
で
す
。

だ
が
、
あ
い
に
く
共
産
党
と
い
う
組
織
が
官

僚
制
そ
の
も
の
だ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
が
生
き

の
び
て
し
ま
う
。
官
僚
制
に
な
じ
ん
で
い
る
中

国
人
に
は
、
共
産
党
は
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。

い
ま
官
僚
制
は
、
塩
を
か
け
ら
れ
た
ナ
メ
ク
ジ

の
よ
う
に
縮
ん
で
い
き
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
ま

だ
当
分
、
中
国
を
さ
ま
よ
い
続
け
る
で
し
ょ
う
。

日
本
人
は
と
か
く
「
中
国
人
も
日
本
人
と
同

じ
よ
う
に
考
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
甘
い
考

え
を
抱
き
が
ち
だ
。
そ
れ
が
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に

な
る
。
そ
れ
を
避
け
る
に
は
日
本
の

H

常
識
。

に
頼
ら
ず
、
と
に
か
く
中
国
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を

知
る
こ
と
。
そ
れ
が
き
ち
ん
と
し
た
日
中
関
係

に
と
っ
て
、
不
可
欠
な
こ
と
な
の
で
す
。
固
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「
読
ん
で
る
と
万
け
な
い
、
古
い
て
る

と
読
め
な
い
。
そ
う
い
う
法
川
が
あ
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
」

と
語
る
橋
爪
大
三
郎
さ
ん
。
日
山
近
は

執
箔
が
忙
し
く
、
仕
事
で
読
h
u
以
外
は
、

ほ
と
ん
ど
読
書
の
跨
聞
が
な
い
そ
う
だ
。

総
爪
さ
ん
が
い
ち
ば
ん
本
を
読
ん
だ

の
は
大
学
時
代
。
印
年
代
後
半
か
ら
初

年
代
に
か
け
て
、
読
在
し
て
は
友
達
と

議
諭
す
る
日
有
だ
っ
た
と
い
う
。

今
回
、
選
ん
で
い
た
だ
い
た
本
に
も
、

そ
の
時
代
傾
向
が
炎
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

・

5
F

‘
メ
ェ
ル
シ
ュ
ト
レ
エ
ム
に
呑

正
れ
て
(
ボ
オ
小
説
会
集
・
所
収

エ
ド
ガ

l
・
ア
ラ
ン

・
ボ
オ
)

ノ
ル
ウ
ェ

ー

ωの
大
柄
に
巻
き
込
ま

れ
た
水
夫
の
崎
市
小
説
。

「
凶
附
↑
紀
半
ば
と
し
て
は
H
M
先
端
の
科

学
知
局
を
散
り
ば
め
て
H
U
い
で
あ
る
ん

で
す
a

そ
れ
が
興
味
深
か
っ
た
」

-
文

学

審

判

(

カ

フ

カ

}

思
由
も
な
く
高
而
さ
れ
た

K
の
，
地
九
州

を
儲
い
た
、
実
伴
宇
表
文
学
の
先
取
。

「
カ
フ
カ
の
小
説
に
は
た
い
て
い
山
口

が
な
い
。
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
、
そ
の
後

の
大
虐
絞
な
ど
考
え
れ
ば
令
制
…
で
し
ょ

う
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
彼
の
小
成
は
一小

思
混
と
ふ
後
悠
が
明
る
い
ん
で
す
よ
」

・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

叩ミ
カ
ド
の
肖

像
，
(
猪
瀬
直
樹
)

青
春
時
代
の
想
い
か
蘇
る
。
読
書
に
は
時
を
超
え
る
力
か
あ
る
。

橋
爪
大
三
郎
東
京
工
業
大
学
助
詰

恨
後
の
天
H
ム
制
を
多
払
川
的
に
と
ら
え

た
大
宅
在
一
行
受
ー
訂
作
ロ
吟

「
印
加
瀬
さ
ん
は
天
皇
が
タ
ブ
ー
に
な
る

例
造
が
よ

f分
か
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

だ
か
ら
尖
法
的
な
手
続
き
に
倣
し
炉
、

そ
う
い
う
入
り
方
が
何
白
か
っ
た
』

-
批
評
・
評
論
ア
メ
リ
カ
の
影
い
(
加

議
典
洋
)

文
堂
作
品
の
思
剛
山
的
背
肢
を
探
り
な

が
ら
展
開
さ
れ
る
折
衝
な
戦
後
論
。

「
戦
後
の
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
文
化
的

な
鮪
民
地
で
あ
る
と
い
う
話
だ
と
弘
は

思
い
ま
す
。
勉
強
に
な
り
ま
し
た
」

・
科
学
司
位
相
空
間
論
占
(
ケ
リ
!
)

ト
ポ
ロ
ジ
ー
(
位
糊
数
学
)
を
集
合

はしづめ・だいさぶろう・ 1948畑町)神奈川性ま九世特.東対特修了後、鰐

所属て.iJ¥筆に専念.・89年から現職。著書に r慌爪太三郎コレヲションJ(全3巻)など多数.
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の
知
っ
て
い
る
他
人
に
す
ぎ
な
い
。

あ
る
い
は
目
の
前
の
い
ろ
ん
な
物
を
知
覚

し
て
い
る
。
こ
れ
も
私
(
自
分
)
の
知
り
え

た
限
り
の
物
で
し
か
な
い

0

・
だ
か
ら
他
人
も

物
も
、
弘
(
自
分
)
の
頭
の
中
で
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
窓
味
で
は
、
他
人

も
物
も
全
て
自
分
で
あ
る
。

ご
』
の
よ
う
に
自
分
の
中
で
起
こ
っ
て
く
る

こ
と
を
倒
神
現
象
と
い
い
ま
す
。
制
神
現
象

の
な
か
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
自
我
の
む
訟

が
出
て
く
る
の
か
が
大
問
題
で
す
a

留
学
の

中
で
は
現
象
学
(
註

l
}
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

が
こ
れ
を
扱
い
ま
す
」

と
こ
ろ
が
、
こ
の
制
神
現
象
で
す
が
、
他

者
や
物
の
区
分
け
の
し
方
、
自
我
の
生
ま
れ

『審
判』

幅
削
湖
文
庫

4
8
0
門

『
は
て
し
な
い
物
籍
』

岩
波
書
底

2
9
5
0
円

自
分
と
は
向
か
、
白
状
と
は
向
か
。
自
分

自
身
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
答
え
は
簡
単
に

出
せ
そ
う
だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
わ
か

ら
な
い
。
そ
こ
で
社
会
営
者
の
焔
爪
六
三
郎

さ
ん
に
聞
い
た
。

「
自
分
と
い
う
な
訟
や
、
自
我
み
た
い
な
も

の
は
、
日
取
初
か
ら
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で

す
よ
。
た
と
え
ば
幼
児
に
は
な
い
で
し
ょ
う
3

病
気
な
ど
で
顕
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
殿
れ
た
り

す
る
と
、
自
分
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
る
。
自
分
と
は
、
こ
の
惜
界
の

な
か
か
ら
、
他
人
や
人
山
で
な
い
物
(
事
物
)

を
区
分
け
し
て
、
口
取
後
に
銭
っ
た
も
の
な
ん

で
す
」と

こ
ろ
が
、
こ
の
自
分
と
他
人
や
物
と
の

成
界
線
は
簡
単
に
は
引
け
な
い
。
た
と
え
ば

私
た
ち
は
他
人
を
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
私
(
自
分
)

111 

論
の
公
埋
か
ら
説
明
。
ア
メ
リ
カ
の
大

学
院
生
の
教
斜
苫
に
な
っ
て
い
る
と
か
o

d
と
鉛
筆
で
丹
念
に
追
っ
て
い
く
と
、

一
日

2
ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
し
か
進
ま
な
い

け
れ
ど
も
、
な
ん
と
を
〈
ト
ポ
ロ
ジ
ー

と
い
う
も
の
が
見
え
て
く
る
本
で
し
た
」

・
写
真
集

ζ
山
れ
ら
れ
た
人

q
中
国

精
神
病
人
的
生
存
状
況
a

(

馬
小
虎
}

社
会
的
偏
見
や
差
別
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
中
国
の
情
神
病
患
者
た
ち
の
疫
を

と
ら
え
た
宝
共
栄
。

「
患
者
さ
ん
に
浴
け
込
ん
で
間
損
関
係

を
築
い
て
か
ら
駁
影
す
る
。
し
か
も
単

な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
じ
ゃ
な
く
、
庶

民
の
対
優
に
あ
る
何
事
か
を
写
し
出
そ

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
カ
を
感
じ
ま
す
」

.
コ
ミ

ッ
ク
吋
ね
じ
式
入
つ
げ
義
春
)

メ
メ
ク
ラ
ゲ
に
刺
さ
れ
た
少
年
の
初

出
血
を
仲
間
い
た
シ
ユ
|
ル
レ
ア
リ
ス
ム
作

品
。
日
本
漫
画
史
に
残
る
不
符
の
名
作
。

「
学
生
の
頃
、
一
生
制
定
叩
読
ん
だ
本
で

す
。
払
の
回
目
業
で
む
使
い
ま
し
た
よ
」

・
童
話

叫は
て

L
伝
い
物
語
・
(
ミ
ヒ

ャ
エ
ル
・
エ
ン
一
ア
)

物
語
の
呼
び
か
け
に
応
え
、
本
の
中

に
入
っ
て
活
協
す
る
少
年
の
冒
険
物
語
。

「
エ
ン
デ
は
こ
の
世
の
窓
住
の
真
実
み

た
い
な
こ
と
を
舵
信
し
て
い
て
、
童
話

と
い
う
形
式
を
と
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま

す
。
黙
示
録
の
伝
統
で
す
ね
」

日
本
人
は
自
我
が
未
成
熟
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

4
0
0年
前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
自
我
を
発
明
し
た
。
自
我
が
あ
っ
た
か
ら
と
そ
、
産
業
軍
命
も
民
主
主
義
も
生
ま
れ
た
。

日
本
で
も
、
明
治
の
志
士
た
ち
は
強
固
な
自
我
を
も
っ
て
い
た
。
だ
が
帥
刊
後
、
我
々
は
そ
の
自
我
を
喪
失
し
て
い
っ
た
。

国
際
他
社
会
と
は
強
烈
な
他
者
と
渡
り
合
う
世
界
。
こ
の
ま
ま
日
本
人
は
自
我
な
し
で
や
っ
て
い
け
る
の
か
っ
・

温
影
米
谷
啓
二
郎
取
将
・
文
永
江
朗

す
べ
て
は
「
我
思
う
、
故
に
我
在
り
」

か
ら
始
ま
っ
た

方
は
、
全
人
知
が
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
民
依
や
文
化
に
よ
っ
て
迎

っ
て
い
る
。

「
あ
る
文
化
で
は
、
自
に
見
え
な
い
盆
的
存

在
を
他
者
と
し
て
考
え
ま
す
。
そ
れ
が
自
分

に
働
き
か
け
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
そ
う
い
う
も
の
を
考
え
ず
、
生
き
て

い
る
も
の
の
僧
万
附
係
だ
け
を
重
視
す
る
文

化
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
中
国
で
す
ね
」

あ
る
い
は
州
と
い
う
人
間
の
カ
の
及
，
は
な

い
も
の
を
考
え
る
文
化
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
文
化
に
よ
っ
て
白
分
や
白
抜
は
逃
う
。

「
そ
れ
ら
多
仰
な
文
化
の
な
か
の
ひ
と
つ
で

あ
る
ヨ

l
ロ
y
パ
文
明
が
、
い
ま
か
ら
4
0

0
年
ほ
ど
前
に
、
自
我
を
極
端
に
重
視
し
は

じ
め
ま
し
た
」

自
分
、
自
我
を
全
て
の
出
先
点
と
し
て
考

え
る
文
化
が
そ
こ
で
誕
生
し
た
。
こ
の
自
我

の
誕
生
、
主
答
凶
式
(
註

2
}
の
誕
生
は
、

留
学
・
自
然
科
学
・
社
企
科
学
の
治
学
を
生

み
出
し
た
。
現
代
の
技
々
も
、
こ
の
自
我
の

誕
生
以
来
の
知
訟
の
体
系
の
中
に
い
る
。

「
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
白
状
は
デ
カ
ル
ト
(
註

3
)
の
コ
ギ
ト
(
註

4
}
か
ら
始
ま
り
ま
し

べ
そ
れ
は
疑
う
た
め
の
懐
疑
そ
し
て
信

じ
る
た
め
の
償
疑
、
方
法
的
懐
疑
で
す
」

他
人
が
自
分
と
同
じ
資
格
で
こ
の
世
に
存

在
し
て
い
る
、
と
考
え
て
は
じ
め
て
平
等
な

人
川
凶
係
、
市
民
社
会
が
で
き
る
。
ま
た
、

そ
の
と
き
物
は
人
間
が
確
実
に
知
り
得
る
客

体
と
し
て
存
在
し
は
じ
め
る
。

「
自
然
は
神
と
の
関
係
で
は
な
く
て
、
人
間

と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
う

考
え
て
は
じ
め
て
、
自
然
は
所
有
し
た
り
利

用
し
た
り
研
究
し
た
り
で
き
る
対
象
に
な
っ

た
。
市
場
経
涜
も
自
然
科
学
も
、
工
学
も
筏

術
も
そ
こ
で
は
じ
め
て
義
復
'
M得
る
の
で
す
」

ヨ
1
ロ
ァ
パ
人
は
そ
の
出
発
点
に
自
我
を

む
い
た
。

4
0
0年
前
の
彼
ら
は
、
自
我
を

中
心
に
、
そ
れ
ま
で
神
中
心
だ
っ
た
知
識
を

作
り
直
し
れ
、

自
我
と
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
立
脚
点
で

あ
り
、
良
い
も
の
、
価
値
の
あ
る
も
の
、
権

利
を
持
ち
、
自
由
で
あ
り
、
想
像
力
を
持
ち
、

世
界
と
同
じ
重
さ
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ

た
。
人
権
思
想
も
、
自
由
主
義
も
、
全
て
は

こ
の
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
に
よ
る
自
我

か
ら
始
ま
る
。

「
西
洋
青
学
の
歴
史
は
・
」
の
原
点
を
確
認
す

る
こ
と
の
繰
り
返
し
で
す
。
カ
ン
ト
(
註

5
)

b
.へ
!
ゲ
ル
(
註

6
}、
マ
ル
ク
ス
(
註
7
)

も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

自
拷
か
肥
大
し
て
し
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
は
、
世
界
的
に
見
る
と
異
常
で
あ
る

と
こ
ろ
が
、
自
我
に
こ
ん
な
に
も
盛
き
を

お
く
の
は
、
世
界
の
文
化
の
中
で
も
非
常
に

独
符
で
特
異
な
考
え
方
な
の
だ
、
と
橋
爪
さ

ん
は
言
う
。

「
た
と
え
ば
我
々
も
深
い
影
響
を
受
け
て
い

る
は
ず
の
仏
教
哲
ヂ
に
、
『
我
』
と
い
う
概
念

が
あ
り
ま
す

3

こ
れ
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
『
白
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『ポ
オ
小
脱
会
集

3
』

剖
暫
冗
惟
理
文
庫

5
8
0
円

『
ね
じ
式
・
紅
い
花
』

小
学
館

1
2
0
0
円

高dF H ー可、

A (ぷ円、子j
70 

r~..h.られた人何

気三・認 3399円

一 仁一

託
I

M
象
学

広
陵
に
は
物
自
体
と
区
別
さ
れ
る
現
魚
を
研

究
す
る
掌
向
‘
あ
る
い
は
璽
貨
が
経
駿
す
る

こ
と
を
研
究
す
る
堂
陶
を
い
う
.
し
庁
し
現

在
は
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ン
サ
l
ル
(
ド
イ
ツ

の
草
者
1
8
5
9
7
1
9
3
8
年
}

が
創
唱
し
た
学
続
を
指
す
こ
と
が
多
い
.
フ

ッ
サ
1
ル
は
我
々
の
察
朴
な
日
常
的
感
度
を

い
わ
ば
括
姐
に
〈
〈
っ
た
う
え
で
.
意
鼠
に

起
ニ
る
こ
と
を
純
粋
に
客
践
的
に
紀
遥
し
よ

う
と
し
れ
'z
ハ
イ
一
ア
ツ
ガ
l
、メ
ル
ロ
"
ポ
ン

一アィ
、
サ
ル
ト
ル
ら
も
こ
の
流
れ
を
〈

ι.

仲
抗

2
念
志
向
叩
A

こ
の
世
界
を
.
主
体
で
あ
る
我
々
と
.
書
体

で
あ
る
他
人
や
事
物
と
の
ニ
つ
に
よ
っ
て
股

立
し
て
い
る
と
い
・
ヲ
み
屯
し
方
a

芯
3

デ
カ
ル
ト

ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
.
フ
ラ
ン
ス
の
街
筆
者
・

数
学
有

1
5
9
6
年
t
1
6
5
0
年
.
近

世
相
撃
の
姐
で
あ
り
、
近
代
合
理
主
績
を
鋭

いた
.
著
書
に
は
『
方
法
序
脱
-
.
省
察
ヘ
留

学
原
理
・

8

情
骨
U
F
な
ど
.

立
4
コ
ギ
ト

『
方
法
序
脱
』
に
あ
ら
わ
れ
る
「
コ
ギ
ト
・
エ

ル
コ
・
ス
ム
」
(
ラ
テ
ン
語
)
.
意
味
は
「
車
内

恩
う
.
般
に
我
在
リ
」
.
一
切
を
妓
っ
て
も
‘

民
っ
て
い
る
自
我
は
最
後
ま
で
残
る
.
故
に

こ
れ
を
四
回世
帽
の
出
発
点
と
す
る
.
こ
れ
が
方

造
的
憎
肢
と
呼
ば
れ
る
の
は
.
む
し
純
粋
に

媛
う
だ
け
な
ら
ば
.
意
同
圃
に
現
れ
る
の
は
『
思

う
、
だ
け
で
あ
り
、
『
説
、
は
出
現
し
な
い
は

ず
だ
か
ら
.
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刊
叫
ふ
と
迎
っ
て
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
な
ん

で
す
」仏

教
で
は
品
」
に
思
相
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
生
芝
山
例
代
四
苦
八
苦

28)
が

生
ま
れ
る
の
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
「
我
」
か

ら
時
々
な
刻
悩
も
生
ま
れ
る
。
本
来
バ
ラ
ン

ス
を
も
っ
て
存
血
し
て
い
る
べ
き
附
界
の
侠

序
，か
、
「
技
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ゆ

が
ん
で
し
ま
う
。

だ
か
ら
仏
教
で
は
「
技
」
を
冶
て
、
没
我
・

忘
伐
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
悟
り
で

あ
る
a

自
分
と
関
係
な
く
世
界
が
動
い
て
い

く
と
い
う
こ
と
を
講
応
に
必
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
制
神
は
安
定
し
、
附
界
は
平
粕
に
な
る

と
い
う
併
思
r
だ
。

自
分
よ
り
集
団
か
大
事
な
日
本
人
。

だ
か
ら
い
つ
も
相
対
評
価
か
大
好
き

ヲ信之

で
は
伐
々
日
本
人
に
と
っ
て
白
伐
と
は
何

だ
っ
た
の
か
。

「
日
本
人
は
‘
自
伐
に
悩
他
を
認
め
初
極
的

に
桁
定
す
る
こ
と
が
，
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
分
よ
り
も
集
凶
の
ほ
う
が
側
仰
が
あ
る
と

巧
え
た
の
で
す
」

日
本
人
は
、
自
分
を
術
牲
に
し
て
、
所
属

し
て
い
る
集
団
、

企
業
や
学
佼
、
国
家
な
ど

に
ど
れ
だ
け
買
献
し
た
か
に
よ
っ
て
、
そ
の

人
の
倒
似
を
は
か
る
。

「
こ
れ
は
対
人
関
係
の
な
か
で
価
値
を
は
か

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね

J

民
間
の
中
で
、

人
と
人
と
の
川
で
悩
仰
を
は
か
ろ
う
と
す
る

と
、
そ
れ
は
制
対
主
義
に
な
り
ま
す
。
あ
る

人
が
絶
対
の
師
仰
を
持
っ
て
い
る
と
は
な
、り

な
し
」1

2
0年
υ
川
ま
で
、
状
々
の
文
化
で
は
、

白
状
と
は
必
ず
し
も
良
い
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
へ
俳
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
の
強
力
な
自
伐
の
ア
イ
デ
ア
が
入

っ
て
き
た
a

『
知
的
に
は
大
山
乱
に
陥
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

/タC?tj.-3ー

千
、
何
万
人
と
い
た
」

江
戸
待
射
や
潜
と
い
う
帰
属
集
団
が
山
削
減

す
る
の
字
体
験
し
た
人
々
。
彼
ら
は
自
分
で

は
な
い
他
者
や
物
と
い
う
も
の
の
存
在
を
身

に
染
み
て
総
織
し
た
人
々
だ
っ
た
a

そ
れ
だ

け
に
強
力
な
・
凶
我
を
待
っ
て
い
た
。
明
治
政

府
の
組
織
だ
け
で
な
く
、
民
間
企
業
も
大
胆

な
彼
納
入
山
市
や
能
力
主
義
で
述
営
さ
れ
た
の

は
、
そ
う
し
た
強
力
な
自
我
を
持
っ
た
指
導

者
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
と
貨
任
感
に
よ
る
。

「
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
日
本
の
エ
リ
ー
ト
は

学
校
教
育
で
育
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
京
大
法
学
部
が
で
き
、
陸
軍

幼
年
学
校
が
で
き
、
そ
の
事
業
生
が
首
相
や

陸
京
大
臣
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
後
ら
は

自
分
で
何
も
決
め
な
い
う
ち
に
、
ス
ル
ズ
ル

と
戦
争
に
な
り
、
負
け
て
し
ま
っ
た
」

戦
後
は
父
立
原
型
を
、
作
強
い
ア
メ
リ
カ
u

と
い
う
外
闘
に
求
め
、
日
本
の
白
状
は
ま
ず

ま
ず
修
練
を
制
ま
な
く
な
っ
た
。
個
々
の
日

本
人
だ
け
で
な
く
、
日
本
国
そ
の
も
の
の
白

状
が
未
熟
な
の
だ
。

団
焼
の
柑
」
代
、
ポ
ス
ト
団
煉
の
世
代
は

ま
す
ま
す
自
我
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

日
本
人
の
自
我
が
未
熟
で
あ
る
原
因
は
二

つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
集
団
監
視
だ
。
国
家
、

企
業
、
学
校
へ
の
帰
属
芯
識
が
強
す
ぎ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
家
庭
の
な
か
に
お
け
る
母
線

へ
の
甘
え
で
あ
る
。
甘
え
が
中
心
に
な
っ
て

教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。

「
子
供
の
と
き
は
鋭
の
言
う
こ
と
を
聞
き
な

さ
い
と
育
て
ら
れ
、
学
校
に
行
っ
た
ら
皆
と

一
緒
に
や
り
ま
し
ょ
う
、
で
す
か
ら
。
ど
ち

ら
の
均
面
で
も
自
我
と
い
う
も
の
を
発
矧
し

な
い
ほ
-
つ
が
う
ま
く
生
き
ら
れ
る
」

そ
れ
が
高
度
経
済
成
長
期
の
心
理
的
風
景

だ
と
樋
爪
さ
ん
は
言
う
(
註
9
1
そ
し
て
そ

れ
は
団
沈
の
世
代
、
-
ホ
ス
ト
団
機
の
情
』
代
に

も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
自
我
の
喪
失
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
混
乱
の
決
着
は
今
も
ま
だ
つ

い
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
す
」

し
か
し
、
日
本
も
社
会
の
制
度
や
産
業
な

ど
、
出
品
而
的
に
は
西
欧
化
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
見
え
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
も
自
分
や

白
伐
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
ま
だ
欧
米
の

よ
う
に
な
っ
て
は
い
む
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由

p
dと
は
、
法
律
な

ど
に
よ
っ
て
明
確
に
制
限
さ
れ
な
い
限
り
、

自
分
は
何
を
や
っ
て
も
い
い
と
い
う
考
え
方

で
す
。
個
人
は
制
限
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま

で
自
分
の
能
力
を
発
仰
す
る
。
そ
の
上
で
全

体
が
訓
由
民
で
き
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
と
き
は

法
律
を
変
え
よ
-
っ
と
考
え
る
」

法
律
さ
え
き
ち
ん
と
し
て
い
れ
ば
、
あ
と

は
予
定
訓
制
的
に
う
ま
く
い
く
は
ず
。
だ
か

ら
一
人
一
人
は
全
体
の
H
副
知
を
考
え
な
い
で

も
や
っ
て
い
け
る
。
白
状
中
心
主
古
拙
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
の
ぬ
合
は
集
印
刷
叩
印
刷
が
ま

ず
あ
る
。
法
律
に
占
い
で
な
く
て
も
、
お
互

い
に
凋
凶
し
な
が
ら
や
っ
て
い
く
。
郷
に
入

れ
ば
郷
に
従
う
。
実
際
、
今
で
む
、
上
は
凶

家
山
の
川
町
'父
か
ら
、
下
は
純
作
H

伝
説
の
ご
ま

か
し
ま
で
、
法
仰
と
関
係
な
く
、
ま
わ
り
の

顔
色
を
う
か
が
い
仕
が
ら
や
っ
て
い
る
で
は

な
い
か
。

明
治
の
日
本
は
、
強
固
な
自
我
を
持
っ
た

志
士
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

「
白
状
は
男
成
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

自
分
は
自
分
で
あ
る
と
い
う
原
四
原
則
な
の

だ
か
ら
、
ど
こ
に
い
て
も
同
じ
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が

aM
本
人
の
助
合
は
『
ら
し
く
』
と

い
う
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
?
こ
の
集
凶
で

は
ニ
の
集
印
ら
し
く
、
中
堂
み
-
は
中
学
生
ら

し
く
、
会
社
に
入
れ
ば
会
社
員
ら
し
く
、
お

じ
い
さ
ん
に
な
れ
ば
お
じ
い
さ
ん
ら
し
く。

だ
か
ら
、
白
状
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
定
義

で
き
な
い
」

よ
く

U
本
人
は
白
状
が
米
成
然
だ
と
寸
白わ

慌爪大三郎・ 1948年神奈川県生まれ.東京大学大寺授を姥了Lた後.しばらく照所属で
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れ
る
。
橋
爪
さ
ん
は
、
戦
後
ま
す
ま
す
こ
の

明
同
が
深
ま
り
、
日
本
人
の
白
山
叫
が
目
立
た

な
く
な
っ
て
い
る
と
世
間
う
。

た
と
え
ば
そ
れ
は
明
治
の
人
々
と
較
べ
る

と
顕
著
だ
。

「
明
治
時
代
に
は
人
間
一
人
一
人
、
潜
在
能

力
が
ま
る
で
遣
う
と
考
え
ま
し
た
。
江
戸
時

代
の
社
会
は
期
間
織
上
の
ラ
ン
キ
ン
グ
と
そ
の

人
の
従
カ
は
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
な
か
っ

た
。
家
在
な
ん
で
い
っ
て
も
世
襲
だ
か
ら
み

ん
な
ポ
ン
ク
ラ
ば
か
り
で
し
た
か
ら
ね
(
笑
)
」

明
治
の
指
碍
者
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、

幽
を
く
い
し
ば
っ
て
勉
強
し
、
喧
嘩
し
て
も

強
か
っ
た
下
級
武
士
た
ち
だ
っ
た
。

「
食
い
詰
め
た
辿
中
で
す
。
彼
ら
は
脱
議
し

て
、
集
団
へ
の
帰
印
刷
を
一
度
姶
て
て
い
る
。

そ
う
し
て
リ
ス
ク
を
背
負
い
な
が
ら
日
本
と

い
う
闘
を
作
っ
た
。
謀
議
体
制
と
戦
い
、
他

の
藩
と
峨
い
な
が
ら
日
本
と
い
う
国
家
を
作

り
ま
し
た
。
明
治
に
は
そ
う
い
う
人
速
が
何

談
合
、
偏
差
値
、
保
護
貿
易
。
自
我
の
喪
失
の
行
き
づ
ま

b
。

未
成
熟
な
自
我
で
へ
ラ
ヘ
ラ
し
て
い
て
は
、
も
う
生
き
ら
れ
な
い
。

一
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
自
我
も
常
に
危
機
に

見
舞
わ
れ
て
き
た
。

「
忌
近
で
す
と
、
初
年
代
初
年
代
に
出
て
き

た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
呼
ば
れ
る
思
怨
(
立
川
)
。

あ
れ
は
自
戎
哲
学
の
変
容
で
す
。
自
我
も
ま

た
ひ
と
つ
の
制
度
、
歴
史
的
に
情
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
信
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
と
フ

l
コ
1
(註
川
)
や
ラ
カ
ン
(
註
ロ
)

は
畜
い
ま
し
た
」

ま
た
、
男
脱
倫

m二
註
日
)
や
エ
コ
ロ
ジ

ー
(
誌

M
)
を
と
な
え
る
人
の
登
川
崎
も
、
こ

れ
ま
で
の
自
我
中
心
主
宰
の
見
直
し
で
あ
る
。

「
彼
ら
は
自
設
の
自
由
と
い
う
も
の
に
対
し

て
修
正
を
加
え
て
い
る
ん
で
す
。
い
ま
ま
で

個
人
は
完
全
に
自
由
に
や
っ
て
よ
か
っ
た
。

で
も
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
は
な
い
か
。
い

ま
ま
で
は
牛
を
食
べ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
牛

を
食
べ
る
の
は
良
く
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

牛
を
食
べ
る
の
は
や
め
よ
う
。
い
ま
ま
で
本

を
切
り
倒
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
も
う
切
る

の
は
や
め
よ
う
。
環
境
に
優
し
く
し
よ
う
。

や
っ
て
も
い
い
ん
だ
け
ど
も
や
ら
な
い
」

彼
ら
は
自
由
の
範
凶
に
関
し
て
新
し
く
思

惣
約
に
線
を
引
こ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
そ

れ
で
も
や
は
り
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
主
客
図
式
、

主
体
中
心
主
義
の
大
枠
は
変
わ
っ
て
い
な
い
、

と
橋
爪
さ
ん
は
言
う
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
自
技
中
心
主
裁
は

惜
界
的
に
見
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
だ
け
の
特

殊
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
の

か
。
な
ら
ば
、
な
に
も
我
々
日
本
人
が
自
己

を
確
立
す
る
必
要
な
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
も
起
こ
る
。

「
日
本
の
知
誠
人
は
以
後
に
は
か
な
ら
ず
そ

う
宮
い
ま
し
た
」
と
橋
爪
さ
ん
は
苦
笑
す
る
。

た
し
か
に
日
本
長
肢
は
ほ
と
ん
ど
悶
民
的
で

あ
る
た
め
に
、
自
分
と
他
人
の
区
別
な
ん
て

つ
か
な
く
て
も
社
会
は
う
ま
く
い
く
。

一方、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
も
イ
ス
ラ
ム
も
巾
国
も
、
多
民

絞
凶
家
。
自
分
と
他
人
の
区
別
を
し
な
け
れ

ば
、
自
分
の
生
存
す
ら
あ
や
う
く
な
る
。

「
冷
戦
が
終
わ
り
、
日
本
の
戦
後
も
終
わ
っ

て
い
る
今
の
附
則
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
日

本
も
仙
界
と
同
じ
よ
う
な
発
組
で
や
っ
て
く

れ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
コ
」

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
よ
、
会
社
帰
属
章
謡

を
信
て
よ
。
う
ち
の
会
社
と
言
う
な

た
と
え
ば
貿
易
も
高
度
成
長
の
必
初
の
こ

ろ
は
保
護
貿
易
で
や
っ
て
き
た
。

そ
の
後
自
由
貿
易
と
は
い
い
な
が
ら
、
実

は
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
対
し
て
H

女
性
原
理
的

甘
え
H

で
や
っ
て
き
た
。

「
そ
う
で
は
な
く
て
、
お
互
い
に
独
立
自
存

で
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
ウ
ル
グ
ア

イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
あ
り
、
コ
メ
の
自
由
化
で

あ
り
、
同
問
道
協
議
で
す
ね
」

国
際
化
の
時
代
、
あ
ち
こ
ち
で
そ
う
い
う

局
面
が
で
き
て
い
る
。
個
人
だ
け
で
な
く
、

民
族
・
国
家
単
位
で
そ
う
し
た
決
ま
原
理
、

自
己
資
任
原
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
な

の
だ
a

「
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
や
イ
ス

ラ
ム
の
よ
う
な
自
我
が
強
烈
な
国
々
と
、
ど

う
や
っ
て
対
等
に
、
う
ま
く
っ
き
あ
っ
て
い

く
か
と
い
う
知
む
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
し
日
本
が
絶
対
に
白
状
を
待
た
な
い
と
い

う
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
で
し
ょ
う
。

で
も
、
じ
ゃ
あ
ど
う
や
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
ち
ゃ
ん
と
考
え
る
べ
き
で
す
。
い
ま
ま
で

の
ま
ま
で
は
だ
め
で
す
。
こ
の
ま
ま
自
我
が

未
成
熟
の
ま
ま
で
は
、
混
乱
は
深
ま
っ
て
い

く
だ
け
で
す
ね
」

で
は
現
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
が
、
幕
末
・

明
治
の
志
士
た
ち
の
よ
う
な
頑
固
な
自
訟
を

取
り
一
灰
す
・
」
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
武
士
と
い
う
の
は
身
分
で
す
か
ら
、

明帽
を

厳
れ
て
も
武
士
は
武
士
。
し
か
し
、
現
代
の

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
身
分
で
は
な
く
て
属
性
で

す
か
ら
、
会
社
を
ク
ピ
に
な
っ
た
ら
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
が

難
し
い
」

我
々
は
日
常
会
話
で
も
自
分
が
働
い
て
い

る
会
社
を
「
う
ち
の
会
社
」
と
呼
び
刷
刷
れ
て

い
る
。
う
ち
・
そ
と
と
い
う
共
同
体
の
原
理

を
V
会
社
に
ま
で
持
ち
込
ん
で
な
ん
の
低
抗

感
も
感
じ
な
い
。
会
社
へ
の
帰
属
意
織
が
骨

の
髄
ま
で
染
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
盟
会
社
と
は
経
営
者

の
も
の
で
も
社
員
の
も
の
で
も
な
く
、
徐
主

の
も
の
で
あ
る
。

い
っ
そ
こ
の
ま
ま
不
景
気
が
深
ま
り
、
大

H
M
失
業
時
代
で
も
来
れ
ば
、
我
々
は
否
応
な

く
自
我
を
壁
リ

τな
く
て
は
な
ら
な
く
な
る

だ
ろ
う
。
だ
が
、
自
裁
を
確
立
で
き
な
か
っ

た
人
々
の
末
路
は
悲
惨
だ
。

は
た
し
て
そ
う
い
う
社
会
は
、
幸
-砲
な
社

会
と
い
え
る
か
。
自
我
の
確
立
は
や
は
り
難

し
い
。

一一一九 一一
比
5

カ
ン
ト

イ
マ
ヌ
エ
ル

・
カ
ン
ト
.
1
7
2
4
年
(
e
1

8
0
4
そ
ド
イ
ツ
の
楢
畢
毛
現
叡
界
が

仮
象
や
幻
夢
の
世
界
で
は
な
〈
.
人
間
に
と

っ
て
段
験
的
実
在
で
あ
る
ニ
と
を
強
調
し
た
。

彼
の
著
冨
田
町
砕
理
性
批
判
-
は
一
時
現

像
堂
J

4

と
し
て
偶
想
さ
れ
て
い
た
a

他
に
.
実

段
理
性
批
判
F

「割
以
町
力
批
判
・
な
ど
.
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芯
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へl
ゲ
ル

G
-
w
・F
-
へl
ゲ
ル
.
1
7
7
0
年

1

1
8
3
1
年
.
ド
イ
ツ
観
念
鎗
の
代
表
的
醤

量
当
彼
は
世
界
の
歴
史
を
意
良
幸
諸
島
と

考
え
、
こ
の
意
鎌
田
経
験
を
記
返
す
る
も
の

を
現
象
学
と
し
た
.
著
書
『
情
神
現
象
学
、

で
は
摘
神
の
も
っ
と
b
単
純
な
感
覚
的
な

碕
信
か
ら
出
発
し
て
、
絶
対
的
也
知
に
い
た

る
過
程
を
叙
述
し
た
.
著
書
に
は
孟
踊
理
学
M

『
奨
学
-
ほ
か
『
エ
ン
チ
ュ
ヲ
ロ
ベ
デ
ィ
l
a

など，
立
7

マ
ル
ク
ス

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
.
-
8
1
8
年
t
1
8

8
3
年
.
ド
イ
ツ
の
楯
筆
者
‘
革
4

包
車
.
へ

l
ゲ
ル
の
意
向
同
と
歴
史
の
関
係
を
送
転
さ
せ
‘

意
卑
は
生
産
制
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と

考
え
た
.
著
書
に
は
資
本
論
-
な
と
.

比
8
内
相
内
八
百

四
一
百
と
は
生
・
老
・
病
・
死
。
八
一
盲
と
は
四

一吉に
‘
愛
す
る
も
の
と
別
れ
る
愛
別
理
吉
、

憎
い
者
に
会
う
怨
憎
会
音
、
求
め
て
ら
得
、
り

れ
な
い
求
不
得
舌
.
心
身
の
成
長
に
と
も
な

う
苦
で
あ
る
五
槍
盛
一
吉
を
加
え
た
ら
の
。

立
9

高
度
足
長
期
の
日
本
の
自
我
の
原
風

景
を
箔
写
し
た
も
の
に
.
国
情
爪
さ
ん
は
江
藤

淳
の
よ
叫
熟
と
喪
失
-
を
挙
げ
る
.

『
彼
は
、
鈴
戦
に
よ
っ
て
父
現
は
い
な
く
な

リ
、
日
本
の
家
庭
は
母
視
と
子
供
だ
け
に
な

っ
た
と
索
徴
的
に
宮
っ
て
い
ま
す
.
そ
の
日

本
の
母
視
は
、
母
腹
自
身
を
解
体
し
て
い
く
。

そ
う
い
う
母
腕
に
対
す
る
甘
え
で
も
っ
て
、

日
本
は
経
済
的
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
、
そ

ん
な
感
じ
で
書
い
て
い
ま
す
』

一一 一
比
抑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
忠
忽

狭
義
に
は
J
-
F
・
リ
オ
タ
ー
ル
の
建
唱
し

た
‘
近
代
的
思
想
や
文
化
が
人
間
主
体
の
解

放
や
進
歩
.
革
命
な
ど
の
名
の
も
と
に
正
統

化
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
不
慣
と
異
舗

を
と
な
え
る
恩
懇
。
広
務
に
は
7
1
コ
ー
ら

の
禍
造
主
義
か
ら
‘
ド
っ
ル
ー
ズ
ら
の
ポ
ス

ト
偶
造
Z

表
、
デ
リ
ダ
、
ヰ
グ
リ
ま
で
含
む

ニ
と
も
あ
る
.
日
本
で
も
的
年
代
中
ζ
ろ
.

大
流
行
し
た
.

詑
U

7

1

コ
l

ミ
ン
ヱ
ル
・

7
1
コ
1
.
1
9
2
6
年
(
e
l

q's-‘年
.
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
.
理
史
学

者
，
著
書
，言
葉
と
物
』
に
お
い
て
、
「
人
間
」

と
い
う
慨
今
、
は
た
か
だ
か
こ
の
l
世
紀
半
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
畢
坊
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と

を
示
し
そ
の
終
震
を
予
告
し
た
.

此
位
ラ
カ
ン

ジ
ャ
ァ
ク
・
ラ
カ
ン
.

1
9
0
1
年
(
e
1
9

8
1
年
.
フ
ラ
ン
ス
の
楕
神
分
析
学
笥

7

ロ
イ
ト
主
凝
者
と
し
て
出
発
し
て
、
帰
宅
王

轟
の
理
諭
家
と
な
る
.
著
置
に
は
『
エ
ク
リ
・

な
ど
.

花川

M
m威
信
副
司
学

エ
コ
ロ
ジ
ー
の
伺
且
平
的
基
礎
づ
け
.
人
間
だ

け
で
な
く
、
自
然
に
む
生
存
権
を
問
即
時
、
次

世
代
へ
の
責
任
を
持
ち
.
エ
ヰ
ル
ギ
ー
な
ど

を
地
鼠
全
体
の
規
模
で
考
え
る
こ
と
を
縫
唱

す
る
，
日
本
で
は
加
藤
尚
武
氏
が
紹
介
者
と

し
て
有
名
通

立
M

エ
コ
ロ
ジ
ー

1
9
7
0
年
代
以
降
.
智
弘
規
援
で
の
環
境

破
壊
を
ど
う
防
止
す
る
か
が
世
界
的
問
題
と

な
っ
た
.
抽
唱
'円
の
官
量
に
は
冷
砲
の
緩
和
と

緩
鞄
争
の
可
能
性
が
週
ぎ
か
っ
た
こ
と
な
と

が
挙
け
ら
れ
る
a
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北
京
国
際
空
港
を
離
陸

L
た
成
田
行
き
の
ジ
ェ
ッ
ト
機
は
、
一
時
間
あ
ま
り
、
真
南
に
向
か
っ
て
飛
行
す

る
。
眼
下
は
見
渡
す
か
ぎ
り
、
広
々
と
し
た
華
北
平
野
で
あ
る
。

上
空
か
ら
眺
め
て
思
う
の
は
ま
ず
、
平
ら
だ
な
あ
と
い
う
こ
と
。
少
し
山
ら
し
い
山
が
あ
る
の
は
、
山
東

半
島
の
つ
け
根
ぐ
ら
い
で
、
あ
と
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
ま
っ
平
ら
。
日
本
の
急
峻
な
山
並
み
を
見
慣
れ
た

目
に
は
、
こ
ん
な
に
平
ら
な
場
所
が
世
の
中
に
あ
っ
て
よ
い
の
か
と
思
え
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
こ
こ
こ
に
、
村

が
散
在
し
て
い
る
こ
と
。
か
な
り
の
人
口
密
度
で
あ
ろ
う
。
ど
の
村
も
、
紡
績
工
場
か
な
に
か
の
よ
う
に
裏

の
列
を
矩
形
に
並
べ
て
い
る
。
道
路
も
ま
っ
す
ぐ
で
、
格
子
状
に
走
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
緑
が
少
な
い
こ

と
。
ま
と
ま
っ
て
樹
の
生
え
て
い
る
場
所
が
見
当
た
ら
な
い
。
降
水
量
も
少
な
い
と
み
え
、
溜
池
が
あ
ち
こ

ち
に
作
ら
れ
て
、
鈍
い
光
を
放
っ
て
い
る
。

こ
ん
な
光
景
を
見
て
い
る
と
、
い
ろ
い
ろ
舶
に
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
。

中
国
人
は
な
ぜ
、
左
右
対
称
が
好
き
な
の
か
?
な
ぜ
、
偶
数
(
二
、

四
、
六
、

を
好
む
の

通醤Y
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a・

-

か
?
な
ぜ
、
二
戸
建
て
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ほ
う
が
好
き
な
の
か
?
な
ぜ
、
毎
日
が
ぶ
が
ぶ
お
茶
を
飲

む
の
か
?
な
ぜ
、
漢
字
は
表
意
文
字
な
の
か
?
前
々
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
こ
ん
な
脈
絡
の
な
い
疑
問

が
、
中
国
に
つ
い
て
少
し
ず
つ
理
解
を
深
め
て
い
く
と
、
あ
る
日
、
順
番
に
解
け
て
い
く
よ
う
に
思
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
ヒ
ン
ト
は
、
よ
く
考
え
れ
ば
、
み
な
「
劇
場
都
市
」
の
な
か
に
書
い
で
あ
っ
た
。

* 

古
代
文
明
は
、
例
外
な
し
に
、
都
市
国
家
と
し
て
始
ま
っ
た
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
も
イ
ン
ド
も
中
国
も
ギ
リ

シ
ャ

・
ロ

l
マ
も
、
そ
う
で
あ
る
。
唯

一
、
都
市
国
家
を
知
ら
な
い
の
は
、
日
本
だ
け
だ
。
偉
大
な
社
会
学

者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
l
は
、
世
界
の
文
明
を
比
較
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
日
本
人
は
ウ
エ
|
パ

l

の
本
を
読
ん
で
社
会
科
学
を
勉
強
し
た
か
ら
、
い
ち
お
う
の
知
識
は
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
違
い
を
な
る
ほ

ど
と
肌
身
で
実
感
す
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
な
い
。

傾
和
園
や
景
山
公
園
な
ど
、
中
国
の
庭
園
は
み
な
人
工
庭
園
で
あ
る
。
中
国
は
あ
ま
り
に
ま
つ
平
ら
な
の

で
、
変
化
を
つ
け
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
人
間
の
手
を
加
え
る
し
か
な
い
。
湖
が
必
要
な
ら
土
を
掘
り
、
山

が
欲
し
け
れ
ば
土
を
盛
る
。
そ
し
て
周
り
を
ぐ
る
っ
と
塀
で
囲
む
。
中
国
の
伝
統
家
屋
で
あ
る
四
合
院
も
、

同
じ
発
想
で
出
来
て
い
る
。
ま
ん
中
に
庭
〔
院
子
〕
が
あ
り
、
そ
れ
を
矩
形
に
建
物
が
と
り
囲
み
、
周
聞
は

塀
で
外
界
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
都
市
〔
城
市
〕
は
こ
れ
が
巨
大
に
な
っ
た
も
の
で
、
周
聞
を
堅
固
な
城

壁
が
と
り
囲
ん
で
い
る
。
左
右
対
称
、
偶
数
、
矩
形
、
壁
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
て
く
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
日
本
を
考
え
て
み
る
と
、
た
い
て
い
の
人
里
か
ら
は
山
が
見
え
る
。
農
村
は
ゆ
る
や
か
に

手
つ
か
ず
の
自
然
に
連
続
し
て
お
り
、
都
市
は
境
界
の
あ
い
ま
い
な
ま
ま
農
村
に
連
続
し
て
い
る
。
こ
ん
な

場
所
で
、
完
壁
な
人
工
空
間
を
つ
く
り
出
す
の
は
無
理
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
垣
根
の
向
こ
う
に
ふ
い
と
山
が

見
え
た
り
す
る
、
対
称
性
の
破
れ
、
人
為
と
自
然
と
の
融
合
を
、
日
本
人
は
偏
愛
す
る
。
こ
の
感
党
を
前
提

に
す
る
と
、
中
国
文
化
に
対
す
る
体
系
的
な
誤
解
・
誤
読
が
生
じ
て
し
ま
う
。

食
べ
物
や
飲
み
物
に
対
す
る
考
え
方
も
、
ず
い
ぶ
ん
違
う
。

中
国
は
あ
ま
り
に
平
ら
な
た
め
、
水
が
ゆ
っ
く
り
流
れ
る
。
流
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
淀
ん
で
い
る
。
当

然
、
生
水
は
飲
め
な
い
。
そ
こ
で
沸
か
し
て
飲
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
ま
ず
い
の
で
、
一
以

つ
ば
を
入
れ
る
。
こ
れ
が
お
茶
だ
。
だ
か
ら
そ
の
実
体
は
、
お
湯
で
あ
る
。
乾
燥
し
て
い
て
喉
が
か
わ
く
の

で
、
こ
れ
を
何
杯
も
が
ぶ
飲
み
す
る
。
日
本
は
、
水
が
お
い
し
い
の
で
、
そ
ん
な
必
要
は
な
い
。
だ
か
ら
お

茶
は
、
ま
ず
薬
と
し
て
入
っ
て
き
て
、
そ
の
あ
と
、
コ
ー
ヒ
ー
み
た
い
な
噌
好
品
に
な
っ
た
。
食
べ
物
も
な

ま
で
も
食
べ
ら
れ
る
。
中
国
の
料
理
は
、
魚
も
か
ら
揚
げ
に
す
る
な
ど
、
加
熱
・
殺
菌
が
基
本
で
、
そ
れ
を

な
る
べ
く
あ
た
た
か
い
状
態
で
食
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
料
理
は
、
冷
た
い
ま
ま
食
べ
る
も
の
が

多
い
。そ

こ
で
日
本
人
は
、
自
分
を
理
解
す
る
た
め
、
中
国
に
つ
い
て
ま
ず
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
た
め
し

に
、
さ
き
ほ
ど
の
疑
問
を
、
あ
べ
こ
べ
に
し
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
日
本
人
は
な
ぜ
、
左
右
非
対
称
が
好
き

な
の
か
?
な
ぜ
、
偶
数
で
は
な
く
奇
数
を
好
む
の
か
?
な
ぜ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
よ
り
も
一
戸
建
て
の
ほ
う

が
好
き
な
の
か
?
な
ぜ
、
表
音
文
字
の
平
仮
名
・
片
仮
名
を
発
明
し
た
の
か
?
:
:
:
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前

ホ

ぅ80

こ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
も
う
一
度
「
劇
場
都
市
』
を
読
み
直
し
て
み
た
。

J

「
劇
場
都
市
」
が
扱
う
の
は
、
中
国
文
明
の
発
祥
か
ら
、
春
秋
戦
国
を
経
て
、
秦
漢
帝
国
の
瑚
熟
に
い
た
る
子
'
は

時
代
。
『
園
林
都
市
』
以
下
の
連
作
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
早
い
時
代
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
一
冊
で
あ
る
の
み
げ
ぴ
μ

な
ら
ず
、
中
国
文
明
そ
の
も
の
の
骨
格
を
描
与
す
る
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
主
要
な
著
作
で
も
あ
る
。
行
論
/
，

は
大
河
の
よ
う
に
悠
々
と
し
、
著
者
の
豊
か
な
文
献
渉
猟
の
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
て
、
読
者
を
圧
倒
す
る
が
、

そ
の
論
じ
方
は
き
わ
め
て
正
統
(
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
)
で
あ
り
、
年
月
の
評
価
に
耐
え
る
も
の
だ
。

序
章
「
都
市
が
な
ぜ
問
題
に
な
る
か
」
は
、
〈
古
典
的
な
都
市
の
第
一
の
標
識
は
都
市
を
囲
ん
で
い
る
城

壁
に
あ
る
〉
(
一

O
頁
)
と
い
う
、
ま
こ
と
に
正
し
い
指
摘
で
始
ま
る
。
日
本
人
は
、
都
市
を
作
っ
た
伝
統

が
な
い
た
め
に
、
こ
の
こ
と
を
見
落
と
し
が
ち
で
あ
る
の
だ
。
つ
ぎ
の
重
要
な
指
摘
は
、
漢
民
族
と
は
、
都

市
国
家
を
建
設
す
る
人
び
と
で
、
黄
河
流
域
か
ら
始
ま
り
、
数
千
年
を
か
け
て
そ
の
版
図
を
徐
々
に
別
在
の

中
国
全
土
に
及
ぼ
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
中
国
と
は
、
最
初
か
ら
多
民
族
状
態
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
文
化
的
に
統
合
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
、
中
国
の
歴
史
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
認
識
す

る
な
ら
、
な
ぜ
大
室
氏
の
中
国
を
め
ぐ
る
連
作
が
、
い
ず
れ
も
「
都
市
」
を
タ
イ
ト
ル
に
冠
し
て
い
る
か
が

納
得
さ
れ
よ
う
。

以
下
、
中
国
の
大
地
さ
な
が
ら
に
、
な
だ
ら
か
な
起
伏
を
も
っ
て
進
ん
で
い
く
著
者
の
論
述
は
、
い
く
つ

か
の
テ
ー
マ
の
ま
わ
り
を
分
厚
い
論
証
で
包
ん
で
い
く
。
そ
の
論
証
と
は
、
欧
米
の
歴
史
家
、
思
想
家
、
社

会
科
学
者
ら
の
著
作
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
考
古
学
の
発
掘
調
査
の
成
果
で
あ
り
、
中
国
の
古
典
か
ら
の
引

用
で
あ
る
。
失
わ
れ
た
文
明
が
自
ら
に
つ
い
て
多
く
を
語
ら
な
い
い
ま
、
こ
れ
が
望
み
う
る
手
が
か
り
の
す

べ
て
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

著
者
は
、
都
市
の
内
部
構
造
、
社
会
階
層
、
そ
の
世
界
観
に
考
察
の
矛
先
を
転
じ
て
い
く
。
た
と
え
ば
第

三
章
「
知
識
人
の
登
場
と
退
場
」
は
、
儒
家
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
古
典
思
怨
に
つ
い
て
の
、
最
良
の
社
会

学
的
解
説
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
ま
た
第
七
章
「
日
常
生
活
の
文
法
」
で
は
、
〈
礼
と
は
場
面
に
応
じ
た

い
く
つ
か
の
役
割
と
、
役
割
を
演
ず
る
い
く
つ
か
の
身
体
と
、
役
割
が
相
互
に
と
り
か
わ
す
身
体
運
動
と
を

設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
役
割
つ
ま
り
身
体
が
相
互
に
と
り
結
ぶ
関
係
を
抑
制
し
調
整
し
て
運
行
さ
せ
る
シ

ス
テ
ム
ま
た
は
コ

1
ド
の
全
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
〉
(
二
九
三
頁
)
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
統
一
さ

れ
た
中
華
帝
国
の
な
か
で
、
儒
教
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
明
断
な
計
測
が
あ
る
。
あ
る
三
十
代
の
男

の
一
日
を
追
う
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
風
の
筆
致
(
三
一
一
一
頁
)
も
、
本
書
に
い
き
い
き
と
し
た
精
彩
を
そ
え
て

い
る
。第

八
章
「
文
法
か
ら
の
逸
脱
」
に
至
っ
て
、
そ
れ
ま
で
正
則
な
形
象
の
累
積
や
展
開
を
追
っ
て
き
た
行
論

に
、
微
妙
な
変
化
が
起
こ
る
。
ま
ず
著
者
は
、
〈
文
様
に
は
全
体
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
全
体
が
課
す
る
明

確
な
体
系
は
完
全
に
欠
如
し
て
い
る
〉
と
、
中
国
の
文
様
の
特
徴
を
適
切
に
記
述
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、

〈
生
そ
の
も
の
が
も
っ
固
有
の
律
動
、
生
の
基
本
単
位
の
奔
逸
が
増
殖
に
よ
っ
て
産
み
だ
す
諮
調
〉
(
三
六
七

頁
)
を
み
と
め
る
の
だ
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
武
帝
の
都
・
長
安
を
満
た
す
さ
ま
を
、
著
者
は
〈
漢
代
バ

ロ
ッ
ク
〉
と
命
名
す
る
。
儒
教
的
な
調
和
は
〈
分
割
の
原
理
〉
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
こ
の
方
策
は

解脱 栴有なる大畑的置物581 

か
え
っ
て
、
分
割
以
前
の
全
体
、
「
道
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

幻
想
、
園
林
郁
市
へ
の
転
回
が
予
告
さ
れ
て
、
本
書
は
閉
じ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、

反
都
市
的
な

本

「
劇
場
都
市
」
を
手
に
取
っ
て
誰
し
も
思
う
の
は
、
そ
の
ヴ
ォ
リ
ュ

1
ム
で
あ
る
。

本
書
を
組
み
立
て
て
い
る
ロ
ジ
ッ
ク
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
巨
大
な
構
築
で
な
い
。
基
調
と
な
る
モ
チ

ー
フ
は
幾
本
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
変
奏
さ
れ
な
が
ら
、
繰
り
返
し
色
合
い
の
異
な
っ
た
山
想
を
た
ど
っ
て
ゆ

く
。
モ
チ
ー
フ
は
、
都
市
の
社
会
学
で
あ
っ
た
り
、
都
市
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
り
、
中
心
/
周
縁
図

式
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
具
体
的
な
材
料
で
肉
付
け
さ
れ
、
中
国
文
明
と
い
う
ひ
と
つ
の
宇
宙
を
あ
り

あ
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
。

私
は
専
門
で
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
う
い
う
大
き
な
仕
事
を
し
て
い
る
人
は
、
世
界
中
で
い
ま
大

室
さ
ん
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
ず
、
欧
米
の
書
物
と
中
国
の
書
物
と
を
、
縦
横
に
照
覧
す
る
こ

と
。
こ
れ
が
む
ず
か
し
い
。
欧
米
人
に
は
、
漢
字
と
い
う
壁
が
あ
り
、
中
国
人
に
は
、
体
制
と
い
う
壁
が
あ

る
。
日
本
人
(
だ
け
)
が
、
両
方
に
目
配
り
で
き
る
絶
好
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
る
。
し
か
も
そ
の
な
か
で

大
河
的
な
モ
チ
ー
フ
を
買
い
て
、
中
国
文
明
の
全
体
像
を
描
き
あ
げ
る
こ
と
。
専
門
の
研
究
者
は
、
自
分
の

小
さ
な
専
門
分
野
に
た
て
こ
も
る
傾
向
が
あ
る

0

・
そ
れ
が
安
全
な
こ
と
な
の
だ
。
し
か
し
、
個
別
の
研
究
を

ー
か
ナ
り
1

め
全
体
的
な
脈
絡
で
あ
る
。
あ
え
て
そ
の
全
体
に
取
り
組
も
う
と
い
う
学
者
は
少
な
い
。
大
室

さ
ん
の
仕
事
の
大
き
さ
は
、
そ
の
総
合
力
に
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
材
料
や
要
素
を
盛
り
込
み
、
な
お
か
っ
そ
こ

に
、
独
自
の
モ
チ
ー
フ
を
貫
い
て
い
る
。
こ
れ
が
稀
有
で
あ
る
と
思
う
。

中
国
の
古
典
や
研
究
書
を
丹
念
に
読
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
時
代
の
脚
光
を
浴
び
ず
、
流
行
ら

な
い
や
り
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
間
違
い
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
の

情
報
は
、
古
典
の
な
か
に
詰
ま
っ
て
い
げ
る
。
古
典
が
価
値
を
減
じ
な
い
よ
う
に
、
古
典
に
つ
い
て
の
優
れ
た

研
究
は
、
現
代
的
価
値
を
も
っ
。
分
量
が
か
さ
ば
り
、
し
か
も
少
々
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
読
者
の
み
な
さ
ん
が
、
『
劇
場
都
市
」
を
読
み
通
し
、
中
国
文
明
、
ひ
い
て
は
人
類
に
つ
い
て
、

豊
か
な
洞
察
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
希
望
す
る
。

(
H
U
U
ム
・
日

-
N
N
)

、

582 

... ・>. .....~』園田... --昆a園田且a・・且』・・・ーa・・・h淘固・・・--掴圃圃医ョ-司圃圃

解脱格有f..る大陸的書物

司-冒---
583 

唱・・F宅lIr



-・・
・

5
且
E

・g
-
E

・6e
・，官E

a
p
f
1
2
f
'
v
-
j
i

!

;
;
Jliti--、
:
i
f
a
i
-
-

はよい態度、刻苦勉励の態度、むのごとをす

こしもゆるがせにしない態度、目療を立てた

らすこしもそれを譲らない態度だと言える。

これは、中国人がよく言う「天行健、君手自

強不思」に似ている。

私はこうした、仕事でも事業でも命がけで

やるやり方に賛成する。人間は、命がけでや

るというところがないといけない。古代ロー

7の信人セ午、カは、こういううまいことを言

っている。 r毎日寺毎分を自分の写楽につぎこ

んでいる人は、明日がどうなってほしいと厩

わはいし、明日がどうなろうと号、れなし、。な

せ'かというと、たとえ寿命が短かろうと、彼

にとってはそれで十分だからだ。最後のとき

にあたって、 ~J知の人はあわてることなく死

を迎える。」私は毛沢東が、!l¥i筑のなかで、

『水1詐伝』 の ・命がけ三郎石秀司の活をした

のを覚えている。昔は革命に命をかけると言

ったものだが、実際は、勉強も研究も、事業

も建設も、みな命がけが大事なのだ。手Lが橋

爪君に、君はほんとに命がけ三郎だねという

と、 l庄はにこにこした。

/タタヂ-3

μユ

はある。 fムか強詑『中央公論』で樗爪君と対

談したとき、雑誌社は専門の通訳を雇った。

あとで遥!~があがってきたとき、橋爪君は翻

訳が正確でないと考えて、もういちど録音を

reきなおして原稿を書き変えた。彼はほんと

に「仕事lIJで、江にごとも手をj友かず、と

ことんやらないと気がすまない。

橋爪君は1948年生まれの、若い社会学者で

著書も沢山ある。単独の著作を10冊、共著を

9間ら出版している。そのテーマは広汎で、

たとえば『言語ゲームと社会理論J r仏教の

言説戦略J rはじめての情造主義Jなどがあ

る。去年一年でも、単独著書を 4冊ら出版し

ている。どうしてそんなに沢山本が出せるの

かつ それは、大学院の時代に執筆したもの

を、t1~して出版したものもあるからだ。学

生時代、彼は「勉強圧jだったとみえる。あ

る日本人は、~目 6 時間以上限っていたので

は大学に合絡できず、4待問以上程っていた

のでは有名大学に合絡できない、と言った。

こっいう言い方は詩張がありそうで、ちょ勺

とうなずけない。そんなにずっと睡眠不足で

よいだろうかつ 天帝がいくら日本人をひい

きにしているからといって、彼らの医院の生

理的メカニズムがアメリカ入、中国人とi!う

はずbなし、。電車のなかで居眠りしている人

もたくさん見かけた。橋爪君が言うのには、

高校時代、学校が速かったので、朝 6時に家

を出、帰宅は夕方の B時だった。食事をし、

風呂に人るのを l時間とすると、10時半にIIi:

るから、勉強の時間は 3時間半しかない。そ

こで高校に進んでから、土曜日曜も休まない

ことにした。余照の時間はすべて勉強にあて

た。矯爪君がこうしてものごとに徹底するの

七時に走塁きたが、そのあと bひっそりしてい

た。八時になって郵便受けを開けてみると、

中国語でしたためたコメン 卜がもう入ってい

た。あとで聞いたら彼は、夜中の二時に書き

上げて、そのあと郵便受けに届けに来たのだ

という。こり。あ本当に「仕事在」だわい、

と私は患った。

月曜の午後、講演が始まる時刻までに、橋

爪君t:l:弘の思~と講演レ ジ ュ j とを日本1吾に

作成してプリントし、苦手加者に配った。その

日は彼が司会をし、中国人留学生が通訳をつ

とめた。私はE綿のあい'.T-、一時間あまり立

ちっぱなしで疲れたので、質疑応答になった

ら坐って話したが、傍らの僑爪君はしまいま

で立ったままだった。彼は中国籍も、英語も

日本ll:もよく出来る。質疑応答は、原縞がな

いので少し翻訳がむずかしいので、橋爪君は

ときどき浦足説明をしてくれた。あるひとが

中国の改革における社会心理の問題を質問し

たとき、私は、人びとのなかには「相対的思l

奪感Jを抱いているひともいると答えた。私

はこのほ念が翻訳できないといけないと思っ

て、特に芙l吾を周いて鋭明をした。すると橋

爪君はただちに、黒板に「相対剥奪」の四字

を書き記した。またあるひとが中国では固有

経済の比率か下がっているが、これからどう

や勺て公有刺を主としてやっていくのかとい

う質問をしたとき、私は、公有制とは国有だ

けでなく、集団所有制b含むから、その地位

は窃かされないと答えた。すると橋爪君はた

だちに、黒板に、公有制=固有制+集団所有

制、と書き記した。もちろんも勺と詳しくい

うならば、これに、合資企業のなかの国有、

集団所有の部分を加えなければならないので

一一訪日雑記その五

王輝

日本に行く筒、天埠社会科学院の日本帰り

の同僚から、日本の教俊の中には f仕事狂J

が少なくない、としばしば聞いてはいた。百

聞は一見に如かず、訪日してこの感をいよい

よ深くした。

飛行機で東京へ飛び、午後成田空港に若い

たら、東京工業大学の橋爪大三郎教授が、空

港に出迎えに来ていた。空港から何回も電車

を乗り換え、東京工業大学についたらもう宝

は真っ暗。大学から、私の宿舎、国際交流会

館に、そこからまた橋爪教授の自宅にと、強

行軍が続き、私はすっかり息が切れてしまっ

た。裾爪夫人は医学部1理士課程で勉学中で、

将爪君が家についたあと、あたふたと帰って

きた。それから二人して台所に立ゥて料理を

作り、食事がすんでから会館まで→昔に送っ

てくれた。その日は朝五時半に天津から車で

北京空港に向かい、そのあと一日いろいろあ

ったあげく、やっとのこと休息の地にたどり

着いたわけである。だが、橋爪君はつ 彼は

帰宅したあと、まだ「徹夜Jが待勺ている。

というのは、手ムが待ってきた講演周の長い二

篇の原稿を読んで、そのうちー篇を遊び、さ

らにその原稿のどの部分が日本の学者に興味

を持たれるだろうか、意見を聞かせてくれる

ように頼んであるからである。翌日の午前、

手ムが講演原稿を削って、コノパクトにする作

業をスムースに進めるためだ。次の日はちょ

うど日曜だったが、橋爪君は、朝八時までに

コメントを私の宿舎の郵便受けに入れておき

ます、ノックはしません、と言う。私は翌朝

命がけ三郎
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打枕我.夜子早筏 7 吋~起床
J，没有肝要1/任何劫僻.等到 8

吋汗n著 者f書箱，m!.、来他用反

沼雪的成后感早巴放在虫辺.

事后オf辱知他ヂJ交演 2吋!号完

后即送来放到f書箱中.我~.他
真是〆ト“工作在

在我周一下午j寅l井吋，続

爪君巳杷我的ノト人間介和i井格

的担当司i辛l求目文没姶与会者・.

3日一天白他主拷会，一位中国

l将士生作蹴i季.戎姑翁i井了一

ノト小吋，悶悶炭酸，回答阿思吋

坐下来，而緋爪君始終 始 在 一

努.他的vz' f否、芙 i否、l.~i否都f良
好.当回答向周吋，由千没有文

字楕.首羽海ヒヒ絞道，相予爪君不対

作些事卜充.当有人l百!到中国改

革中 的社 会心 理向 題吋，設l炎
到:宵些人存有“相対量I/~"感.
fえ伯納i柔不好.宇寺百j.f詩英l否i党
了 i玄ノト阪念.1芥爪君随目日把守自

対~J存" iL; 4ノトa.字寄在黒夜

上 a さ有人向~IJ中国的国有径

在赴日 i方向之~flÎJ I 常q斤天

主主性科院L方目的同事i井.日本

教授中不少是“工作在"百間

不自口一見.来日 2広以后オ1来有

感触.

;段無机~京京.当天下午

!徒成田机Jゐ京京工此大学併

川〔大三郎教民芸l比IL防接我.h人
十凡l:fJ凡i欠換却をE包ベ{ヒ列辛， 至1/

*京工大吋天色己5史，んl、大学

~Il!合成安俳的住所ー一一周 l床交
。流会情，再ん人会t宮到併爪君的

住宅・一路急行事.夜己ベ哨呼

P子.1持爪夫人正在攻i友医学I事
士，併爪君主IJ京后.地オ勿勿AI:

回.iIf..人一忌下l蔚.ti后又一起

送~回会i官.戎九人清凝5吋半在
天主幹ー束手赴首都机i元.一天多

的手手波・忌算;文芸1/了ーノト栢息

的野泊.可是{芥爪君可e.?f色回去

迩告さ“汗夜卒ぺ原来戎帯来岡

原文字{畏沃的演i井稿，干支i湾他

.lj'否 dき定一滴.井清{色提m日

本学者対明主主的容更!邸主id主主，

Lス供戎翠包上午対 i井稿作 E

!1宮、加|事吋的容考，那天正是周

術省除機帯当時増
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持続的発展を支える意識-政策ー技術

第 17巻 第 1号 (通巻38号)

日本計画行政学会・第 16回全国大会特集号

、

日本計画行政学会

戸 L;l.J'jトIINGADMII¥jlST只ATIOi'1

全国大会 持続的発展を支える意識-政策-技術

パネルディスカッション (3) 

政策実施の組織とエコマイン ド
-NGO，ボランタリーネットワーク，政府・企業の役割一

，""一一一一一一一一一・ー一一一一一一一一一一一ー1
【基調講演】

棚橋祐治((財)産業研究所)

【座長】

小林好宏(北海道大学)

橋爪大三郎(東京工業大学)

【パネリスト】

植田和弘(京都大学)

梶 秀樹(匡際連合地境開発センター)

江原 淳(専修大学)

【コメンテータ一】

宇野公子(UN1TEDNATIONS) 

| 【オーガナイザー]

村本理恵子(専修排

1ま じめに

現在の地球環境問題は過去の公害問題のように

工学的な技術の進展だけでは解決できないもので

ある。高度産業社会を支えてきた機械論的ノ守ラダ

イムがその限界に突き当たったと言つ・ても過言で

はない。地球という lつの生命体の延命，そして

そこに生活の場を持つ人類の延命という相対立す

る目的に対し，政府，企業，国民がそれぞれいかな

る役割を負えばよいのか。本ノ守ネノレテeィ，スカッシ

ョンはこの問いに対して，何らかの回答の方向性

を示唆することを目指したものである。

従来のような政府主導型のフォーマルな組織に

よる政策実施にとどまらず，最近，従来の政策実

施組織の枠組みにとらがれないイ ンフォーマルな

計画行政 17(1l. 1994 

オーガナイザー: 村本理恵子

(専修大学)

新しい組織が.ローカルな レベルから非常にグ

ローパルなレベルまでそのネットワークを拡大し

てきている。ここでの組織原理は決して lつでは

なく多様な形態を持ち，また，ネットワークの形

態そのものも多様である。このような現状にあ っ

ては，政策実施の組織とエコマイ ンドについて語

ろうとするときに経済学，組織論，ネットワーク

論，政策論というインターディシプリナリーなス

ペシャリストの議論なくしては実りのある成果は

期待できない。

本パネルテ'イスカッションで・は下記の諸民によ

って持続的な発展の実現に向けた.NGO.政府，

企業の役割の新しいネットワークというテーマを

めぐって活発な議論が交わされた。多様な分野の

スペシャリストの議論はまさに実りある成果とし

て示唆に富む提言をいただくことができた。

2 各パネラーの発言要旨

図1に示されているわが国のエネルギー環境対

策の基本的な枠組みに沿って政府サイドからの問

題提起がなされた。

0小林 :エネルギーの問題を市場メカニズムに

全面的に依存していてはもはや難しい。先進国主

導によるグローパルな環境規制に対し，発展途上

国の側からは自国の発展への足かせとして大きな

反発が起きている。

従来，経済学では経済自体をホモ・エコノミク

ス，すなわち合理的経済人として扱ってきた。し

政策実施の組織とヱコマインド 23 



/ダダヂサー第之

、 図1エネルギー環境対策の総合的推進

かし.経済主体の行動様式では今日の世界の状況

を説明することはできなくなっている。発展途上

国では，いわゆる後進国エコ'と称される価値判断

か政策に反映され，先進諸国との利害対立として

表面化している。

経済学的にみた場合，公的な規制と市場的な誘

導との関係が問題である。

0橋 爪:初期の公害問題は急性的かっ局所的な

ものであったため，それに対する処方を容易に発

見することができ，一国レベルでの解決が可能で

あった。一方，現在のエネルギー・環境問題はグ

ローパル，慢性的かつ長期的なものであり，この

中には世代聞の利害対立の問題も含まれている。

したがって.その解決には初期の公害問題のよう

24 政策実施の組織とエコマインド

な対症療法的な即効の処方がない。

また，グローパルな広がりを持っているため，

現在ではこれに対応する組織が存在しないという

のが現状である。まず，問題を解決するための主

体，主張をどのように形成するのか，当然、ここに

は教育の問題がかかわってくるはずである。また，

広く，かっ，薄い利害対立という新しい問題状況

に対し.どのような調停論理を見いだすことがで

きるのかということが間われている。

NGOの問題をとりあげてみると，誰がどのよう

な思想をもってこれを支援するのかという点がど

うも明確ではなし、。特にわが国での活動の現状を

みるとき，ここでの組織原理がどうもはっきりし

ないように思われる。

計画行政 17(1)，1994 

0植 田:南北問題.世代聞の対立，人権・民主主

義の問題.そして貧困の拡大と，われわれが現在

直面している問題を，地球の社会持続可能性とい

う面からとらえた場合，どうやら成長ノぞターンの

転換にさしかかったという気がする。

エネルギー・ 環境問題は従来外部不経済として

市場原理の外側で論じられていたものである。し

かし，これを市場の失敗としてとらえてみると，

価絡のない大事なもの，例えば水や空気(ただし

水は最近ではタダとは考えなくなってきている

が.)のようなものが実はタダではないのだという

認識をいかに持っかということが問題である。

また，発展途上国の問題を考えたとき，できあ

がった技術をただ移転するのではなく.技術と社

会システムのしかけを同時に移転するという視点

が必要である。まさに経験の伝達である。

0梶.現実に発展途上国の支援に携わっている経

験から言えば.基礎のない国へいくら技術だけを

移転しでもだめである。しかし意識改革という

ことがよく言われるが.経験しないと意識改革と

いうものはできないのではないかという実感を持

っている。支援というとどうも国家聞の工業誘致

計画行政 17(1)，1994 

合戦になってしまう傾向があるようだ。

途上国からの内在的な要請がない場合は技術支

援がなかなかうまく L、かない場合が多い。 nU田氏

のご指摘のように，技術移転に際しては日本にお

ける学習のフ。ロセスそのものを経験として伝i1し

ていくことが必要であると考えられる。

0;工原・マーケティングというのは社会的交倹

を促進するための工学である。その観点からこの

問題を考えてみたい。先程小林氏が市場メカニズ

ムに依存していてはこの問題が解決できないとお

っしゃったが，私は市場メカニズムを通さない限

り，解決の実現は不可能であると考えている。

先程から主体の形成，意識改革という問題が論

じられているが，新しい行動を学習させるコスト

とそれによって得られるベネフィ y トとのバラン

ス(心理的/社会的)によって.すなわちベネフィ

ットがコストを上回ってはじめて消資者は新しい

行動を学習する。一方，意識は必ずしも状況を決

定しないというのも事実である。それは状況変数

の影響を受けているからである。したがって.状

況との相互作用という状況において.状況変数を

どう高めるかが問題である。

政策実施の組織とエコマインド 25 
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改
革
は

と
の
戦
い
で
あ
る

〈
シ
ス
テ
ム
〉

東
京
工
業
大
学
助
教
綬

橋

爪

大

三

郎
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「
日
本
/
権
力
構
造
の
謎
」
と
い
う
書
物
が
現
れ
た
幸
運
を
、

日
本
国
民
は
深

一
九
八
九
年
。
こ
の
年
に
、

く
感
謝
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
氏
は
本
書
で
、
さ
な
が
ら
リ
ト
グ
ラ
フ
か
C
T
ス
キ
ャ
ン
の
よ
う
に
精
確
な
日
本
社
会
の
像

を
描
レ
て
み
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
精
確
さ
は
、
多
く
の
日
本
人
を
当
惑
さ
せ
、
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
た
。
日
本
人
は

浮
世
絵
の
よ
う
に
、
都
合
よ
く
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
暖
味
な
自
画
像
を
好
ん
で
き
た
。
そ
こ
へ
本
書
が
現
れ
て
、

お
前
は
胴
長
で
に
や
け
た
猿
顔
だ
と
、
現
実
を
つ
き
つ
け
た
の
だ
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
れ
が
、
欧
米
の
正
統

な
理
解
だ
ろ
う
と
納
得
す
る
し
か
な
い
。
ぐ
う
の
音
も
出
ず
、
不
愉
快
で
あ
る
。

戦
後
の
日
本
経
済
の
繁
栄
は
、
ア
メ
リ
カ
の
傘
、
冷
戦
体
制
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
自
民

党
の
一
党
長
期
政
権
も
官
僚
た
ち
の
許
認
可
行
政
も
、
こ
の
枠
組
み
の
も
と
で
続
い
て
き
た
も
の
な
の
だ
。
冷

戦
が
終
わ
れ
ば
、
こ
う
し
た
戦
後
日
本
の
あ
り
方
も
根
底
か
ら
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
九
八
九
年
、
冷
戦
の
崩
媛
は
す
で
に
確
実
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、

419 

世
界
戦
略
の
練
り
直
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し
を
始
め
た
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
同
盟
国
・
日
本
に
遠
慮
し
て
、
甘
い
顔
を
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
い

っ
ぽ
う
日
本
は
、
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
へ
向
か
っ
て
大
き
く
う
ね
り
だ
じ
た
変
化
に
、
ま
だ
何
の
対
応
も
見
せ
て

い
な
か
っ
た
。
日
本
人
は
、
日
本
の
戦
後
が
永
遠
に
続
く
か
の
よ
う
に
信
じ
た
が
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
本
書

を
火
つ
け
役
と
す
る
「
日
本
見
直
し
論
」
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
幅
広
い
読
者
を
袈
品
押
し
た
の
で
あ
る
。
本

書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
戦
略
を
練
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
人
び
と
に
、
基
本
認
識
を
提
供
し
た
。
ま
た
日
本
は
、

欧
米
か
ら
わ
が
国
が
.
と
う
見
え
る
か
に
つ
い
て
‘
本
書
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
要
す
る
に
、
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代

の
両
国
関
係
は
、
本
書
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。

* 

本
書
(
英
語
版
〉
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
五
年
が
経
っ
た
。
世
界
も
日
本
も
、
大
き
く
変
わ
っ
た
。

本
で
は
‘
細
川
連
立
政
権
が
誕
生
し
、
「
五
五
年
体
制
」
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

だ
が
こ
れ
で
、
日
本
は
本
当
に
変
わ
る
(
変
わ
っ
た
)
の
だ
ろ
う
か
。
変
わ
る
と
い
う
楽
観
論
も
あ
れ
ば
、

結
局
変
わ
ら
な
い
と
い
う
悲
観
論
も
あ
る
。
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
氏
は
は
た
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
に
与
す
る
の
だ
ろ

久
J
4
μ

。
昨
年
(
一
九
九
三
年
〉
の
秋
、
一
橋
大
学
の
大
学
祭
企
画
で
、
ウ
ォ
ル
フ
レ
ソ
氏
と
討
論
を
す
る
チ
ャ
ン
ス

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
さ
っ
そ
く
こ
の
点
を
尋
ね
て
み
た
。
氏
の
答
え
は
、
日
本
の
権
力
構
造
(
〈
シ
ス

テ
ム
〉
)
は
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
が
、
改
革
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
ま
こ
と
に
パ
ラ
ソ
ス
の
取

れ
た
も
の
だ
っ
た
。
特
に
、
小
沢
-
郎
、
羽
田
孜
、
江
田
五
月
と
い
っ
た
改
革
派
の
政
治
家
た
ち
を
高
く
評
価

特
に
日

し
て
い
る
こ
と
が
印
象
に
残
っ
た
。
こ
こ
数
年
の
日
本
の
変
化
を
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
氏
が
.
と
う
見
て
い
る
か
は
、

今
回
新
た
に
書
換
え
ら
れ
た
、
文
庫
版
の
た
め
の
「
結
び
」
に
詳
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

* 
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も
う
ひ
と
つ
、
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
氏
と
の
や
り
と
り
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
の
べ
て
お
こ
う
。

本
書
を
読
ん
で
私
は
、
昔
読
ん
だ
も
う
一
冊
の
書
物
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
、
問
。
σ句
耳
、
』
。
}
5
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G
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パ

ツ
「
三
井
一
日
本
に
お
け
る
経
済
と
政
治
の
三
百
年
」
安
藤
良
雄
・
三
井
組
子
監
訳
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一

九
七
六
年
刊
)
で
、
本
書
ほ
ど
評
判
に
こ
そ
な
ら
な
か
っ
た
が
、
三
井
文
庫
な
ど
に
残
さ
れ
た
膨
大
な
資
料
を

も
と
に
、
明
治
維
新
か
ら
戦
後
に
い
た
る
日
本
近
代
の
光
と
影
と
を
、
壮
大
な
構
想
の
も
と
に
実
名
入
り
で
克

明
に
描
き
あ
げ
た
大
作
で
あ
る
。

ζ

う
し
た
仕
事
が
日
本
人
で
な
く
、
外
国
人
の
手
で
よ
う
や
く
な
さ
れ
た
こ

と
を
、
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

ロ
パ
ー
ツ
氏
の
「
三
井
」
は
、
戦
後
間
も
な
く
の
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
仕
事
の
後
を
『
日
本
/

権
力
構
造
の
謎
」
が
、
現
代
ま
で
引
き
継
い
で
い
る
|
|
私
は
こ
う
考
え
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
印
象
が
正
し

い
か
、
そ
れ
を
ウ
ォ
ル
フ
レ
ソ
氏
に
聞
い
て
み
た
。
氏
の
答
え
に
よ
る
と
、
ロ
パ
ー
ツ
氏
は
古
い
友
人
で
、

「
三
井
」
の
仕
事
に
も
大
い
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
彼
の
仕
事
を
覚
え
て
い
て
く
れ
る
人
が
い
て

嬉
し
い
、
と
い
う
返
事
だ
っ
た
。
さ
ら
に
氏
が
、
ロ
パ
1

ツ
氏
が
ご
く
最
近
亡
く
な
っ
た
の
で
悲
し
ん
で
い
る

と
つ
け
加
え
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
も
残
念
な
報
せ
だ
っ
た
。

............ 
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本
書
は
、
日
本
社
会
に
対
す
る
異
和
感
、
異
質
感
を
ひ
と
つ
の
基
調
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、

西
欧
社
会
を
価
値
の
座
標
軸
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
く
る
。
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
氏
が
こ
の
こ
と
を
ど
こ
ま
ち

意
識
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
。
だ
が
、
本
書
の
批
判
精
神
が
、
あ
る
べ
き
国
家

・
対

・
日
本
の
〈
シ
ス
テ
ム
〉
、

あ
る
べ
き
民
主
主
義
・
対
・
日
本
の
戦
後
民
主
主
義
、
:
:
:
と
い
っ
た
対
比
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
は

確
か
な
の
だ
。
氏
は
、
西
欧
的
な
価
値
に
コ

ミ
ッ

ト
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
人
な
ら
問
題
に
も
し
な
い
社

会
運
営
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
の
な
か
に
、
権
力
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
異
文

化
体
験
と
し
て
の
日
本
研
究
の
利
点
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
西
欧
的
な
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
は
、
本
書
の
客
観
性
を
そ
こ
な
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
?

そ
こ
な
う
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
こ
そ
が
、
本
書
を
客
観
的
で
、
公
平
で
、
科
学
的
な
書
物

と
し
て
い
る
と
私
は
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
西
欧
的
な
価
値
を
掲
げ
て
地
球
大
の
文
明
を
築
き
あ
げ
た
西
欧
社

会
と
、
そ
れ
に
伍
し
な
が
ら
独
自
の
社
会
運
営
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
日
本
社
会
と
が
、
異
質
な
他
者
と
し
て
互

い
を
発
見
し
あ
う
の
は
、
文
明
史
的
な
必
然
だ
か
ら
だ
。

日
本
社
会
は
、
日
本
固
有
の
価
値
を
隠
し
持
っ
た
ま
ま
、
西
欧
文
明
に
適
応
し
、
近
代
化
を
と
げ
て
き
た
。

日
本
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
明
治
維
新
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
時
期
(
前
半
)
と
、
そ
れ
以
後

(後

半
)
と
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
前
半
は
、
日
本
が
外
国
と
異
質
で
あ
る
こ
と
を
、
日
本
人
が
十
分
に
意
識
し

て
い
た
時
期
だ
っ
た
。
独
自
性
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
日
本
の
自
己
主
張
は
、
破
局
を
迎
え
て
終
わ
っ
た
。
後

半
は
、
日
本
が
外
国
の
価
値
に
順
応
し
よ
う
と
し
た

(異
質
性
を
な
る
べ
く
意
識
し
ま
い
と
し
た
)
時
期
だ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
は
、
日
本
社
会
が
ほ
ん
と
う
に
西
欧
社
会
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
や
っ
て
行
く
気
が
あ

さ
て
本
書
、
「
日
本
/
権
力
構
造
の
謎
』
は
何
を
主
張
し
て
い
る
の
か

F

そ
れ
は
、
本
書
自
身
が
雄
弁
に

語
っ
て
い
る
し
、
著
者
自
身
に
よ
る
詳
し
い
解
説
も
あ
る
。
重
複
す
る
の
を
承
知
の
う
え
で
、
大
事
な
ポ
イ

ン

ト
を
繰
り
返
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
〈
シ
ス
テ
ム
〉
と
は
何
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
〈
シ
ス
テ
ム
〉
は
氏
の
独
特

な
用
語
な
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。

シ
ス
テ
ム
と
言
え
ば
ふ
つ
う
は
、
い
く
つ
か
の
要
素
か
ら
な
る
全
体
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
見
か
け
上
は

複
雑
な
現
象
で
も
、
要
素

(変
数
)
の
あ
い
だ
の
関
数
関
係
な
ど
の
か
た
ち
で
、
そ
の
正
体
を
突
き
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
が

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
本
書
の

〈シ

ス
テ
ム
〉
は
、
そ
の
反
対
に
、
な
か
な
か

正
体
が
つ
か
め
な
い
ア
モ
ル
フ
(
無
定
形
)
な
も
の
、
と
い
う
音
媒
な
の
だ
。
ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ン
派
の
人
び
と

な
ら
、
さ
だ
め
し
「
リ
ゾ

l
ム

(根
塊
)
」
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

〈
シ
ス
テ
ム
〉
の
反
対
物
は
、
(
西
欧
社
会
の
近
代
的
な
)

「国
家
」
で
あ
る
。
国
家
と
は
、
政
治
的
に
責
任

を
と
る
主
体

2
2
2
0叶

O同
匂

O
]
X
R巳

ω
R
O
E
S
E一
昨
て
)
で
あ
っ
て
、
誰
が
ど
う
い
う
根
拠
に
も
と
.
つ

い
て
ど
う
い
う
権
力
を
行
使
し
て
い
る
の
か
を
、
は
っ
き
り
自
に
み
え
る
か
た
ち
に
し
た
も
の
だ
。
権
力
を
、

権
利
や
権
限
と
し
て
可
視
化

・
分
節
化
し
、
法
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
近
代
社
会
の

根
本
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
氏
の
み
る
と
こ
ろ
、
日
本
に
は
こ
う
し
た
前
提
が
そ
も
そ
も
欠
け

て
レ
る
。
日
本
の
社
会
に
も
も
ち
ろ
ん
権
力
現
象
は
あ
る
の
.
た
が
、
人
び
と
は
そ
れ
を
権
力
と
意
識
し
た
が
ら

483 

ず
、
そ
れ
に
法
や
制
度
な
ど
の
明
確
な
か
た
ち
を
与
え
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
民
主
主
義
は
、
権
力
を
法
に
よ

っ
て
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
制
度
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
見
か
け
の
裏
で
も
、
実
は
こ
う
し
た

ア
モ
ル
フ
な
権
力
が
人
び
と
を
と
ら
え
て
い
る
。
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
氏
が

〈
シ
ス
テ
ム
〉
と
名
前
を
つ
け
て
描
こ

う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
権
力
の
あ
り
方
な
の
だ
。

つ
ぎ
の
ポ
イ
ン

ト
は
、
具
体
的
な
人
名
を
散
り
ば
め
た
、
論
証
の
圧
倒
的
な
ぶ
厚
さ
で
あ
る
。
政
界
、
財
界
、

マ
ス
コ
ミ
、
犯
罪
組
織
な
ど
、
日
本
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
わ
た
る
切
れ
味
の
す
る
ど
い
分
析
は
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
と
し
て
数
え
切
れ
な
い
イ
ン
タ
ヴ
ュ

ー
を
こ
な
し
て
き
た
ウ
ォ
ル
フ
レ

ン
氏
の
、
膨
大
な
デ
ー
タ
の

蓄
積
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
や
み
く
も
に
集
め
ら
れ
た
デ
l
タ
で
は
な
い
。

〈
シ
ス
テ
ム

〉

の
作
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
、
明
確
な
戦
略
に
も
と
.
つ
い
た
も
の
な
の
だ
。

こ
う
し
た
戦
略
的
着
眼
は
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
?
人
類
学
に
、
参
与
観
察
と
い
う
方
法
が
あ
る
。

人
類
学
者
が
未
聞
社
会
に
入
り
込
み
、
原
住
民
と
生
活
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
集
積
し

て
い
く
や
り
方
で
あ
る
。
そ
の
際
、
人
類
学
者
の
観
察
眼
を
い
や
が
う
え
に
も
鋭
い
も
の
に
す
る
の
は
、
よ
そ

か
ら
そ
の
社
会
に
入
り
込
ん
だ
と
い
う
距
離
感
で
あ
る
。
私
は
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
氏
も
、
同
じ
距
離
感
で
仕
事
を

し
て
い
る
と
思
う
。
氏
は
、
西
欧
文
明
の
正
統
的
な
教
養
の
側
に
立
ち
な
が
ら
、
日
本
の

〈シ

ス
テ
ム
〉
を
そ

れ
に
合
わ
な
い
と
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
合
理
的
」
な
秩
序
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
悪

戦
苦
闘
す
る
。
彼
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ

l
に
応
じ
た
役
人
や
政
治
家
は
、
原
住
民
の
イ
ン
フ
ォ

l

マ
ン
ト
(
情
報
提

供
者
)
で
あ
る
。
そ
れ
を
素
材
と
し
た
本
書
は
、
良
質
の
人
類
学
者
に
よ
る
異
文
化
体
験
の
報
告
書
、
と
も
言

え
る
の
だ
。

る
の
か
と
い
う
諸
外
国
か
ら
の
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
湾
岸
戦
争
と
と
も
に
持
ち
上

が
っ
た
国
際
貢
献
の
問
題
も
、
構
造
協
議
や
市
場
開
放
を
め
ぐ
る
問
題
も
、
そ
う
し
た
問
い
か
け
が
形
を
変
え

た
も
の
だ
。

こ
の
問
い
か
け
が
、
ピ
ン
と
来
な
い
と
い
う
日
本
人
が
多
い
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
が
、
ど
れ
だ
け
西
欧
社
会

と
か
け
離
れ
た
社
会
運
営
を
し
て
い
る
か
、
想
像
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
も
こ
れ
も
、

ハシ

ス
テ
ム
〉
が
現
実
か
ら
目
を
そ
む
け
さ
せ
、
権
力
が
知
性
を
麻
痔
さ
せ
て
い
る
せ
い
で
あ
る
と
、
ウ
才
ル

フ
レ
ン
氏
は
み
る
。
日
本
人
を
そ
う
し
た
虚
偽
意
識
か
ら
解
き
放
ち
、
自
分
を
と
ら
え
て
い
る
前
提
を
気
づ
か

せ
る
た
め
の
書
物
|
|
そ
れ
が
、
『
日
本
/
権
力
構
造
の
謎
』
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
日
本
が
明
治
以
来
対
峠
し

て
き
た
、
西
欧
文
明
か
ら
の
問
い
か
け
だ
か
ら
こ
そ
意
味
を
も
っ
。

* 
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本
書
の
日
本
語
版
は
、
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
読
書
界
で
も
か
な
り
話
題
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

本
異
質
論
」
「
日
本
叩
き
の
書
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
内
突
が
き
ち
ん

と
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

本
書
は
、
か
つ
て
の
『
菊
と
万
』
(
ル
l
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
著
)
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
、
す
ぐ
れ
た
日
本

社
会
論
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
ほ
ど
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
、
実
証
的
、
し
か
も
包
括
的
な
書
物
は
あ
ま
り
例
が

な
い
。
も
し
も
日
本
に
つ
い
て
知
り
た
く
て
、
な
に
か
一
冊
だ
け
読
み
た
い
と
い
う
外
国
人
が
い
れ
ば
、
本
蓄

を
読
む
こ
と
を
私
は
勧
め
る
。

一「

日



し
ま
え
ば
「
好
み
」
の
必
い
〆
-
け
，
か

あ
る
‘
と
い
う
吉
宗
が
あ
た
か
ん
自

明
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
・
勺
に
芯
ぺ

れ
る
丞
一
叩
が
く
る
，
リ
-
れ
が
わ
が
回

、
で
は
全
共
闘
運
動
の
倒
壊
過
程
と
時

+
間
的
に
重
な
っ
て
い
る
a

こ
の
ダ
ブ

~
リ
が
合
一
共
闘
世
代
の
相
対
主
義
に
独

一
一
待
の
色
彩
を
あ
た
え
て
い
る
の
で
あ

一
守
合
.

一
〆
か
し
考
え
て
み
れ
ば
す
ぐ
に

{
7
1、
分
か
る
よ
う
に
、
相
対
主
軍
唯

一
を
一
個
の
思
想
的
立
渇
と
し
、
そ
こ

一
か
ら
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
、
論
理

~
的
に
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
，
そ

一
の
言
葉
は
、
相
対
主
裳
に
従
う
か
ぎ

一
り
、
他
者
に
届
く
こ
と
は
な
い
か
ら

一
で
あ
る
・
他
者
に
到
達
し
え
な
い
と

一
い
う
自
覚
を
持
ち
な
が
ら
、
他
者
に

一
向
か
っ
て
言
葉
を
発
す
る
と
い
う
行

4

為
は
、
誠
実
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
で
き

す
も
の
で
は
な
い
@
そ
う
い
う
人
間

』
は
沈
燃
す
る
し
か
な
い
・
相
対
主
義

『
を
名
の
り
、
な
お
か
つ
言
葉
を
書
き

『
連
ね
て
い
く
人
間
は
あ
き
ら
か
に

で
何
か
」
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
.

で
で
の
「
何
か
」
は
栂
対
性
の
バ
ブ
ル

?
の
な
か
に
一
治
ち
込
む
よ
う
な
も
の
で

~
は
な
い
「
何
か
」
で
あ
る
は
ず
で
あ

A
u
.
 本

書
で
み
る
か
ぎ
り
、
小
阪
も
ま

た
相
対
主
義
の
李
節
の
な
か
で
、
あ

る
径
の
精
神
的
な
「
失
語
症
」
を
経

験
し
た
よ
う
で
あ
る
・
そ
れ
は
自
分

の
邑
比
す
る
言
葉
が
他
者
に
届
き
う
る

か
ど
う
か
と
い
っ
た
懐
疑
の
感
党
で

あ
る
e

そ
し
て
、
著
者
は
い
ま
「
経

験
」
と
い
う
言
葉
土
柏
に
し
て
、
相

対
主
義
か
ら
の
脱
出
を
考
え
て
い

く
.
し
か
し
、
そ
の
方
向
は
も
は
や

旧
来
の
「
真
理
」
へ
の
意
志
へ
の
回

帰
で
は
あ
り
え
な
い
。
神
保
の
方
へ

と
簡
単
に
殺
替
え
す
る
わ
け
日
は
い

か
な
い
の
で
あ
る
e

だ
が
、
し
か

し
、
著
者
が
ど
ζ

に
い
こ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
そ
の
方
向
は
こ
こ
で
は

き
わ
め
て
ゐ
い
ま
い
で
漠
然
と
し
て

い
る
.
弘
た
ち
に
は
見
え
て
こ
な

'
L
V
 

そ
の
理
由
は
、
問
題
そ
の
も
の
が

複
維
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

著
者
が
選
，
ひ
と
つ
た
文
体
、
言
葉
の

ス
7
イ
ル
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
.
著
者
は
一
貫
し
て
「
弘

の
径
数
」
と
い
う
も
の
に
固
執
す

る
，
こ
れ
自
体
は
と
う
ぜ
ん
の
ニ
と

で
あ
ろ
う
・
「
私
の
経
験
」
を
は
ず

し
た
と
こ
ろ
に
思
考
の
営
み
は
存
在

し
な
い
.
た
と
え
「
科
学
的
な
」
言

語
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、

そ
う
い
う
言
語
を
使
用
す
る
と
い
う

汗
』
為
・
決
意
の
な
か
に
は
「
私
の
経

験
」
と
い
う
も
の
が
動
機
と
し
て
背

貨
に
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま

る
.
「
私
の
経
毅
」
か
ら
思
考
を
は

じ
め
、
言
葉
を
組
立
て
て
い
く
ざ

い
、
そ
の
言
葉
は
「
私
の
経
験
」
と

い
う
重
み
を
ひ
き
ず
っ
て
い
っ
て
よ

い
も
の
か
、
こ
れ
は
別
の
問
題
で
あ

る
.
簡
単
に
一
Y

守
え
ば
、
他
者
に
向
か

っ
て
言
葉
を
売
す
る
と
き
、
そ
の
言

葉
の
な
か
に
、
発
す
る
人
間
の
個
人

的
な
生
理
が
匂
っ
て
く
る
よ
う
な
場

合
、
そ
の
言
葉
が
力
金
持
ち
う
る
か

と
い
う
問
題
で
ゐ
る
・
著
者
は
き
わ

め
て
個
人
生
理
に
ち
か
い
形
で
言
葉

士
組
立
て
て
い
く
の
で
あ
る

2

そ
れ

が
著
者
が
自
党
的
に
選
択
し
た
方
法

で
ゐ
る
か
に
み
え
る
a

そ
し
て
本
蓄

を
読
む
さ
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の

は
、
む
し
ろ
こ
の
問
題
な
の
で
あ

る
.
思
想
は
感
情
の
レ
ベ
ル
で
受
け

止
め
ら
れ
る
側
面
白
ど
持
っ
て
い
る

が
、
他
者
の
提
示
し
た
思
想
を
肯
定

す
る
か
否
定
す
る
か
は
感
情
の
問
忽

で
は
な
い
・
思
想
は
私
的
な
感
情
と

と
も
に
は
じ
ま
る
，
か
、
思
想
が
他
者

に
届
く
の
は
、
私
的
な
感
情
の
次
元

を
同
国
え
、
脱
悠
覚
的
な
言
語
で
梅
成

さ
れ
た
と
き
で
あ
る
、
と
言
え
な
い

で
あ
ろ
う
か
.
哲
学
的
な
思
考
が
文

学
や
宗
教
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
す
れ
ば
.
だ
け
ど
、
問
題
は

こ
の
次
元
に
な
る
と
、
文
体
は
ま
さ

に
個
人
的
な
好
み
の
問
題
と
い
う
よ

り
も
、
思
想
の
問
題
と
な
る
・
著
者

は
そ
う
い
う
自
覚
か
ら
出
発
し
て
い

且

u.
ま
司
爪
大
三
郎
の
文
体
は
・
」
の
占
…

主
余
U
U
で
小
阪
と
は
対
照
的
で
あ
る

よ
う
に
み
え
る
・
今
度
、
一
九
七

0

年
代
末
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
書

か
れ
て
き
た
も
の
が
『
橋
爪
大
三
郎

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
・
全
三
巻
続
成
で
「
身
体
論
」

「
性
空
間
論
」
「
制
度
論
』
と
い
う
の

が
各
巻
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る

(
B
6

判
・
各
三

O
九

O
円
・
勤
草
書
房
・

一
九
九
三
年
一

O
月

1
一
二
月
)
.

現
象
学
と
唯
物
論
と
を
突
き
抜
け
た

地
点
に
お
い
て
、
社
会
を
記
号
空
間

と
し
て
と
ら
え
て
い
こ
う
と
い
う
の

が
橋
爪
の
基
本
的
な
戦
略
で
あ
り
、

そ
れ
を
著
者
は
疋
言
語
v

派
社
会

学
」
と
呼
ぶ
.
し
か
し
い
ま
ニ
ニ
で

興
味
深
い
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
、

著
者
が
そ
の
理
諭
を
展
開
し
て
い
く

l

i

l

-
-

?
・.

場
合
に
採
用
し
て
い
る
文
体
で
あ

り
、
言
葉
で
あ
る
.

橋
爪
は
小
阪
と
同
世
代
の
人
間
で

あ
り
、
障
問
爪
が
三
言
語
v
派
社
会

学
」
を
梅
怨
し
て
い
く
背
景
に
は
も

ち
ろ
ん
彼
自
身
の
個
人
的
な
経
験
の

時
間
，
か
あ
る
.
そ
し
て
そ
の
経
験
は

小
阪
の
そ
れ
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
.
し
か
し
、
橋
爪

が
選
択
す
る
言
葉
そ
の
も
の
は
、
ま

っ
た
く
「
中
性
的
」
で
あ
る
・
私
た

ち
は
織
爪
の
発
す
る
言
葉
と
そ
の
泡

立
て
を
あ
た
か
も
数
学
を
読
む
よ
う
-

に
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
.
そ
れ

は
著
者
が
意
識
的
に
探
用
し
て
い
る

文
体
で
あ
る
.
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
第
三
巻
「
制
度
論
」
の
「
ま
え
が

キ
こ
に
こ
う
容
か
れ
て
い
る
・

「
消
費
社
会
の
か
げ
り
と
と
も
に
、

ど
う
み
て
も
底
が
浅
か
っ
た
プ

1
ム

も
去
り
、
わ
が
国
の
知
議
界
を
大
き

な
空
虚
が
お
お
っ
て
い
る
・
こ
こ
に

欠
け
て
い
る
の
は
、
詮
で
も
が
認
め

う
る
前
提
に
立
脚
し
、
堅
固
な
論
理

に
従
っ
て
、
考
え
る
べ
き
こ
と
を
考

え
て
い
く
緯
策
的
な
努
力
だ
.
」

ロ
エ
ヘ
、
解
を
ざ
け
る
た
め
に
言
っ
て

一
一
一
一
日
お
く
が
、
小
阪
に
は
「
考
え

る
べ
き
こ
と
を
考
え
て
い
く
栂
策
的

な
努
力
」
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
.
小

阪
は
自
分
の
発
す
る
言
葉
が
他
者
に

届
き
う
る
か
と
い
う
問
題
を
自
分
の

な
か
で
決
着
を
つ
け
な
い
と
、
言
葉

自
体
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

7

イ
プ
で
あ
る
。
そ
し
て
‘
確
か
に
そ

う
し
た
問
い
は
た
し
か
に
必
要
な
も

の
で
あ
り
、
も
の
を
書
き
出
す
と
き

は
設
で
も
自
分
の
な
か
で
何
ら
か
の

決
着
を
つ
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
.

し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
聞

い
を
ひ
き
ず
っ
た
ま
ま
発
っ
せ
ら
れ

る
言
葉
は
他
者
に
届
く
・
-
と
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

な
の
で
あ
る
.
私
た
ち
は
ど
こ
か
で

「
私
」
と
い
う
も
の
を
切
断
し
た
言

葉
が
必
要
と
な
る
の
で
な
い
か
.
私

た
ち
が
言
葉
を
読
む
と
き
、
私
た
ち

は
他
者
の
個
人
的
な
経
験
を
読
む
の

で
は
な
い
.
言
葉
モ
れ
自
体
を
読
む

の
で
あ
る
.
そ
の
と
き
言
葉
に
は
言

葉
固
有
の
詣
思
し
か
存
在
し
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
.

小
阪
の
作
品
と
猪
爪
の
作
品
と
金

読
hu
と
き
、
そ
の
内
容
的
な
事
柄
自

体
を
別
と
し
て
も
、
「
私
」
と
「
犯

の
発
す
る
言
葉
」
と
の
関
係
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
現
代
田
U

忽
の
基
本
問
題
と
ど
・
-

か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
で
ゐ

4
9
.
 堀

川

哲
(
札
幌
大
学
・
思
想
史
)
・
評
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改革開放下の中国経済と社会
一一平成5年10月25日開催の東京工業大学論演よ りI'T録一一

1-中国経済の発展と.当面する問題

80年代の会1止をilfjじて，中国の経済は

平均で 21irに迫る沿い、成長をあiけた。こ

れは. 1f;1じ時JVIにおける世界の平均のみ

ならず，アジア地域の平均をもよまわっ

ている。 1992年，中国の国民総loJ1'iiはほ

ぼ 2兆 4千億元(人民元)にj重し.国力

は十数年前に比べ顕著に高まった。波数

絞消の方市では. 1992年のftl¥!生jl(Miは

4425.8 t・rJ.キロ，利~ ~.とは 452.87j トンに i主

し. 121.立人を食べさせていく I::J:&は基本

的に解決している。工業のi而でも.鉄鋼.

右j夫など主要な工業製品の10ftιtは，世

界の卜 yプレベルに謹んでいる。 f:I."主u
弥jも長足の進歩をとげた。

だが巨大な人口の中国は. 1人当たり

の資源が少なく， 多く の1Mでまだ遅れた

状況にある。中国は発展途上国なのだ。

国民総生産はk!.J4586億ドル. 1人当たり

400ドル切である。中1mのtEI汚.H:会発

反はレベルがま ちまちで，原子力や宇宙

産業のようなトァプレベルの科学技術も

あれば，原始的な成作業もあり. I阪やか

な都会もあれば貧しい辺地のh~1f:tもある

という卯若な対!I((を抱えている。

改革以来，生活水準は大仰に上列した

一10ー

ざるをえず. 80年代末に述統 3年の景気

後退にみまわれた。去年から妖気も回復

し成長がJJIl&して，泌氏1移民の危険が一

定程度現れている。政府は. 1988年の教

訓をI活かして念品世・税;Jill改革をいっそう

進め.経済wnillのl伝燃を促進して経済過

程のよからぬファクターを除去し.i，t気

後j!!をまぬがれる努力をしている。

2.中国社会のいくつかの特徴

改革問欣下の中国社会は，以下にのベ

る11':要な特債を具えている。

1 )公平WIを主とする.各科ーの所有ilill・

各Hの続出主体が)èn~ をとげた u

改革が中国の社会・経済~(~造に 10みだ

したm大な変化は.国民絞il'íの所不[市IH{~

成が，改革以前の単一公平J制から.各tJR
の所有1M・経済主体へと転検をとげたこ

とだ。非公有:lill経済の発展が，支持され

奨励されている。 1992年末で全国の在、営

企業は13.95社，資本金li221l守元.従業

員は232万人である。また工・ l賄業にた

ずさわる側人公Jdf日11事戸〕は1535/jり，

その行jJ'Eは601[0:元.従業灯は2467))人

にi1している。外mの投資による企業

(中外合資企業，中外合11:企業，外国到!

資~$を合む) li8.4万千1:だ。 1992年の

工業生派自ifiにl主l1'j企業.集間企業〔然体

企業l.側人企業 .;J'L営fi?:'tt・外国系企

業の占める;t}lj合はそれぞれ.52%.35%，

13%である。ちなみに19i8年以前.工業

総生~J;，訂iに.非公約出11企業の占める;P'II 合

は0.7%にすぎなかった。流通の領肢で

は. 1992年の尚品取引総額に国平I企業，

~RI企業，非公平jnìll {ì>::r~の占める出11 合は

-12ー

ヲミiJ!:t.l:会引学院長

王 i慣

~L~;(工業大学一般教n 1.~; U)J !l!l.l'1: 

橋爪大三郎訳

が.消 Wf{~泣からみると，エンゲル係数

は依然59.6%と高<.布I;i!iで53%. Jl~村

で62%である。これは.アメリカの従業

関i系組織の));i¥'，によると，ょうや く「絶

対的貧困」をJJii.し rどうにか答らして

いるJj引g:である。 19901ドの白li市住民の

平均的fli(li仰は6.7平方メートル，一部

の大都市では多くの家!Y.tが倣しい!苫[七条

件に耐えている。地域による条 f~ーの.i1ぃ，

各地区11:]. nJ\市/J;~H川のイ、均等発展も

目立つ。京音1;沿海地区は経済も党達し，

l人当たりの収入もi白いが.中西部はm
対的にj!Iれており. 11)(入もf(¥;し、。例えli

上海市の l人当たり国内総生花は1990年

で6675元なのに i't州|は890元にすぎな

い。会国1903県のうち.まだ520もの県

が貧困のため.国家財政の阪W;を受けて

いる。経前の発脱した広JWtiでも，年収

が I人当たり 200元に刊かない貧困県が

ある。 80年代中頃から古1;市/戊村山民の

収入路銘がj，よがり. 1985年のト7:1;が，

199211"には2.3:Iに閉し、ている。

中国は経済発}j~のなかで.つぎのよう

なIHI!lliにl也市している。

(1) ;た村の巨大な余剰労働力が.中国

経済の飛2ù~の大きな負担になっている。

中国が現本抱える;;!~十 l の余剰労働力は

それぞれ40.8%. 28.2%. 31 %である。

しかも. fJ，営企業の実態は.統計数字よ

りもう少し上回ると思われる。集間企業，

国営企業に分fJiされているね営企業もあ

る。 i品|人経営者にも，士l!院が11.、営企業の

水準にj主しているのに，そう分'lIiされる

のを仰がる者が少~ くな し、。

各H!の所有i1i1I.各もnの経済玉Wli.今

後とのように発展していくだろうか?

中国国家情報七ンヂーの予測では. 2000 

年までに，中国の工業総生産Miに固有企

業の占める吉11合は1/4にまで低下し.集

同企業が1/2.;J'1，営i依然が1/4を占めるこ

とになろう。またn'!j，{，'，lf'<. ~ W:':市lに対して

は固有企業が1/3.集団企業が1/6.f間人・

;J'L営企業が1/2を山めることになろう。

21世紀の初めまでに，中国の所有i!illltI!;i立

は「三足!日l立」となるのである。

2 )干l会防防が多元化するとし寸趨勢

均すうまれた。

改iY.:開放以前には，公平[市11一辺倒の所

有 m浩，分化の不充分な l研究~HlJ: ili. 中央

~f削~J な引 jlllj経済. j ~i 1~1分配の平等主義

等々のため. '1' rglのtl会Fl¥I.:.'i!t'lij主はIjiー

だった。だが改午以後.所有ajljH~j主・産

業椛造の多様化や. ，liJ以下前の仲良.社

会成貝川の所得格差ーのJ広大にともない，

異なった利純グループが現れて. tl会ド??

J罰が多元化した。目下中国には少なくと

も8つの基本的な社会階層が存征する。

(1)千|会包:理者の附府

これは.各般の社会管理!凶11);にたずさ

わる防府で. 9fiJ悩労働を主とする職業集

団。主に各級の党・政1(1の怜部を合む。

このmJ¥'lのメンバーは1000Ji人あまりで

/ダダヂサー/必之

，'~J 2 f.¥l:人で.今世紀末には2.5(:]'.人にi宝

する凡込みだ。中国はあまり郡市化して

いないので.52村の余 ~!Ii')j 日ô;)J に従 fJ~で

きる就決i段会が不足している。現在，毎

年約 7千万人のj呉氏が.IZ村と都市を流

動しており.巨大な「民工湖J (臨時工

の11下〕となって.交通iNui.都rIi設備，

iJ:会の治安などを圧迫している。政府は

門戸を院1'-'、てh，'l民をむやみに都市に迎え

入れるわけにも，行政手段でJJ~~~民を土地

に縛りつけておくわけにもいかない。こ

れだけ大勢の人びとの就業問題をどうす

るかが，中国の今後の発展のためにどう

しても解決すべき附姐である。

(2) 従業~(I!j査の不合理が，長らく有効

な解決をみていない。

中国は70年代末-80年代初jめに.m工

業のみ発達し軽工業やt'i:J~が立ちi!ïれて

いる問題の訓笠に入った。従業，軽工業

の述やかな発展を促し. J!~かな iìml竹市

場を育成したのだ。だが80年代中JYI以降

新たな川造の不合理が:H現した。投資の

サイクルが短く収従の大きな加工工業が

基礎産業の支持íì~lJ を超えて発展し，エ

ネルギー，交j弘通信，基礎原材料など

の従業が.国民経済のボトルネックと

なっている。国務院泣プJm;の資料による

と中国ではi改悪の場合.全国の工業生産

能力の40泌が'，11力不足のため稼働せず，

年r:りで2400万元もの生産減をもたらして

いる。 1992年の貨物輸送に対する鉄道の

満足率は.わずか50-60%。鉄道の愉送

能力に余力がないので，エネルギーや物

資の供給が滞っている。各地域で収益の

高い商品に争って投資をするため.建設

ある。彼らは経済・政治・文化生活をコ

ントロールする組織者・政策決定者で，

その地位と機能のため， しばしば地域生

活を指導し指航する階府に収まる。

(2)公布:iE4'~の管理者のj:皆j音

主に因不1・企業，集団企業の工場長，社

長などの管理II土庁を指す。日I'jl国経済時代は

公有企業が大部分政府の直般管理下にあ

り，相対的な独立性を欠いていたので，

彼らは完全に党・政府の件~mにまじって

いた。今日では，市場経済の発展と公有

企業経営機構の転換にともない，ますま

す多 くの公平J食業の包:型者が. ~U1t. 絞

首の自主慌をえている。彼らは役割j意識

や役割行為のうえで.え・政I{f!段階の官

僚たちとすでに迫ってきている。これは

今まさに形成されつつある階層であり，
司、F

f庄らの人数や社会的|投能も，改革の深化

にともなって増加し，上芥している。

(3) +!..営企業主の階層

これは比政的多 くの生NiJt1を所有し，

主にJr~J目した労働者の労働に依存しつつ

自分で此|従をf!1L!し.収益を平交する社

会:!tI'.1Iであ令。この|消防のll:JJi.Ii. 1é~ 

に己主 ，'!'i J)fI}j)cの結果である。現侃， この附

般に属するのは100万人あまりだが，増

加lのl頃II，)がし、ちじるしい。彼らは.中医|

大|控のもっとも日桁な集団で.そのグ

ループ主主総もますますはっきりしてきて

いる。経済的災力を利用して，公益事業

に資金をもi{fJ~したり，各被の人びと・政

I()のit1t};を彼1J);したりするなどの方而

で，地域の政策決定者や政策の決定に彩

写ltを与え.政itiWJft'fi会決の安nや人民代

表大会の(1;:1<など.名子何世やj也I或の指j淳

も外資己主入も丞十日し地点も分1I>cして，波

紋の経済を達成することができなし、。た

とえば中国の最近の自動車生産は120万

台なのに.自動車会社は125社もある。

うち年程 I万台を位えるのは21社のみ.

最高でも年産10数万台にすぎない。これ

では年産30-40万台の経済規伎に速く及

ばない。このように各地方の産業が似た

ような悦造で，低水準のまま競合してお

り， jff. ~t昨造の改事与を妨げている。

(3)固有企業の経済効率がなかなか上

昇しないことが.国民経済を|塩害する大

きな要因になっている。

中国には，固有企業が約40万千J:あるム

その生産自fiは全国の工業総:生産在fiの80%

近くにのぼり，国家財政の主要な収入源

になっている。だが.長らく宮fi国経済体

;Iillに縛られていたため，多くの企業は活

力が乏し く効率 も1尽く.製品は質が恐く

て市場の競争・環境の変化について行け

ない。このため，経済効率を改滋できな

いでいる。一部の企業は，設備の破jHを

制)flr;できないでいるほどだ。そこで.外

部の経済I，.C(涜が不利に働くと，これらの

企業は慌捕な窮地に|宿り .国家財政や従

業員の生活に大きな因性をもたらす。

(4)経済発民のプロセスでつねにかな

り大きな妖気の波が生じ経済に混乱を

ひきおこしている。

80年代を通じて，中国経済は高度成長

を続けてきたが.そのt:ij何回か大きな波

動を生じた。 80年代の中JVJと後JYIには 2

度経済が過熱し，通貨が膨張した。特に

1988年，通貨の膨張E容が20%近 くにi主し

たので，政府は糸気に急ブレーキをかけ

11ー

的な職務をすすんで引き受けている。

(4)個人労働'{'，.の|待RM

これは，少傾の資本を持ち.王として

自分や家族の労働に依存しつつ.独立し

て生産・経営-に従事する労働者の集団で

ある。社会主義改造の始まる以前，中国

に元からあった附屑のひとつだ。改革開

放以来，この|治腐はすみやかに復活し，

今日すでに2000万人に淫している。彼ら

の経営する業種は生産と生活のほとんど

あらゆる領域にわたり，国民経済の繁栄

に:m~な役目を担っている。彼らも「先

にf!I:かになった」附服だが，その経営規

t'!と一也かさの程度は;fL営f122佐に劣る。

(5)インテリ〔知識分子〕階l帝

これは，科学技術や文化知識の発明・

創造・ 1云描・応・用の仕事にたずさわる頭

脳労働者の集団である。主に.科学・教

育・文化・伶i生部門の利学者.技術者.

教育関係者などを包日し.人数は3500万

人前後である。改市開放以*.この1:管l罰

の主l 会 (I(J ・政治 (I~J J也{立は大いにiおまった

が. i~Î'l(!而ではまだ改if{の余地がある。

(6)労働ι.(工人) 1刊併

これは.凶:彼第 2次・第 3次ilt.却をに従

事するヲ:;.f均一行の集1]を指す。人数は1.5

億人で全国の就業人口の1/4を山め.股

民にi欠ぐグループだ。彼らを就後先の性

質で区分してみると.固有企業・集団企

業に勤める労働名-もあり .;J'L包企業(外

資企業を含む)に~\);める労働者もある。

一般的にt立えIf. ;J'L営企業の労働者の所

得は.公平1・企業の労働者の所得より多い

が.労働の昨日交も向く， 口受すべき心理

的IE)Jもずっと厳しい。
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(7)政l(労働者 (J;.~I己ユ:) 1:氏府

これは，主に80年代以降にjztえた中国

特有の社会階層で，改革開放以来.町村

の第 2汰.第 3次ili't>-:r::がl吸収したれ村の

余車IJ労働力である。彼らは5J'IIIJを通じて

現業部門の工場での肉体労働に従事し，

大部分の所得をえている。この点でみる

限り， 1皮らは労j!R力者階I~司と似ている。し

かし中国の戸籍管理lllt;IJJ交が rJ;~~ !~?非」

〔農村の戸籍からほかに転ずること〕を

厳絡に制限しているため.身分は依然と

して農民のままで，戸籍は炭村にある。

田畑の耕作を請け負っている者も多い。

繁w期や工場労働の合間には，家抜のtz

f乍撲を手伝い.失業や就職待ちの場合に

はやはり農業に頼って生活を保障しなけ

ればなちなし 3。彼らは都市の正規の労働

者とiAぃ.者11市住民の各秘の手当てや公

n医療などを受けられなU、。

農民労働者を.さらに 2つに分類でき

る。第ーは.h~業をやめ故郷もP:llれ.都

市の工場や外i也の郷m企業〔山村企業〕

で働き，生活がとても不安定で京気が後

退するとすぐ解服されてしまう人びと。

第二は，農業をやめても故郷は~Ilれず，

自分の村か近所の町で働いて，日侃りで

通勤し，自分の家に住んでいる人。

A!lc民労働者向精の人数はすでに l低人

を越え.ますます1付加しつつある。

(8) jJ!lo民〔終業労働者)1:111.丹

これは，主に成立性生産の肉体労働に従

事するグループで，その数3.5f古人.中

国社会でもっとも人数の多いグループで

ある。だが，この附l窃が労働力に占める

比率は不断に低下し続け. 1978年の
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中国 ~i{tl)沿海の 10省iIï(北京・天;;1'・上

海m'，;g )~L. 吉林・山東. iJ:臥・ iJli江・

稲辺・広東省)の工農業総生Nf釘lの全国

に占める制合は. 51.1 %から55.39%に

m加した。いっぽう中凶部の19省・自治

区の工終業総生産制の全国に占める制合

は. 48.9%から44.2%に下降した。その

絶対廷fiIi1;1: 359. 84i.i:f.元から3924.46~な元

に拡大した@沿海と内陸地ほのこうした

経済格差は，ますます拡大しつつある。

国家的報センターの予測によると， 2000 

年までに，中国大陸沿岸地区の国民総生

産が全国に占める古IJ合は1990年よりも

5 %上昇し. rJ.J!窪J山区の比二容は 5%低下

すると見込まれる。このように80年代以

米中国大陸の各社会メンバ-1:11の所得絡

差は顕著に聞いてきている。統計ー資料の

不仰とiiWの技術的な国銀のため.中国

大陸の所得配分のジニー係数がどれほど

かは見方がまちまちだ。 701手代末WJに

0.2iiij(主だったものが. JJ!U:I;1:0.4()ij後で

あろtうと一般に思われている。あるJltiflll

では.中国大陸全体で百万長者(家J足資

産自!i百万元)がすでに 100万戸を越えた

いっぽう，年lI@il与が300元に尚たない

J'Jt付人口も6000Ji人いるという。故近の

訓査では.人口の 5%に満たない高所得

F昔府のi作落'tiiiが，会Jtj'訴鋲の26%を占め

るという。銀行筋の分析では.総人口の

15-20%の高所得i消防の人びとが. 60% 

以上のイrfll日証券を持っているという。

これらの数字から明らかなように，改

革開hx下の中国で，貸出の十台注の|日l:iliが

発生している。この問題は二つの町から

考える必要があろう。ひとつは.現在の
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73.83%が. 199!il'にはGO%となってい

る。上述の22民労働Itと大i~~分の侭1 人労

働者は，この1;持病から分化していった。

改革日1lJi.主以来. ;:U'¥:附府の生itt水ill'.は

いちじるしく Jニ11した。だがj及近.工業

/月~milf品の jJi状仰絡先がIヰび拡大して

いるため，この階府の所得J~~))0は比政的

ゆるやかとなり，負担も爪いので，彼ら

の~i1E意欲に a;~仰が山ている。政府はこ

の問題を解決すべく努力中である。

以上.どの階l汚も，市j与や所有する資

産の俗廷が不断に聞いている。行会階層

の多元化は，中国行会の流動性がi%まっ

ていること.中国社会の悦iiiが発展をと

げたことを示している。

3 )都市化が急i主に進んでいる。

者11市化は工業化の必然的な帰結で，地

j袋行会のiiVs:の総体的な趨勢である。改

革開放以iiii.中国の工業化の水準は向く

なくーjillの政策にも限度があったので，

都市化の現象は~wt，:に現れてはいなかっ

た。 1!).l9-19781(oにかけて.都市人口の

全国総人口に占める剣合は， 10.6%から

17.9%に増加した。 30年近い問に7.3%

のl皆川lをみたわけである。なかでも60，

70年代は長いあいだ，だいたい17%あた

りを前後していた。改年間放以米，続i斉・

社会の発展が，都市化を大いに加述した。

そのJ)Lれは二つのIJ而にわたる。約ーは.

m.町の数のいちじるしい鳩加である。

1978-1992年のあいだに.中国大陸の市

は193から479にJEえ. 14年間に2.481;1に

なった。町〔建制$HJは. 1979年に2851

だったが. 1992年には11985にi由えた。

13年間で4.21青である。現在，市・町の

中国のH市の分化が.人びとの生活水準

がおしなべて向上しているなかで生じて

いること。改革以前と比べ 1rrめる者一，

貧しい者， T4める地区，貧しい地区，絶

対的なi~il~ 水 ilf\ ・~;首J)(i\~はそれぞれそ

れなりに向上している。いまの俗差はお

もに，Hií~; の J'!I 力 11の述ほ とその帽の!日W!i

で r先に泣かになる」か「後から泣か

になる」かの差だ。こうして過去ーの「お

しなべて貧乏」の状態をある程度改め，

生産力の発展を促すことができたのだ。

もうひとつのifliからみると，いまの中国

で， ttii¥'の格廷の!日l也は鋭利tだ。各地区

HIlの絡差が生じている原凶には，自然条

件，人口の表ttI):t史の訟泌がRなるな

どのほかに，政~的な限jl!HI\i斤が講じら

れているかの[:~:mがある。各社会メン

ノfーの11:1のtt自の分化がとtじている原|却

には，経営のよし，官、しゃよく j~b くかどう

かも昆~ーではあるが， Jf.U'(Rを乱}flして.fl..

肱をIJ巴やしたり，投|匙でj，:Kけたり， i!ilf止

脱税をしたりなどのi主倍、行為も.ひとj@

りの人Il1Iが必利をむさぼる王な手口と

なっている。この立I~kから 詰ーうと.中国

の:t¥・21・の分化は，決して元会な自山鋭.f[.

の結果ではない。合法的な経営，誠~f な

労働をjiflじて泣かになりなさいという政

府の方針をないがしろにして得られたの

である。こうして広大な太政の不公平路

をまねき，紅 会(10汗m・や社会川紅iを引き

起こした。これに対して.中国共&:えと

中国政1([は-)主のJI¥ir.~ をとり， [:IJ!Wの仰

がとをはヵ、っている。たとえば‘. Hi斉1!;~ 1!

の取り締まり. n~所得者政U)). ~~:î所得者

に対する JT(淑悦なとである。

労会/タダヂー3-
総EKは.&市初!りl の<1.1 1 :1に J~)JII してい める l~:ll合は80% ，郷jJ1íl~放の従業員の農

村労働力に占めるWII合はGO%を主主えてい

る。郷m企業の半分以 tがPlfや決村.規

~~~の lヒ似(J~)大きな十l'!Ilに集まっているの

で.その)8岐に従って股村の余車11労働力

がそこに集まるという趨勢が生じ.そう

いった地域の非終業人口を顕著にi削')0さ

せるいっぽう.そうした地肢の公共施設

や地域社会の而目を.いっそう都市化さ

せるよ うになる。中国の多くの小城鎖は

こうした奴HJ'i企業の発展とともにある

が.これらはもともと農村や規模の大き

な村m.から発展してきたものなのだ。

る。第二は. ïn' 田l の人口比率が~Iiミ汗 lこ

上昇ーしたこと。 1978-19911(oにかけて.

ili . IlIfの人口が合同総人uに占める比中

は17.9%から 26.37%に上列， 13{r' 1111で

8.47% J竹川l した。これは.改市níJ li!{jl~の

30年nilの数字を上回っている。絶対数か

ら児ても 1978-1991年に，会1:81のili. PIJ 

の人口は1.7245億人から3.0543[主人に.

1. 3298他人増加した。これは改市以前30

年 I :IJ のJo;q )JII 況の2 . 161汚である。~するに

改革開放以来，毎年900万人もの能村人

口が，都市に移住したのだ。

多くの発展途上国と途い，都市に移住

した J~~付人口は主として.大・中高1\市に

ではなく ，出身地に近u、ノl、都市や町に，

つまり人びとのよく言う 「小i成以J (田

舎町〕に移動した。われわれはこうした

趨勢をも.都市化〔減鋭化〕と呼ぶ。こ

れは中国の実際に7 '1 チした.中国の特

色ある都市化のやり方であろう。

上にのべたいくつかの特徴のほかに，

家庭の間造が小型化したこと，社会管理

がi去治化したこと.外来文化を懸命に吸

収していることなども.改革開放下の中

国社会の特徴であろう。所有の而からみ

ても，いま中国社会は現代化社会に向

かつて活逃しているところなのだ。

3.中国社会が直面する社会問題
r.1¥ili化の急辿な進行は.主として郷HI

企業の大役肢による。改革開放以来.中 ほかの国家と同じく.改革開放の新時

代を迎えた中国も，近代化〔現代化)の

j~HJでー辿の相会問題に[江市している。

そのうちいくつかは，ずっと以前からい

まに至るも解決できない問題で.たとえ

ば人口IUllffi。またいくつかは.改革開放

以来はじめて現れた問活だ。以下で悶げ

るのは，こうした問組である。

国tE村の郷3丸公11;の ~URは特に注目に i直

する。 1978-19925J'，全国の郷m企業は

152，42t.1から20007itU:C仁にmJJIIし.そ

の総:d:.j]UJiは493.071怠元から 17600[立元

に.その従業員は2826.56万人から 11.:)' 

人に j~切H した。 J]L在，郷$n~ :Ji がI!'H 'I'/.I:

会の総~j)(t'tiiiに占める制合は50%. 郷jj".!

企業の工業生産自1が中国の工業総生産額 1) 1t'I;;の分化の|問題

に占める割合は40%を泣えている。中で 80年代以*.中国大陸の各地域や各社

会メンパーの[:¥1のtt7ii
;の格差がいよいよ

顕著になっている。統計資料の示すとこ

ろによれば， 1982-1991年のあいだに，

もijtfiF>沿海の一部地区や大・中前1¥市の郊

外.たとえば天津地区などでは，県-郷

m企業の総生産制が12判の総生産窓Iに占

2) r六 ~t"'J の 1::1氾i

中国で 1;1，うど よ~， jfl仏首'k~~本. ~íl~..t正

誘拐， J日附l附R川1怖専札， J.i瓜t来の 6つを「六

する。いずれも.社会にm大なさ芯を及

lますからだ。 r六:i!}Jのil.¥i医は世界的な

l:tJ足lで， 1949年以前の中国でもかなりひ

どかった。新中国の他国以後数年を絞ず

して，こうしたI::J姐はほぼ解決した。け

れども改革開放以米，こうした醜いJJL*

がjTトび息をl次き返してきた。たとえば近

年，光継が沿海からまたたく 1:11にl付j山に

11:延し， jilì まる jじ脊~.~:.も il' 々 l白川l してい

る。 1990if..全国でjiliまった光本焔は13

lj人で.1991年は20万人， 1992年は10数

省だけで24);人がJlliまっている。

先イドの .~I.ill な :it~孟にともない. tlJiiiも

!NJ)[Jしている。1992iドヰくには.合同の11

病(;1:累計で83}j(yIJに迭した。

またたとえば. ~ill~誘拐。lt1.近数年 ，

四川. r.ぶ凶，i'UHiJ:ど各芋iのZZ十!の般が

外l也に j1iれだされ， 3000:ie. ，1000元，

5000元て¥各地のほの見つからない独身

'r，'1ニゾしり A~ばされた。 1993 1j'. 6 JJ. 北J;1

ïlí公安問 IH800 t'，以上の鮒l~ を jR初した

~!;~Il円!のー l味を 1i1ìまえた。

またたとえば. 1'1 illll~) な迷信。大出ïlï

でも ，~ê村でも迷信市助が広まっている。

ある村では，1f闘を1比して7誌をmくため

王子:伐をl以りj点してJ¥;Jjをillて.r111l1、をJドん

だ。日 11日りになると iH乞いをする J;rtl~ も

いる。ある人が10':手にわたり訓資したと

ころでは. '1'1i<1のね川にはfJUt少なくと

も 180)j 人の主[i， I}~ 拍旬、ゐ。 171 十Iの病人の

73.9%， Mïlï の州人の 17 .6% がÆI~にみ

てもらったことがある。これらの'EI去は
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大"1・が文百か二!と文盲で.その「治療」と

は. まじないの絵. *K を ~k く， J克除け.

お械いのたぐいだ。j，i.j人が化んだり誤っ

て犯なせたりした人命事件が， 20以上の

省、や自治区で多〈発生している。

80年代以米，中国大隙の一部の地区で

If叫J が始まった。国務F工作i~U~líの報告で

は， 1992年 6月までの瓜菜忠者の人数は

14.8万人である。当然，まだ記録からも

れている人放もいると思われる。

波書b閃ib やMIW・i;1j~;})も，中国の都市で

はめずらしくなU、。

総じて言うなら六筈」は改革問紋

下の中|主lの社会1:11~flで.その原|羽はいろ

いろである o なかでも.外国の防i没した

文物や幸JliHI0な残悼の彩'J干.一部の人ぴ

との作金主:;tと牢 W~ 主炎， ît凶県知!な

とがこうしたI同組の似にある。こう した

現象.特に0'e脊lこ対しては.異なった見

方がある。こうした川也は改革開欣と不

可分で. rl会に大きなL与をヲーえるもので

はな く，一定住!主任問を繁栄させる効果

もあるという凡ブIもある。だが中国政府

と大多数の人民は r六ミI;:J は社会の悦

い現象で.白山にのさばらせてはいけな

いと考えている。そこで近年，各級政J(.f

と社会団体は「六.'~むを批1'11 し .m収を

与えるiS引を続けており.そのためにー

辿の法胤を制定している。

3) -Gliの政1(1収貝の腐敗の川姐

いわゆる腐敗とは，主に去をまげて

.fL.J肢をIJ巴やす.1!';'1If::l.I!fi. ~.\U作を干IJIII した

ゆすりたかり. llhの下.公共11宇慌をくす

ねる.爪!; Ox~Hi長などとして1/:.れている。

8011'代以米こうしたJJ[~U ;1 . 中 mの一日1;
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な
が
ら
、
そ
の
世
界

と
は
知
縁
な
人
間
も
楽
し
ま
せ
て
く

れ
る
の
は
、
寸
東
京
L

の
女
を
錨
き

だ
す
作
者
の
継
の
確
か
さ
が
、
た
だ

単
に
古
き
よ
き
時
代
と
し
て
で
は
な

く
、
時
代
を
現
在
形
で
匙
ら
せ
て
く

れ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

経
妙
な
語
b
口
と
、
わ
か

b
や
す
い
内
容
は
特
筆
に
値
す
る

=司王

輝
著

橋
爪
大
三
郎
他
訳

中
国
は
「
人
治
L

の
国
と
い
わ
れ

る。「
人
治
」
の
国
宅
は
、
法
律
に
も
と

づ
い
て
国
政
が
行
わ
れ
、
国
民
生
活

が
い
と
な
ま
れ
る
法
治
国
と
は
異
な

り
、
法
律
よ
り
指
導
者
の
発
言
や
意

向
が
重
視
さ
れ
る
・
だ
か
ら
、
法
律

は
十
分
に
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
法
律
が
あ
っ
て
も
あ
ま
り
重
視

さ
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
中
国
共
産
党
の
最
高

指
導
者
は
江
沢
民
総
書
記
、
中
国
政

府
の
ト
ッ
プ
は
李
甥
首
相
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
中
国
最

高
の
権
力
者
と
し
て
実
際
に
国
を
動

か
し
て
い
る
の
は
、
江
沢
民
氏
で
も

李
昭
氏
で
も
な
く
、
党
と
政
府
の
全

て
の
ポ
ス
ト
か
ら
引
退
し
た
、
八
十

九
歳
の
郡
小
平
氏
だ
と
い
う
こ
と
は

誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
郎
氏
は
、
い

わ
ば
超
法
規
的
な
権
力
を
行
使
し
て

お
り
、
部
氏
の
発
言
が
法
律
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
国
の
窓
法
は
・
、
第
三
五

αリリ
…一一…泌総総

司
団

評
者
戸
張
東
夫
寝
室
詰
)

条
で
「
中
華
人
民
共
和
国
公
民
は
、

言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
、
行
進

お
よ
び
示
威
の
自
由
を
有
す
る
」
と

明
記
し
て
い
る
。
だ
が
、
憲
法
の
、

こ
の
条
文
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
守
ら
れ
て
い
な
い
。

上
海
在
住
の
作
家
白
糠
氏
は
、
八

九
年
民
主
化
要
求
デ
モ
に
参
加
し
た

と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
以
後
国
内
で

作
品
を
発
表
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
し
、
北
一
尽
に
お
け
る
学
生
や
市

民
の
平
和
的
な
民
主
化
要
求
デ
モ

も
、
八
九
年
六
月
四
日
当
局
に
よ
っ

て
武
力
鎖
圧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
が
、
「
人
治
レ
の
園
、
中
国

の
現
実
な
の
で
あ
る
。

数
千
年
に
お
よ
ぶ
封
建
制
度
の
影

響
も
あ
っ
て
、
「
法
治
」
の
国
に
な

か
な
か
脱
皮
で
き
な
い
、
こ
の
よ
う

な
中
国
の
政
治
と
社
会
の
悪
弊
を
、

恥

-
Z
い

官
僚
制
度
と
官
僚
主
義
の
病
と
し
て

告
発
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

指
示
や
判
断
を
求
め
る
書
類
を
読

ん
だ
し
る
し
に
意
味
不
明
の
マ
ル
を
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田
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41
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一一パ丸一一布
引い一一
宅
ば

(
田
窪
田
)
凹

α
α
E
m

書
く
だ
け
で
、
明
確
な
意
思
表
示
を

し
な
い
幹
部
、
不
適
任
な
幹
部
を
外

に
出
す
こ
と
も
、
必
要
な
人
材
を
外

か
ら
招
く
こ
と
も
で
き
な
い
党
、
政

府
機
関
、
根
深
い
官
僚
優
位
の
考
え

方
な
ど
、
中
国
の
実
情
に
あ
ま
り
く

わ
し
く
な
い
読
者
に
は
信
じ
難
い
よ

う
な
ケ
|
ス
が
、
こ
れ
で
も
か
、
こ

れ
で
も
か
、
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に

次
々
に
描
き
出
さ
れ
て
い
く
。

ヲ
ン
ホ
4

著
者
の
王
輝
氏
は
、
天
津
社
会
科

学
院
院
長
で
、
天
津
市
全
人
代
の
常

務
委
員
を
兼
任
し
て
い
る
社
会
学

者
。
だ
が
本
書
は
、
学
術
的
な
研
究

書
と
い
う
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
書
い
た
時
事
評
論
と
い
っ
た
感
じ

だ
。
い
さ
さ
か
網
羅
的
に
過
ぎ
る
き

ら
い
が
な
い
で
も
な
い
が
、
具
体
的

な
例
が
笠
宮
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

の
で
説
得
的
で
あ
る
。

ま
た
、
著
者
の
、
民
衆
の
問
で
さ

さ
や
か
れ
る
官
僚
主
義
批
判
の
涜
行

語
や
ざ
れ
歌
を
随
所
に
引
用
し
た
軽

妙
な
語
り
口
と
、
わ
か
り
や
す
い
内

容
は
特
筆
に
あ
た
い
し
よ
う
。
こ
れ

・h・島町
'
b

・ふAJ

は
、
本
書
の
最
大
の
身
上
に
な
っ
て

い
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
言
い
過
ぎ

巴コ

岩
波
書
底

1
6
0
0
伺

で
は
な
い
と
思
う
・

こ
の
功
縦
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も

先
ず
第
一
に
原
著
者
に
帰
す
べ
き
も

の
だ
が
、
原
著
の
味
わ
い
を
、
で
き

る
だ
け
正
確
に
日
本
の
読
者
に
伝
え

よ
う
と
し
た
訳
者
の
努
力
も
ま
た
見

逃
す
守
』
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
「
人
治
」
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
な
、
中
国
の
封
建
時
代
の
制

度
や
慣
習
が
、
社
会
主
義
の
新
中
国

で
な
ぜ
拡
大
再
生
産
さ
れ
た
の
か
、

と
い
っ
た
核
心
に
触
れ
る
問
題
に
は

ほ
と
ん
ど
取
り
組
ん
で
い
な
い
。

作
家
の
劉
賓
雁
氏
や
民
主
化
運
動

リ
4
4
4
A
7
S

の
活
動
家
李
一
首
氏
ら
、
中
国
の
反

体
制
派
の
人
た
ち
の
、
辛
口
の
論
述

に
接
し
た
こ
と
の
あ
る
読
者
の
な
か

に
は
、
あ
る
い
は
物
足
り
な
さ
を
感

じ
る
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

正
直
に
い
っ
て
、
評
者
も
そ
の
よ

う
な
読
後
感
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

だ
が
、
「
当
事
者
は
諮
ら
な
い
」

を
最
大
の
美
徳
と
す
る
、
こ
と
な
か

れ
主
義
が
い
ま
な
お
幅
を
き
か
す

中
国
で
あ
る
・
中
国
の
官
僚
機
構
の

末
端
で
多
年
生
活
し
て
き
た
王
輝

氏
の
よ
う
な
人
物
が
、
中
国
の
ゆ
が

ん
だ
官
僚
主
義
の
問
題
点
に
つ
い

て
こ
れ
だ
け
多
く
の
こ
と
を
語
っ

て
く
れ
た
と
い
う
点
を
、
い
ま
は
む

し
ろ
評
価
す
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な

と
に
か
く
、
入
門
書
と
し
て
は
な

か
な
か
の
山
来
ば
え
な
の
だ
か
ら
。
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ノタタ十デ/今~2
いなし、ように弘は!ぷいます。これのみならず、知議として修得するのか、プラグテ

イスとして修得するのかあいまいなわけて寸。知議としてならあまり意味がないが

これに辺元しようとする強固な傾向があり、生徒さんもそう考えます。社会科の中

に、IlIIi他判断があってはならないとして、保fifl出判断を避けてしまう。しかし、これ

を避けるとプラグテイ λ の問題には致迷しないので寸。それは、現代史にたどりつ

かず、宗教はとはしてしまうところにあらわれている。具体的に説明しますとまず

ょ会fi)，._会 し ..3.L、

大三郎
K
H
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変容する社会の社会科(当斗
ーホ・スト0tl減世界と臼本の選択一

東京工i1!:大学助教校
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第二回研究例会

5士

r111t1'W任はなぜ教えにく L、か」というと、日本人は戦争を反省したが、それは、

「峨争を起こしたのは、自分淫ではなし、」と誤解しているからて寸。ほんとうは、

「それは君達の問題であり、私達の問題である」ところから出発すべきなのて寸。

戦争犯罪とは、個々人の資任行為であり、この追求で俄争叉任が終わるわけではな

い。 r日本はアメリカの峨争責任を問えるか」は討論のし市、材料になるでし I う。

次に、 「恕法はなぜ教えにく L、か」て寸が、 r)l~法が大切」と教えるだけでは、怒

法が1i'l物になってしまいます。忠弘は、まず、命令ではなく人々が自分の為に自分

て:;:):るノレーノレてー九そこで権力者との契約と法の支配が出てくる。この三つの!J:!紫

から成る構造を教えるべきで、内容を教えても誤解を深めてしまうのて寸。また、

「民主主主主について」は皆が仲良くないことを前錠とじた高度な制度であって、人

{llJの白然な感ザiを逆なて寸ることカL非常に多い。 õîíi~問題として「民主主義を否定

する思i色、の自由があるかどうかH少数意見の祢笠の;意義はあるのかJrクリントン

大統f況はなぜ議会の解散を宣言ーしたエリツイン大統領を支持したのか」がおもしろ

い。次に、 「差別」て寸が、日本人は、素朴に差別はあってはならないと考えてい

るカLそこがくせものでして、そう考えているがゆえに差別J7'J三ιまれるところがあ

る。自分の{:日姐にひきさげることが必2!!て:--N/，日本人はm対として、他民政に差

別されたということがなL、。そこで、個々人の多段性を認めたうえでそれをどう平

20世紀後半の 50 年間世界は冷地H'~j包の中て・動いておりまして、それは、社会や

位界をみる物の見方を大きく規定していたと思うわけて寸。日本は、自由主義体制

の一員として、アメリカの子分となることによってしか、貿易の利益を享叉・できな

かった。しかし、この役割は終わり、米国が相対的に停滞し、!日敗峨困の日独が経

済大図への道を歩き、ソ連カ;iViWした。こうしてポスト冷峨世界を迎える。このよ

うなI成後世界の現実を日本の社会科学者はきちんとみすえて分析していただろうか。

私は、この現実をみすえるカが~~かったと思います。それは、言論界、知滋界の中

にマルクス主義の~~探が非常に也氏、パランy、を失していたからではないでしょう

か。冷1伎のilIi段で、日本の:Ulj}止のあらゆる部分を副際社会的な 7オーマットにっく

りかえて瓜~ìi しの良い国にすることが今求められていることではないか。対処療法

でなく組幹において図際化が求められてレるのではないかと思います。

社会科(学)数百とは何(だった)か

まず、社会科学は、科学の一組て寸。科学の定義は簸しいが仮説を立てそれを実

験によって儲かめる行!IYJをいうのて一九この科学の特徴は、涯がやっても同じ結栄

になるということです。ある人|切の特定の日li値観ゃrilfiu((平IJI却jから独立である。社会

科学というのは、社会についての科学的研究て'あリ、対象は社会だiJ， 方法は科学

である。 fl"J:は、自然科学と同じだ方L社会は、人Il]Jの行為から成り立ち、価値辛IJ

ポスト冷l成lJ!j'，よとは何か

2. 

号事に扱ったらよL、かで考えた方がよいのではないか。それを法の下の平等という形

で、区別せす・差別に抵抗する心理的メカニス'ムに焦点をしぼることが大切なのて寸。

「国連」というのは教えにくい。怒$.9条は「戦争放棄」をうたっておりまして、

これは、集団安全保障を秘めるものではないのて寸が、国連に加犯した以上は、軍

事同盟に加問したこととほぼ同じ効栄がありますので、必2l!な義務を果たさなかっ

た時は、いろいろな矛盾がおこってくる。この現実を教室で教えることはかなり燥

しい。社会科教育というのは、知識としては、問題なくても生きた知殺として身に

つけようとすると、たちどころに身動きがとれないもIW造になっているわけで、これ

断を含む(ノレーノレ、~::&等) :文化的、相対的なものであり、このことに充分到達し

ていないと、社会科学は成立しません。側値を体得しない限り、ほんとうは、客観

的追求そのものもできなし、。これーは、社会科学にとって永遠の問題でもあります。

社会とは、伽・値的であるととらえるのが社会科であり、単なる知識ではなく突践で

ある。知識とは、市民としての行動保式の修得である。このノレーノレの修得として知

識を教えるのであって、知識それ自休が価値があるのではなL、。高校においては、

歴史、地思、政治・経済は、知識としての喪紫が強く、生徒さんも理解しやすし、。

しかし、現社、倫理社会は、大学の社会科学のと・れにあたるかあまりはっきりして

-39--38一

会誌犯や
ij 紅衛~~~

を生徒さんにわかってもらうことは大変だなと思います。

3 社会科(学)教育の目的とは何か

社会科教育の目的は、自立した市民を育てることにあると思います。自立した市

民というのは、自分のノレーノレ、マナー、決断力を持っています。市民は庶民ではな

く、市民社会のm成員であり、訟を創り出す主惚者て寸。人間凶係にある矛盾を調

整する為に法をつくり、これを守ろうと約束します。訟を守りつつ法をつくり、ル

ール、マナー、 lkl析を身につけることが公民教育の目的て寸。公民教育は知識では

なく、プラグテイス(決断)て寸。個々具体的状況で原理原ntIに基づき、個別の判

断を下せるかということて寸。未知でも自分で判断を下すことが一番大切なことで

ここに焦点をあてたケースメソッドを考えなければいけないのて:-j。ケースメソッ

ドは、市民の半IJt析を支復する Yーノレとしてやるわけて寸。 rm法を否定し、政府の

転覆を図る陰謀集団カ~f まっている。どうしたらし丸、かJ r服部君の射設事件があ

った、あなたはと.う数決を下す ?J rちびくろサンポが絶版になることにあなたは

安成?反対 ?Jこうした問題をネットワークで交換しあえればよいと思います。次

にデイベートの効用て寸カL結論ではなく、それに至るプロセスが大切て寸。とに

かく自分の意見をのべることから出発します。そこに、関心、知識、決断、試行錯

誤のプロセスがあり、そのあとてて文章の課題を出すと、 レベノレの日L、奥行きのある

作品がたくさんかえってきます。

社会科(学)教育において教師と生徒の関係はどうあるべきか、小中学校において

は、教師は権威((，書類できる人)を持っている。それに比べて、高等学校では、教

師は、権威の所径を示す奴介者であり権威の所在fiテキストや学説である。なぜあ

るih柄が「正しし、」とされるのか、そのJ11山を説明Jできることが公民教育の役割jで

はないか。あとは、生徒の経験と半IJI析で思考錯誤でやる。自分で何事かを組み立て

ることが大切であり、仮空のシ a ミレーションを解決してゆく力を身につけること

が大切て寸。社会というものは、価値観とルーノレをもって実践的に動いているもの

て寸。そして、高校で、そのことを身につけた者がメンバーとなることによってそ

の社会のノレーんと仙他飢がF性産されてゆくというわけです。てすから、その教育

が途だえたなら、社会のノレーノレが崩れ価値観が変わってしまって社会は別のものに

~質してしまうのです。日本が自らの社会をコントロール し、 国際的資任を栄たし、

自分の社会を改s下してゆく Iるには、こういうことが必~なのてす。

〈文j.'jtiii立玉川町等学伏 正)山本

-40ー



電通『アド・パタイジング』第39巻第5号通巻 454号 (94年5月号)pp. 26-29 
/グダ戸-3←

ポ-'Yが創る
ニューパラタイム
一一スポーツがライフスタイノレを変える
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はしづめ・だいさぶろう 1948年神奈川県に生ま

れる。東京大学文学部社会学科卒業後、同大学大学

院1再士課程(社会学専攻)単位取得後退学。 1989年
から、東京工業大学工学部助教綬(社会学)。著害

に、 r現代思想、はいま何を考えればよいのかJ r冒

険としての社会学はじめての術造主義』など

がある。

第 l回世界少年サッカ一大会「ミロ・カップ」

( 1987年)

な
ぜ
、
今
、
ス
ポ
ー
ツ
が
こ
ん
な
に
人
気
が

あ
る
の
か
、
中
で
も
J
リ
ー
グ
人
気
の
背
景
に

あ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
社
会
、
経
済
、
政

治
、
文
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
か
ら
読
み
解

い
て
み
た
い
。

衛
星
放
送
に
な
っ
て
、

，
ア
メ
リ
カ
の
ス
ポ
ー
ツ
支
配
が

崩
れ
た

ま
ず
出
発
点
は
メ
デ
ィ
ア
、
つ
ま
り
テ
レ
ビ

の
変
化
で
し
ょ
う
。
テ
レ
ビ
は
ご
存
じ
の
通
り
、

一
九
五

0
年
代
か
ら
九

O
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
専

ら
地
上
波
を
使
っ
て
い
た
。
地
上
波
と
い
う
の

は
、
テ
レ
ビ
塔
を
建
て
て
、
周
辺
三

0
0
キ
ロ

に
番
組
を
提
供
す
る
わ
け
で
す
。
テ
レ
ビ
塔
が

増
え
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
る
。

ト
」
久
ノ

ク
シ
ヨ
ン
で
も
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な

い
。
ス
ポ
ー
ツ
は
ゲ
ー
ム
な
の
で
す
。
し
か
も
、

勝
っ
か
、
負
け
る
か
と
い
う
永
遠
の
反
復
で
あ

り
な
が
ら
、
映
画
や
音
楽
と
ち
が
っ
て
、
そ
の

度
ご
と
に
固
有
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
。
ス
ポ

ー
ツ
は
言
っ
て
み
れ
ば
戦
争
に
似
て
い
ま
す
。

結
果
は
分
か
ら
な
い
。
結
果
が
分
か
っ
て
い
く

過
程
で
、
ス
リ
ル
と
カ
タ
ル
シ
ス
が
得
ら
れ
る
。

し
か
も
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
目
撃
す
る
こ
と
で
、

自
分
も
参
加
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
れ

る
。
か
つ
て
の
湾
岸
戦
争
時
の
視
聴
率
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
に
非
常
に
適

合
的
な
わ
け
で
す
。

で
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
に
ど
う
い
う

ス
ポ
ー
ツ
を
乗
せ
る
か
。
一
年
中
や
っ
て
い
て
、

い
つ
で
も
放
送
で
き
る
、
し
か
も
リ
ー
グ
戦
と

い
う
の
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
で
世
界
性
の
あ
る

ス
ポ
ー
ツ
は
何
か
と
言
え
ば
、
最
も
そ
の
条
件

に
適
合
し
た
の
が
、
サ
ヲ
・
カ
ー
だ
っ
た
の
で
は

な
し
カ

地
上
波
の
時
代
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ

ル
イ
ン
タ
レ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
一
一
一

大
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
中
継
す
る
価
値
の
あ
る
ス

ポ
ー
ツ
が
世
界
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
か
の
よ
う
な

印
象
を
与
え
た
。
野
球
を
筆
頭
に
、
ア
メ
リ
カ

ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
で
す
。

し
か
し
、
衛
星
の
時
代
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ

し
て
世
界
各
国
に
地
上
波
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

で
き
た
け
れ
ど
、
地
上
波
は
国
境
を
越
え
る
必

然
性
が
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
な
の
で
す
。

一
九
八
八
年
に
、
衛
星
放
送
が
始
ま
っ
た
。

衛
星
放
送
は
、
衛
星
と
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
さ

え
あ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
い
ら
な
い
。
し

か
も
世
界
同
時
に
二
四
時
間
放
送
が
可
能
に
な

る
。
ま
さ
に
世
界
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
す
。
ま
た
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
比
べ
て
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
が

多
い
。
要
す
る
に
、
テ
レ
ビ
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ

が
す
ご
く
増
え
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
、
テ
レ
ビ
の
構
造
が
、
と
く
に
テ
レ

ビ
に
何
を
乗
せ
る
か
が
、
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
変

化
し
て
い
く
。
ま
ず
、
ソ
フ
ト
が
不
足
し
ま
す
。

ソ
フ
ト
は
四
つ
あ
る
と
思
う
。
一
つ
目
は
映
画

に
代
表
さ
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
こ
れ
は
製
作

コ
ス
ト
が
か
か
る
の
で
、
新
し
い
ソ
フ
ト
を

，
次
々
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
。
二
つ

目
は
音
楽
で
す
が
、
音
楽
は
個
人
の
曙
好
が
強

く
、
番
組
構
成
に
反
復
性
が
強
い
の
で
、
こ
れ

も
あ
ま
り
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
に
は
適
さ
な
い
。

三
つ
目
は
ニ
ュ
ー
ス
や
科
学
番
組
に
代
表
さ
れ

る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
す
で
に

C
N
N
(
ア

メ
リ
カ
)
や

B
B
C
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〉
が
で
き

て
い
る
が
、
何
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
な
く
て
も
い
い

の
で
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
埋
め
ら
れ
な
い
。
そ

し
て
四
つ
目
が
ス
ポ
ー
ツ
。
ス
ポ
ー
ツ
は
フ
ィ

の
エ
ゴ
が
通
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
ス
ポ
ー
ツ

支
配
が
崩
れ
て
く
る
。

実
際
、
サ
ッ
カ
ー
は
、
北
方
の
ゲ
ル
マ
ソ
、

ア
ソ
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
園
、
南
方
の
ラ
テ
ソ

系
お
よ
び
中
園
、
北
朝
鮮
も
や
っ
て
い
る
。
こ

れ
を
全
く
や
ら
な
い
固
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り

p
k

、。

+
ん

Lた
ま
た
ま
九

O
年
の
イ
タ
リ
ア
の
ワ
ー
ル
ド

カ
ッ
プ
の
と
き
、

N
H
K
が
衛
星
放
送
の
受
信

を
増
や
す
た
め
に
猛
烈
な
キ
ャ
ン
ベ

l
γ
を
行

な
っ
た
。
そ
れ
で
衛
星
放
送
の
受
像
機
が
飛
躍

的
に
増
え
て
、
九

O
年
の
イ
タ
リ
ア
の
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
を
衛
星
放
送
で
見
た
と
い
う
層
が
増

え
た
。八

九
、
九

O
年
と
い
う
の
は
、
パ
ブ
ル
が
崩

壊
し
た
時
期
で
、
五
五
年
体
制
の
行
き
詰
ま
り

の
時
期
で
も
あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
タ

l
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
何
か
が
待
ち
望

ま
れ
て
い
た
時
期
で
し
た
。
結
果
的
に
そ
れ
が

か
み
合
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
ら
か

の
歴
史
の
必
然
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

'
潜
在
的
な
サ
ッ
カ
ー
人
口
に
、

a
火
が
つ
い
た

こ
こ
で
は
、
野
球
と
比
較
し
な
が
ら
、
サ
ッ

カ
ー
の
国
際
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
、

野
球
は
サ
ッ
カ
ー
の
持
っ
て
い
る
よ
う
な
国
際
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性
、
世
界
性
・
の
ル

l
ト
を
獲
得
す
る
の
は
難
し

い
の
か
。

野
球
は
一
種
の
布
教
の
よ
う
に
し
て
広
ま

る
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
な
り
を
派
遣
し
て
、
ま
ず
そ

の
固
に
野
球
チ

l
ム
を
植
え
つ
け
る
。
中
国
に

も
行
っ
た
よ
う
だ
が
、
な
か
な
か
難
し
い
。
な

ぜ
か
。
ま
ず
、
ル

l
ル
が
多
い
。
ま
た
、
ユ
ニ

ホ
ー
ム
や
パ

ッ
ト
、
グ
ラ
ブ
だ
と
か
、
装
備
や

施
設
に
お
金
が
か
か
る
。
一
方
の
サ

ッ
カ
ー
は

ル
l
ル
が
少
な
い
。
最
初
は
一
七
し
か
な
か
っ

た
。
制
服
や
靴
も
な
し
で
も
す
ま
せ
る
。
要
す

る
に
二
三
人
に
ボ

l
ル
が
一
個
あ
れ
ば
い
い
。

ゲ
l
ム
の
人
数
も
、
五
対
五
と
か
、
八
対
八
の

よ
う
に
、
フ

レ
キ
シ
ブ
ル
に
変
え
ら
れ
る
わ
け

で
す
。と

い
う
こ
と
で
、
第
三
世
界
向
き
だ
。
空
き

地
と
ゴ

l
ル
が
あ
れ
ば
い
い
。
し
か
も
個
人
技

が
、
わ
り
あ
い
目
立
つ
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
上

昇
志
向
に
結
び
つ
き
ゃ
す
い
。
有
名
に
な
れ
ば
、

:
階
層
移
動
が
実
現
で
き
、
収
入
の
チ
ャ

γ
ス
に

~
ん
も
な
る
。
ハ

ン
グ
リ
ー
の
精
神
で
集
中
で
き
る
o

r
u
一

ま

た

、

ゲ

l
ム
自
体
の
構
造
に
不
確
実
の
要

イ

素
を
取
り
入
れ
て
面
白
く
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ゴ

ト

l
ル
が
小
さ
い
上
に
、
ゴ
ー
ル
キ
ー
パ
ー
と
い

「
う
妨
害
者
が
い
る
。
一
瞬
の
油
断
な
ど
の
よ
う

作
な
、
不
確
実
な
要
素
が
う
ま
く
重
な
ら
な
い
と
点

。
/
が
入
ら
な
い
。
し
か
も
一
試
合
に
数
点
、
野
球
に

/
/
 

比
べ
る
と
極
め
て
得
点
が
少
な
い
わ
け
で
す
。

ゲ
ー
ム
の
時
間
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
野
球

は
時
間
に
関
す
る
ル

l
ル
が
な
い
で
し
ょ
う
。

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
や
ラ
グ
ビ
ー
は
時

計
は
回
っ
て
い
る
け
ど
、
ズ
タ
ズ
タ
切
ら
れ
て

い
る
。
サ
ッ
カ
ー
だ
け
は
、
い
つ
で
も
オ
ン
タ

イ
ム
。
し
た
が
っ
て
、
ゲ
ー
ム
時
聞
が
延
長
し

て
、
そ
の
後
の
定
時
番
組
に
差
し
支
え
る
こ
と

が
な
い
。
つ
ま
り
、
番
組
の
送
り
手
に
は
と
て

も
都
合
が
い
い
。

サ
ッ
カ
ー
ブ
!
ム
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
J

リ
ー
グ
だ
が
、
そ
の
か
な
り
前
か
ら
子
ど
も
の

サ
ッ
カ
ー
ブ

1
ム
が
あ
っ
た
。
チ
ー
ム
数
で
言

え
ば
、
野
球
よ
り
数
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
し
か
し
、
地
上
波
の
テ
レ
ビ
が
支
配
し
て

い
る
聞
は
、
野
球
や
相
撲
の
よ
う
な
戦
後
の
エ

ス
タ
ブ
リ

ッ
シ
ュ
ト
・
ス
ポ
ー
ツ
を
か
い
く
ぐ

っ
て
サ
ッ
カ
ー
が
出
る
幕
が
な
か
っ
た
。
フ
ラ

ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
が
た
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
衛
星
放
送
が
ひ
き
が
ね
と
な
っ
て
、
一
気

に
爆
発
し
た
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
サ
ッ
カ
ー
ブ

1
ム
の

受
け
皿
と
し
て
の
、
新
社
会
資
本
、
イ

ン
フ
ラ

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
あ
る
。
今
ま
で
の
よ
う
に
、

橋
や
道
路
を
作
る
の
で
は
な
く
て
、
何
か
新
し

い
も
の
を
作
り
た
い
。
既
得
権
や
許
認
可
の
い

ら
な
い
も
の
で
何
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
っ
た
、

‘.19
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は
、
そ
う
い
う
ド
メ
ス
チ
ッ
ク
な
論
理
を
本
来

は
み
で
る
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
れ
ま
で

の
理
由
づ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
現
象
が
生
ま

れ
て
く
る
。
大
相
撲
や
野
球
人
気
が
サ
ッ
カ
ー

に
移
行
す
る
必
然
は
見
え
な
か

っ
た
の
に
、
そ

う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
連
立
政
権
と
多
少
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

J
リ

ー
グ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
の
政
治
改

革
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

J
リ
ー
グ
は
、
国
際
規
格
、
そ
こ
が
重
要
な

わ
け
で
す
。
日
本
の
野
球
は
ド
メ
ス
チ

ッ
ク
で
、

企
業
社
会
そ
の
も
の
。
年
功
序
列
や
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
が
あ
り
、
九
つ
の
異
な

っ
た
ポ
ジ
シ

ョ
ソ

が
あ
る
。
だ
れ
が
チ
1

ム
の
た
め
に
ど
う
い
う

役
割
を
遂
行
し
た
か
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
サ

ッ
カ
ー
は
、
攻
撃
と

守
備
の
区
別
も
あ
ま
り
な
い
。
そ
の
場
、
そ
の

場
で
機
敏
に
状
況
に
対
応
し
て
い
く
の
が
原
則

で
あ
る
。
全
員
守
備
、
全
員
攻
撃
。
従
っ
て
、

一
人
ひ
と
り
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
た
り
や
す
い
。

風
通
し
が
い
い
。
野
性
的
で
、
点
を
と
れ
れ
ば

い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
原
始
的
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
あ
り
ま
す
。
野
球
の
場
合
は
い
つ
の
ま
に

か
、
ピ

ッ
チ
ャ

ー
な
ど
ポ
ジ
シ
ョ

ン
別
の
ロ

ジ

ッ
ク
が
出
て
き
て
、
何
の
た
め
に
や
っ
て
る
ん

だ
か
分
か
ら
な
く
な
り
が
ち
だ
。

サ
ッ
カ
ー
の
競
技
場
に
よ
く
フ
ェ
イ
ス
ベ
イ

サ
ッ
カ
ー
場
だ
。
地
域
振
興
に
も
な
る
し
、
ワ

ー
ル
ド
カ
ッ
プ
も
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い

う
こ
と
で
、
ス

タ
ジ
ア
ム
が
作
ら
れ
る
。
こ
の

ま
ま
で
行
く
と
、
た
ぶ
ん
各
自
治
体
に
一
個
ず

つ
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

J
リ
l
ゲ
は
政
治
改
革
、

a
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
改
革
で
あ
る

こ
こ
で
少
し
、
政
治
的
な
視
点
か
ら
サ
ッ
カ

ー
ブ

1
ム
を
検
証
し
て
み
た
い
わ
け
で
す
。
政

治
に
例
え
れ
ば
、
自
民
党
は
、
圏
内
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
。
各
県
の
利
害
や
、
各
省
の
利
害
を
上
手

に
丸
く
収
ま
る
よ
う
に
す
る
政
治
家
が
必
要
だ

っ
た
。
そ
こ
で
自
民
党
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
こ
し
ら
え
て
や
っ
て
き
た
が
、
ど
う
も
そ
れ

が
こ
の
と
こ
ろ
上
手
く
行
か
な
く
な
っ
た
。
五

五
年
体
制
が
行
き
詰
ま
っ
て
、
新
し
い
体
制
が

模
索
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
じ
や
ど
う
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
、

利
害
の
調
整
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
い

く
つ
か
条
件
が
あ
る
け
ど
、
今
ま
で
無
視
さ
れ

て
い
た
人
間
の
声
を
聞
い
て
み
よ
う
。
そ
う
す

る
と
政
権
が
交
代
し
て
野
党
が
表
舞
台
に
登
場

し
た
。今

ま
で
日
本
圏
内
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
自
民

党
・
官
界
・
財
界
の
三
位
一
体
の
も
と
、
企
業

社
会
と
密
着
し
て
い
た
。
衛
星
通
信
メ
デ
ィ
ア

フェイスベイン卜して盛り上がるサボーター(1993年)(写真提供/共同通信社)

ン
ト
を
し
た
若
い
人
た
ち
を
見
か
け
ま
す
。
も

っ
と
も
、
最
近
は
お
ば
さ
ん
た
ち
も
フ
ェ
イ
ス

ペ
イ
ン
ト
を
し
て
大
騒
ぎ
し
て
い
る
み
た
い
で

す
け
ど
ね
。
ス
ポ
ー
ツ
は
、
現
実
で
あ
っ
て
、

現
実
で
な
い
。
音
楽
の
場
合
は
擬
似
イ
ベ
ソ
ト

な
ど
と
言
う
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
性
格
を
ス

ポ
ー
ツ
は
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
お
祭
り
で
す
。

フ
ェ
イ
ス

ペ
イ
ン
ト
と
言
う
と
新
し
い
け
ど
、

昔
、
お
祭
り
で
白
粉
を
顔
に
塗
っ
た
り
し
た
で

し
ょ
う
。
あ
れ
と
同
じ
だ
。

世
界
性
の
あ
る
メ
デ
ィ
ア
に
一
番
敏
感
に
チ

ャ
ン
ネ
ル
イ
ン
し
て
い
く
の
も
、
企
業
社
会
に

組
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
以
前
の
若
者
た
ち
だ
。

彼
ら
は
お
そ
ら
く
社
会
人
に
な
っ
た
と
し
て

も
、
企
業
に
ド
メ
ス
チ
ッ
ク
に
の
め
り
込
ん
で

し
ま
う
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
会
社

以
外
に
も
地
域
社
会
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と

か
、
う
ち
の
会
社
は
何
な
ん
だ
と
か
い
う
気
分

が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
川
淵
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ

る
よ
う
に
、

J
リ
ー
グ
は
、
そ
れ
を
突
破
口
に

し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
を
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
中
に

組
み
込
ん
で
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま

さ
に
、

H

ス
ポ
ー
ツ
は
文
化
で
あ
る
M

の
で
す
。

今
後
、
ス
ポ
ー
ツ
は
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
行
政
と
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に

な
る
の
で
し
ょ
う
。



fjンドわトワー?事務局一一 (94年10月10日発行)

ノダダ〆':-3-/μ之

WGRAND NETWOAK ~第 4 巻第 3 号通巻15号 pp. 18 

』

:
L
P
1
 

特集

大事ノススメ

橋
爪
大
三
郎
氏
(
東
工
大
教
授
)
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

ー
ー
救
育
機
関
と
し
て
の
大
学
と
い
う
面
か
ら

み
て
、
教
え
る
立
場
か
ら
必
要
と
感
じ
る
改
革

は
何
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
大
学
の
定
引
制
の
川
町
止
。
大
学

に
は
設
置
基
準
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
国
立
大

学
な
ど
で
は
定
此
よ
り
数
%
多
く
取
っ
て
も
少

な
く
取
っ
て
も
怒
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
卒

業
者
が
入
門
1
4引
に
比
べ
て
少
な
い
と
怒
ら
れ

る
わ
け
だ
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
入
れ
た

学
生
を
み
ん
な
水
糸
町
さ
せ
な
さ
い
と
い
う
ん
だ
。

け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
馬
脱
げ
た
訴
は
な
い
。

第
二
に
、
入
試
の
悦
止
。
川
凶
は
卒
令
本
す
る

人
川
の
一
口
と
量
で
す
か
ら
、
入
試
で
絞
る
よ
り

も
卒
業
で
絞
る
。
こ
れ
が
教
行
段
関
の
水
米
の

姿
で
す
か
ら
、
入
試
を
な
ん
と
か
や
め
る
。
そ

の
か
わ
り
卒
業
の
試
験
や
単
位
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

な
ど
の
教
育
の
ク
オ
リ
テ
ィ
し
で
腕
担
で
き
る

よ
う
に
す
る
。

第
三
に
、
以
上
の
ふ
た
つ
を
抗
督
す
る
の
は

文
部
省
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら

い
け
な
い
ん
で
、
文
部
省
に
よ
る
監
督
は
や
め

る
。
別
な
言
い
方
を
す
る
と
悶
立
大
学
は
民
営

に
移
行
し
た
方
が
い
い
。
民
常
に
移
行
し
て
も

文
部
省
が
あ
る
と
、
大
学
設
段
以
準
と
か
私
学

助
成
金
な
ど
で
干
渉
し
な
い
方
が
良
い
。

|
|
占
告
貝
制
の
弊
害
は
何
で
す
か
。

附
単
に
言
、
っ
と
不
可
が
つ
け
ら
れ
な
い
ん
で

す
よ
。
個
々
別
々
の
単
位
で
は
不
可
を
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
あ
っ
ち
で
も
こ
っ
ち
で

も
不
可
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
単
位
が
取
れ
な
い

学
生
が
、
一
、
二
%
な
ら
い
い
ん
で
す
が
、
五
%
、

十
%
と
な
る
と
そ
の
大
学
の

μ亡
に
か
か
わ
っ

て
く
る
。
そ
う
す
る
と
不
明
し
に
な
っ
て
し
ま

つo 
い
い
川
い
伐
の
叫
に
一
作
懸
命
勉
強
し
た
か
ら
、
大

学
に
人
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
大

中
で
乍
実
叩
勉
強
し
た
ら
い
い
ま
主
に
な

る
わ
け
で
あ
っ
て
、
ハ
U

川
校
の
勉
強
と
大
学
の
勉

強
と
あ
ん
ま
り
閃
係
な
い
わ
け
で
す
よ
。

-

1

良
営
化
に
伴
い
、
入
試
の
存
在
は
ど
う
な

大
半
か
儲
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
歓
迎
で
す
よ
。

川
謝
を
払
え
ば
そ
こ
に
い
る
資
怖
が
あ
る
と
、

こ
れ
が
凶
川
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
私

立
大
字
の
川
謝
が
今
の
倍
に
な
る
。
こ
れ
で
は

糾
の
れ
仰
が
大
き
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
子
供

の
人
数
な
ど
で
、
利
之
の
親
に
れ
犯
が
集
中
す

る
の
は
よ
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
人
が
自
分

で
日
刊
す
る
と
い
、

zqえ
方
が
よ
ろ
し
い
。
そ

こ
で
、
淀
川
千
金
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
拡
充

る
の
で
し
ょ
う
か
。

と
り
あ
え
ず
A
仁
川
入
れ
る
。

A
i
A
入
れ
る
と

な
ぜ
人
I

成
り
立
た
な
い
か
と
い
う
と
、
入
山
本
山
"

が
大
中
の
コ
ス
ト
を
令
部
負
担
し
て
い
な
い
か

ら
。
川
・
1
L入
学
の
場
介
年
間
数
十
万
川
で
約
同
%

以
下
。
総
絞
首
の
7
1
8
%
ぐ
ら
い
。
と
い
う

こ
と
は
入
門
主
告
が
明
、
え
れ
ば
増
え
る
ほ
と
大
学

は
み
ん
f
に
な
っ
て
し
ま
う
。
私
立
大
学
は
ま
す

ま
す
そ
う
。
だ
か
ら

UZ~が
入
れ
ば
入
る
ほ
ど

プP口フィーjレ

橋爪大三郎(ハシヅメダイサブロウ)
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し
な
す
凡
工
パ
十
人
品
川
。
学
在
供
五
ま
卜
|
タ
lv

i
l
i
-
-
j
j
l
;
f
 

で
た
く
さ
ん
お
金
を
桜
い
で
、
什
ν
八
五
に
貢
献
し

て
い
く
わ
け
で
す
か
ち
、
そ
の
給
料
か
ら
将
米

返
し
て
も
ら
え
ば
い
い
訳
で
、
組
が
払
う
こ
と

は
な
い
。
で
、
コ
ス
ト
感
党
が
き
ち
ん
と
っ
き
、

そ
の
大
学
に
行
く
航
打
ち
が
あ
る
か
ど
う
か
を

が
ず
え
る
以
で
も
た
い
へ
ん
よ
ろ
し
い
。

山
肌
紛
が

A
け
れ
ば
、
月
謝
を
ど
ん
ど
ん
安
く

す
る
。
そ
う
す
る
と
、
全
員
に
甘
い
点
数
を
つ

大
学
教
授
か
ら
の
大
曲

改
革
論

『ーーーーー一一←一一ー一一一・ルー一一ー」
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大
学
が
変
わ
れ
ば
日
本
も
変
わ
る

け
る
こ
と
は
山
米
ま
せ
ん
か
ら
、
何
%
か
の
人

を
安
く
す
る
こ
と
な
り
、
成
制
と
い
う
も
の
が

極
め
て
厳
佑
な
も
の
に
な
る
。
学
力
が
仲
び
な

い
人
は
お
術
物
な
わ
け
で
す
か
ら
、
出
い
月
謝

を
払
え
ば
・
比
い
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
い
い
の
は
、
ど
の
大
学
に
も

優
秀
な
学
生
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
生
ま

れ
る
点
。
ど
の
大
学
に
も
ト
ッ
プ
の
料
火
山
本
ι
を

も
ら
っ
て
い
る
人
は
背
優
秀
な
ひ
と
で
叩
乙
つ

け
が
た
い
と
い
う
ふ
う
に
な
る
な
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
ド
の
有
名
大
学
で

も
、
高
い
月
謝
を
払
っ
て
、
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
が

ほ
し
く
て
い
る
だ
け
み
た
い
な
人
は
大
し
た
、
」

と
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
学
ブ
ラ
ン
ド

と
い
う
の
は
入
試
と
く
っ
つ
い
て
い
る
ん
だ
け

ど
、
そ
れ
に
か
わ
る
も
の
が
な
か
っ
た
ら
就
峨

差
別
も
入
学
桁
珪
も
な
く
な
ら
な
い
。
代
わ
る

も
の
は
何
か
。
奨
山
本
品
だ
と
。
淀
川
ソ
よ
ー
が
あ
れ

ば
、
大
学
の
成
制
と
辿
叫
則
し
て
い
る
わ
け
だ
か

ら
、
高
校
の
成
紺
で
決
め
る
よ
り
は
、
は
る
か

に
合
理
的
で
す
よ
ね
。
そ
う
し
て
入
学
試
験
は

な
く
な
る
。

|
|
号
つ
な
る
と
高
校
の
勉
強
と
い
う
の
は
、

か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

そ
う
、
高
校
は
悲
礎
知
識
を
勉
強
す
る
善
通

教
育
を
す
る
坊
に
な
り
ま
す
。
北
片
山
一
教
育
と
い

う
の
は
、
あ
る
レ
ベ
ル
が
あ
っ
て
そ
れ
を
ク
リ

ア
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
、
エ
ヤ
え
方
で
す
。

だ
か
ら
、
余
裕
を
持
っ
て
加
点
を
ク
リ
ア
す

る
た
め
に
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
て
釘
点
と
か
叩
点

を
取
れ
ば
大
丈
夫
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う

に
勉
強
し
ま
す
。
だ
か
ら
加
点
以
上
だ
っ
た
ら

も
う
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

加
点
の
人
よ
り
問
点
の
人
の
方
が
で
き
る
と
か
、

引
点
の
方
が
も
っ
と
い
い
と
い
う
の
は
無
駄
で

す
よ
。
そ
ん
な
エ
、
不
ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
ら
仙
の

こ
と
を
や
れ
ば
い
い
ん
だ
か
ら
。
と
い
う
わ
け

で
資
栴
試
験
に
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

ー
ー
夫
学
生
に
と
っ
て
一
番
必
要
な
こ
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。

大
学
生
に
と
っ
て

一
書
必
史
な
も
の
は
伐
菜

料
。
だ
け
ど
手
作
し
・
さ
ん
と
い
う
の
は
ま
だ
働
い

て
い
な
い
の
で
糾
に
依
存
す
る
ん
だ
け
ど
、
こ

れ
は
変
だ
か
ら
、
奨
m，T
A止
と
か
と
に
か
く
校
菜

料
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
保
.λ
す
る
れ
消
的

な
北
盤
、
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
が
一
得
肝
心
な

こ
と
で
す
ね
。
と
川
時
に
zH分
e
け
れ
河
が
払
う
こ

と
で
コ
ス
ト
ー
リ
山
識
が
生
ま
れ
る
。

次
に
そ
の
授
業
料
を
払
っ
て
ま
で
大
学
に
行

く
の
は
、
ど
う
い
う
日
的
に
依
る
の
か
と
い
う
、

目
的
立
識
。

三
岳
日
に
学
力
な
ん
で
す
が
、

f
f刀
と
い
う

の
は
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
川
謝

と
目
的
立
識
が
あ
れ
ば
大
学
が
つ
け
る
ん
で
あ

っ
て
。
今
大
学
と
い
う
の
は
、
一
部
の
エ
リ
ー

ト
を
養
成
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
て
、
原

則
と
し
て
凶
氏
す
べ
て
に
川
か
れ
て
い
る
わ
け

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
大
学
位
ぃ
肢
の
知
識
は
口
的

意
識
の
あ
る
人
に
は
、
つ
け
さ
せ
て
あ
げ
ま
し
ょ

う
と
。
こ
れ
が
大
学
の
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
あ
学

力
は
養
成
す
べ
き
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
は

大
学
で
ゆ
っ
く
り
伸
ば
せ
ば
い
い
の
で
す
。

、司・--、-圃F 司---ーーー
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ニL竹
田
青
嗣
さ
ん
の
資
質
を
あ
え
て
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
柔
軟
で
し
な
や

か
な
部
分
と
堅
固
で
か
っ
し
り
し
た
部
分
と
が
ほ
ど
よ
く
組
み
あ
わ
さ
っ
て

い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
と
思
う
の
で
も
う
少
し
説
明
す
る
と
、
誰
に

で
も
柔
軟
な
部
分
と
堅
固
な
部
分
は
あ
る
。
で
も
た
い
て
い
の
場
合
、
外
側

が
堅
固
で
異
質
な
も
の
を
寄
せ
つ
け
な
い
く
せ
に
、
内
側
は
弛
緩
し
て
い
て

お
の
れ
の
外
見
を
裂
切
っ
て
い
る
と
い
う
、
昆
虫
や
カ
ニ
(
甲
殻
類
)
み
た

い
な
桝
造
に
な
っ
て
い
る
。
(
瀬
尾
育
生
さ
ん
な
ら
こ
れ
を
、
ス
タ
1
リ
ニ

ス
ト
と
形
容
す
る
と
こ
ろ
だ
。
)
竹
田
青
嗣
さ
ん
の
場
合
、
こ
れ
が
あ
べ
こ

べ
で
、
外
側
が
柔
軟
で
他
者
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
聞
か
れ
て
い
る
い
っ
ぽ

う
、
内
側
に
は
堅
牢
な
体
制
造
物
が
あ
り
、
彼
の
思
想
を
支
え
る
骨
組
み
と
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
竹
田
さ
ん
と
つ
き
合
っ
た
人
は
、
ス
ト
イ
ッ
ク
で
倫
理

的
だ
な
あ
と
い
う
印
象
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
「
外
柔
内
剛
」

の
構
造
は
、
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
も
知
性
の
あ
り
方
と
し
て
も
ご
く
自
然

な
、
望
ま
し
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
じ
つ
に
自
然
に
身
に
つ
い
て
い
る
と
い

う
感
じ
が
す
る
の
は
竹
田
さ
ん
だ
。

竹
田
青
嗣
さ
ん
の
外
側
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
、

感
受
性
は
、
一
般
に
、
青
年
期
に
特
有
の
も
の
だ
。

他
者
に
対
す
る
鋭
い

だ
か
ら
竹
田
さ
ん
は
、

甲
殻
類
の
よ
う
な
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
市
民
社
会

を
「
欲
望
の
体
系
」
と
し
て
否
定
す
る
ば
か
り
で
、
自
己
充
実
を
構
想
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
竹
田
さ
ん
は
そ
こ
を
悩
み
抜
く
こ
と
で
、
甲
殻
類
か
ら

骨
格
動
物
に
み
ご
と
な
変
容
を
と
げ
た
の
だ
。
竹
田
さ
ん
の
エ
ロ
ス
と
い
う

こ
と
ば
は
、
柔
軟
に
他
者
を
受
け
入
れ
る
外
側
か
ら
堅
牢
な
内
側
に
ま
で
、

往
復
運
動
の
ル
1

ト
が
確
実
に
聞
か
れ
て
い
る
と
い
う
信
頼
感
を
覚
え
さ
せ

る
。
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
竹
田
さ
ん
が
、
自
己
肯
定
と
自
己
批
判
の
適
切

な
回
路
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

え
た
、

* 

対
象
に
対
す
る
愛
着
と
批
判
性
と
が
適
度
に
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
が

望
ま
し
い
批
評
家
と
い
う
職
分
ほ
ど
、
だ
か
ら
、
竹
田
さ
ん
に
と
っ
て
う
っ

て
つ
け
の
も
の
は
な
か
っ
た
。
竹
田
ざ
ん
の
批
評
は
、
そ
の
背
後
に
美
的
で

エロ

ス
的
な
感
性
を
た
た
え
て
い
る
場
合
に
、
も
っ
と
も
そ
の
本
領
を
発
揮

す
る
。
『
陽
水
の
快
楽
」
『
ニ
ュ

l
ミ
ユ
|
ジ

Y

ク
の
美
神
た
ち
』
な
ど
と

い
っ
た
仕
事
が
あ
る
の
も
、
偶
然
で
は
な
い
。

竹
田
青
嗣
さ
ん
が
自
分
で
パ
ン
ド
を
率
い
て
唱
っ
た
り
、
カ
ラ
オ
ケ
を
愛

好
し
た
り
す
る
と
い
う
の
も
、
自
分
の
身
体
の
か
か
え
る
エ
ロ
ス
的
感
性
を

型、

橋
爪
大
三
郎

変
わ
ら
ぬ
若
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
が
竹
田
さ
ん
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た

の
に
は
、
日
本
人
で
な
い
と
い
う
国
籍
も
関
係
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い

っ
ぽ
う
内
側
の
堅
牢
な
構
造
物
は
、
灰
分
が
沈
着
す
る
よ
う
に
、
だ
ん
だ
ん

に
竹
田
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
な
か
で
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
だ
。

そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
な
い
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
強
靭
で
、

ん
の
存
在
そ
の
も
の
と
一
体
化
し
て
い
る
。

竹
田
さ

16 

* 

こ
う
い
う
竹
田
さ
ん
が
、
「
エ
ロ
ス
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
自
分
の
思

想
を
語
っ
て
い
る
あ
た
り
が
、
私
に
は
興
味
ぶ
か
い
。

エ
ロ
ス
と
印
、
①
よ
い
も
の
で
、
②
各
個
人
の
も
の
で
、
①
そ
れ
を
よ
り

よ
く
充
実
さ
恥
る
の
に
他
者
と
の
関
係
が
欠
か
せ
な
い
も
の
。
功
利
主
義
の

い
う
効
用
や
欲
望
と
似
て
い
る
が
、
個
人
と
社
会
を
つ
な
ぐ
接
点
と
な
る
と

こ
ろ
(
③
の
性
質
よ
り
)
が
異
な
っ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
エ
ロ
ス
に
類
似
し
た
「
人
間
の
類
的
本
質
」
と
い
う

概
念
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
エ
ロ
ス
と
違
う
の
は
、
社
会
関
係
の
な
か
で
「
疎

外
」
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
市
民
社
会
に
い
る

限
り
、
そ
の
充
実
を
求
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

竹
田
さ
ん
も
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ま
と
っ
て
市
民
社
会
に
身
構

(
批
評
し
な
が
ら
)
肯
定
す
る
行
為
と
し
て
、
納
得
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

竹
田
さ
ん
の
代
表
的
な
レ
パ

l
ト
リ
は
井
上
陽
水
だ
が
、
ま
ず
前
提
と
し

て
、
繰
り
返
し
聴
き
こ
ん
で
は
分
析
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
先
行
し
て
い

る
。
そ
し
て
聴
い
て
み
る
と
、
陽
水
の
「
も
の
真
似
」
で
は
な
い
が
陽
水
に

「
似
て
い
る
」
と
い
う
微
妙
な
唱
い
方
だ
。
陽
水
の
歌
を
(
自
分
の
気
分
や

身
体
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ
て
)
う
ま
く
唱
っ
て
い
る
竹
田
さ
ん
、

と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
キ
l
プ
し
て
い
る
。
カ
ラ
オ
ケ
に
は
そ
う
い
う
、
表
現

の
直
接
性
と
は
一
線
を
画
す
る
批
評
性
が
具
わ
乃
て
い
る
。

こ
う
い
う
竹
田
さ
ん
の
資
質
は
、
多
く
の
読
者
の
共
感
を
よ
ん
で
、
ポ
ス

ト
冷
戦
時
代
の
思
想
界
に
ひ
と
つ
の
潮
流
を
つ
く
っ
た
。
い
ま
は
ポ
ス
ト
冷

戦
が
園
内
の
構
造
を
変
動
さ
せ
つ
つ
あ
る
時
期
だ
が
、
そ
こ
で
も
竹
田
さ
ん

の
思
想
が
有
益
な
指
針
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

(
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
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新調i社 r;，度 i 、

- r d Lご参照下き L、。'
岩波山:IW図書」
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(
山
川
出
版
社
)

リテレール別冊8

日
一
削
見
さ
せ
て
く
れ
た
も
の
三
点
を
あ
げ
る
。

大
室
氏
の
浩
削
な
シ
リ
ー
ズ
は
、
『
劇
場
都
市
』

『
桃
源
の
夢
想
』
『
刷
林
郁
市
』
『
干
潟
幻
怨
』
と
続

き
、
つ
い
に
五
山
目
。
古
代
か
ら
説
き
進
め
、
よ
う

や
く
時
代
は
出
代
長
安
に
到
っ
た
。

氏
の
お
物
は
さ
な
が
ら
、
メ
タ
書
物
と
も
壬
一
口
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。
古
今
東
西
の
文
献
を
沙
猟
し
つ
く

し
、
現
在
知
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
デ
l
タ
と
方
法
論
と

を
融
か
し
合
わ
せ
、
限
酔
さ
せ
て
出
米
あ
が
っ
て
い

る
。
日
本
の
亜
大
な
隣
国
で
あ
る
、
中
国
と
い
う
異

文
明
の
全
体
像
に
、
ど
こ
ま
で
も
肉
的
し
よ
う
と
い

う
強
則
立
志
志
。
日
本
の
産
業
文
明
を
ア
ジ
ア
文
化

の
な
か
に
部
肢
に
似
世
づ
け
+
出
す
た
め
に
、
こ
う
し

た
仕
事
は
欠
か
せ
な
い
前
出
に
な
る
。

辻
井
喬
氏
の
『
虹
の
岬
』
は
、
著
名
な
歌
人
で
住

友
財
閥
の
経
営
者
で
も
あ
っ
た
川
田
順
と
、
京
十
八
教

授
夫
人
と
の
更
出
家
ゆ
を
題
材
に
し
た
小
説
で
あ

る
。
著
者
(
H
堤
前
二
氏
)
の
境
遇
を
考
え
れ
ば
、

川
田
順
の
な
か
に
著
者
の
自
己
像
が
投
影
さ
れ
て
い

る
と
、
読
者
は
想
像
し
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
、
著
者
は
淡
々
と
、
寸
ひ
と

つ
の
時
代
」
が
終
わ
っ
た
混
乱
の
な
か
で
、
あ
え
て

具
体
的
な
一
人
の
女
性
を
愛
す
る
道
を
選
ん
だ
男
性

(
山
石
波
新
書
)

森
嶋
通
夫
「
白
山
想
と
し
て
の
近
代
経
済
学
」

大
室
幹
雄
『
艦
獄
都
市
|
|
中
世
中
国
の
世

界
芝
居
と
革
命
』
(
三
省
内
呈
)

辻
井
荷
『
虹
の
川
』
(
中
央
公
論
社
)

新
山
一
郎
『
相
撲
の
歴
史
L

。
江
寂
淳
「
成
熟
と
喪
失
1
1
9母
。
の
崩
坂
」

。
(
詰
談
社
文
芸
文
庫
)

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
仕
事
」

1
・
2

/タタダ寸-:2-'/)..2 
『単行本・文庫本ベスト 3~ 

@ 

(
野
村
修
編
訳
、
岩
波
文
庫
)

山
ほ
ど
本
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で
な
し
、

ま
し
て

「
ベ
ス
ト
:
:
:
」
と
制
限
劣
を
つ
け
る
な
ど
能
力
外
の

こ
と
。
手
近
か
の
な
か
か
ら
、
私
に
新
し
い
叶
界
を

LL-

カ
ナ
モ
リ
こ
の
ベ
ザ
・
部
落
ウ
ル
ト

ラ
解
放
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
か
っ
て
提
案

に
は
肝
を
抜
か
れ
た
よ
。

ρ

部
落
差
別

問
題
u

っ
て
き
口
、
っ
と
、
重
苦
し
く
て
、

い
ん
う
つ

堅
苦
し
く
て
、
陰
管
な
印
象
が
ど
う
し

て
も
す
る
じ
ゃ
な
い
?
そ
こ
に
、
こ

ん
な
に
ハ
レ
と
言
う
か
、
撃
が
あ
る
策

e''』

を
提
唱
す
る
ん
だ
も
の
、
も
の
凄
い
驚

き
が
あ
っ
た
な
。

末
永
先
生
び
ゃ
ん
は
モ
ヤ
モ
ヤ
、
じ

め
じ
め
、
だ
ら
だ
ら
が
嫌
な
の
よ
。

よ
し
り
ん
わ
し
も
、
こ
の

H

ザ
・
部

落
ウ
ル
ト
ラ
解
放
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
H

っ
て
い
う
の
は
漫
画
的
な
発
想
の
産
物

か
?
っ
て
と
こ
ろ
で
結
構
悩
ん
だ
り

も
し
た
け
ど
、
実
際
、
提
案
し
て
み
た

ら
、
橋
爪
大
三
郎
氏
が
毎
日
新
聞
で

「
令
ナ
¥
正
し
い
」
と
書
い
て
く
れ
た
り
、

産
経
新
聞
の
『
斜
断
機
』
で
も
と
り
あ

げ
ら
れ
も
し
た
。
そ
し
て
解
放
同
盟
・

池
田
支
部
書
記
長
の
み
な
み
あ
め
ん
坊

氏
が
、
今
年
3
月
の
令
国
大
会
で
「
ザ
・

部
落
ウ
ル
ト
ラ
解
放
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

に
つ
い
て
解
放
同
盟
も
真
剣
に
考
え
る

べ
き
だ
」
と
発
言
し
た
ら
、
会
場
か
ら
拍

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
』
は

ム
リ
な
の
か
し
ら
っ
・

手
が
起
こ
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
向
い
て

わ
し
は
確
信
し
た
よ
。
こ
れ
は
冗
談
な

ん
か
じ
ゃ
な
い
、
マ
ジ
藷
棄
な
ん
だ
。

カ
ナ
モ
リ
価
値
造
転
の
若
山
だ
よ
ね
。

こ
れ
が
実
現
さ
れ
た
ら
、
現
状
の
状
況

が
一
気
に
逆
転
す
る
知
議
に
な
る
よ
。

末
永
で
も
『
斜
断
機
』
で
書
い
て
あ

っ
た
こ
と
は
、
な
ん
だ
か
否
定
的
じ
ゃ

な
か
っ
た
?

よ
し
り
ん
う
し
ま
っ
思
想
だ
な
。
部

落
差
別
に
関
し
て
は
「
寝
た
子
を
起
こ

す
な
」
「
わ
ざ
わ
ざ
事
多
』
荒
立
て
て
、
部

落
差
別
の
知
識
を
植
え
込
む
の
は
ど
う

か
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
ん
だ
。
黙

っ
て
れ
ば
目
に
見
え
な
い
し
、
根
本
的

に
も
何
も
違
わ
な
い
ん
だ
か
ら
、
一
般

社
会
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
の
冶
可
能

だ
ろ
う
っ
て
考
え
方
だ
な
。
け
ど
、
そ

れ
に
し
た
っ
て
居
住
地
域
の
問
題
が
あ

る
だ
ろ
う
し
、
膨
大
な
時
聞
が
か
か
る

の
は
目
に
見
え
て
い
る
よ
。
も
し
、
わ

し
の
出
自
が
被
差
別
部
落
だ
っ
た
ら
、

わ
し
が
生
き
て
る
う
ち
に
、
な
ん
と
か

状
況
を
変
え
た
い
と
問
中
う
が
な
。

末
氷
ふ
ー
ん
、
な
る
ほ
ど
、

7-

ゆ

--TA 

の
内
聞
を
描
い
て
い
く
。
そ
れ
は
一
種
の
「
撤
退
」

と
も
思
え
る
の
だ
が
、
川
田
は
こ
の
小
説
の
な
か
で

白
分
の
行
動
を
元
全
に
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
で

い
る
。
そ
の
も
ど
か
し
さ
は
、
ム
つ
、
も
う
「
ひ
と
つ

の
時
代
」
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
先
の
道

を
さ
ぐ
り
か
ね
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
も
ど
か
し
さ
で

も
あ
る
の
だ
。

新
田
一
郎
氏
の
『
相
撲
の
歴
史
』
は
、
近
代
大
相

撲
が
成
立
す
る
ま
で
の
、
相
撲
の
多
様
な
変
遷
を
、

厳
密
な
歴
史
学
の
手
法
で
再
他
成
す
る
、
は
じ
め
て

の
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
拙
か
れ
る
相
撲
は
、
時
を

さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
、
ア
ジ
ア
の
民
俗
の
な
か
に
ひ
ろ

く
拡
散
し
て
い
き
、
読
者
は
相
撲
/
相
撲
で
な
い
も

の
の
区
別
の
暖
昧
さ
に
焼
く
の
で
あ
る
。
ア
マ
チ
ュ

ア
の
州
民
愛
好
家
と
し
て
楠
惣
を
あ
た
た
め
て
き
た

著
者
が
、
一
九
九
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
寸
世
界
相
撲

選
手
権
大
会
」
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
、
本
書
一
回
の
成
立

に
大
き
な
刺
戟
と
な
っ
た
こ
と
は
惣
像
に
か
た
く
な

い
。
日
本
の
伝
統
と
さ
れ
て
い
る
個
々
の
項
目
を
、

政
治
・
統
一
併
・
権
力
・
習
俗
・
:
:
・
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
効
果
の
集
積
と
し
て
、
分
析
・
再
柚
成
す
る
こ

と
は
、
日
本
の
寸
国
際
化
」
の
た
め
の
不
可
欠
の
前

提
で
あ
る
。

(
社
会
学
)

ー
こ
と
カ
。

よ
し
り
ん
こ
れ
を
描
い
た
後
、
そ
の

時
は
自
分
も
参
加
さ
せ
て
く
れ
f
-

と

い
う
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
も
い
た
な
。
手

紙
を
く
れ
た
の
は
、
在
日
韓
国
人
の
プ

ロ
の
歌
手
だ
っ
た
け
ど
。

カ
ナ
モ
リ
へ
え
、
や
っ
ぱ
り
賛
同
す

る
意
思
の
あ
る
人
が
い
た
の
ね
。

よ
し
り
ん
わ
し
は
こ
の
案
が
、
部
落

差
別
が
こ
の
先
こ
う
し
て
続
い
て
い
く

状
況
を
打
破
す
る
画
期
的
な
策
だ
と
、

い
ま
で
も
信
じ
と
る
し
、
解
放
の
み
な

み
氏
と
は
、
こ
れ
を
実
現
す
る
方
向
で
、

現
在
、
作
戦
を
練
っ
と
る
最
中
だ
。

末
氷
先
生
び
ゃ
ん
っ
て
、
と
ん
で
も

な
い
こ
と
考
え
つ
く
よ
ね
。

カ
ナ
モ
リ
ま
た
そ
れ
を
実
行
に
移
、

そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
と
ん
で
も
訟

な
い
よ
。

f

よ
し
り
ん
わ
し
の
こ
と
ρ

と
ん
で
も

ナ
イ
ト
H

っ
て
呼
ん
で
。
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日
本
人
ど
こ
が
ダ
メ
か

(94年12月l日発行)

政
治
が
絶
望
的
に
下
手
く
そ
な
日
本
人

橋
爪
大
三
郎

メタローグ

「
日
本
人
・
ど
こ
が
だ
め
か
」

と
は
、

い
か
に
も
日
本
ら
し
い
特
集
か
も
し

れ
な
い
。

こ
れ
が
中
固
な
ら
、

「
中
国
人
・
ど
こ
が
優
秀
か
」

と
い
う
特
集

で
な
い
と
、
売
れ
な
い
だ
ろ
恒
三

こ
の
自
信
過
剰
が
、

中
国
人
の
だ
め
な
と

pp. 28-29 

こ
ろ
だ
と
い
う
説
さ
え
あ
る
。

と
い
う
わ
け
で
、

日
本
人
が
ど
う
だ
め
な
の

かを、

中
国
人
と
比
較
し
て
論
じ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
端
的
に
、

中
国
人
は
人
材
が
多
く
、

し
か
も
一
人
ひ
と
り
が
堂
々
と

一
対
一
で
は
、

一
人
に
な
る
と
貧
相
だ
。

し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
日
本
人
は
、

完
全
に
日
本
人
の
負
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
、
が
集
団
に
な
る
と
、

日
本
人
は
俄

然
力
量
を
発
抑
す
る
。
俺
が
リ
ー
ダ
ー
だ
、

『リテレール~ 11号

国
人
が
内
輪
で
も
め
て
い
る
あ
い
だ
に
、

い
や
俺
の
ほ
う
が
偉
い
と
、
中

日
本
人
は
さ
っ
さ
と
隊
伍
を
整
え
、

効
率
的
な
組
織
を
予
」
し
ら
え
て
し
ま
う
。

近
代
中
国
が
四
分
五
裂
し
て
、

列
強
の
餌
食
に
な
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
、

新
興
工
業
国
に
な
り
上
が
っ
た
。

日
本
は
明
治
維
新
を
成
功
さ
せ
、

こ
h

フ
し

いた
。歴

史
の
分
カ・
れ
目
も

い
ま
の
べ
た
事
情
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
な
い
か
ら
、

長
年
勤
め
た
あ
と
辞
め
る
間
際
に
ト
ッ
プ
の
座
に
つ
か
さ
れ
、

目
を
白
黒
す
る
。

で
も
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
。

日
本
の
組
織
で
は
た
い
て

い
の
'
」
と
は
、

い
つ
の
ま
に
か
部
下
が
決
め
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

こ
う
し
た

組
織
を
外
か
ら
み
る
と
、

肝
心
の
決
定
は
誰
が
下
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、

リ
l
、
ダ
ー
も
そ
の
責
任
は
取
ら
な
い
。

ま
こ
と
に
奇
妙
だ
、

と
い
う
こ
と
に

ゎ
U
F
q
Q

。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
人
間
の
ス
ケ
ー
ル
で
は
、
日
本
人
は
中
国
人
に
か
な

わ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
中
国
で
も
、
一
ダ
メ
な
人
(
小
人
)
は
と
こ
と
ん
ダ
メ
な

の
だ
が
、
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
と
風
格
が
ま
る
で
迷
う
。
な
ぜ
な
ら
中
国
の
リ

ー
ダ
ー
は
、
す
べ
て
の
要
素
を
そ
な
え
た
小
宇
宙
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
だ
。

* 

こ
れ
を
別
な
角
度
か
ら
見
て
み
よ
う
。
中
国
人
は
政
治
に
天
才
的
な
冴
え

を
み
せ
る
。
い
っ
ぽ
う
日
本
人
は
、
政
治
が
絶
望
的
に
下
手
く
そ
だ
。

速
い
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
?

こ
の

中
国
は
も
と
も
と
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
周
辺
の
異
民
族
に
も
何
回
か
征

服
さ
れ
た
。
そ
ん
な
厳
し
い
状
勢
に
対
応
し
て
、
人
間
関
係
の
結
束
が
国
い
。

血
の
つ
な
が
っ
た
者
は
「
宗
抜
」
と
い
う
集
団
を
つ
く
り
、
血
の
つ
な
が
ら

な
い
者
は
「
帯
」
と
い
う
結
社
を
つ
く
る
。
こ
う
し
て
お
け
ば
、
土
地
を
追

わ
れ
財
産
を
奪
わ
れ
散
り
散
り
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
も
、
仲
間
を
み
つ
け
て

再
起
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
で
は
目
に
み
え
る
組
織
や
法
律
の
信

頼
性
よ
り
、
人
間
関
係
が
も
の
を
い
う
の
だ
。

日
本
は
平
和
な
社
会
な
の
で
、

そ
こ
ま
で
も
の
を
深
刻
に
考
え
る
必
要
が

「一↓↓市川刃〉一刃
m

・M

∞

* 

中
国
は
、

世
界
の
中
心
、

文
明
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
正
統
教
義
で

あ
る
市
教
の
テ
l
マ
を
ひ
と
く
ち
で
言
う
な
ら
、

人
民
を
統
治
す
る
リ
l
ダ

ー
を
養
成
す
る
こ
と
、

こ
れ
に
尽
き
る
。
実
際
に
出
来
あ
が
る
の
は
、

皇
帝

を
頂
点
と
す
る
官
僚
組
織
で
、

そ
こ
に
は
上
司
も
部
下
も
あ
る
の
だ
が
、
部

下
は
上
司
の
仕
事
の
一
定
部
分
を
そ
っ
く
り
請
け
負
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い

や
っ
ぱ
り
リ
ー
ダ
ー
然
と
し
て
い
る
。

る
た
め
、

ρ

誰
か
の
部
下
に
な
る
た

め
の
訓
練
u

な
ど
、
中
国
人
は
あ
ま
り
好
ま
な
い
の
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
は
、

中
心
で
な
く
周
縁
、

文
明
の
外
れ
に
あ
る
。
外

れ
で
あ
る
以
上
、
ど
こ
か
よ
そ
か
ら
文
明
の
成
果
を
か
っ
さ
ら
っ
て
く
る
の

は
当
た
り
前
だ
。
だ
か
ら
第
一
級
の
知
識
人
は
、

日
本
で
な
く
よ
そ
に
い
る

も
の
と
、

ま
た
目
標
さ
え
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、

み
ん
な
思
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
追
い
つ
く
の
は
得
意
だ
。

リ
ー
ダ
ー
に
な

そ
こ
で
日
本
の
教
育
は
、

る
川
州
事
よ
り
も
、

--z'
d
綱引

よ
い
部
下
で
あ
る
た
め
の
訓
練
守
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
。

リ
ー
ダ
ー
に
な
る
訓
練
な
ど
受
け
て

た
い
て
い
の
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
は
、

日
本
人
に
と
っ
て
は
、
た
ま
た
ま
自
分
が
所
属
し
た
集
団
で
、

う
ま
く
や
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
。
固
定
し
た
人
間
関
係
よ
り
も
、
集
団

へ
の
帰
属
の
ほ
う
が
重
い
。
だ
か
ら
企
業
は
、
容
易
に
「
共
同
体
」
に
転
化

し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
天
皇
を
い
た
だ
い
た
国
家
ま
で
も
が
、
共

同
体
に
転
化
し
て
し
ま
っ
た
。
戦
前
の
日
本
人
が
戦
争
を
支
持
し
た
の
は
、

共
同
体
の
危
機
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
中
国
の
組
織
で
は
、
も
の
ご
と
を
リ
ー
ダ
ー
が
決
め
る
こ
と
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
組
織
の
内
外
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
が

張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
リ
ー
ダ
ー
の
序
列
を
め
ぐ
っ
て
、
ま
た

そ
の
後
継
者
を
め
ぐ
つ
て
、
不
断
の
か
け
ひ
き
と
争
い
が
ま
き
お
'
こ
』
る
。
こ
の

た
め
極
端
に
吾
一

い
つ
ぽ
.
う
フ
日
本
の
組
織
で
は
、
合
意
が
重
視
さ
れ
る
。
合
意
と
い
っ
て
も
、

人
び
と
が
討
論
の
結
果
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
至
る
の
で
は
な
く
、
反
対
の
意
向

が
な
い
こ
と
を
順
番
に
確
認
す
る
だ
け
で
あ
る
。
合
意
を
う
る
の
に
、
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
は
必
要
だ
が
、
リ
ー
ダ
ー
は
要
ら
な
い
。
ま
た
、
合
意
の
か
げ

に
隠
れ
て
、
す
べ
て
の
対
立
(
政
治
の
前
提
で
あ
る
意
見
の
相
違
)
は
聞
に
も

ぐ
っ
て
し
ま
う
。

な
か
っ
た
。

日
本
の
姐
織
の
な
か
に
も
政
治
ら
し
い
も
の
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
技
術

は
、
八
ム
の
政
治
で
は
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
。
民
主
主
義
と
も
関
係
な
い
。

そ
れ
を
制
度
化
し
て
、
正
式
の
制
度
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
合
意
を
重

視
す
る
と
は
、
言
い
換
え
る

h
、
政
治
は
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
。
だ
か
ら
、
日
本
人
が
政
治
下
手
な
の
は
当
た
り
前
な
の
で
あ

q
Q

。

日
本
人
ど
こ
が
ダ
メ
か
・

M
由


