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た
な
問
題
群
の
派
生
と
格
闘
課
題
l
a
t
i

生
ノntph 

f吉
報
手ヰ
学
の
時
代

一、

は
じ
め
に

人
聞
は
言
葉
を
し
ゃ
べ
り
、
思
考
す
る
存
在
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
人
聞
は
、
情
報
に
生
き
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
と
う
と
う
情
報

の
観
念
を
生
み
だ
す
に
至
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
実
世
界
の
な
か
の
知
る

に
値
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
情
報
で
あ
る
。
現
実
は
切
り
取
ら
れ
て
、
記
号
に

置
き
換
え
ら
れ
、
何
ご
と
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
人
間
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て

く
る
。
彼

(
女
)
に
し
て
み
れ
ば
、
現
実
は
最
初
か
ら
情
報
で
で
き
て
い
た
よ

う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。

ソ
シ
ュ

l
ル
な
ど
言
語
学
者
は
か
な
り
早
く
か
ら
、
こ
れ
に
近
い
認
識
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
弾
み
が
つ
い
た
の
は
、
二
十
世
紀

の
半
ば
過
ぎ
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発

明
、
そ
し
て
、
遺
伝
子
の
二
重
蝶
旋
モ
デ
ル
の
成
功
で
あ
る
。
世
界
が
情
報
で

で
き
て
い
る
と
い
う
認
識
の
利
得
は
、
情
報
が
工
学
的
に
操
作
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
、
飛
躍
的
に
増
大
す
る
。
情
報
処
理
と
い
う
こ
と
ば
に
、
よ
う
や
く
実

態
が
と
も
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、

中
国
語
で
「
電
脳
」
と
い
う
ぐ
ら
い
で
、
人
間

一一、
人
間
は
ど
こ
ま
で
情
報
的
存
在
か

人
体
と
情
報
の
関
係
を
考
え
る
の
が
、
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

人
体
と
は
、
人
間
の
身
体
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
人
間
と
は
何
か
を
考
え
、

そ
の
あ
と
人
体
と
は
何
か
を
考
え
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
身
体
を
脱
れ

た
人
間
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
。
人
間
と
は
、
身
体
が
活
動
し
て

い
る
と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
人
聞
に
は
心
が
あ
る
と
い
う
。
精
神
機
能
が
そ
な
わ
っ
て
い
る

と
も
い
う
。
霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の

実
態
は
何
か
?

心
や
精
神
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
霊
魂
は
身
体
を
離
れ
て
存
在
す
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
見
た
も
の
も
触

っ
た
も
の
も
い
な
い
。
要
す
る
に
、
身
体
の
活
動
と
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に

人
間
は
い
な
い
し
、
身
体
の
活
動
が
停
止
し
て
し
ま
え
ば
、
人
間
は
人
間
で
な

く
な
る
(
人
聞
は
い
な
く
な
る
)
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
で
も
悩
ま
し
い
の
に
、
人
間
の
精
神
機
能
が
ど
の
よ
う
に
身
体
に

支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
も
ち
っ
と
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
サ
ル
の
身
体

は
、
解
剖
し
て
み
て
も
人
体
と
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
が
、
サ
ル
は
(
人
間
と

同
じ
よ
う
な
)
心
を
持
っ
て
い
る
と
は
ふ
つ
う
言
わ
な
い
。
仮
に
サ
ル
の
遺
伝

子
情
報
と
人
間
の
遺
伝
子
情
報
を
解
読
し
て
比
べ
て
み
て
も
、
現
在
の
科
学
の

水
準
で
は
、
ほ
と
ん
ど
有
意
味
な
差
異
を
み
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
両
者
の
機
能
は
異
な
っ
て
い
る
(
片
方
は
サ
ル
で
あ
り
、

片
方
は
人
間
で
あ
る
)
の
だ
。

要
す
る
に
、
人
間

S
人
体

5
身
体
は
、
三
つ
の
絡
ま
り
あ
っ
た
観
念
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
身
体
を
客
観
的
に
扱
う

医
学
や
遺
伝
子
工
学
の
よ
う
な
学
問
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
本
当
に
人

体
(
人
聞
を
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
身
体
の
特
性
)
に
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
た
研

究
が
で
き
て
い
る
と
い
う
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。
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の
頭
脳
の
モ
デ
ル
と
み
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
頭
脳
に
よ
く
似
て
い
る
か
ど
う

か
は
、
こ
の
さ
い
重
要
で
な
い
。
人
聞
は
や
っ
と
、
人
間
の
頭
脳
に
近
い
と
呼

べ
る
機
械
を
手
に
入
れ
た
の
だ
。
そ
の
機
械
は
、
0
/
l
ビ
ッ
ト
で
動
い
て
い

る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
間
の
頭
脳
の
比
聡
だ
。
こ
れ
は
人
聞
が
、
0
/
l
ビ

ッ
ト
で
情
報
処
理
を
し
て
い
る
証
拠
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。

も
う
ひ
と
つ
の
遺
伝
子
モ
デ
ル
は
、
さ
ら
に
決
定
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ

た
。
独
特
の
塩
基
排
列
が
遺
伝
子
の
構
造
で
あ
り
、
遺
伝
子
の
構
造
が
蛋
白
質

を
決
定
し
、
蛋
白
質
が
人
聞
を
か
た
ち
づ
く
る
。
そ
れ
な
ら
人
間
の
存
在
そ
の

も
の
が
、
情
報
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
加
え
て
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
が
、
ワ
ト
ソ

ン
ー
ク
リ
ッ
ク
の
打
ち
立
て
た
可
能
性
を
、
現
実
の
も
の
と
し
た
。
今
の
と
こ

ろ
、
遺
伝
子
の
読
み
取
り
が
完
了
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
何
か
の
「
メ
ッ
セ

ー
ジ
」
が
読
み
取
れ
る
か
ど
う
か
、
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、

人
聞
が
遺
伝
子
情
報
の
集
積
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
否
定
し
ょ
う
も
な
く
人

び
と
に
つ
き
つ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
遺
伝
子
工
学
、
こ
の
二
つ
の
分
野
の
発
展
に
よ

っ
て
、
人

間
の
存
在
そ
の
も
の
が
情
報
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
、
誰
の
目
に
も
明

ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
思
想
倫
理
道
徳
世
界
観
に
、

大
き
な
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
そ
の
も
の
の
定
義
す
ら
、
再
検
討
を

迫
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

* 

人
間
の
精
神
機
能
と
、
そ
れ
を
支
え
る
人
体
の
部
分
(
大
脳
)
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

大
脳
は
、
神
経
細
胞
と
そ
れ
が
張
り
め
ぐ
ら
す
神
経
団
路
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
だ
が
、
で
は
そ
の
神
経
団
路
が
ど
う
や
っ
て
精
神

機
能
を
生
み
出
す
の
か
と
い
う
肝
心
の
点
は
、
ち
っ
と
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
人
工
物
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
回
路
の
す
み
ず
み
ま
で
、

人
聞
が
設
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
機
能
と
人
間
の

精
神
機
能
が
少
し
で
も
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
こ
の
回
路
に
つ
い
て
の

知
識
は
、
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
情
報
的
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
有
力
な
手

が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
実
際
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
大
脳
は
あ
ま
り

似
て
い
な
い
。
た
だ
、
ほ
か
に
も
っ
と
似
て
い
る
も
の
が
な
い
た
め
に
、
と
り

あ
え
ず
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
が
大
脳
の
比
倫
と
し
て
用
い
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が

O
/
l
ビ
ッ
ト
で
情
報
処
理
を
し
て
い
る
か

ら
と
言
っ

て
、
人
間
の
精
神
機
能
が
同
じ
よ
う
な
情
報
処
理
を
し
て
い
る
は
ず

だ
と
述
べ
て
み
で
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

* 

こ
こ
か
ら
述
べ
う
る
こ
と
が
少
な
い
と
す
れ
ば
、

ず
ら
し
て
、
い
わ
ば
大
脳
の

O
S
に
あ
た
る
部
分
、

え
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

言
語
を
つ
か
さ
ど
る
機
能
は
、
大
脳
の
言
語
野
と
よ
ば
れ
る
部
分
に
局
在
し

て
い
る
。
同
じ
こ
と
を
裏
か
ら
言
え
ば
、
大
脳
に
は
視
覚
'
聴
覚
や
感
覚

・
運

動
を
つ
か
さ
ど
る
機
能
な
ど
、

直
接
に
は
必
ず
し
も
言
語
と
結
び
つ
か
な
い
部

分
も
多
く
あ
る
。
大
脳
は
、
非
言
語
的
な
情
報
処
理
も
行
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
だ
け
に
注
意
す
る
と
、
言
語
機
能
は
大
脳
の
ご
く
一

部
を
占
め
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
、

重
要
な

点
が
二
つ
あ
る
。
第

一
に
、
言
語
機
能
と
は
、
大
脳
内
の
非
言
語
情
報
を
分
節

し
組
織
化

(
言
-語
化
)
す
る
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
言
語
野
は
局
在
し
て
い
る

と
し
て
も
、
言
語
野
の
機
能
は
他
の
部
分
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
感

わ
れ
わ
れ
は
レ
ヴ
ェ
ル
を

つ
ま
り
言
語
に
つ
い
て
考

35 
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覚
運
動
野
が
最
終
的
に
は
身
体
末
梢
|
外
界
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
言
語
野
は
(
発
音
田
書
字
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
別
に
す
れ
ば
)
、
あ
く
ま

で
脳
内
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
大
脳
に
統
一
性
を
与
え
て
い
る
の
は
言
語
な

の
だ
。
第
二
に
言
語
は
、
発
音
さ
れ
た
り
記
号
化
さ
れ
た
り
し
て
、
第
三
者
に

と
っ
て
観
察
可
能
な
か
た
ち
に
な
る
。
あ
る
人
聞
が
別
の
人
間
と
精
神
的
に
交

流
を
は
か
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
言
語
が
介
在
す
る
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
、
大
脳
の
神
経
回
路
を
直
接
研
究
す
る
方
法
が
な
い
現
状
で
は
、

言
語
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
精
神
機
能
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も

っ
と
も
確
実
な
方
法
で
あ
る
。
言
語
学
や
認
知
科
学
は
そ
う
し
た
試
行
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

一一一、

人
体
は
ど
こ
ま
で
情
報
的
存
在
か

こ
れ
に
対
し
て
、
遺
伝
子
研
究
は
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
を
直
接
に
情
報

と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
は
、
人
間
(
の
あ
る
個
体
)
の
遺
伝
子
排
列
を
、
残
ら
ず

明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
研
究
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
こ
の
計
画
の
前
提
を
考
え
て

み
る
と
、
ま
ず
人
間
を
、
蛋
白
質
の
集
積
と
考
え
る
の
が
出
発
点
で
あ
る
。
つ

ぎ
に
、
そ
の
蛋
白
質
の
生
成
が
、
遺
伝
子
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
遺
伝
子
を
構
成
す
る
ア
ミ
ノ
酸
の
排
列
を
、
網

羅
的
に
書
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
伝
子
を
記
述
す
る
。
遺
伝
子
が
記
述

(
確
定
)
で
き
れ
ば
、
遺
伝
子

l
蛋
白
質

l
人
体
と
い
う
順
序
で
、
人
聞
が
ど

の
よ
う
な
物
質
的
存
在
で
あ
る
か
も
確
定
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
計
画
は
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
だ
が
、
い
く
つ
か
論
理
の
飛
躍
も
含
ん
で

い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ト
の
遺
伝
子
の
塩
基

排
列
の
う
ち
大
部
分
は
、
蛋
白
質
の
生
成
に
直
接
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
機
能
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
蛋
白
質
が
ど
の
よ
う
に
細
胞
を
構

成
し
、
細
胞
が
ど
の
よ
う
に
穏
官
を
構
成
し
、
器
官
が
ど
の
よ
う
に
身
体
を
構

成
す
る
か
は
、
こ
れ
ま
た
遺
伝
子
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
。
第
三
に
、
そ
う
し

(
唾
液
が
一
滴
、
フ
ケ
が
ひ
と
か
け
、
髪
の
毛
が
一
本
、
:
:
:
)
あ
れ
ば
い
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
こ
か
の
誰
か
が
あ
る
日
あ
な
た
の
遺
伝
子
を
解
読

し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と

で
利
益
を
う
る
人
間
が
存
在
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
遺
伝
子
の
解
読
か
ら
、
本
人
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で

の
情
報
が
わ
か
る
か
に
依
存
す
る
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
舞
踏
病
の
よ
う
な
き
わ
め

て
稀
な
遺
伝
病
が
い
く
つ
か
み
つ
か
る
だ
け
な
ら
、
多
く
の
人
び
と
は
興
味
を

示
さ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
心
臓
病
肝
臓
病
免
疫
機
能
各
種
の
癌
と

い
っ
た
、
寿
命
に
関
係
す
る
身
体
疾
患
の
原
因
遺
伝
子
や
、
知
能

・
精
神
病
と

い
っ
た
そ
の
他
の
個
人
情
報
に
関
わ
る
原
因
遺
伝
子
が
簡
単
に
み
つ
か
る
の
な

ら
、
そ
れ
を
知
り
た
い
と
思
う
個
人
や
機
関
は
決
し
て
少
な
く
な
い
は
ず
だ
。

子
供
の
縁
談
の
相
手
の
個
人
情
報
を
知
り
た
い
親
。
新
規
加
入
者
の
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
を
し
た
い
保
険
会
社
。
:
:
:
。
彼
ら
の
要
求
に
こ
た
え
て
、
閣
の
業
者

が
遺
伝
子
デ
コ
ー
ダ
ー
を
操
作
し
、
持
ち
込
ま
れ
た
資
料
を
解
読
し
て
デ
ー
タ

を
依
頼
人
に
売
り
渡
す
|

|
そ
う
い
っ
た
商
売
が
、
い
つ
始
ま
っ
て
も
お
か
し

く
な
い
の
で
あ
る
。

* 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
望
ま

L
く
な
い
と
、

だ
が
そ
れ
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
?

そ
の
原
因
を
つ
き
つ
め
て
い
く
と
、
そ
れ
は
、
遺
伝
子
の
解
読
が
、
「
人
聞

は
平
等
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
信
念
を
根
底
か
ら
脅
か
す

か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
思
い
当
た
る
。

人
間
は
、
平
等
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
個
人
差
が
あ
る

こ
と
ぐ
ら
い
な
ら
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
体
格
の
違
い
、
気
質
の
違
い
、
知

識
の
違
い
、
学
力
の
違
い
、

I
Q
の
違
い
、

・
:。

し
か
し
そ
う
し
た
違
い
の

原
因
は
、
こ
れ
ま
で
唆
昧
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
態
が
突
き
と
め
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
「
可
能
性
と
し
て
は
平
等
だ
っ
た
の
だ
が
、
環
境
の
違

い
や
本
人
の
努
力
に
よ
っ
て
、
あ
と
か
ら
差
異
が
生
ま
れ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、

人
権
思
想
に
都
合
よ
く
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
個
々
人
の
遺
伝
子
が

お
そ
ら
く
読
者
は
思
う
だ
ろ
う
。

た
身
体
の
物
質
的
構
成
が
、
ど
の
よ
う
に
精
神
機
能
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
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(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
述
べ
た
)
。
要
す
る
に
、

た
と
え
て
言
え
ば
、
英
語
の
小
説
を
読
む
の
に
、
単
語
も
文
法
も
知
ら
ず
、
文

学
の
何
た
る
か
も
知
ら
ず
、
た
だ
そ
れ
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
書
か
れ
て
い
る

こ
と
だ
け
を
頼
り
に
、

か
も
わ
か
ら
な
い

片
端
か
ら
そ
れ
を
ノ

l
ト
に
書
き
写
し
て
記
録
し
て
い

る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。

* 

と
い
う
わ
け
で
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
本
格

的
な
遺
伝
子
の
「
文
法
」
解
読
の
た
め
の
、
ほ
ん
の
基
礎
作
業
に
す
ぎ
な
い
。

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
が
完
了
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
一
挙
に
人
間
身
体
の
あ
り
方

が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
も
、
ま
し
て
人
間
精
神
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
る

わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
は
重
要
で
な
い
、
無
視
で
き
る
と
考
え
る
べ

き
だ
ろ
う
か
?
そ
う
は
い
か
な
い
。
実
は
こ
の
計
画
か
ら
、
重
大
な
問
題
が

派
生
し
て
く
る
。

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
が
完
了
し
、
詳
細
な
遺
伝
子
マ
ッ
プ
が
完
成
し
た
と
す
る
。

す
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
遺
伝
子
欠
損
に
よ
る
病
気
(
た
と
え
ば
ハ

ン
チ
ン
ト
ン
舞
踏
病
)
や
、
今
後
新
し
く
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
似
た
よ

う
な
病
気
の
、
問
題
遺
伝
子
の
位
置
も
そ
こ
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
る
に
違
い
な

い
。
そ
し
て
、
患
者
の
遺
伝
子
を
解
読
し
て
、
早
期
の
診
断
治
療
に
役
立
て

よ
う
と
す
る
技
術
(
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
問
題
遺
伝
子
の
異
常
の
有
無
だ
け
を
素

早
く
簡
単
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
方
法
)
も
開
発
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

こ
の
技
術
が
開
発
さ
れ
た
と
た
ん
に
、
あ
な
た
の
遺
伝
子
を
、
こ
っ
そ
り
誰

か
が
解
読
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
生
じ
る
。

あ
な
た
が
患
者
と
し
て
自
分
の
意
思
で
、
診
断
・
治
療
の
た
め
、
自
分
の
遺

伝
子
の
解
読
を
医
師
に
依
頼
す
る
の
な
ら
ま
だ
よ
い
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
舞
踏
病

の
よ
う
に
治
療
の
可
能
性
の
な
い
病
気
が
予
測
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
本

人
(
あ
な
た
)
に
告
知
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
要
す
る
に
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
資
料
と
し
て
、
細
胞
が
ひ
と
つ

解
読
さ
れ
る
と
、
人
聞
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
た
存
在
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
つ
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
の

情
報
が
、
本
人
の
知
ら
ぬ
ま
に
、
第
三
者
の
手
に
渡
っ
て
し
ま
う
可
能
性
さ
え

あ
る
。
こ
れ
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
で
な
く
て
何
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
当
面
は
、
遺
伝
子
の
「
文
法
」
が
判
明
し
て
い
な
い
た
め
に
、
解

読
さ
れ
た
デ

l
タ
だ
け
か
ら
で
は
、
遺
伝
子
の
排
列
の
違
い
が
結
局
何
を
意
味

す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
場
合
の
ほ
う
が
、
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
な

く
と
も
一
部
の
ケ

l
ス
で
は
、
そ
の
遠
い
(
身
体
条
件
の
違
い
、
精
神
的
活
動

レ
ヴ
ェ
ル
の
違
い
)
が
は
っ
き
り
遺
伝
子
レ
グ
エ
ル
で
根
拠
づ
け
ら
れ
て
し
ま

う
。
そ
の
こ
と
が
、
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
論
す
る
ひ
と
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
人
間
の
精
神
活
動
に
あ
る
。
そ

し
て
、
遺
伝
子
が
そ
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
卵
性
双
生
児

を
み
よ
。
遺
伝
的
に
区
別
の
な
い
二
人
が
、
別
々
の
人
間
と
し
て
ふ
つ
う
に
生

き
て
い
る
で
は
な
い
か
。
彼
ら
を
そ
の
人
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
生
ま
れ
て

か
ら
の
彼
ら
の
履
歴
で
あ
り
、
後
天
的
な
要
因
な
の
だ
、
と
。

し
か
し
、
こ
の
反
論
が
正
し
い
と
し
て
も
、
し
ば
ら
く
前
ま
で
本
人
も
知
り

え
な
か
っ
た
よ
う
な
彼
個
人
の
身
体
的
デ

l
夕
、
し
か
も
彼
の
履
歴
(
人
生
)

を
大
き
く
規
定
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
よ
う
な
身
体
的
デ

l
タ
を
、
第
三
者
が

入
手
す
る
可
能
性
(
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
履
歴
が
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
可

能
性
)
が
、
生
じ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
「
権
利
侵
害
」

の
可
能
性
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
技
術
的
制
度
的
な
保
護
措
置
を
講
ず
る

べ
き
か
?
ま
た
そ
う
し
た
措
置
を
、
ど
の
よ
う
な
思
想
や
倫
理
に
よ
っ
て
基

礎
づ
け
る
べ
き
か
っ
こ
う
し
た
問
い
の
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
立
た
さ
れ

て
い
る
。

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
か
ら
派
生
す
る
問
題
は
、
人
間
の
生
命
過
程
が
分
子
レ
ヴ

ェ
ル
で
精
密
に
解
読
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
未
来
に
起
こ
る
問
題
群
の
、
最
初

の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。
生
命
科
学
の
進
展
は
不
可
避
で
あ
る
。
こ
う
し

た
問
題
群
と
の
、
格
闘
の
時
代
が
始
ま
る
の
だ
。

(
は
し
づ
め
，
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
/
東
京
工
業
大
学
工
学
部
助
教
授
)
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こうぞうしゅぎ

structuralism 
構造主義は，数学，言語学などの流れを汲み，

1960年前後からフラ ンスで大きな影響力をも

ち始めた現代哲学の潮流構造人類学の C.Levi 

Straussを先頭に， 精神分析の ].Lacan，歴史

学の M.Foucault.哲学のし Althusser.記号学

の R.Barthesらが，その代表的な論客であると

目されている.1970年代に.]. Derrida. G. 

Deleuzeらのポス トモダン思想が登場して構造

主義を批判し始めるまでの間， 最も先端的な思

想と して一世を風廃した.

今 日から緩り返ってみると，構造主義が広〈

受け入れられたのは，マルクス主義(Marxism)

へのアンチテーゼとしての側面が大きかった と

いえよう .

20世紀の前半， マルクス主義は， 最も科学的

精進主義構成的場の量子論

一一
一をも たない領域では.t1(a). s(a). p(a)をど

のよう に選んでも.(Sn};;'=Oで定義されるモデ

Jレは 自明になる.

ユー クリッド法はまた確率超過程の理論とも

関係する.ユー クリッド空間 Rν上の確率超過

程 の(X)が存在して，シュヴイ ンガ一関数 Sn

がその π次のモーメン トで与えられるとき，す

なわち，

Sn(X"一.Yn)=E(φ(Xl)…φ(Xn)) 

となるとき (E(・)は確率超過程 @が実現し

ている確率空間での期待値を表す).oをユー

クリッド場と呼ぶ.これは，表象としては， ミ

ンコフスキー空間上の場伊(t.X)をtについて

虚時間 itへと解析接続 したものである.

例 質量 刑>0の自由なスカラー場のユー ク

リッド場は，平均がOで¥分散がs，'，ee(X. y)の

ガウス (Gauss)超過程に よって 与 えられ
る(2.4.5(

スカ ラー場以外の量子場のモデルの構成につ

おまけ

(
岩
波
書
底

通巻 60号

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
、
と
近
頃
ぼ
く
は
よ
く
考
え
る
。
入

0
年
代

の
消
費
社
会
に
呼
応
す
る
形
で
浮
上
し
、
ぼ
く

の
同
年
代
の
女
性
た
ち
の
〈
私
探
し
〉
に
寄
り

添
っ
た
乙
の
思
想
を
妙
な
言
い
方
だ
が
、
今
、

と
て
も
愛
し
く
思
う
。
そ
し
て
そ
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
輪
郭
が
、
九

0
年
代
に
入
る
と
ひ
ど
く

媛
昧
に
な
っ
て
き
た
印
象
を
も
っ
。
-
な
る
ほ
ど

上
野
千
鶴
子
さ
ん
に
言
わ
せ
れ
ば
、
も
は
や
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
名
乗
ら
ず
と

も
い
い
ほ
ど
に
具
体
的
な
揚
に
浸
透
し
、
援
用

さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
は
、
本
書
で
橋
爪
さ
ん
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
社
会
学
や

そ
の
他
の
一
領
域
と
し
て
「
P

エ
ス
タ
プ

p
y

シ

-r
さ
れ
た
学
問
」
と
し
て
認
知
さ
れ
つ
つ

も
あ
る
。

そ
れ
は
一
つ
の
学
問
な
り
思
想
の
成
熟
の
形

と
し
て
は
妥
当
な
姿
な
の
だ
と
思
う
。
だ
が
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
八
0
年
代
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

と
し
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
思
想
な
り
政
策

第 6巻6号6月号 1995.6. 10発行

な思想として権威を保持していた.そして，決

定論と しての色彩を濃厚に具えていた.たとえ

ば，人類史には歴史法則が貫徹している，下部

構造が上部構造(人聞の精神文化)を決定する，

などという主張がそ うである. それに対 して，

人聞の精神文化が，マルクス主義の考える法則

性には支配されない独自の秩序， すなわち く構

造〉を具えていると異を唱えたのが，構造主義

だった. とく に構造主義は，い くつもの証拠や

実例をあげてそのことを論証したので， マルク

ス主義に代わる現代思想としての地位を獲得し

た.

構造主義の代表格と 目されている Levi-

Straussの構造人類学を例にと りあげ，構造主

いては，たとえば，文献 [6]を参照.

ワイトマンの公理系あるいは OSの公理系を

満たす非自明なモデルを 4次元時空において構

成する問題はまだ解決されていない (1994年現

在). 新井朝雄)

[1] Bogoliubov NN， Logunov AA and Todor-
ov RT: Introduction to Axiomatic Quan. 
tum Field Theory， Benjamin. 1975 (原書ロ

二
二

O
O同
)

義がどう いう方法をとっているかを説明しょ

っ.
Levi -Straussがまず素材に して研究を進め

たのは，いわゆる未開社会の婚姻制度だった.

当時， 世界各地のさ まざまな社会で，特徴的な

似通った結婚のパターン(た とえば“母方交叉

イト コ" と呼ばれる特定のタイプのイ トコ と結

婚する ことを好む)が見つかっていたが，その

理由がわかっていなかった.彼はいろいろ考察

を重ねた結果，それらが “女性の交換"を隠れ

たテー?にしていることを発見した.とくに説

得力があったのは，オースト ラリ アの原住民が

抽象代数学の， クライン (Klein)の 4元群と全

〈同じモデルを用い，その規則に従って結婚相

手を決めていたこと.プルパキグループの数学

シア語. 1967年刊) (邦訳)江沢洋ら訳場
の量子論の数学的方法，東京図書.1972(新版

1980) 
江沢洋，新井朝雄 .場の量子論と統計力学， 日

本評論社.1988 
[3] GlimmJandJa任eA: Collected Papers 1， 

II， Birkhauser， 1985 
[4] Glimm J and Ja任eA: Quantum Physics-一

-A Functional Integral Point of View (2 
nd ed)， Springer， 1987 

[5] Simon B: The P(世)2 Euclidean (Quan-
tum) Field Theory， Princeton University 
Press， 1974 

[ 6] Seiler E: Gauge theories as a problem of 
constructive quantum field出eoryand sta-
tistical mechanics， Lecture Notes in 
Physics 159， Springer， 1982 
Streater R and Wightman AS: PCT， Spin 
and Statistics， and All That， Benjamin， 

1964 

[ 2] 

評
者

評
論
家

大
塚
英
志

ひ
と
は
な
ぜ
愛
す
る
の
か
?

『
性
愛
論
』

橋
爪
大
三
郎
著

科
学
な
り
に
収
数
し
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と
は
ぼ
く
は
思
い
た
く
な
い
。
む
し
ろ
、

あ
の
時
の
女
性
た
ち
の
一
言
葉
に
出
来
な
い
感
情

の
微
妙
な
田誌
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
入
り
込
ん
だ

の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ぼ
く
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
と
消
費
社
会
的
感
受
性
の
関
係
を
重
視
し
、

上
野
さ
ん
を
怒
ら
せ
た
り
も
す
る
。
そ
ん
な
ふ

う
に
思
想
を
情
緒
的
に
ま
ず
と
ら
え
る
の
は
ぼ

く
の
悪
い
擦
で
、
そ
の
意
味
で
は
徹
底
し
て
理

論
的
で
あ
る
橋
爪
さ
ん
の
仕
事
を
論
ず
る
の
に

ぼ
く
は
最
も
不
適
切
で
あ
る
。
た
だ
、
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
が
彼
女
た
ち
の
心
の
震
に
輪
郭
を
与
え

る
仕
事
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
言
葉
は
そ
も

そ
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
問
題
と
し
た
男
で
あ
る

ぼ
く
た
ち
と
女
で
あ
る
彼
女
た
ち
の
デ
ィ
ス
コ

ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
を
埋
め
る
た
め
の
言
葉
に

成
熟
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
っ
た
は
ず
な
の

だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
側
の
一

方
的
な
努
力
だ
け
で
は
叶
わ
な
い
も
の
だ
っ

た
、
と
男
で
あ
る
ぼ
く
は
今
、
思
う
。

橋
爪
さ
ん
は
『
性
愛
論
』
と
題
さ
れ
た
と
の

.;.;':;;.ii!:i!!:;.;ijja;ii'i;!.i!!:1i!|!!;JiA'!!;';;ii!ji.1!!i1
i
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難
解
な
書
物
に
於
け
る
試
み
を
「
性
や
性
愛
の

問
題
を
、
フ
ニ
ミ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
文
体
で
、

誰
に
で
も
届
く
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
言
葉
で
の
べ

て
み
る
ζ

と
だ
」
と
書
く
。
そ
の
ζ

と
ぽ
に
ぼ

く
は
深
く
う
な
ず
く
。

橋
爪
さ
ん
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
批
判
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
余
計
な

お
世
話
」
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
子
、
、
ニ
ズ

ム
が
「
こ
れ
ま
で
の
殻
を
破
り
、
言
説
の
ス
タ

イ
ル
の
転
換
」
を
は
か
る
た
め
の
手
だ
て
を
示

そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
「
余
計
な
・
お
世
話
」

の
動
機
に
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
男
と
女
が
共
有

す
る
言
葉
に
作
り
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
橋
爪

さ
ん
の
誠
実
さ
が
あ
る
と
見
て
と
る
べ
き
だ
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
立
ち
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か

に
見
え
る
の
は
、
要
す
る
に
問
題
を
彼
女
た
ち

だ
け
に
ゆ
だ
ね
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ぼ
く
た
ち
と
彼
女
た
ち
の
問
題
で
あ
っ
た

は
ず
な
の
に
、
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
言
葉
を
「
誰
に

で
も
届
く
」
も
の
に
作
り
変
え
よ
う
と
す
る
努

力
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
体
系
だ
っ
た
思
想

で
は
な
く
む
し
ろ
彼
女
た
ち
の
不
定
型
な
気
分

に
と
そ
根
ざ
し
た
フ
ェ
ミ
-
一
ズ
ム
は
、
そ
れ
故

に
多
く
の
や
り
残
し
が
あ
る
。
そ
れ
を
も
う
彼

女
た
ち
に
の
み
押
し
つ
け
な
h

た
め
に
、
本
書

は
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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シアフォ Jレ7 リズムは美学，芸術理論.民話研

究などの分野で大きな成果をあげた.総造主義

は.この運動が時代と場所を隔てて再現された

もの， と見ることもできる.

最後に，わが国て・精造主義がどう受容された

かについて.述べておこう.まず， Saussureの

紹介者としての丸山圭三郎の業績が顕著であ

る.Saussureの理論そのものは，戦前に時枝誠

記によっていちはやく紹介されたが，その全貌

が知られるには丸山を待たなければならなかっ

た記号学の紹介.ならびに独自の展開の面で

は，三浦つとむの仕事が他に先駆けていた.構

造主義の紹介書の類は，とくに 1970年以降，数

多〈出版されている.わが国の場合，ポス トモ

ダンの人々の構造主義批判もほぼ同時に紹介さ

れたため，自ら構造主義者を名乗る人間がほと

んどいないという点が特徴的である.その関係

もあり，構造主義の方法にもとづく独創的な研

究業績は多くない.今後の発展がおおいに待た

れる.(司ポスト構造主義，記号学)

(橋爪大三郎)

[ 1 J Levi-Strauss C: Anthropologie Struc. 
turale， Plon， 1958 (邦訳)荒川幾男ら訳構

造人類学，みすず書房，1972 
[ 2 1 橋爪大三郎 はじめての構造主義，講談社現

代新書， 1988 

高速関数変換

高速関数変換

こうそくかんすうへんかん

fast function transform 
ある信号に対して，直交変換を用いて，スペ

クトル領域へ変換する操作を関数変換または直

交変換という.現在，この操作は，テ'イジタル

計算機または DSP(digital signal processor) 

を用いて実行される.時間的または空間的に標

本化・量子化されたディジタルデータに対して

直交変換するとき，これを縫散的な直交変換と

呼.J.:.離散的な直交変換は，長いデータ数の離

散的変換を一度に行わずに，少ないデータ数の

変換を多数行い，積の計算回数を大幅に減らす

ことにより高速に直交変換が行える.この技法

を高速直交変換と呼び，代表的な高速変換が高

速フーリエ変換て・あり，その他，高速ウォルシ

ュ (Walsh)変換，高速スラント (Slant)変換，

高速コサイン変換など，各種の高速変換法が提

案されている.

最も広〈利用されている高速フーリエ変換

h理造主義

Levi引 raussと相前後して，構造主義の重要 j号の恋意性(実在世界と直接関連がないこと)

な仕事がいくつも現れた.以下それを，JI頂に筒 iの原理という.この原理に即して彼はさらに.

単 に 見 て い く と し よ う 記号は lつの y ステムをなし，そのシステムの

精神分析の J.Lacanは，個々人の精神世界に |中で個々の記号は他の記号と対立し合う ことだ

も， <精造〉と呼べるような深層秩序が存在する iけで存立していることを明らかにした.20世紀

と主張した.人間精神の表面をおおっている記 !の言語学は.後のこの発見から出発すると考え

号の秩序(象徴界)のその下に.人類に共通す iてもよい.

る精神のダイナミズムが働いていると考えるか Saussureの着服は， Trubezkoiら，プラーグ

らである.この観点からいえば精神分析を編み |学派の言語学者たちの仕事にまず受け継がれ

出した S.Freudを，構造主義の先駆者と位置づ|た.Trubezkoiは，音韻論を確立し，人間の言

けることができるかもしれない語はどれも音素という要素的な単位から成立し

哲学者て・マルクス主義者の L.Althusserは， Iている と結論した. R. Jakobsonはこれを受け

『資本論jを構造主義的に 凶読む"ことでそのく構 lて音観論の研究をさらに進め，音素の体系は一

造〉を取り出し，7 ルクス主義を匙らせようと i群の 凶二項対立"によって導かれるとした.

はかった 以上のような， Saussureとその学統の仕事を

歴史家の M.Foucaultは，ある時代の言説 ILevi-Straussに教授したのがほかならぬ，ロシ

が，呂に見えない権力の作用によってどのよう iアフォル7 リズムの流れを汲む言語学者 R.Ja. 

に配置されているのかを，さまざまな資料(草 Ikobsonである.彼は，亡命先のアメ リカで Levi

創期の精神医学や古典時代の諸学問のテキス I-Straussと知り合い，音素に限らずあらゆる記

ト)に却して.厳密に検証した.ここで言説と i号のシステムが， 二項対立の原理でもって分析

は，人閉め意識的な言語行為をはじめとする， Iできると示唆した.Barthesの記号論も，そのほ

時代性.文化性を刻印された社会的なできごと !かの縞造主義者たちの議論もみな，こうした

の集まりのこと.いわばある時代の全体を lつ ISaussureや Jakobsonの業績から多くを得て

の空間と見立て，そこに数学的な操作を加えて，1，、る.そこで，フランスの構造主義に先行する

さまざまな帰結を導こうとするものである彼らの言語学者たちを，広い意味で構造主義者

記号学者のR.Barthes は，文学作品や広告な!に数えることもできる.

どいろいろなテクストを素材に，記号学の種々! 椛造主義の源流としてほかに無視できないの

の分析方法を駆使して，その隠された〈構造) Iは，まず，フランスの社会学者E.Durkheimと

をあぶり出してみせた.彼が与えたコノテーシ iその学統である.とくに，Durkheimの甥，M. 
ョンの定式は.広〈採用されている IMaussは f贈与論jを著し，人類社会が交換の

これらの仕事はその精神において， “構造主!システムであるというLevi-Straussのテーゼ

義"とひと括りにしても よいだろう.なぜなら iに，大きなヒントを与えた.Durkheimの宗教研

ばどれも，表面的にはその意味が明らかでない i究や集合表象の議論も，精神文化のく構造〉を

人閉め精神活動の産物に注目し，共通の方法を!採ろうとする試みと理解できる.

用いて，その隠された秩序(<構造))を明らかに! 次に，プルパキ派の抽象代数学や，それに先

するものだからである立つD.Hilbertの形式主義など，数学的源泉.

ここで，構造主義に共通する方法と述べたの 1<精進〉そのものが数学的概念であって，数学史

は，ソシュールの流れを汲む言語学・記号学の!の中にその起源をもっている.<構造〉の概念を

分析技法である最初に明瞭に自覚した分野は，おそらく射影幾

19世紀末から 20世紀初頭にかけて活躍した i何学と恩われる.干見点の移動(射影変換)にか

スイスの言語学者 F.Saussureは，人聞のさま!かわらず， 一定に保たれる対象の性質を〈構造〉

ざまな言語を比較する一般言語学の分野で大き!と呼ぴ，それを研究の対象とした.この発想、は，

な仕事を残した.その業績は， r一般言語学講義JI位相幾何学や，現代数学全般に受け継がれ，構

にまとめられている li宜主義など哲学・思想、界に少なからぬ影響を及

Saussureが発見したのは，人間の言語を研究 IIJ:している.

する場合，自然現象とは明瞭な一線を画した， I さらに， Jakobsonの知的パックグラウンド

別個の意味的な秩序として考察しなければなら iをなしている，ロンアフ庁ルマ リズムをあげる

ないということであった.この原理を，言語記下きだろう.19世紀末から 20

十茸造主義

者 AndreWeil は彼を助けて，オーストラリア

の婚姻制度の代数学的な構造を明らかにした.

Levi-Straussの隻理によれば.単純社会(政

治的 ・経済的に来分化な社会)の親族のあり方

は.女性をどのように交換するかという観点か

ら，一般交換システム/限定交換システムの 2通

りに大別できる.前者は母方交叉イト コ (母の

兄弟の娘)との結婚，後者は両方交叉イト コ(母

方交叉イト コであり ，同時に父の姉妹の娘にも

あたる)との結婚を基礎に成立している.オー

ストラリアの婚姻制度は，限定交換システムの

特殊場合であることも論証された.

次に Levi-Strauss は，南北アメリカ大陸の

神話を素材に.彼一流の神話学を編み出 した.

彼によれば，個々の神話を表面的に考察しても，

その意味はわからない.まずそれを，神話素に

分解する必要がある.そのうえで一連の神話の

全体を，五いに変形によって置き換わる凶異本"

の集合であるとみなし，そこにどのような対立

軸が隠されているかを分析していく .神話相E
の変形は，次の公式に従っている とされる.

Fx(α) : Fy(b) -Fb(x) : Fa-1(y) 

この公式(一種の比例式)が正確に何を意味す

るか，必ずしもはっきりした説明があるわけで

はないが，神話の異本の間で.その要素がこの

比例式を通じて置き換わっていく こと，しかも

その置き換えの際，微妙なねじれカず加わる こと，

を意味しているのであろう と理解できる.こ う

して，人々の神話的思考は，無意識の数学的な

秩序に支配されていることが明らかにされてい

こうした成果を踏まえて構造人類学は，次の

よう に主張する一一未開社会の人々の “野生の

思考"は，その背後に， 目に見えない秩序(<構

造))を隠しているが，それは本質的に現代数学

のく構造〉‘と変わらない.すなわち，未開社会

の精神文化と西欧世界の精神文化とは，アイソ

モルフィックなのである.

構造人類学や.後述する言語学などのインパ

クトを受けて，構造主義という哲学上の立場が

成立した.構造主義は，人聞の精神活動が独自

の秩序(<構造))を具えている と主張する. <構

造〉とは，社会的，歴史的条件の変化に左右さ

れない，人間性の根本を形づくるもの. このよ

うな秩序の存在を認めるこ とのできなかった7

ルクス主義や，そのほかの従来の西欧近代思想、

は，自民族(=西欧文明)中心主義として，批

判の矢面に立たされる ことになる.
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一一一高
齢
者
ど
社
会
を
結
ぶ
‘
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情
報
ネ
ッ
ト
ワ
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く
り
を
‘

東
京
工
業
大
学
教
授

橋
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大
三
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社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た

現
代
社
会
の
高
齢
者

技
術
変
化
の
少
な
い
か
つ
て
の
伝
統
社
会

に
お
い
て
、
知
識
が
豊
富
で
判
断
力
を
も
っ

て
い
た
の
は
高
齢
者
だ
っ
た
。
経
験
に
よ
り

勘
や
腕
を
磨
き
、
卓
越
し
た
仕
事
の
技
術
も

身
に
つ
け
て
い
た
の
で
、
体
が
不
自
由
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
も
知
識
の
提
供
を
行
う

M

長

老
d

と
し
て
敬
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
現
代
社
会
、
と
く
に
日
本
に
お

い
て
は
、
高
齢
者
は
敬
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
社

会
か
ら
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
社
会
構
成
員
の

地
住
を
失
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
こ
れ
は
、
い
ま
の
社
会
が
人
口
の
中

心
で
あ
る
若
者
や
中
年
世
代
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト

を
合
わ
せ
た
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
た
め

で
あ
り
、
高
齢
者
が
活
躍
す
る
場
が
非
常
に

少
な
い
こ
と
が
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
現
代
の
技
術
革
新
は
日
進
月
歩
で
、

昨
日
ま
で
使
え
た
技
術
が
使
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

古
い
知
識
が
役
に
立
つ
と
い
う
保
証
は
ど
こ

に
も
な
く
、
土
日
の
知
識
を
蓄
積
し
て
い
る
高

齢
者
を
敬
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
、
「
高
齢
者
は
福
祉
の
対
象
」
と

い
う
面
が
強
ま
っ
て
か
ら
は
、
増
税
の
一
因

と
し
て
社
会
か
ら
ま
す
ま
す
マ
イ
ナ
ス
イ
メ

ー
ジ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社
会
と

の
接
点
、
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

高
齢
者
は
、
生
き
が
い
を
な
く
し
、
現
代
の

高
齢
者
問
題
の
一
つ
で
あ
る
「
寝
た
き
り
老

人
」
を
生
む
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

高
齢
者
と
社
会
と
の

接
点
を
つ
く
り
出
す

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

高
齢
者
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
、
は
た
ま
た

迷
惑
が
る
現
代
社
会
は
、
年
を
と
る
こ
と
を

評
価
し
て
き
た
長
い
人
類
の
歴
史
か
ら
見
る

と
特
殊
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
急
速
に
高

齢
化
が
進
む
日
本
に
お
い
て
、
高
齢
者
問
題

は
既
に
大
き
な
課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

で
は
、
こ
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
て
い
く
た

め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
一

つ
の
方
法
と
し
て
高
齢
者
が
楽
し
め
る
、
社

会
に
参
加
す
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
こ
と
が

必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
巷
で
話
題

に
な
っ
て
い
る
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
ヒ

ン
ト
が
あ
る
と
思
う
。

た
と
え
ば
、
テ
レ
ビ
電
話
の
活
用
。
離
れ

た
場
所
に
い
て
も
、
顔
を
見
な
が
ら
話
が
で

き
る
と
い
う
の
は
普
通
の
電
話
で
や
り
と
り

す
る
よ
り
現
実
感
が
あ
る
。
モ

ニ
タ
ー
を
通

し
て
い
つ
で
も
家
族
や
孫
に
会
え
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

核
家
族
化
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て

「バ

ー
チ
ャ
ル
・
ホ

l
ム
」
的
な
存
在
と
し
て
高

齢
者
の
孤
立
化
を
防
ぐ
助
け
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
な

E
を
使
い
、
高

齢
者
同
士
だ
け
で
は
な
い
、
新
た
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
空
間
を
つ
く
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

い
ま
、
彼
ら
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
中
心
は
病

院
の
待
合
室
で
あ
る
。
い
つ
も
の
メ
ン
バ
ー

が
顔
を
出
さ
な
い
た
め
心
配
し
て
い
る
と
、

「
病
気
な
の
で
行
け
な
い
」
と
連
絡
が
入
る
あ

の
空
間
だ
。

こ
れ
は
、
言
わ
ば
高
齢
者
同
士
だ
け
の
閉

鎖
的
な
世
界
で
、
結
果
的
に
社
会
と
の
接
点

を
自
ら
放
楽
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
パ
ソ

コ
ン
通
信
な
ど
の
、
不
ツ
ト
ワ

1
ク
上
で
は
、

性
別
、

年
齢
、
場
所
、
地
位
と
い
う
要
素
は

全
く
必
要
な
い
た
め
、
高
齢
者
同
士
だ
け
で

は
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
接
す
る
こ
と
が
可

能
だ
。
そ
し
て
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
と

こ
ろ
で
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
知
恵
袋
」
の
よ

う
な
メ

ッ
セ
ー
ジ
や
、
戦
争
の
実
体
験
を
、
不

ツ
ト
ワ
l
ク
上
に
流
し
、
多
く
の
人
の
意
見

を
得
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
家
に
い
な

が
ら
に
し
て
社
会
と
の
接
点
を
つ
く
る
と
い

う
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

‘
。
・刀

た
だ
し
、
高
齢
者
で
も
簡
単
に
扱
う
こ
と

の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
キ
ー
ボ
ー
ド
の
よ
う
に
い
く
つ
も
の
キ

ー
を
た
た
く
も
の
で
は
な
く
、
画
面
に
映
し

出
さ
れ
た
数
個
の
絵
を
触
る
だ
け
で
操
作
で

き
る
も
の
、
音
声
で
直
接
操
作
す
る
も
の
な

ど、

ぷ
家
電
u
を
使
う
感
覚
に
近
い
、
単
純
明

快
な
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
ろ
う
。

掴 1995年
.2015年
出所 厚生白書より作成

(単位:%).65歳以上人口割合の推移

内ω'grdp/lIT"moI/WJ(a""g帥 ，

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

20竿後の20151手には吾固とも大幅に高齢化が進む.特に日本において著ι〈、高齢者抜きに情報

時代を考えることはできない74 
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し
い
。
そ
こ
か
ら
得
る
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ

な
情
報
に
よ
り
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
高
齢
者
に
な
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

世
代
の
人
間
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
、
社

会
と
の
接
点
を
も
っ
と
い
う
当
た
り
前
の
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
(
談
)

え
る
た
め
、
い
ち
い
ち
大
変
な
思
い
を
し
て

病
院
に
通
わ
な
く
て
も
す
む
。

ま
た
、
郵
政
省
が
最
近
行
っ
た
実
験
で
は
、

テ
レ
ビ
電
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
在
宅
高
齢
者
の
不
安
感
の
解
消
に
な
る
な

ど
、
心
理
面
の
改
善
に
も
役
立
っ
て
い
る
と

い
ヨ
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

在
宅
高
齢
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
こ
の

よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
、
人
や
社
会
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
と
い
う
の
が

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
手
段
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
高
齢
者
で
も
働
け
る
人
、
働
き
た
い

人
た
ち
は
家
に
こ
も
っ
て
い
る
必
要
は
な
く
、

行
動
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
働
く
こ
と
で

若
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
し
、
社
会
を
構

成
す
る
一
員
と
し
て
の
生
き
が
い
を
も
て
る

だ
ろ
う
。

な
に
か
一
つ
の
こ
と
に
打
ち
込
み
、
他
者

と
の
問
に
有
意
義
な
接
点
を
も
っ
，
』
と
が
で

き
れ
ば
、
人
間
は
老
け
込
む
こ
と
は
な
い
。

と
は
い
っ
て
も
、
肉
体
的
に
は
若
者
に
は
か

な
わ
な
い
。
そ
の
ワ
イ
l
ク
ポ
イ
ン
ト
を
補

え
る
の
が
情
報
、
み
ッ
ト
ワ
l
ク
の
世
界
だ
。

中
で
も
世
界
中
の
人
々
と
い
つ
で
も
ア
ク
セ

ス
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、

若
者
と
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
は
な
い
に
等

公
共
分
野
で
活
き
る

情
報
サ
ー
ビ
ス

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
使
い
、

高
齢
者
向
け
の
ビ
ジ
、
不
ス
、
い
わ
ゆ
る
「
シ

グ
パ

l
産
業
」
に
役
立
て
ら
れ
な
い
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
悲
観
的
だ
。
な

ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
は
、
高
齢
者
の

中
で
も
比
較
的
年
齢
が
高
く
、
働
く
こ
と
の

で
き
な
い
人
、
隠
居
生
活
を
送
っ
て
い
る
人

た
ち
が
、
常
に
社
会
と
の
接
点
を
持
ち
続
け

る
た
め
の
道
具
と
し
て
使
う
こ
と
で
、
意
味

を
も
つ
か
ら
だ
。
そ
こ
か
ら
多
額
な
料
金
を

と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
公
共
サ

ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。

い
ま
、
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
公
共
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
実
験
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に

遠
隔
医
療
分
野
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
在
宅
高

齢
者
と
病
院
を
光
フ
ァ
イ
バ
ー
で
結
ぶ
こ
と

に
よ
り
、
テ
レ
ビ
電
話
な

E
を
使
っ
て
医
者

と
顔
を
合
わ
せ
な
が
ら
病
気
の
相
談
が
で
き

る
と
い
う
も
の
だ
。
た
と
え
ば
風
邪
を
ひ
い

た
と
き
な

E
に
、
喉
の
腫
れ
具
合
な
ど
を
モ

ニ
タ
ー
を
介
し
医
者
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら

)." 
¥-'ムー

郵政省が行ったお働者のテνピ屯話利

用実験制対車.病院と在宅高齢者全テ

νピ危!8で結ぶニとにより.リハビリ指導

や不安感の解iJ'Jjニ役立つ

/ダヂ引W一例

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

一
九
四
八
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士

課
程
修
了
。
学
生
時
代
か
勺
、
構
造
主
義
を
士
与
え
た
「
言
語
派
社
会
学
」

の
樹
立
を
目
指

L
、
執
筆
活
動
を
行
っ
。
一
九

八
九
年
か
勺
東
京
工
業
大
学

工
学
部
助
教
授
、
九
五
年
同
大
学
教
技
に
。
著
書
に
『
仏
教
の
言
鋭
戦
略
』

『
現
代
思
想
は
い
ま
何
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
~
冒
険
と
し
干
の
社
会
科
学
』
な
ど
。

流
に
は
な
れ
る
が
、
人
事
を
通
し
て
研
究

レ
ベ
ル
を
維
持
し
て
い
る
か
ら
、
当
然
、

国
際
三
流
に
な
る
」
(
橋
爪
教
授
)
。
新

そ
う
し
た
認
識
は
蓮
寅
副
学
長
も
持
つ
日nku 

て
い
る
。

「
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
組
識
同
様
、

2

大
学
も
外
部
に
対
し
て
非
常
に
防
御
的
だ
。
同

防
御
的
な
組
織
で
は
縮
小
再
生
産
に
な
る
。
相

話
。
の
集
ま
る
大
学
で
防
御
的
な
姿
勢
を
口

保
つ
必
要
は
な
い
。
世
界
の
動
き
に
合
わ

9

せ
て
変
化
し
て
い
く
な
か
に
楽
し
み
を
見
(

い
だ
す
の
が
研
究
者
で
あ
る
」。

一月

天
野
郁
夫
・
教
育
学
部
長
は
、

「東

大

は

日

制

大
き
く
な
リ
す
ぎ
た
。
日
本
の
大
学
は
中

引

お

途
半
端
に
ア
メ
リ
カ
へ
追
い
つ
こ
う

と

し

韓

て
い
る
が
、
柏
キ
ャ
ン
パ
ス
が
完
成
す
る
号

一
O
年
内
に
は
東
大
も
そ
の
全
体
像
を
問
ハ
い

わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」と
語
る
。
ア
メ
リ
地

カ
型
を
目
ざ
し
た
筑
波
大
学
が
必
ず
し
も
知

日
本
的
土
壌
で
う
ま
く
根
づ
い
て
い
な
い

Jvn' 

点
を
、
真
剣
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
ン

で
は
な
い
か
。
天
野
教
授
は
教
育
の
専
門
門

家
の
立
場
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。

(
宮
崎
)

打泊
ぃ婦一

多
い
橋
爪
大
三
郎

・
東
京
工
業
大
学
教
授

は、

「大
き
く
な
る
の
は
い
い
が
、
活
動
も

活
発
に
な
る
よ
う
組
織
を
変
え
て
ほ
し
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
い
ま
あ
る
人
事
の
シ
ス

テ
ム
を
壊
す
こ
と
」
と
指
摘
す
る
。
東
大

は
格
段
の
努
力
を
し
な
ベ
て
も
全
国
ト
ッ

プ
の
学
生
が
集
ま
る
。
み
の

一
部
を
後
継

者
と
し
て
プ
ー
ル
し
て
お
け
ば
、
研
究
水

準
は
維
持
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
「国
内
一

文
系
学
部
で
は
、
専
門
教
育
を
ど
う
す

る
か
が
よ
ほ
ど
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
全

学
的
に
は
、
学
部
教
育
問
題
懇
談
会
が
週

一
回
ぺ
|
ス
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
専
門

教
育
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

人
事
改
革
が
最
後
の
テ
l
マ

い
う
の
が
、
薬
学
部
や
理
学
部
な
ど
実
験

主
体
の
研
究
室
の
問
題
意
識
と
い
、える。

大
学
院
の
重
点
化
は
必
ず
し
も
学
部
の

問
題
を
解
決
し
な
い
。
そ
の
こ
と
を
端
的

に
示
す
の
が
法
学
部
だ
。
他
学
部
の
教
官

か
ら

「法
学
部
は
改
革
太
り
」
と
榔
検
さ

れ
る
が
、
九

一
年
四
月
、
東
大
の
先
頭
を
-

切
っ
て
重
点
化
を
開
始
、

「専
修
コ

l
ス
」

と
い
う
社
会
人
入
学
制
度
を
導
入
し
た
。

優
秀
な
社
会
人
大
学
院
生
の
参
加
で
、

「不
公
正
貿
易
白
書
」
の
よ
う
な
高
度
の
報

告
書
作
成
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
と
、

専
修
コ
ー
ス
を
高
く
評
価
す
る
石
黒

一
意

教
授
の
よ
う
な
意
欲
的
な
教
官
も
い
る
。

し
か
し
、
教
育
の
負
担
増
で
自
分
の
研
究

時
間
が
少
な
く
な
っ
た
と
こ
ほ
す
教
官
の

ほ
う
が
多
数
派
の
よ
う
で
あ
る
。

学
部
教
育
で
よ
り
、

相
変
わ
ら
ず
ゼ
ミ
は

狭
き
門
で
、
一

O
O人
規
模
の
マ
ス
プ
ロ

講
義
に
も
変
化
は
な
い
。
一
般
の
法
学
部

生
に
大
学
院
重
点
化
は
御
利
益
が
な
い

、」

'

e
p

戸
、
ァ
キ
リ
し
て
し
ま
っ
た
。

東
大
の

「大
変
身
」
を
外
部
の
目
は
ど

う
見
て

い
る
の
か
。
大
学
改
革
で
発
言
の

5 9 p p. (株)タイヤモンド社
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橋
爪
大
三
郎

そ
し
て
あ
る
日
、
そ
れ
は
終
わ
っ
て
い
た
の
だ
。

ハ
イ
テ
ク
が
生
ん
だ
自
由
主
義
経
済
の
繁
栄
。
山
が
れ
り
角
を

州
い
か
る
前
の
、
ニ
ッ
ポ
ン
の
お
気
楽
一

O
年。

川
。
忽
も
ま
た
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か
?

6 5 -6 7 
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八
0
年
代
の
初
め
、
空
調
の
効
い
た
ピ
ル
の

一
角
に
で
ん
と
鎮
座
し
て
い
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
。

そ
れ
が
八

0
年
代
の
終
わ
り
に
は
、
一
人
に
一

台
ラ
ッ
プ
ト
ッ
プ
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
。

日

本
が
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
シ
リ
コ
ン
・
チ
ッ
プ
を
量

産
し
た
お
か
げ
で
、
劇
的
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

『頓智(とんち)J 

気
味
だ
っ
た
。
鉄
と
石
炭
を
往
と
す
る
、
重
化

学
工
業
が
牽
引
車
と
し
て
、
経
済
を
引
っ
張
っ

た
。
六

0
年
代
に
、
石
炭
か
ら
石
油
へ
の
転
換

が
起
こ
る
と
(
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
)
、
社
会
主
義

陣
営
は
だ
ん
だ
ん
調
子
が
悪
く
な
る
。
そ
し
て

八

0
年
代
に
、
勝
負
は
あ

っ
た
。
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
と
民
需
が
手
に
手
を
と
っ
て
発
展
で
き
る
自

由
主
義
経
済
の
ほ
う
が
、
圧
倒
的
に
優
位
で
あ

る
こ
と
が
誰
の
自
に
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
経
済
力
の
格
差
を
軍
事
バ
ラ
ン
ス

に
変
換
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
レ
ー
ガ
ン
の

5

D
l
(
ス
タ

l
ウ
オ
|
ズ
計
画
)
で
あ
る
。
麻

原
彰
晃
の
レ
ー
ザ
ー
兵
器
み
た
い
に
荒
唐
無
稽

な
計
画
な
の
で
、
真
面
目
に
受
け
取
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
こ
の
際
ど

う
で
も
よ
い
。
要
す
る
に
ア
メ
リ
カ
が
、
科
学

技
術
力
の
あ
り
っ
た
け
を
傾
け
て
、
全
力
で
戦

略
核
兵
器
体
系
を
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
て
い
く

ぞ
と
宣
言
し
た
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。
一
殺
に

軍
備
は
、

一
O
年
ら
更
新
を
お
こ
た
れ
ば
た
ち

ま
ち
陳
腐
化
、
湾
岸
戦
争
の
イ
ラ
ク
軍
と
ア
メ

リ
カ
軍
み
た
い
な
戦
い
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

ソ
連
と
し
て
は
、
レ
ー
ガ
ン
の
挑
戦
を
受
け
て

立
ち
、
無
理
に
無
理
を
重
ね
て
も
戦
略
核
兵
器

の
ハ
イ
テ
ク
化
を
は
か
る
か
、
そ
れ
と
も
座
し

性
能
が
ア
ッ
プ
、
値
段
も
安
く
な
っ
た
か
ら
だ
。

ハ
イ
テ
ク
、
新
素
材
、
軽
薄
短
小
が
八

0
年
代

の
合
言
葉
に
な
っ
た
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
産
み
育
て
た
の
は
軍
事
産

業
だ
っ
た
が
、
八

0
年
代
に
は
、
民
需
が
表
舞

台
に
躍
り
出
た
。
こ
う
な
る
と
日
本
に
も
出
番

て
ア
メ
リ
カ
の
軍
門
に
降
る
か
、
ど
ち
ら
か
し

か
な
い
。
じ
り
貧
の
経
済
に
あ
え
ぐ
ソ
連
は
、

ア
メ
リ
カ
と
の
和
解
の
道
を
選
ん
だ
。
結
局
、

ア
メ
リ
カ
の
強
引
な
軍
革
路
線
が
、
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
、
ベ
ル
リ
ン
の
霊

崩
壊
と
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

八

0
年
代
は
、
米
ソ
の
力
比
べ
の
最
後
の
一

0
年
間
に
あ
た
っ
て
い
た
。
レ
ー
ガ
ン

1
サ
ツ

チ
ャ

1
1中
曾
根
の
新
保
守
主
義
が
台
頭
し
、

園
内
経
済
か
ら
「
社
会
主
義
」
の
要
素
を
払
鼠
、

「
自
由
主
義
・
市
場
経
済
の
活
力
を
取
り
戻
そ

う
!
」
が
旗
印
に
な
っ
た
。
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ

ウ
ン
ド
を
成
功
さ
せ
、
九

0
年
代
以
降
に
市
場

を
世
界
大
に
並
大
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
こ
れ

は
不
可
欠
の
ス
テ
ッ
プ
だ
っ
た
。

本

八
0
年
代
を
通
じ
て
、
日
本
は
空
前
の
経
済

的
繁
栄
を
謡
歌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
次
大
戦
直
後
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
力
が

圧
倒
的
だ
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア

が
戦
火
で
破
壊
さ
れ
た
こ
と
と
裏
腹
で
も
あ
っ

た
。
戦
後
の
復
興
が
進
む
に
つ
れ
、
ア
メ
リ
刀

は
徐
々
に
そ
の
相
対
的
な
優
位
を
失
っ
て
い
く
。

代
わ
り
に
経
済
大
国
と
し
て
登
場
し
た
の
が
、

が
あ
る
。
小
型
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
内
蔵
し
た

工
作
機
械
や
ロ
ボ

ッ
ト
、
フ
ァ
ジ
イ
洗
濯
機
と

何
で
も
あ
り
。
あ
っ
と
言
う
聞
に
ワ
ー
プ
ロ
、

パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し
つ
く
し
、
情
報
化
社
会
が

到
来
し
た
。

牢

冷
戦
は
、
資
源
・
人
材
を
計
画
に
よ
っ
て
配

置
す
べ
き
だ
と
す
る
社
会
主
義
経
済
が
優
位
な

の
か
、
そ
れ
と
も
市
場
を
通
じ
て
配
分
す
れ
ば

よ
い
と
す
る
自
由
主
義
経
済
が
慢
位
な
の
か
、

二
つ
の
体
制
が
雌
雄
を
決
す
る
経
済
の
総
力
戦

だ
っ
た
。
最
初
の
う
ち
は
、
計
画
経
済
が
押
し

日
本
だ
っ
た
。

七
0
年
代
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
、
経
済

発
展
の
坂
道
を
は
い
上
が
ろ
う
と
し
た
国
々
は

多
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
諸
国
。
オ
イ
ル
・
ダ
ラ
!
の
余
勢
を

駆
っ
た
、
イ
ラ
ン
や
湾
岸
の
ア
ラ
プ
諸
国
。
非

同
盟
の
大
国
・
イ
ン
ド
。

:
:
:
。
だ
が
こ
れ
ら

は
、
ど
れ
も
挫
折
し
た
。
唯
二
の
例
外
と
し
て
、

東
ア
ジ
ア
の
新
興
工
業
諸
国

(
N
I
E
S
)
だ

け
が
、
離
陸
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
韓
国
、

香
港
、
台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
四
小
龍
。
こ

れ
に
続
い
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど

A
S
E
A
N諸
国
や
、

大
き
な
寵
で
あ
る
中
国
も
高
度
成
長
を
続
け
て

お
り
、
東
ア
ジ
ア
は
世
界
経
済
の
ホ
ッ
ト
・
ス

ポ
ッ
ト
と
な
っ
た
。

日
本
は
八

0
年
代
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
成

長
を
踏
み
台
に
し
て
、
繁
栄
の
階
段
を
も
う
一

段
上
る
こ
と
が
で
き
た
。

戦
後
復
興
を
と
げ
た
国
々
も
、
復
興
が
終
わ

れ
ば
経
済
成
長
は
一
服
す
る
。
し
か
し
冷
戦
の

フ
リ

l
ラ
イ
ダ

l
・
日
本
は
、
安
価
で
高
品
質

の
量
産
技
術
で
ア
メ
リ
カ
市
場
を
席
巻
し
、
自

由
主
義
経
済
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
と
し
て
東

側
に
そ
の
繁
栄
ぶ
り
を
見
せ
つ
け
た
。
さ
ら
に

65 
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八
0
年
代
に
入
る
と
、
日
本
は
東
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
つ
な
が
り
を
深
め
て
い
く
。
日
本
は
、
ア

ジ
ア

N
I
E
S諸
国
に
資
本
・
技
術
を
供
与
し
、

工
業
製
品
を
輸
出
す
る
役
ど
こ
ろ
を
得
て
、
ア

メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
よ
り
も
ひ
と
き
わ

高
い
成
長
率
を
維
持
で
き
た
。
地
理
的
な
関
係

で
、
ア
ジ
ア
成
長
の
お
こ
ぼ
れ
が
日
本
に
集
中

す
る
仕
組
み
だ
っ
た
。

こ
う
い
う
ラ

ッ
キ
ー
な
状
態
は
長
続
き
し
な

い
9

九
0
年
代
、
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
に
入
る
と
、

国
際
分
業
の
や
り
直
し
が
始
ま
っ
た
。
円
高
が

進
む
な
か
、
ア
メ
リ
カ
の
先
端
産
業
が
競
争
力

を
回
復
す
る
い
っ
ぽ
う
、
労
働
集
約
産
業
は
ア

ジ
ア
諸
国
に
進
出
(
逃
亡
)
し
つ
つ
あ
る
。
八

0
年
代
は
、
国
際
社
会
が
ポ
ス
ト
冷
戦
の
曲
が

り
角
を
曲
が
る
前
の
、
日
本
に
と
っ
て
お
気
楽

な一

0
年
間
だ
っ
た
の
だ
。

19~r-ψ匂/q

* 

こ
ん
な
八

0
年
代
田
本
を
、
消
費
文
化
の
澗

熟
と
知
的
頑
廃
が
覆
っ
た
。

誰
も
が
夢
中
に
な
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
は
、
消
費

市
場
の
な
か
で
違
い
が
わ
か
る
あ
な
た
の
選
択

肢
。
『
個
性
」
を
演
出
す
る
無
数
の
小
さ
な
物
語

が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
大
き
な
物
語
)
の
空
白

i
asi
t
-
4

i

 

を
埋
め
る
の
だ
っ
た
。
商
品
の
微
小
な
差
異
の

集
積
が
、
消
費
社
会
の
全
体
を
か
た
ち
づ
く
る。

こ
の
差
異
を
再
生
産
す
る
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア

が
総
動
員
さ
れ
た
。
誰
が
な
に
を
消
費
し
て
い

る
か
と
い
う
情
報
(
の
み
)
が
、
消
費
さ
れ
て

ゆ
く
。
こ
う
し
た
自
閉
の
構
造
が
、
日
本
の
八

0
年
代
を
、
時
間
軸
(
歴
史
)
と
空
間
輸
(
国

際
性
)
を
欠
い
た
、
仮
想
現
実
ま
が
い
の
空
間

に
仕
立
て
た
の
だ
っ
た
。

と
な
れ
ば
、
八

0
年
代
経
済
が
パ
プ
ル
に
向

か
う
の
は
必
然
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。

経
済
実
態
か
ら
の
避
難
を
パ
プ
ル
と
言
う
が
、

パ
プ
ル
の
渦
中
に
あ
る
者
は
、
経
済
実
態
と
パ

プ
ル
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
不
動
産
投
機
や
デ

リ
パ
テ
ィ
ヴ
は
、
儲
か
っ
て
い
る
限
り
、
合
理

的
な
投
資
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
あ
る

日
、
気
が
つ
く
と
、
パ
プ
ル
は
終
わ
っ
て
い
る

の
だ
。八

0
年
代
に
日
本
の
知
識
界
を
席
巻
し
た
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
(
ニ
ュ
|
ア
カ
)
も
、
一
種

の
パ
プ
ル
現
象
で
は
な
か
っ
た
か
っ
・

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
「
真
理
」
を
掲
げ
ず
、
自

ら
が
ど
う
い
う
現
実
に
対
応
し
て
い
る
の
か
を

特
定
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
知
識
の
時

代
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
語
る
、
脱
・

i

i

1
3
 

j
t
i
ta
-

-

知
識
の
言
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
知
識

の
断
片
と
そ
の
再
配
置
か
ら
な
り
、
そ
ん
な
文

体
が
消
費
社
会
を
す
み
や
か
に
流
通
し、

消
費

さ
れ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
優
位
(
時
代
適
合
性
)

を
示
し
た

3

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
言
説
は
、
自
問

し
た
消
費
社
会
の
運
行
と
シ
ン
ク

ロ
し
つ
つ
、

商
品
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
に
繁
茂
す
る

3

そ
う
し
た
様
拠
(
実
態
)
の
な
さ
が
、

八
0
年

代
の
現
実
を
的
確
に
・
つ
つ
し
取
っ
て
い
る
と
い

う
仮
象
を
結
ん
だ
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
あ
る
日
、

気
が
つ
く
と
、
そ
れ
は
終
わ
っ
て
い
た
の
だ
。

パ
プ
ル
経
済
の
後
始
末
は
、
不
良
債
権
の
整

理
で
あ
り
、
経
済
実
態
へ
の
回
帰
で
あ
り
、
い

わ
ば
「
真
理
一
」
へ
の
復
帰
で
あ
る

3

そ
れ
な
ら、

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
あ
と
を
継
ぐ
の
は
、
再

び
「
真
理
」
の
言
説
な
の
だ
ろ
う
か
?

「
真
理
」
へ
の
単
純
な
復
帰
な
ど
、
む
ろ
ん
あ

り
え
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
人
び
と
が
「
真

理
」
を
そ
の
つ
ど
選
び
と
っ
て
き
た
と
い
う
事

実
の
、
再
確
認
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
だ
ろ
う
。

価
値
相
対
論
の
砂
漠
を
通
り
抜
け
た
あ
と
で
も
、

「
真
理
」
を
制
度
と
し
て
選
び
と
る
こ
と
は
で
き

る
。
世
界
市
場
が
育
ち
ゆ
く
九
0
年
代
は
、
制

度
の
た
め
の
合
意
を
模
索
す
る
一

0
年
間
で
も

あ
る
の
だ
。
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日
本
人
に
社
会
科
学
が
で
き
る
の
か
?
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日
本
人
は
よ
ほ
ど
社
会
科
学
に
向
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
暗
漁
た
る
気
持
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

無
人
な
強
情
さ
が
、

知
力
に
問
題
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
、
社
会
を
厳
密
に
考
え
抜
く
だ
け
の
徹
底
し
た
論
理
性
、
傍
若

わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
し
ば
し
ば
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
論
理
的
に
導
け
る
帰
結
を
す
べ
て
導
く

こ
と
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
帰
結
を
わ
が
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
。

科
学
す
る
と
は
、
前
提
と
な
る
事
実
や
仮
説
を
承
認
し
、

社
会
を
科
学
す
る
場
合
も
同
じ
だ
。
自
分
や
、
身
近
な
人
び
と
や
、
見
知
ら
ぬ
他
者
た
ち
の
ふ
る
ま
い
や
考

え
方
を
、
遠
慮
も
た
め
ら
い
も
な
い
論
理
の
刃
で
切
り
分
け
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
に
は
、
人
間
関
係
の
札
糠
な

ど
い
さ
さ
か
も
恐
れ
な
い
強
靭
な
言
葉
づ
か
い
が
必
要
で
あ
る
。

か
り
に
、
社
会
科
学
者
と
し
て
理
想
的
な
能
力
を
そ
な
え
た
人
物
が
い
た
と
し
よ
う
。
彼
は
日
本
人
に
歓
迎

さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
変
人
扱
い
さ
れ
、
仲
間
外
れ
に
さ
れ

て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
冗
談
で
な
く
、
私
は
そ
う
思
う
。
そ
れ
ほ
ど
日
本
人
で
あ
る
こ
と
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、

牢

社
会
科
学
者
の
あ
り
方
と
相
容
れ
な
い
の
だ
。
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日
本
人
も
当
然

社
会
を
営
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、

政
府
も
企
業
も
学
校
も

地
方
自
治
体

も
家
族
も
軍
隊
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ち
お
う
機
能
し
て
い
る
。

一
部
の
日
本
人
は
、

自
分
た
ち
の
社
会
が
ど

の
外
国
と
比
べ
て
さ
え
効
率
的
だ
と

奇
妙
な
自
負
を
持
ち
始
め
て
さ
え
い
る
。

日
本
社
会
が
効
率
的
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は

当
然
支
払
う
べ
き
コ
ス
ト
を
省
い
て
い
る
か
ら
。

つ
ま
り
、

人
間
の
可
能
性
を
限
定
し

予
測
可
能
な
一
定
の
枠
内
に
日
本
人
の
行
動
を
押
し
込
め
て
い
る
か
ら
だ
。
学
校

や
家
庭
の
教
育
は

主
に
こ
れ
を
目
的
に
し
て
い
る
。

企
業
は
そ
の
成
果
を
、

最
大
限
に
利
用
す
る
。

日
本
社

会
と
は
、

日
本
人
の
、
日
本
人
に
よ
る
、

日
本
人
の
た
め
の
社
会
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
日
本
人
に
、
こ
の
自
覚
は
な
い
。
自
分
や
他
人
の
行
動
を
、
積
極
的
に
あ
る
枠
に
「
押
し
込
め
」

て
い
る
な
ど
と
、
思

っ
て
い
な
い
。

た
だ
多
く
の
場
合
、

日
本
人
が
「
人
間
」
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
日
本
人
の

こ
と
な
の
で
あ
る
。
日
本
人
以
外
に
ど
う
い
う
人
間
の
あ
り
方
が
可
能
か
具
体
的
に
知
ら
な
け
れ
ば
、
結
局
は

同
じ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
政
府
も
企
業
も
学
校
も
軍
隊
(
自
衛
隊
)
も
、
日
本
の
機
能
的
な
組
織
は
ど
こ
か
ち
ぐ
は
ぐ
で

あ
る
。
国
際
的
な
規
準
で
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、
適
切
な
行
動
が
で
き
な
い
。
責
任
あ
る
地
位
の

人
び
と
が
、

社
会
科
学
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
の
だ
。

* 

社
会
科
学
は
「
価
値
中
立
的
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
人
は
、
学
校
秀
才
が
洋
書
と
首
っ
ぴ
き
で
も
の
知
り

に
な
り
、
現
実
社
会
に
関
係
し
な
い
こ
と
だ
と
思
い
こ
ん
だ
。

そ
う
で
は
な
い
。
社
会
科
学
は
、
あ
く
ま
で
も

社
会
的
な
意
思
決
定
の
「
前
提
」
な
の
で
あ
る
。
決
定
(
そ
れ
は
特
定
の
価
値
観
に
も
と
づ
く
)
を
し
た
い
か
ら
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こ
そ
、

そ
の
前
提

で
あ
る
必
要

が
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
意
思
決
定
が
的
は
ず
れ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

日
本
人
は
社
会
科
学
を
誤
解
し
、
そ
し
て
軽
視
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
際
社
会
の
動
向
を
、
日
本
人
の
ナ
イ

l

ブ
な
情
報
収
拾
の
や
り
方
で
探
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
え
ら
れ
る
情
報
は
、
希
望
的
観
測
で
膨
れ
あ

が

っ
て
し
ま
う
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
メ
ダ
ル
獲
得
予
想
を
思
い
浮
か
べ
る
と
よ
い
。
こ
れ
を
笑
え
な
い
の
は
、

対
米
開
戦
の
決
定
も
、

日
本
の
対
外
交
渉
も
、

ま
っ
た
く
同
じ
轍
を
踏
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

経
済
大
国
を
自
認
す
る
日
本
が
、
政
治
・
軍
事
・
外
交
・
科
学
・
文
化
の
面
で
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
立
ち
遅
れ

て
い
る
の
は
、
社
会
科
学
を
軽
視
し
て
い
る
せ
い
で
あ
る
。
そ
う
言
っ
て
も
よ
い
o
l
-
-
だ
が
こ
の
こ
と
を
、

日
本
人
は
気
付
く
だ
ろ
う
か
?

間関関開閉願型開

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
社
会
学
者
、
東
京
工
業
大
学
助
教
授
。
一
九
四
八
年
生
ま

れ
。
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
学
生
時
代
か
ら
評
論
・
執
筆
活
動
に
入
り
、
八

九
年
東
京
工
業
大
学
助
教
授
。
著
書
に
「
は
じ
め
て
の
構
造
主
義
」
等
が
あ
る
。


