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「震源」

口
]

マ

一
九
五
年
一
月
に
箆
っ
た
阪
神
大
震
災

問
一

は
、
方
向
を
見
失
っ
て
漂
流
す
る
ポ
ス

に

一
ト
・
バ
ブ
ル
の
日
本
に
、
追
い
打
ち
の

竹
一
桁
黙
を
与
え
た
。
先
の
見
え
な
い
あ
い

成
一
ま
い
な
心
象
風
景
の
背
後
か
ら
、

「い

伴
一
ま
そ
こ
に
あ
る
危
段
」
が
現
実
と
な
っ

年
一
て
突
出
し
て
き
た
。

氾

一
大
地
震
そ
の
も
の
は
自
然
現
象
だ

日一

が
、
そ
れ
が
ど
ζ
ま
で
大
き
な
災
害
と

1
一
な
る
か
は
、
そ
こ
に
あ
る
郡
市
が
ど
れ

罰
一
だ
け
の
川
町
印
刷
皮
と
防
災
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

信
一
そ
な
え
て
い
る
か
に
よ
る
。
そ
も
そ
も

一
般
壊
さ
れ
る
都
市
が
な
け
れ
ば
、
大
災

一
定
の
生
じ
よ
う
が
な
い
。
迭
に
き
え

-γ
一
ば
、
こ
の
日
本
で
都
市
を
蛍
む
と
は
、

第
一
一大

災
恨
の
リ
ス
ク
を
党
問
す
る
こ
と
な

ヨ

一
の
だ
。

E
一
寝
前
夜
の
す
川
い
大
都
市

・
神
戸
は、

一
X
き
な
日
批
判
を
受
け
た
ョ
マ
ス
コ
ミ
が

一
「
つ
ぎ
は
一以
一以
だ
、
対
策
は
万
全
か

1
一
?
」
式
の
縦
追
を
繰
り
返
し
た
の
で
、

事
一

被
災
し
た
人
び
と
は
、
無
神
経
な
東
京

(ゴ刊 )

鮪塁強幹事主三糧事ヨ語盟諸皇室霊童言輔

下からの意惑で富本再組織を

こ
の
半
世
紀
、
進
駐
軍
の
ジ
ャ
ズ
や

映
画
音
楽
か
ら
始
ま
っ
て
、
日
本
人
は

ア
メ
リ
カ
の
音
楽
な
ち
い
ち
お
う
何
で

も
聴
い
て
き
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、

ア
メ
リ
カ
で
ヒ
ッ
ト
し
た
日
本
製
の
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
は
、
坂
本
九
の
「
ス
キ

ヤ
キ

(
Hよ
を
向
い
て
歩
こ
う
)
」
た

だ
一
曲
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

は
一
体
何
な
の
か
。

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
流
れ
て
き
た
。
「

ρ泣

き
な
さ
あ
い
ら
笑
い
な
さ
あ
い
う
」
と

い
う
歌
声
が
、
た
ち
並
ぶ
露
庖
と
行
き

交
う
人
ご
み
に
、
妙
に
マ
ッ
チ
し
て
い

る
。
日
本
の
、
そ
れ
も
沖
縄
の
歌
と
い

う
乙
と
を
、
恐
ら
く
だ
れ
も
意
識
し
て

は
い
ま
い
。
こ
ん
な
か
た
ち
で
さ
ま
ざ

ま
な
日
本
文
化
が
、
人
び
と
の
生
這
の

い
ろ
ど
り
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、

中国 l

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
に
ま
る
で
入

り
こ
め
な
い
日
本
の
ア
イ
ド
ル
も
、
ア

ジ
ア
で
は
結
構
健
闘
し
て
い
る
。
山
口

百
恵
も
西
城
秀
樹
も
、
五
輪
真
弓
も
酒

井
法
子
も
、
そ
れ
な
り
に
有
名
だ
。
「
お

し
ん
」
や
「
ド
ラ
え
も
ん
」
だ
っ
て
、

圧
倒
的
な
人
気
を
集
め
た
。
ど
う
や
ら
、

ア
ジ
ア
に
は
ア
ジ
ア
の
共
感
の
ス
タ
イ

ル
が
あ
る
ら
し
い
。

去
年
、
北
京
の
下
町
あ
た
り
を
歩
い

て
い
た
ら
、
聴
き
な
れ
た
喜
納
昌
吉
の

悪
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
う
い
う
地
平
が
開
け
つ
つ
あ
る
の

に
、
日
本
人
だ
け
が
、
相
変
わ
ら
ず
欧

米
を
向
い
た
ま
ま
だ
。
ア
ジ
ア
の
映
画

も
音
楽
も
面
白
い
の
に
、
な
か
な
か
受

け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
も
度
が

過
ぎ
れ
ば
、
偏
見
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

頑
園
な
牛
に
水
を
飲
ま
せ
る
に
は
、

と
に
か
く
一
番
よ
い
も
の
を
知
つ
で
も

ち
う
こ
と
だ
。
そ
う
患
っ
て
私
は
、
室

健
(
ツ
イ

・
ジ
ェ
ン
)
を
紹
介
す
る
本

大三郎

東 工大助教授

橋爪

中
心
主
義
に
怒
っ
た
。

そ
れ
は
わ
か
る
が
、
神
戸
よ
り
は
る

か
に
集
積
度
の
高
い
東
京
ζ
そ
、
ケ
タ

違
い
の
破
滅
的
災
害
そ
党
悟
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
も
事
実
な
の
だ
。
戦

後
五
十
年
、
ひ
た
す
ら
大
都
市
の
集

積
度
そ
高
め
て
き
た
の
は
誤
り
だ
っ
た

の
か
?

人
び
と
は
流
言
に
踊
ら
さ
れ
た
。
国
家

の
力
が
圧
倒
的
な
の
に
ひ
き
か
え
、
国

民
は
無
力
だ
っ
た
。

今
回
は
違
う
。
国
家
(
政
府
)
も
無

力
で
あ
る
こ
と
が
、
国
民
に
は
手
に
取

る
よ
う
に
わ
か
る
。
政
府
首
脳
と
一
般

国
民
の
あ
い
だ
に
、
情
報
格
差
は
ほ
と

ん
ど
な
く
な
っ
た
。
パ
ソ
コ
ン
通
信
な

ど
で
、
だ
れ
で
も
現
地
の
情
報
を
素
早

く
つ
か
め
る
時
代
な
の
だ
。
政
府
や
地

方
自
治
体
の
対
応
は
ま
ず
か
っ
た
。
自

衛
隊
の
出
動
も
遅
か
っ
た
。
だ
が
、
そ

れ
を
寅
め
て
も
む
な
し
い
。
中
心
不
在

の
統
治
シ
ス
テ
ム
が
あ
た
ふ
た
す
る
し

か
な
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
戦
後
ず
っ

は
、
ル
l
テ
ィ
ン
そ
超
え
た
発
想
、
つ

ま
り
本
当
の
意
味
で
の
政
治
が
必
要
に

な
る
。
こ
れ
ζ
そ
、
戦
後
日
本
が
避

け
て
き
た
乙
と
だ
っ
た
。
国
際
社
会

に
目
を
っ
ぷ
り
、
ル
l
テ
ィ
ン
の
心

地
よ
さ
に
逃
げ
込
ん
で
、
災
害
や
危

機
の
ζ
と
は
考
え
ま
い
と
し
た
。
怒

法
が
窓
法
の
、
自
衛
隊
が
自
衛
隊
の

ま
ま
で
あ
り
続
け
た
の
は
そ
の
た
め

だ。
そ
れ
で
も
災
害
は
や
っ
て
く
る
。

国
や
地
方
自
治
体
は
頼
り
は
な
ら
な

い
。
と
に
か
く
自
分
た
ち
で
、
災
害
に

立
ち
向
か
お
う
。
何
か
自
分
に
で
き
る

ζ
と
は
な
い
か
。
|
|
じ
っ
と
し
て
い

除

，

.

‘

.

‘

ら

れ

ず
、
大
勢
の

人

々

は

災

害

に

立

ち

向

か

い

人

び

と

が

立

ち

上

ft-一
寸

-

E

l

が
っ
た
。
阪
神
大

「前
例
な
し
」
に
国
家
は
無
力
時
坊
は

巴

lii
ι

'

!

ー

ι

イ
ア
か
ζ
れ
ま
で

に
な
い
活
路
を
み
せ
た
こ
と
だ
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
ル
l
テ
ィ
ン
を

超
え
よ
う
と
い
う
市
民
の
動
き
で
あ

る
。
法
律
や
規
則
が
届
か
な
く
て
も
、

い
や
届
か
な
い
か
ら
ζ
そ
、
あ
る
べ
き

社
会
・
秩
序
を
回
復
し
な
け
れ
ば
と
考

え
た
人
び
と
の
自
発
的
な
努
力
で
あ

る。

政
府
と
国
民
、
同
等
の
情
報

大
勢
が
一
カ
所
に
集
ま
り
、
さ
ま
さ

ま
な
都
市
機
能
が
そ
こ
に
集
中
す
る
か

ら
、
時
間
や
資
源
が
節
約
で
き
、
市
加
率

を
追
求
で
き
る
。
日
本
経
済
の
発
展
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
不
可
欠
だ
っ
た
。
地

橋爪大三郎

東京工業大学助教 授

(社会学)

は
し
づ
め
・
だ
い
ざ
ぶ
ろ
う

一
九
四
八
年
生
ま
れ
。
東
大

大
学
院
修
了
。
著
替
に
『
民
主

主
義
は
最
高
の
政
治
制
度
で
あ

る
』
『
は
じ
め
て
の
構
造
主

義
』
な
ど
。

球
環
境
へ
の
負
荷
も
少
な
い
は
ず
。
集

積
に
は
合
理
性
も
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

た
だ
そ
こ
に
、
危
険
も
同
時
に
集
積
さ

れ
て
し
ま
う
と
と
そ
忘
れ
て
は
い
け
な

い
の
だ
。

今
回
の
震
災
を
、
関
東
大
震
災
と
く

ら
べ
て
み
る
と
、
戦
後
社
会
の
特
質
が

明
ら
か
に
な
る
。

関
東
大
震
災
の
と
き
は
域
厳
令
が
布

告
さ
れ
、
軍
が
出
動
し
た
。
新
聞
社
は

潰
滅
(
か
い
め
つ
)
的
打
援
を
受
け
、

と
権
力
を
忌
避

・
嫌
悪
し
て
き
た
せ
い

な
の
だ
か
ら
。

都
市
は
、
効
率
的
で
快
適
で
あ
る
。

産
業
桂
会
の
効
率
は
、
同
じ
こ
と
の
繰

り
返
し
(
ル
l
テ
ィ
ン
)
か
ら
生
ま
れ

る
。
ル
l
テ
ィ
ン
に
慣
れ
た
行
政
は
、

た
ま
げ
比
一
回
だ
け
起
こ
る
大
災
害
は
苦

手
で
あ
る
。
「
前
例
が
な
い
」
が
決
ま

り
文
句
だ
。

災
害
や
危
機
に
も
直
面
で
き
る
都
市

づ
く
り
、
社
会
つ
く
り
、
国
つ
く
り
に

混
乱
か
ら
秩
序
作
る
市
民

問
題
は
、
行
玖
か
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
盛
り
よ
が
り
と
う
ま
く
接
続
で
き
な

か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
行
政
が
こ
れ
ま

で
の
枠
組
み
(
ル
1
テ
ィ
ン
)
で
も
の

を
考
え
た
の
に
対
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
人
び
と
は
、
法
の
な
い
と
こ
ろ
に

秩
序
を
生
み
出
す
、
潜
在
的
な
「
自
己

権
力
」
で
あ
っ
た
。
乙
の
自
生
的
な
動

き
が
う
ま
く
ひ
と
つ
の
指
揮
系
統
の
も

を
善
い
た
(
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
)

3

室
健
は
、
中
国
ロ
ッ
ク
の
草
分
け
、
若

者
の
熱
狂
的
な
支
持
を
築
め
る
ス
ー
パ

ー
ス
タ
ー
だ
。
三
枚
の
ア
ル
バ
ム
は
臼

本
で
も
発
売
さ
れ
、

一
部
で
は
す
っ
か

り
評
判
に
な
っ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
聴

い
て
み
れ
ば
、
日
本
に
は
な
い
タ
イ
プ

の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
判
る
は
ず
だ
。

出
匡
健
の
シ
ャ
ー
プ
な

警

機

感

性

は

、

朝

鮮

族

と

い

ス
h
d惑
う

彼
の
生
い
立
ち
に
も

万
一
内

関
係
あ
る
か
も
し
れ
な

ぃ
。
重
尽
か
ら
の
距
離

を
常
に
意
識
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
喜
納
さ
ん
が
、
彼
の
ロ
ッ
ク
を

い
っ
た
い
と
つ
聴
く
の
か
、
一
度
聞
い

て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

〈
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

一

九
四
八
年
神
奈
川
県
壬
ま
れ
、
東
大
大

学
院
博
士
規
程
修
了
。
著
容
に

『
は
じ

め
て
の
構
造
主
義
』
(
講
談
社
)
、
『
民

主
主
義
は
最
高
の
政
治
制
度
で
あ
る
』

(
現
代
書
館
)
な
ど
宅
数
〉

と
に
統
合
さ
れ
た
な
ら
、
そ
こ
に
は
、

災
害
や
危
犠
と
も
直
面
で
き
る
国
家
が

T

生
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
来
の
民
主

主
出
盟
国
が
そ
う
や
っ
て
生
ま
れ
た
よ
う

と。
国
家
は
、
住
民
・
市
民
の
「
自
己
舵

力
」
の
延
長
ょ
に
あ
る
|
|
こ
の
感
覚

(
実
感
)
が
、
戦
後
社
会
に
は
欠
け
て

い
た
。
向
主
権
在
民
々
と
、
数
祭
で
何

回
習
っ
て
も
そ
ら
ぞ
ら
し
か
っ
た
。
ほ

っ
て
お
い
た
の
で
は
ば
ら
ば
ら
な
国
民

め
い
め
い
の
自
発
的
意
志
そ
、
そ
の
北〈

通
項
を
取
り
出
す
こ
と
で
、
一
般
怠
芯

へ
束
ね
て
い
く
。
そ
う
や
っ
て
、
日
本

と
い
う
国
家
そ
再
組
織
す
べ
き
と
き
が

や
っ
て
き
た
。

被
災
む
だ
に
せ
ず
改
革
を

海
外
の
愉
出
市
場
を
こ
れ
以
上
山
川

し
て
も
、
災
日
百九
日
「
危
機
に
回

J~う
ぶ
勺

て
効
率
を
追
求
し
て
も
、
未
来
は
た

い
。
長
年
の
制
度
疲
労
が
た
ま
っ
て
附

援
寸
前
の
日
本
の
国
家
・
社
会
を
、
山
川

民
・
市
民
の
自
発
的
で
自
由
な
芯
芯
の

回
路
と
し
て
つ
く
り
値
し
て
い
く
こ

と
。
そ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
フ
ロ
ン
テ

ィ
ア
だ
。
産
業
に
剣
道
性
そ
、
時
仏
門
に

自
由
J
M

」
、
引
材
学
技
術
に
い
似
削
陀
を
と
り

戻
そ
う
。
す
べ
て
の
ル
l
テ
ィ
ン
を
疑

い
、
前
例
や
規
則
そ
再
点
検
す
れ
ば
、

そ
し
て
、
よ
い
プ
ラ
ン
を
思
い
つ
い
た

ら
実
行
す
る
勇
気
を
持
て
ば
、
そ
れ
は

可
能
だ
。

わ
れ
わ
れ
忠
二
世
紀
あ
ま
り
に
わ
た

っ
て
呪
縛
(
じ
ゅ
ば
く
)
し
て
き
た
、

ロ
シ
ア
帝
政
的
|
明
治
天
皇
制
的
な
後

発
図
「
上
か
ら
の
近
代
化
」
モ
テ
ル

が
、
阪
神
大
波
災
に
よ
っ
て
っ
き
崩
さ

れ
る
の
だ
と
し
た
ら
、

今
回
の
被
災
も

決
し
て
む
だ
に
は
な
ら
な
い
。
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2242n1t' 
柳田の方法の秘密を追う
多重な追走劇
山人/常民の存立と不可分な
柳田独特の文体

図書新聞

-
3一
越
し
た
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

第
四
章
を
警
き
加
え
た
の
が
本
書

E
一
コ
1
の
読
み
手
で
あ
り
、
で
あ
る
。

こ
こ
し
ば
ら
く
は
柳
田
国
男
に
つ
本
書
の
課
題
設
定
は
、
内
田
氏

い
て
の
研
究
も
精
力
的
に
進
め
て
の
前
著
『
社
会
記
序
』
(
弘
文

い
る
注
目
の
社
会
学
者
、
内
田
隆
堂
)
の
残
響
の
な
か
か
ら
始
ま
る
。

三
氏
の
新
著
が
上
持
さ
れ
た
。
『柳

常

民
/
山
人
の
対
立
が
そ
れ
で
あ

回
国
男
と
事
件
の
記
録
』
が
そ
れ
る
。
常
民
と
は
、
日
本
の
伝
統
社

で
あ
る
。
書
名
の
通
り
、
あ
る
心
会
房
構
成
す
る
、
い
わ
ば
「
正
則

中
事
件
に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
た
柳
な
形
象
」
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
、

回
国
男
の
方
法
の
秘
密
を
、
同
じ
そ
の
外
部
(
山
人
)
と
の
対
照
に

研
究
上
の
必
然
に
よ
っ
て
氏
も
追
お
い
て
成
立
し
て
い
た
。
滅
ぼ
さ

い
か
け
て
い
く
。
氏
の
あ
と
に
読
・
れ
た
先
住
民
と
も
み
え
る
山
人
の

者
も
加
わ
れ
ば
、
本
書
は
多
重
な
位
置
価
を
確
定
す
る
こ
と
が
、
初

追
走
劇
と
し
て
、
複
雑
な
轍
(
わ
期
の
柳
田
に
と
っ
て
必
須
で
あ
つ

だ
ち
)
を
え
が
き
な
が
ら
展
開
す
た
。

る
こ
と
に
な
る
o

A

柳
田
は
そ
の
当
時
、
「
日

本
舎
は
謎
解
き
の
常
と
し
て
、
本
」
の
同

一
性
を
歴
史
的
に
弁
証

ま
っ
す
ぐ
結
論
に
は
到
達
し
な
す
る
と
い
う
大
き
な
仕
事
に
取
り

い
。
そ
れ
に
、
内
田
氏
の
筆
は
読
組
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味

者
に
娼
び
ず
、
む
や
み
に
易
し
く
で
明
治
近
代
に
台
頭
し
た
国
民
国

の
原
点
を
さ
ぐ
る
集
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
内
田
氏
が
注
目
す
る

の
が
、
『
山
の
人
生
』
冒
頭
の
「
山

に
埋
も
れ
た
る
人
生
あ
る
事
」
と

い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
柳
田

は
、
法
制
局
参
事
官
と
し
て
特
赦

を
担
当
し
て
い
た
折
に
読
ん
だ
裁

判
記
録
の
、
あ
る
一
家
心
中
事
件

を
紹
介
し
て
い
る
。
A

世
の
中
が

ひ
ど
く
不
景
気
で
あ
っ
た
年
V

の

A
小
屋
の
口
一
ぱ
い
に
夕
日
が
さ

し
て
い
た
V

晩
秋
に
、
貧
し
い
炭

焼
の
父
親
が
、
飢
え
に
苦
し
み
「殺

し
て
く
れ
」
と
哀
願
す
る
子
ら
二

人
を
ま
さ
か
り
で
切
り
殺
す
。
そ

し
て
自
分
は
死
に
切
れ
ず
、
捕
ら

え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

小
林
秀
雄
や
三
島
由
紀
夫
を
も

感
頃
さ
せ
た
柳
田
の
筆
致
は
、
自

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
つ
は
、
社
会
の
原
初
的
状

態
か
ら
共
同
体
が
生
成
す
る
に
い

た
る
プ
ロ
セ
ス
。
A

共
同
休
と

は
、
無
限
定
な
他
者
た
ち
の
あ
い

だ
に
展
開
す
る
社
会
性
の
領
域
か

ら
、
自
己
を
結
節
し
、
形
態
化
し
、

同
時
に
そ
の
よ
う
な
自
己
の
外
部

を
設
定
し
て
い
く
、
む
し
ろ
二
次

的
な
社
会
空
間
だ
V

(

一
一
二
頁
)
。

こ
こ
に
は
か
す
か
に
、
マ
ル
ク
ス

ー
吉
本
的
な
、
疎
外
l
生
成
論
の

図
式
が
見
え
隠
れ
す
る
。

そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
構
造
主
義
の

A

自
然
か
ら
文
化
へ
の
移
行
の
図

式
V

(

一
一
八
頁
)
と
も
重
な
っ

て
い
る
。
A

近
親
姦
の
禁
忌
V

も

A

山
人
へ
の
畏
怖
V

も
、
そ
の
移

行
の
境
界
に
位
置
す
る
の
で
あ

る
。

自
然
と
親
和
的
な
人
間
の
像
を
描
き
出
す

柳
田
の
文
体
が
、
日
本
国
家
を
形
成
し
た
権
力
の

線
分
と
無
縁
で
あ
り
う
る
の
か

も
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
め
げ
る

こ
と
な
く
最
後
ま
で
読
み
通
す
な

ら
、
そ
れ
だ
け
の
報
い
は
あ
る
。

家
「
日
本
」
の
自
己
認
識
|
|
あ

る
い
は
自
己
の
創
出
ー
ー
の
一
環

を
な
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
『
山

の
人
生
』
は
:
:
:
そ
う
し
た
試
み

の
危
う
い
到
達
点
で
あ
り
、
同
時

に
重
要
な
屈
折
点
で
も
あ
っ

た。
V

(

一
O
頁
)
ア
メ
リ
カ
や
フ

ラ
ン
ス
の
よ
う
な
憲
法
制
定
権
力

を
想
定
す
べ
く
も
な
か
っ
た
日
本

に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
国
家
成
立

* 

本
書
の
も
と
に
な
る
文
革
は
、

「
現
代
思
惣
」
に
昨
年
、
三
回
に

わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
そ
れ
に

手
を
加
え
て
三
章
と
し
、
新
た
に

然
主
義
文
学
者
・
田
山
花
袋
の

「
平
面
描
写
」
(
主
観
を
交
え
ず

見
た
ま
ま
聞
い
た
ま
ま
を
描
く
や

り
方
)
の
上
を
行
く
も
の
だ
。
内

田
氏
は
そ
こ
に
透
徹
し
た
A

事
件

を
備
陣
す
る
視
線
V

を
見
る
。
こ

の
柳
田
独
特
の
文
体
が
、
山
人
/

常
民
の
存
立
と
不
可
分
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
文
体
は
、
ど
の
よ

う
に
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
か
?

* 

柳田国男

宝
山
峻
な
山
鹿
を
ヅ
グ
ザ
グ
に

z
d
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら

電
っ
て
い
く
軌
道
の
よ
う
に
、
持

笑
だ
が
な
か
な
か
全
貌
を
見
渡
せ

な
い
の
が
、
十
牛
舎
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
そ
こ
か
ら
二
つ
ほ
ど
、
比
限

的
く
っ
き
り
し
た
モ
デ
ル
を
取
り

一
一
家
心
中
の
事
件
は
、
人
び
と

が
帰
属
す
べ
き
共
同
体
の
外
部
、

A

あ
た
か
も
一
種
の
「
自
然
状
態
」

に
追
い
や
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
起
こ

っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
v

と、

内
田
氏
は
言
う
。
た
だ
し
こ
こ
に

い
う
「
自
然
状
態
」
は
、
構
造
主

義
よ
り
も
ル
ソ
!
の
自
然
に
近
い

の
だ
と
い
う
。
柳
田
は
事
件
を
、

こ
う
し
た
自
然
の
風
光
の
た
だ
な

か
で
描
き
出
す
。
A

重
要
な
の

は
、
柳
田
が
こ
の
「
人
間
の
自
径

を
現
実
に
起
こ
っ
た
事
件
の
な
か

か
ら
、
具
体
的
な
も
の
と
し
て
発

見
し
て
い
る
こ
と
V

(

一
二
二

頁
)
だ。

* 

も
う
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
は
、
言

説
(
文
体
)
の
類
型
学
で
あ
る
。

事
実
諦
と
も
説
話
と
も
、
神
話
や

物
語
と
い
っ
た
類
型
と
も
異
な
る

微
妙
な
場
所
に
、
棚
田
の
文
体
が

位
置
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
文
体
を
あ
ぶ
り
出
す
た

め
、
内
田
氏
は
苦
労
の
末
、
岐
阜

県
で
明
治
来
年
に
起
こ
っ
た
心
中

事
件
の
記
録
を
手
に
入
れ
た
。
裁

判
記
録
は
失
わ
れ
て
い
た
が
、
犯

人
の
戸
籍
謄
本
と
当
時
の
新
聞
報

道
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
犯

人
か
ら
の
間
接
伝
聞
資
料
(
金
子

定
二
『
奥
美
濃
よ
も
や
ま
話
三
』)

を
つ
き
合
わ
せ
て
明
ら
か
と
な
る

の
は
、
事
実
の
み
を
語
っ
て
い
る

よ
う
に
み
え
た
柳
田
の
文
体
も
、

実
は
大
き
な
虚
構
(
創
作
)
を
含

ん
で
お
り
、
事
実
の
変
形
に
よ
っ

て
の
み
成
立
し
て
い
た
こ
と
だ
っ

た
。
こ
の
い
わ
ば
ど
ん
で
ん
返
し

が
、
第
四
章
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
の
柳
田
論
の
先
を

行
く
新
た
な
成
果
と
な
っ
て
い

る。
戸
籍
購
本
と
新
聞
報
道
に
よ
れ

ば
、
心
中
事
件
が
起
き
た
の
は
明

治
三
七
年
の
春
。
そ
れ
を
柳
田
は
、

秋
の
目
、
飢
餓
の
果
て
の
犯
行
と

描
き
出
す
。
い
っ
ぽ
う
犯
人
か
ら

の
伝
聞
資
料
「
新
四
郎
さ
」
は
、

事
件
の
動
機
を
、
奉
公
先
で
盗
み

の
ぬ
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
家
に
一
戻
さ

れ
た
娘
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

説
話
の
要
素
を
吸
収
し
た
結
果
の

変
形
と
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
内
田
氏
は
注
意
深
く
、

A

柳
田
の
記
述
に
は
二
重
の
〈
排

除
〉
が
あ
る
v
と
指
摘
す
る
。
柳

田
に
と
っ
て
、
事
件
に
関
わ
る
人

び
と
は
A

た
ん
な
る
自
然
の
客
体

で
も
な
け
れ
ば
、
何
か
ポ
グ
テ
ィ

ヴ
な
動
機
の
主
体
で
も
な
い
V

(

ニ

O
七
頁
)
。
こ
の
こ
と
で
柳
田
の

文
体
は
、
自
然
の
過
酷
さ

H
情
状

酌
量
を
要
請
す
る
新
聞
の
文
体

ゃ
、
共
同
体
と
の
葛
藤
を
主
題
と

す
る
説
話
の
文
体
と
異
な
る
位
置

価
房
撞
得
す
る
。

* 

.
，
こ
に
柳
田
民
俗
学
の
根

'
も
拠
、
方
法
的
な
秘
密
が
あ

る
と
い
う
内
田
氏
の
洞
察
は
鋭

い
。
そ
れ
で
は
こ
の
洞
察
を
、
ど

う
い
う
-
全
体
の
構
図
の
な
か
に
置

き
な
お
し
て
み
る
べ
き
な
の
か
?

今
回
の
書
物
の
主
題
は
、
「
あ

と
が
き
」
で
内
田
氏
も
確
認
し
て

い
る
よ
う
に
A

柳
田
国
男
の
言
葉

と
事
件
の
関
係
V

(

二
三
四
頁
)

に
絞
ら
れ
て
い
る
。
柳
田
の
文
休

(
民
俗
学
の
言
説
)
が
可
能
に
し

た
も
の
は
何
か
?
言
説
と
そ
の

効
果
が
き
ち
ん
と
測
定
さ
れ
た
と

き
、
内
田
氏
の
分
析
の
射
程
も
明

ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
本

書
は
、
第
四
章
の
ど
ん
で
ん
返
し

で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
先

は
読
者
が
め
い
め
い
考
え
て
み
る

し
か
な
い
。

そ
こ
で
た
め
し
に
、
フ
1
コ
l

の
言
説
分
析
と
こ
の
仕
事
を
比
較

し
て
み
よ
う
。
フ
l
コ
l
の
場
合
、

言
説
が
新
た
に
編
成
さ
れ
近
代
的

な
主
体
の
形
象
が
形
成
さ
れ
る
過

程
を
暴
く
と
こ
ろ
に
、
分
析
の
主

眼
が
あ
っ
た
。
柳
田
の
仕
事
は
こ

れ
と
逆
に
、
そ
こ
に
主
体
を
結
節

さ
せ
な
い
「
事
件
を
附
敵
す
る
視

線
」
の
文
休
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

人
聞
を
、
そ
う
し
た
自
然
の
境
界

面
に
移
行
し
う
る
存
在
と
規
定
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
ひ
る
が
え
っ
て

共
同
体
H
常
民
の
集
合
態
が
定
位

で
き
、
日
本
と
い
う
民
俗
国
家
の

輪
郭
が
記
述
で
き
る
順
序
に
な
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
ひ
と
つ
の
疑
問
は
、

こ
う
し
た
自
然
と
親
和
的
な
人
間

の
像
を
描
き
だ
す
柳
田
の
文
体

が
、
日
本
国
家
を
形
成
し
た
権
力

の
線
分
と
無
縁
で
あ
り
う
る
の
か

と
い
う
こ
と
だ
。
内
田
氏
も
気
付

い
て
い
る
よ
う
に
、
A

新
聞
報
道

も
柳
田
も
、
答
察
の
調
べ
や
、
予

響
調
書
、
判
決
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

を
共
有
し
て
い
る
v
。
柳
田
の

「事

件
を
術
師
す
る
視
線
」
そ
の
も
の

橋
爪
大
三
郎

が
、
明
治
官
憲
の
権
力
の
作
動
を

前
提
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
て
、
明
治
国
家
権
力
↓
柳

田
の
文
体
↓
山
里
の
事
件
↓
常
民

H
共
同
体
の
記
述
(
民
俗
学
)
↓

明
治
国
家
権
力
の
正
統
化
、
の
円

環
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
こ
う
し
た
自
己
言
及
が
成
立

し
て
い
る
の
な
ら
、
柳
田
民
俗
学

の
実
証
性
は
ど
の
よ
う
に
確
保
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
?

こ
の
間
い
に
、
著
者
・
内
田
氏

が
ど
う
答
え
る
か
興
味
探
い
。
本

書
に
そ
の
答
え
は
な
い
が
、
そ
も

そ
も
こ
の
間
い
に
わ
れ
わ
れ
を
導

い
て
く
れ
た
内
田
氏
の
功
績
は
大

き
い
の
で
あ
る
。

(
東
京
工
業
大
学
助
教
授

・
社
会

学
)
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幸
司
爪
喜
一
郎
氏
は
、
現
代
田

ι引
本
で
は
希
有
な
体
系
的
思

想
家
で
あ
る
。
な
お
体
系
の
全
貌

は
詳
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
と

は
い
え
、
こ
れ
ま
で
の
著
作
の
一

冊
一
冊
が
、
い
や
、
一
文
章
一
文

章
が
、
体
系
化
を
に
ら
ん
だ
気
迫

に
満
ち
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
一
つ
一
つ
が
、
や
が
て
完

成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
体
系
の
全
貌

を
響
」
法
的
に
浮
か
、主
が
ら
せ

つ
つ
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

今
回
刊
行
さ
れ
た

『性
愛
論
』
な

ど
は
、
も
ち
ろ
ん
体
系
の
一
部
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
小
宇
宙

的
な
体
系
を
構
成
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
橋
爪
氏
の
本
を
、
と
り
わ

け
、
今
回
の
『
性
愛
論
』
を
読
む

楽
し
さ
と
い
う
の
は
、
性
愛
に
つ

い
て
の
体
系
的
な
理
論
的
展
開
を

追
う
楽
し
さ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ

N
N
い
い
号

発
行
|
|
(
株
)
図
書
新
問
。

4
6
4東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
M
06

電
話

BlωMω
干
ωム
コ
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代
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議
続
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(
送
料
共
二

年
九
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コ
-
m
M
D
円
半
年

M
ム
週
四
-
M
ム
ロ
円
振
替
東
京
国

aa白
血

ω番

が
よ
り
大
き
な
理
論
的
展
望
(
「
言

語
論
」
と

「
権
力
論
」
)
に
連
な

っ
て
ゆ
く
、
そ
の
未
だ
脅
か
れ
ざ

る
も
の
へ
の
推
論
を
垣
間
見
る
楽

し
さ
の
二
つ
か
ら
成
る
も
の
な
の

だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
身
ま
と
ま

り
を
も
っ
た
論
理
展
開
に
浸
り
つ

品
、
と
ま
っ
た
体
系
を
成
し
て

よ
，
、
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
け

っ
し
て
鰍
解
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
少
な
く
と
も
本
番
に
閲
す

る
か
ぎ
り
、
そ
の
体
系
性
は
「
詮

を
よ
り
平
易
に
、
そ
し
て
、
よ
り

説
得
力
に
糊
ち
た
も
の
に
し
て
い

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

実
際
、
橋
爪
氏
の
論
理
展
開
は
シ

ン
プ
ル
な
ま
で
に
平
易
で
あ
る
。

第
一
章

「現
象
論
」
第
三
宮
「
性

関
係
論
」
第
四
章
「
性
愛
倫
理
」

第
五
章
「
性
愛
倫
理
の
模
像
」
、

要
す
る
に
、
今
回
新
た
に
お
き
下

ろ
さ
れ
た
・
庄
章
「
ひ
と
は
な
ぜ
愛

す
る
か
」
第
二
章
「
性
別
論
」
終

章
「
性
愛
世
界
の
彼
岸
」
を
除
い

た
、
一
九
八
二
年
に
す
で
に
起
草

さ
れ
て
い
た
部
分
の
関
す
る
か
ぎ

り
、
そ
の
論
理
岡
山
聞
は
、
「
性
愛

関
係
|
l性
愛
行
為
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
る
社
会
関
係
ー
ー
は
、
た

し
か
に
人
聞
社
会
の
、
重
要
な
一

定価240円

Xこニン

っ
、
さ
ら
に
大
き
な
論
理
構
成
に

至
る
で
あ
ろ
う
息
吹
を
感
じ
る
、

要
す
る
に
、
よ
り
大
き
な
体
系
の

生
成
の
現
場
に
立
ち
会
っ
て
い
る

と
い
う
知
的
興
部
を
味
わ
う
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

性
愛
の
分
離
公
理
一

成
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
あ
る
段

階
か
ら
、
性
愛
闘
係
は
、
そ
れ
以

外
の
社
会
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
囲
儲
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ぎ
ゃ
く
に
言
う
江

ら
、
社
会
は
、
性
愛
行
為
か
ら
の

延
長
で
は
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
な
い
タ

イ
プ
の
、
非
性
愛
的
な
社
会
関
係

(
の
連
鎖
)
|

|
具
体
的
に
言
え

ば
、
言
語
や
権
力
ー
ー
に
よ
つ
で
、

そ
の
全
域
を
蔽
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
す
べ

て
の
人
聞
社
会
は
、
性
愛
関
係
(
の

実
質
で
あ
る
性
愛
行
為
)
を
そ
れ

以
外
の
社
会
関
係
か
ら
閥
蔽
し
秘

匿
す
る
よ
う
な
、
あ
る
決
定
的
は

分
解
を
経
た
の
ち
の
も
の
な
の
で

あ
る
」
と
い
う
「
性
愛
の
分
離
公

理
」
か
ら
の
演
躍
で
あ
り
、
そ
の

公
理
か
ら
証
明
さ
れ
る
系
に
他
な

ら
な
い
。
こ
の
、
隠
蔽
さ
れ
秘
匿

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
性
愛
関
係

が
、
そ
れ
以
外
の
社
会
関
係
と
の

界
面
に
現
れ
て
し
ま
う
の
が
、
ワ

イ
セ
ツ
と
い
う
現
象
(
橋
爪
氏
は
、

法
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
担

喪
と
区
別
し
て
い
る
)
で
あ
り
、

隠
蔽
、
秘
匿
さ
れ
る
も
の
の
内
実

が
性
関
係
で
あ
り
、
そ
し
て
、
分

離
公
理
の
定
式
化
、
つ
ま
り
、
性

愛
関
係
と
そ
れ
以
外
の
社
会
関
係

の
分
離
を
、
実
生
活
の
中
で
定
義

づ
け
よ
う
と
す
る
の
が
性
愛
倫
理

で
あ
る
と
い
う
具
合
な
の
だ
。
「
性

愛
の
分
離
公
理
」
と
い
う

一
点
か

ら
、
ワ
イ
セ
ツ
現
象
、
性
愛
の
身

体
技
法
、
婚
姻
、

そ
し
て
、
キ
リ

ス
ト
教
倫
理
の
歴
史
、
さ
ら
に
は
、

日
本
的
特
殊
性
に
ま
で
、
論
を
殿

前
し
て
ゆ
く
橋
爪
民
の
筆
力
は
並

大
抵
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て、

そ
の
公
理
が
、
人
間
の
性
愛
行
為

を
、
動
物
的
自
然
と
は
全
く
異
な

っ
た
、
社
会
的
行
為
と
し
て
位
置

づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
性
愛
関
係
を
社
会
的
事
象

と
し
て
読
み
解
こ
う
と
い
う
氏
の

一
貫
し
た
姿
勢
は
、

「
性

H
自

然
」
と
い
う
言
税
が
ま
か
り
通
る

日
本
の
現
状
の
中
で
、
そ
の
重
要

性
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
、
し
す

ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
、

橋
爪
氏
の
論
陣
に
全
面
的
な
賛
意

を
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
橋
爪
氏

と
同
様
、
人
間
の
性
な
る
も
の
が
、

社
会
的
歴
史
的
な
事
象
で
あ
る
こ

と
が
議
論
の
前
提
に
な
る
よ
う

な
、
そ
ん
な
環
境
の
到
来
を
待
ち

望
む
も
の
で
あ
る
。

公
理
自
体
は
無
垢
か

日
リ
題
は
、
し
か
し
、
そ
こ
か
為
が
隠
蔽
さ
れ
秘
匿
さ
れ
ね
ば
な

日
ド
ら
先
、
と
言
う
か
、
そ
れ
ら
な
い
と

d

い
う
の
が
、
仮
に
人
間

以
前
に
あ
る
。
「
性
愛
の
分
離
公
社
会
に
普
週
的
な
も
の
だ
と
し
て

理
」
に
つ
い
て
、
橋
爪
氏
は
、
そ
も
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
性

れ
が
公
理
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
説
愛
行
為
」
な
る
も
の
が
、
仮
に
人

明
も
、
況
ん
や
、
証
明
も
不
可
能
聞
社
会
に
普
週
的
な
も
の
で
あ
る

で
あ
る
か
の
よ
う
に
諮
っ
て
お
ら
の
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
、
歴
史
的

れ
る
の
だ
が
、
い
ま
ー
ー
と
い
う
に
多
様
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の

こ
と
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
で
は
な
い
か
と
考
え
る
べ
き
で
は

的
達
成
の
み
な
ら
ず
、
ア
ナ
l
ル
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

派
歴
史
学
や
フ
l
コ
ー
に
よ
る
、
仮
に
そ
れ
が
公
理
で
あ
っ
た
と
し

性
と
身
体
の
歴
史
に
つ
い
て
の
新
て
も
、
そ
の
公
理
自
体
が
無
垢
で

た
な
展
開
を
経
た
現
在
|
|
、
そ
あ
る
の
か
ど
う
か
、
男
に
と
っ
て

れ
を
説
明
不
可
能
な
公
理
と
言
つ
の
公
理
と
女
に
と
っ
て
の
公
理
で

て
す
ま
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
か
。
性
違
い
が
な
い
の
か
ど
う
か
、
そ
れ

愛
の
(
そ
れ
以
外
の
社
会
関
係
か
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず

ら
の
)
分
離
を
「
公
理
」
と
い
つ
で
あ
る
。

て
納
得
し
て
し
ま
う
わ
れ
わ
れ
の
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
部
分

メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
は
、
ひ
ょ
っ
と
に
、
私
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
対

し
て
、
近
代
的
な
性
倫
理
に
ど
つ
す
る
回
答
を
期
待
し
た
。
し
か
し
、

ぷ
り
と
浸
っ
て
し
ま
っ
た
わ
れ
わ
そ
こ
で
、
「
性
愛
世
界
。
そ
れ

れ
の
そ
れ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
は
、
人
聞
が
互
い
に
か
け
が
え
の

か
。
性
愛
、
そ
し
て
、
身
体
(
性
な
い
身
体
と
身
体
と
し
て
直
後
に

別
そ
の
も
の
を
含
む
)
が
、
い
か
出
会
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
世
界

に
歴
史
的
に
相
対
的
な
も
の
に
す
で
あ
っ
た
」
「
愛
は
ど
の
よ
う
に

ぎ
な
い
か
を
、
こ
の
間
の
新
た
な
修
飾
さ
れ
、
時
神
化
さ
れ
よ
う
と
、

歴
史
的
研
究
か
ら
知
っ
て
し
ま
っ
そ
の
根
本
は
、
他
者
の
身
体
を
求

た
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
自
問
せ
ざ
め
る
自
分
の
身
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
性
愛
行
ム
(
欲
動
)
，に

あ
る
」
「
性
愛
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
(
い
わ
ゆ
る
性
欲
)
は
、
女
の
身
体
な
る
も
の
を
作
り

は
、
も
ち
ろ
ん
、
人
聞
が
有
性
生
出
し
て
公
共
世
界
か
ら
性
愛
(
家

殖
を
す
る
動
物
で
あ
る
と
い
う
条
族
)
世
界
に
開
離
す
る
当
の
も
の

件
に
由
来
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
。
そ

文
章
に
出
会
っ
た
と
き
、
私
は
戸
し
て
、
人
聞
社
会
に
は
、
「
性
愛

惑
い
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
行
為
を
そ
れ
以
外
の
社
会
関
係
か

た
。
そ
う
し
た
性
愛
の
本
質
主
義
ら
隠
蔽
し
秘
医
す
る
よ
う
な
」
力

こ
そ
、
ま
さ
し
く
、
現
代
的
な
性
と
同
時
に
、
性
愛
行
為
を
公
開
し

倫
理
の
言
説
そ
の
も
の
で
あ
り
、
明
示
す
る
よ
う
な
力
も
ま
た
は
た

そ
れ
こ
そ
が
、
性
愛
官
界
を
隠
蔽
ら
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

し
秘
匿
す
る
合
理
的
板
拠
と
な
っ

・か
、
と
。
そ
う
し
た
逆
方
向
の
力

て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
性
愛
な
く
し
て
は
、
ワ
イ
セ
ツ
現
象
も

と
身
体
の
歴
史
性
を
隠
蔽
し
秘
匿
存
在
し
得
な
い
だ
ろ
う
し
、
分
離

し
て
し
ま
う
も
の
に
思
え
る
か
ら
公
理
が
倫
理
と
し
て
存
在
す
る
必

で
あ
る
。
せ
っ
か
く
「
性
H
白
壁
然
性
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ

と
い
う
常
識
論
に
反
践
を
翻
し
た
る
。

は
ず
の
『
性
愛
請
』
が
、
こ
れ
で
し
か
し
、
こ
う
し
た
公
理
の
歴

は
か
え
っ
て
後
退
し
て
し
ま
っ
て
史
性
、
性
愛
行
為
を
明
示
し
よ
う

い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
と
す
る
力
、
そ
う
し
た
も
の
に
つ

私
は
、
本
沓
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
い
て
語
る
こ
と
を
、
『
性
愛
論
』

刊
行
さ
れ
た
こ
冊
の
本
、
江
原
由
に
求
め
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ

美
子
氏
の
『
装
置
と
し
て
の
性
支
う
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
橋
爪
氏

配
』
と
、
伴
田
良
輔
氏
の
『
別
冊
に
と
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
性
愛
世

宝
島
・
二
O
世
紀
の
性
表
現
』
を
界
の
言
語
で
は
な
く
、
そ
れ
を
図

合
わ
せ
て
参
照
し
つ
つ
、
こ
ん
な
繍
す
る
世
界
の
言
語
、
言
わ
ば
、

こ
と
を
考
え
て
み
た
。
橋
爪
氏
の
そ
の
メ
タ
言
語
に
よ
っ
て
し
か
謡

言
う
「
性
愛
の
分
離
公
理
」
は
、
り
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

歴
史
的
社
会
的
に
普
通
的
な
も
の
え
、
一
言
語
論
と
権
力
論
が
完
成
し

で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
近
代
た
後
、
全
体
系
の
中
で
、
改
め
て
ー

以
降
の
歴
史
的
社
会
的
、
イ
デ
オ
語
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題

ロ
ギ
l
的
な
「
装
置
」
に
他
な
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
予
告
さ
れ
て
い

ず
、
こ
の
公
現
『
装
置
こ
そ
、
女
る
『
性
空
間
論
』
の
完
成
を
、
私

な
る
も
の
を
身
体
ご
と
(
あ
る
い
は
期
待
し
て
い
る
。
(
評
論
家
)
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か

阪
神
大
震
災
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
、
円
高
は
海
外
市
場
。
園
内
言
論
の
コ
ド
が
ほ
じ
く
り
返
さ
れ
た
。

「
ロ
ス

円
高
・
不
況
と
、
九
0
年
代
の
低
迷
ン
ト
ロ
ー
ル
の
効
か
な
い
場
所
が
震

・
疑
惑
事
件
」
以
来
の
、
ス
キ
ャ
ン

を
ダ
メ
押
し
す
る
事
件
が
今
年
に
集
源
と
な
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
増
幅
レ
ダ
ル

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
や
り
口

中
し
た
。
八
0
年
代
消
費
社
会
・
パ
て
き
た
か
り
そ
め
の
「
仮
想
現
実
」
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

ブ
ル
狂
乱
の
ツ
ケ
で
、
園
内
経
済
は
(
バ
ー
チ
ャ
ル

・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
)
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

・
ジ
ャ

l
ナ
リ
ズ

停
滞
し
、
の
た
う
ち
回
っ
て
い
る
。
を
揺
る
が
せ
た
の
だ
。
ム
と
は
、
出
来
あ
い
の
善
悪
図
式
を
、

同
じ
こ
と
が
圏
内
言
論

・
ジ
ャ

1
ナ
本
来
な
ら
ば
こ
こ
か
ら
、
世
界
の
現
実
に
押
し
つ
げ
て
こ
と
足
れ
り
と

ソ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
現
実
を
踏
ま
え
た
新
た
な
言
論
が
立
す
る
乙
と
。
子
供
じ
み
た
気
休
め
、

う

。

ち

上

が

る

べ

き

で

あ

る

。

し

か

し

メ

は

っ

き

り

言

え

ば

、

い

じ

め

だ

。

そ

消
費
社
会
は
、
人
び
と
の
欲
望
を
デ
ィ
ア
は
、
乙
れ
ら
の
事
件
を

「広
乙
で
、
悪
の
役
割
を
押
し
つ
け
ら
れ

際
限
な
く
増
幅
し

た
。
い
ま
人
び
と

-
v
v
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E

‘.，E
品

?
-
v
o
-
-

，.l
・
'

l

p

は

な

に

を

欲

し
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反

ω
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こ
'
ヨ
目

F
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命

い
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か
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消

費
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E
t
n
1
A
E
J
J
E
ノ
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v
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E
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b
r
v
t
4
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ニ

--E
二三
日

社
会
の
メ
デ
ィ
ア

が
伝
え
た
の
は
、
要
す
る
に
と
れ
で

あ
る
。
知
的
な
言
論
そ
れ
自
身
も
商

品
と
な
り
、
流
通
す
る
な
か
で
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
と
化
し
た
。
圏
内
言
論
は

現
実
と
の
銭
点
を
見
失
い
、
自
聞
の

構
造
を
深
め
て
い
っ
た
。

九
五
年
の
大
事
件
は
ど
れ
も
、
と

う
し
た
自
聞
の
構
造
に
対
す
る
「
外

部
か
ら
の
一
撃
」
だ
っ
た
。
地
震
は

自
然
現
象
、
オ
ウ
ム
は
出
家
教
団
、

告
代
理
屈
を
適
さ
ぬ
安
上
が
り
な
、

視
聴
率
の
取
れ
る
イ
ベ
ン
ト
」
と
し

か
受
け
と
め
な
か
っ
た
。
リ
ポ
ー
タ

ー
や
コ
メ
ン
テ
1
タ
1
が
東
奔
西
走

し
、
忠
臣
蔵
の
外
伝
さ
な
が
ら
に
、

あ
れ
こ
れ
の
讃
場
人
物
の
エ
ピ
ソ
l

ん

き

よ

-つ

一フ
ーp p. 102通産資料調査会

を
な
ぜ
見
抜
け
な
か
っ
た
、
と
い
う

-

八
つ
当
た
り
的
非
難
が
島
田
さ
ん
に

集
中
し
て
い
た
。
そ
乙
へ
ス
ポ
ー
ツ

紙
が
「
教
団
か
ら
ホ
i
リ
l
ネ
I
ム

を
も
ら
っ
た
」
と
報
じ
た
の
で
、
テ

レ
ビ
や
マ
ス
コ
ミ
で
袋
だ
た
き
状
態

に
。
信
者
で
も
な
い
島
田
さ
ん
に
、

か
り
に
教
団
が
一
方
的
に
ホ
l
リ
ー

ネ
1
ム
を
与
え
た
と
し
て
も
、
島
田

さ
ん
に
何
の
責
任
も
な
い
は
ず
で
あ

橋爪大三郎

る
「
犠
牲
者
」
が
必
要
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
宮
崎
綴
さ
ん
。
震
災

直
後
の
現
場
を
「
毛
皮
の
コ
l
ト
を

着
て
取
材
し
、
ひ
ん
し
ゅ
く
を
か
っ

た
」
と
、
女
性
週
刊
誌
な
ど
で
た
た

か
れ
た
。
災
害
の
現
場
に
急
行
す
る

さ
な
か
に
、
普
段
着
を
み
す
ぼ
ら
し

い
身
な
り
に
着
替
-
え
る
と
し
た
ら
偽

善
だ
(
毛
皮
の
コ

1
ト
で
何
が
悪
い
)

と
私
は
思
う
が
、
本
人
に
確
認
し
た

と
こ
ろ
、

「毛
皮
の
コ

l
ト
を
着
た

事
実
は
な
い
、
放
送
を
見
れ
ば
明
ら

か
で
す
」と
の
乙
と
。そ
の
後
も

-一オ

ウ
ム
幹
部
に
花
束
を
渡
し
た
」

(と

れ
も
事
実
無
担
)
な
ど
と
、
パ
ッ
シ

ン
グ
は
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て

い
る
。も

っ
と
ひ
ど
い
の
は
、
島
田
裕
巳

さ
ん
の
場
合
で
あ
る
。

地
下
鉄
サ
リ

ン
事
件
こ
の
か
た
、
教
団
の
犯
罪
性

が
、
現
実
を
と
こ
と
ん
掘
り
下
げ
る

代
わ
り
に
、
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
の
図
式

を
現
実
に
押
し
つ
け
て
す
ま
せ
て
い

る
か
ら
。
そ
し
て
人
び
と
が
、
そ
う

し
た
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
与
え
る
仮
想
現
実
に
安
住
し

て
い
る
か
ら
だ
。

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
が
幕
を
明

げ
、
情
報
通
信
が
爆
発
的
に
鉱
大
し

て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
ス
テ
ロ
タ

る
。
そ
れ
に
私
の
知
る
限
り
、
乙
れ
イ
プ
の
図
式
を
拡
大
す
る
だ
け
で
は

は
全
く
の
誤
報
で
、
そ
の
事
実
を
裂
な
い
か
。
今
年
の
四
月
、
「
新
宿
に

づ
け
る
何
の
続
報
も
な
い
。
(
ま
た
何
か
が
起
乙
る
」
と
い
う
正
体
不
明

ゼ
ミ
の
学
生
が
信
者
と
な
っ
た
件
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
パ
ソ
コ
ン

・ネ

も
、
『
A
E
R
A』一

O
月
一
六
日
ッ
ト
を
か
け
め
ぐ
っ
た
。
よ
く
な
い

号
の
適
り
で
、
島
田
さ
ん
に
直
接
の
兆
候
で
あ
る
。

責
任
は
な
い
)
し
か
し
乙
れ
が
だ
め
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
知
的

押
し
と
な
っ
て
、
日
本
女
子
大
は
島
午
一一
一
息
嗣
は
と
の
ま
ま
、
仮
怨
現
実
の
な

田
教
授
に
休
職
を
命
じ
、
島
田
さ
ん
か
を
流
さ
れ
続
け
る
の
か
。
そ
れ
と

は
辞
表
を
提
出
し
た
。
「
世
間
を
騒
も
、
現
実
に
立
ち
向
か
う
ま
と
も
な

が
せ
た
罪
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
ス
タ
ン
ス
を
ど
う
に
か
と
り
戻
せ
る

な
い
理
由
で
学
者
が
職
を
奪
わ
れ
る
の
か
。
正
念
場
の
分
岐
点
に
、
わ
れ

と
い
う
、

「学
聞
の
自
由
」
と
正
わ
れ
は
さ
し
か
か
っ
た
。

一

反
対
の
状
況
を
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
(は
し
づ
め

・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

H
東

一

が
自
ら
の
手
で
作
り
出
し
て
し
ま
っ

-
京
工
業
大
学
教
授
・
社
会
学
)

た
。ζ

う
じ
た
犠
牲
者
が
つ
ぎ
つ
ぎ
生

み
出
さ
れ
る
の
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

イ

リ

p
a
a
E
L
V
9
2
 

おまけ

『科
学
技
術
は
地
球
を
救
え
る
か」

橋
本
大
三
郎

・
新
田
義
孝
編
著
/
富
士
通
経
営
研
修
所
刊
/
定
価
二
、
二

O
O円

-H
宇
田
両
姐
地
縛
会
相
・
え
る
か

や

も

:
u一

一

l
h
圏
一以

一

一符
学
銭
備
は
泌
総
を
扱
え
る
、

本
書
は
九
五
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た

「
科
学
技
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
自
然
科
学
と

人
文
・
社
会
科
学
と
の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ

H
」
(
科
学
技
術
庁
主
催
)
の
分
科
会
の

一
つ
で
あ
る
「
人
類
の
生
存
と
科
学
技
術
」

で
の
討
論
を
も
と
に
新
た
に
書
き
下
ろ
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
環

境
問
題
の
解
決
に
む
け
て
科
学
の
新
し
い

方
向
性
を
探
っ
た
も
の
で
、
出
席
者
(
一

五
名
)
の
専
門
分
野
は
、
社
会
学
、
国
際

経
済
論
、
水
理
学
、
大
脳
生
理
学
、
放
射

線
生
物
化
学
|
|
と
多
彩
だ
。

第

一
部
「
地
球
環
境
問
題
を
ど
う
理
解

す
る
か
」
、
第
二
部
「
生
命
か
ら
地
球
環
境

を
考
え
る
」
、
第
三
部
「
中
国
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
L

、
第
四
部
「
持
続
可
能
な
未
来
へ

の
社
会
シ
ス
テ
ム
」
の
四
部
構
成
で
、
第

二
部
が
ユ
ニ
ー
ク
。
例
え
ば
吉
川
研

一

一
加
藤
陽
両
氏
(
物
質
生
命
情
報
学
)
は
、

1996. 1 

1995. 12. 20発行

自
然
や
生
物
の
行
っ
て
い
る
現
象
と

「非

線
形
関
数
」
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
、
従

来
の
科
学
技
術
文
明
は
理
路
整
然
と
し
た

線
形
の
数
学
を
前
提
に
し
て
き
た
が
、

「持

続
的
発
展
」
と
は
、
混
沌
に
み
え
る
「
非

線
形
」
の
発
想
を
と
り
い
れ
た
科
学
技
術

文
明
の
構
築
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と

指
指
し
て
い
る
。

一
方
、
第
四
部
の
西
山
賢
一
氏
(
文
化

生
態
学
)
は
、
持
続
可
能
な
社
会
を
考
え

る
新
し
い
経
済
学
の
可
能
性
と
し
て
、
エ

ン
ト
ロ
ピ
ー
経
済
学
、
生
態
学
的
経
済
学
、

制
度
主
義
を
紹
介
。
制
度
主
義
は
慣
習

・

習
俗
・
ル
ー
ル
・
文
化
と
い
っ
た
理
路
整

然
と
し
た
法
則
で
は
割
り
切
れ
な
い
要
素

が
経
済
活
動
に
果
た
し
て
い
る
役
割
を
解

明
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
お
り
、
先
の

吉
川
・
加
藤
両
氏
の
論
文
と
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
興
味
深
い
。

こ
の
例
の
よ
う
に
一
見
関
係
な
さ
そ
う

な
学
問
分
野
が
環
境
問
題
と
い
う
接
点
で

通
い
あ
う
点
が
出
て
く
る
様
子
が
読
ん
で

い
て
面
白
い
。
環
境
研
究
の
今
後
の
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

戸込環境~ 1月号第25巻 l号

産業と環境
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橋
爪

大
三
郎

阪
神
大
震
災
、
オ
ウ
ム
・
サ
リ
ン
事
件
、
・
円

高
と
長
引
く
不
況
:
。
続
発
す
る
大
事
件
に

翻
弄
さ
れ
、
一
言
論
界
は
現
実
の
あ
と
追
い
が
精

一杯
の
一
年
だ
っ
た
。
本
来
な
ら
ば
メ
イ
ン
と

な
る
べ
き
戦
後
五
十
周
年
の
特
集
や
催
し
は
、

す
っ
か
り
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ル
ト
教
団
に
ひ
き
込
ま
れ
て
行
っ
た
。
彼
ら
の

予
備
軍
と
し
て
、
オ
カ
ル
ト
や
超
能
力
圭
憧
じ

が
ち
な
沢
山
の
若
い
人
び
と
が
控
え
て
い
る
。

戦
後
教
育
が
、
ど
こ
か
根
本
の
と
こ
ろ
で
誤
っ

て
い
た
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

不
況
も
相
変
わ
ら
ず
先
が
見
え
な
い
。
パ
ブ

メ
デ
ィ
ア
状
況
し
の
ぐ
知
的
言
論
は
可
能
か

多
難
な
こ
の

一
年
を
、
日
本
の

「九
五
年
危
ル
景
気
の
反
動
に
加
え
て
、
園
内
の
コ
ス
ト
高
が
、

「
九
五
年
危
機
」
で
あ
る
。

機
一
と
よ
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。

一
九
四
五
隼
か
ら
を
敬
遠
し
て
海
外
に
生
産
拠
点
を
移
す
空
凋
化

こ
う
し
た
方
向
感
覚
の
喪
失
は
、
実
は
八
O
一

半
世
紀
が
経
ち
、
構
造
疲
労
が
積
も
り
に
積
も
や
、
金
融
不
安
を
抱
え
た
日
本
経
済
の
信
用
力
一
年
代
か
ら
巴
立
っ
て
い
た
。
「
ロ
ス
・
疑
惑
の

一

っ
た
日
本
社
会
を
、
ポ
ス
ト
冷
戦
の
大
波
が
直
低
下
も
重
な
っ
て
い
る
。
戦
後
の
経
済
成
長
を
銃
弾
」
報
道
を
境
に
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
・
ジ
ャ

撃
し
て
、
こ
の
危
機
は
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
。
以
支
え
て
き
た
冷
戦
の
世
界
秩
序
は
、
も
は
や
過
!
ナ
リ
ズ
ム
が
日
本
を
支
配
し
た
。
そ
れ
は
、

下

そ

れ

を

検

証

し

よ

う

。

去

の

も

の

と

な

っ

た

。

松

本

サ

リ

ン

事

件

で

は

第

一

通

報

者

を

犯

人

に

一

地
震
が
い
つ
ど
こ
で
起
こ
る
か
は
、
自
然
現
村
山
政
権
の
迷
走
も
、
国
民
を
や
り
切
れ
な

一
仕
立
て
あ
げ
た
。
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
報
道
で

象
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
ど
れ
程
の
災
害
を
い
気
持
ち
に
さ
せ
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が

一
は
、
視
聴
率
の
と
れ
る
教
団
幹
部
が
テ
レ
ビ
局
一

も
た
ら
す
か
は
、
そ
こ
に
ど
ん
な
都
市
が
あ
る
崩
れ
、
ソ
連
・
社
会
主
義
国
が
解
体
し
て
、
社
一
で
引
っ
張
り
だ
こ
に
な
っ
た
。

か
、
つ
ま
り
、
人
聞
社
会
の
問
題
だ
。
今
回
、

会
主
義
を
理
想
と
し
た
社
会
党
も
、
政
権
を
渡

i

大
衆
に
見
た
い
も
の
を
見
せ
、
知
り
た
い
こ

政
府
も
自
治
体
も
マ
ス
コ
ミ
も
地
震
に
な
す
す
さ
な
い
ぞ
と
頑
張
っ
た
自
民
党
も
、
歴
史
的
使
と
を
知
ら
せ
る
の
が
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
・
ジ
ャ

べ
が
な
く
、
危
機
管
理
の
甘
さ
を
露
呈
し
た
。
命
を
終
え
て
し
ま
っ
た
。
羽
田
、
小
沢
と
い
っ

l
ナ
リ
ズ
ム
の
本
性
だ
。
視
聴
率
、
売
り
上
げ

こ
ん
な
こ
と
で
日
本
は
大
丈
夫
か
と
い
う
不
信
た
改
革
志
向
グ
ル
ー
プ
が
自
民
党
を
飛
び
出
し
の
た
め
な
ら
伺
で
も
す
る
。
メ
デ
ィ
ア
は
ま
す

が
、
世
界
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
。
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
ス
ト
ッ
プ
ま
す
、
「
い
ま
人
び
と
が
伺
に
興
味
を
も
っ
て

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
が
オ
ウ
ム
教
団
組
織
ぐ
を
か
け
よ
う
と
、
予
想
外
の
自
社
連
立
政
権
も
い
る
か
」
を
増
幅
し
て
伝
え
る
だ
け
に
な
る
。

る
み
の
犯
行
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

生

ま
れ
た
。
ま
さ
に
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
を
象
徴
そ
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
閉
じ
て
い
く
。
そ
の
場

国
民
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
教
団
幹
部
に
す
る
、
新
た
な
構
図
だ
と
言
え
よ
う
。
限
り
の
笑
い
や
目
ま
ぐ
る
し
い
流
行
が
テ
レ
ビ

は
、
ま
と
も
な
高
学
歴
の
人
び
と
も
多
い
。
そ
こ
う
し
た
混
乱
の
な
か
、
日
本
人
の
誰
も
が

一

・
雑
誌
を
占
領
し
、
真
面
目
で
ま
と
も
な
言
論

う
い
う
後
ら
が
企
業
や
学
校
か
ら
、
奇
怪
な
カ
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き
方
向
を
見
失
っ
て
い
る
の

・
ほ
ど
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る

J

一
も
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
商
品
と
し
て
流
通
す
る

こ
と
を
宿
命
と
す
る
。
つ
ま
り
、
不
断
に
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
の
価
値
観
に
足
元
を
脅
か
さ
れ
る
場

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
現
在
を
噌
幅
し
、
過
去
に
所
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
。

萎
を
す
る
。
人
び
と
は
歴
史
を
見
失
い
、
時
間
こ
う
し
た
知
的
言
論
の
使
命
は
、
メ
デ
ィ
ア

湘
壬
喪
失
す
る
。

ま
た
、
め
い
め
い
の
欲
望
を
に
依
存
し
な
い
明
確
な
「
外
」
(
時
間
軸
と
空

培
幅
し
、
他
者
を
見
え
な
く
す
る
。

そ
こ
で
人
間
軸
)
の
所
在
を
、
人
び
と
に
提
示
す
る
こ
と

び
と
は
国
際
性
を
見
失
い
、
空
間
軸
を
喪
失
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
歴
史
と
文
明
の
世
界
標
準

る
。

今
年
も
失
一
吉
田
で
大
臣
が
辞
職
し
た
。
だ
を
踏
ま
え
た
、
強
烈
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
日
本
の

が
、
歴
史
性
、
国
際
性
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
状
況
に
つ
き
つ
け
る
こ
と
を
意

大
臣
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

味
す
る
。
知
的
言
論
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
ど
ち

時
間
軸
・
空
間
軸
の
あ
い
ま
い
な
マ
ス
メ
デ
ら
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
勝
る
か

l
l
そ
う
し
た
血

ア
は
、
い
わ
ば
ヴ
ァ
l
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
み
ど
ろ
の
格
闘
を
見
せ
て
く
れ
る
本
格
的
言
論

イ
(
仮
想
現
実
)
を
ふ
り
ま
く
こ
と
に
な
る
。

の
登
場
を
こ
そ
、
来
年
は
期
待
し
た
い
。

メ
デ
ィ
ア
に
支
配
さ
れ
た
日
本
社
会
の
希
薄
な
〈
〉

現
日
感
覚
が
、
オ
ウ
ム
真
理
教
を
生
み
出
し
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
東
京
工
業
大

た
l

わ
れ
わ
れ
に
オ
ウ
ム
を
笑
う
資
格
は
な
い
学
教
授
。
社
会
学
専
攻
。
一
九
四
八
歪
エ
ま

の
で
あ
る
。

れ
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
出
身
。
東
大
文
学
部
社

本
格
的
な
マ
ル
チ
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
を
迎
会
学
科
卒
。
同
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
著
書

ぇ
、
情
報
は
ま
ず
ま
ず
速
く
、
大
量
に
移
動
し
に

「言
語
ゲ
|
ム
と
社
会
理
論
」
「
冒
険
と
し

始
め
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
ず
に
、
知
的
言
論
は
て
の
社
会
科
学
』
「
現
代
思
想
は
い
ま
何
を
考

展
開
で
き
な
い
。
さ
ら
に
知
的
言
論
そ
の
も
の
え
れ
ば
よ
い
の
か
』
な
ど
。

9月号通巻 17巻

おまけ

-一一-一一

オ
ウ
ム
・
サ
リ
ン
事
件
が
こ
こ
ま
で
国
民
の

注
目
を
集
め
た
の
も
、
こ
う
し
た
現
状
と
無
関

係
で
は
な
か
ろ
う
。
オ
ウ
ム
真
理
教
は
、
ま
と

も
な
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
似
て
非
な
る
も

の
、
過
去
の
正
統
な
思
想
と
つ
な
が
り
の
な
い

教
義
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
J

「米
軍
の
毒
ガ
ス

攻
撃
」
な
ど
、
奇
妙
な
反
米
感
情
も
混
じ
っ
て

い
る
。
日
本
人
の
多
く
が
ブ
ラ
ウ
ン
管
に
釘
づ

け
と
な
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
オ
ウ
ム
に
自
分
の

似
姿
を
見
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

決
湖
沼
‘
.
，
@

::::.¥ .'円 、、
" 

-m-A三
郎
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所得が増えれば、消費構造も変化する。寿命はのび、エンゲル係数は急降下した。代わ

って増えた支出は、教育費と医療費だ。ダイエットも花ざかり。食べれば太る、食べない

ことが健康だ。コンビニのお弁当かレトルト食品、さもなければレストランで食事。ダイ

1995.5 『天津日報』向け・栄養食品の原稿(日本語)

橋爪大三郎商業主義に輔され、鍛えられ、消費者は賢くなった

エッ卜のやりすぎで身体の調子が悪ければ、機能性食品(ミネラルやビタミンを専門に補

給する食品)を食べればよい。やせるかもしれないというので、缶入り中国茶の売上げも

驚異的に伸びている。

栄養ドリンク・健康食品・ビタミン剤のたぐいが市場にあふれ、広告戦争を繰り広げて

いるという。中国がますます成熟した消費社会に向かって歩みつつある証拠だ。

閉じような状況は日本でもあった。中華人民共和国建国の一年前に生まれた私は、戦後 怪しげな健康法も流行する。ロシアから伝わった紅茶キノコ(紅茶を好む菌類の一種)

は日本中の台所で栽培され、捨てられた。ジョギングもエアロビも、大極拳や気功もブーの日本資本主義の復興・発展とともに大きくなってきたようなもの。その私から見た、健

ム。有名な歌手・美空ひばりは、中国茶を飲めば長生きできると言われて真に受け、早死康食品事情のあれこれについてお話ししよう。

にしてしまった。外国の健康法がよく見えるのは、どの国も同じらしい。敗戦前後の日本の食糧事情はひと、いものだった。餓死者が数百万人出ると言われたが、

日本人の平均寿命が世界ーなのは、こうした健康法のせいではあるまい。保険制度を整それほどひどいことにならずに済んだのは、アメリカ占領軍の食糧援助のおかげである。

備して誰でも医者にかかれるのと、食事に油を使わず量も少ないためだ。この点、アメリ私は幸い、飢えに苦しんだ記憶はないが、小学校の給食室の裏手に回ると、援助物資の粉

カは困ったものだが、中国の食事の仕方も、われわれにはぜいたくすぎると映る。ミルクの箱が転がっており、お湯に溶かしたまずくて白い液体を飲まないと、先生にひど

健康はすべての人びとの願い。しかし、経済が豊かになると、その願いを喰い物にするく怒られた。栄養はあったろうが、アメリカではブタの餌なのだという。

商業主義が現れてくる。健康の基本は、規則的な食生活と科学的な知識、その原点、に立ち小学生のあいだに、テレビが見る聞に普及した。子供はアニメに、そして広告に夢中に

戻ることが、自分の幸せを自分で守る道なのだ。なった。気がつけば街角から子供たちの歓声は消え、時間に追われて塾に通う「小皇帝J

ばかりになっていた。

(日本・東京工業大学教授・社会学)

【与pe.c~al

日 プ星期三.

豆刊、?副刊会4 マえ

カレーライス、スパゲッティ、焼きそば、ハンパーグ、インスタント・ラーメン。テレ

ビで広告され、工場で大量生産される食品が、子供の好物になった。ガム・キャンデーや

CplUI1Jl! ・ Supple~eIlt】

健
康
事
+
i

附

和

科

学

知
m
m

-咽

最
近
中
図
的
市
坊
止
涌
現
出
各
科
決
量
的
保
健
普
界
回
国
ロ
服
液
、
い
怒
生
来
制
ロ
岡
崎
一

等
等
，
迄
証
明
中
旬
的
消
由
貿
社
会
越
来
越
走
向
成
熟
。
日
本
也
宥
辻
岡
祥
的
情
甲
山
。
在
一
一

四
十
年
代
末
五
-e7
年
代
初
1

買
方
的
合
目
帆
送
、
町
日
本
，
e知
吻
哩
仮
、
意
犬
訓
菌
、
双
隻
一
一

肉
M
官
、
方
便
面
バ
:
・
・
・
在
屯
祝
宝
酒
作

f
告
，
在
エ

f
中
被
大
量
生
t
J
1
成
下
核
子
仰
最
一
-

専
攻
的
食
ロ
V
J・
nト香
糠
い
仕
仲
辻
亙
等
日ゆ
合
同
冶
好
対
穴
且
直
也
況
福
蛋
ム
白
し
しま
れ
量
，
可
.

#
崎
菜
太
少
。
忽
当
吋
却
弘
品
刈
1

糖
的
消
費
萱
是
先
進
国
的
証
明

1
λ
仰
相
信
多
吃
肉

版

一
!
美
会
像
美
園
町八
訓
祥
体
格
健
壮
。
え
祥
的
結
泉
，
・
造
成
肥
排
ん
和
該
子
中
的
成
人
病

判

一
-一的
増
か
一
七
ボ
年
六
，
石
油
危
机
和
・
各
秒
公
害
何
軒
蝿
，
造
成
了
対
寸
前
皮
皮
及
的
影
山
件。

第

二

一水
銀
、
占
本
務
等
造
山
明
了
各
紳
汚
染
。
那
吋
，
自
然
食
品
、
健
康
食
品

-
下
子
公
到
Z
高

j
一
~↑
潮
1

人
抑
的

H

収
入
品
伊
加
了
，
t
f
命
的
延
長
岡
吋
減

'児
・
私
自
滅
マ
。
大
家
都
安
，
吃
了

噌

E
A

，
?
d
 

同
月

一

f

5
一
白
会
帥
肘
，
少
吃
是
健
配
的
。
減
肥
辻
度
引
起
了
各
科
1
1
1
i，
子
是
又
出
現
了
}
功
能

年

一=
性
A
R
u
m
」
，
即
ず
物
居
刷
和
綾
生
来
得
守
口
朴
比
躍
的
食
ロ
問
。
都
折
弘
中
国
茶
可
能
減
肥
，

・
-

5
一一一
L
i町
問
中
国
茶
的
伏
料
又
実
得
傑
人
J

，各
科
奇
怪
的
健
康
被
也
曽
流
行
，
L

ぷ
#
得
税
品
同
一
一

ω
一一
一
来
的
紅
茶
虜
悲
，
在
全
日
本
厨
身
笠
栽
培
，
最
后
也
被
挟
奔
。
長
路
、
挑
見
代
舞
、
打
大
一

1
-一-
-
絞
拳
、

綜
ベ
功
也
閣
内
板
ポ
吋
。
日
本
合
対
名
的
歌
手
美
空
云
雀
明
弘
喝
中
国
茶
会
長
寿
t
一

一
完
全
接
受
一
玄
喝
，
却
早
死
ゴ
。
久
S
案
外
国
的
健
康
法
都
品
会
対
的
叶
郷
小
国
家
都
容
一

一
色
祥
》
。
日
本
人
的
平
均
点
主
主
主
-
的
，
井
不
自
責
上
的
健
康
法
的
原
一

一因
c

ま
主
主
的
保
健
制
度
目
養
所
有
的
人
能
及

Z
E寝
食

中

長

少

用

」

一

一
泊
，
以
減
ナ
脂
肪
的
援
入
。
迭
一
冶
美
国
是
根
本
放
不
到
的
J

包
中
国
的
伏
A
R
方
債
伐
ヘ
↑

一
伯
主
義
太
箸
修
了
。
健
康
是
美
人
的

g，

E語
字

富

了

来

塁

統

一
一

一
議
品
了
。
託
先
姫
君
基
本
原
型
読
ま
伏
食
生
活
和
科
学
長
，
以
来
一二

原
則
出
品
A
，
就
是
自
己
的
ー
を
福
、
自
己
的
保
管
事
崎
。

!

d
'H
H
HH

，~
¥
一

「

-
J

‘

3

1

e日
本
会
エ
並
大
学
教
免

税
d
A
大
三
九

一-

一

スナックの類いも売れ始めた。高蛋白、高カロリーだが野菜は少ない。しかし当時は、砂

糖の消費量が先進国の証とされ、肉食を増やせばアメリカ人のように体格がよくなると言

われた。その結果が、肥満児や子供の成人病の激増である。

子供が変われば、大人も変わった。会社が働き疲れ、帰宅してテレビの野球中継を見れ

ば、中年男性向けの健康ドリンクの広告。ホームラン王の王選手(華人)が、ブラウン管

からにっこり笑いかける。接待で料亭・パーを梯子しなければならないから、食べ過ぎ、

飲み過ぎの胃腸薬も必需品だ。働け、働け、高度成長まっしぐらの六0年代だ。

七0年代、石油ショックと公害問題で、高度成長に影がさす。水俣の水銀が、魚を汚染

した。農薬も危ない。自然食品、健康食品がブームになった。山岸会(自然食を生産する

宗教団体〉の有精卵もとぶように売れる。無精卵とどう違うのかわからないが、値段だけ

はしっかり高い。健康ビジネスの誕生だ。



もl識者のみなさんに
聞きました

Q囚あ'I;J.たfet過去の自分に戻れるとしたs、何
音量ごろに戻りたいですか。

Q回人生の節目で、あ'I;J.たはどのように考え、行
劃するでしょうか。現在のあなたの考えに
置も近いものを選んで下さい。すでに経験
されてしまった方は、もう一度その時がき
た§どうするか、を考えてください。
(1)社会人としてスタートする時が来まし

た。どんな進路を希望しますか。
@機種は問わないが、有名企業で働きたい
@忙しくても、やりがいのもてる職業を選
びたい@高収入が得られれば、仕事の内容
は問わない@自分の才能を生かせる職業に
つきたい@将来、独立できるような職業を
選びたい@自分の時間を大切にしたいの
で、時間的余裕のある仕事がいい@家業を
継ぐ@とりあえず定職はもたずに、自由に
生きたい@その他

(2)あ忽たは結婚することに忽りました。ど
んな家庭(夫婦関係)を築きたいですか。
@お互いが仕事を持ち、家事もそれぞれ分
担し、お互いを尊重し合う@妻は家庭を守
り、夫は仕事に専念できるようにしたい@
萎は家事、夫は仕事か‘基本だが、夫が家事
を手伝ったり、妻が仕事を持つのもいい@
できるだけ一緒にいたいので同じ仕事を
し、家事も一緒にしたい@その他

(3)結鱈後しI;fSくして、子供が誕生しまし
た。あなたは子どもをどのように育てて
いくつもりですか。
@幼し、うちから塾に通わせ、一流の学校に進
ませる@周りの親たちを見て、人並みの教育
をさせる@勉強に限らず、得意分野を見いだ
し、それを伸ばすようにする@学歴や才能よ
りも、性格のよい子に育てたい@いつまで
も親に甘えない、独立心の強い子供に育て
たい@勉強よりも、しつけをきっちりと身に
付けさせたい@放任主義で、子供に自由な
人生を歩ませたい@その他

(4)子供も独立し、そろそろ老後のととも考
えなければな5ない年齢に怠ってきまし
た。あなたは老後をどのように生活した
いですか(収入が芯くても生活はできる
とお考え下さい)。
。子供や孫と一緒にのんびりと過ごしたい
@子供の世話にならず、体が続くまで働き
たい@高齢者用施設などで、同世代の人た
ちと暮らしたい@環境のいい郊外などで、
夫婦だけで過ごしたい@第2の人生として、
何かに打ち込みたい@その他

Q団最近、身の回Dのととでおなたが最も関心を
得っτいる問題fet何ですか。

---。

・
私
た
ち
は
唱
』
う
考
え
る

-
橋

m大
三
郎
さ
ん
(
東
京
工
業
大
学
助
教
授
)

回
一
戻
り
た
く
な
い
。

国
川
@
(自
分
の
才
能
・
:
・
)

同

@

同

@

例

@

国
大
学
を
も
う
少
し
ま
と
も
な
組
織
に
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
私

の
講
義
を
C
D
l
R
O
M
に
し
て
い
つ
で
も
だ
れ
で
も
受
講
で
き
る

よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
。

グ
ル
ー
プ
合
宿
や
研
修
旅
行
な

ど
新
し
い
綬
業
形
態
を
成
功
さ

せ
た
い
と
い
う
こ
と
。

回
地
球
環
境
問
題
が
、
の
つ
ぴ
き

な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い

る
。
炭
酸
ガ
ス
の
排
出
を
抑
え

る
た
め
に
、
わ
が
国
も
「
炭
素
税
」

を
導
入
す
べ
き
だ
。
そ
れ
を
基

金
に
、
国
際
環
境
援
助
に
取
り

組
も
う
。
従
来
型
O
D
Aは
も
は

，

や
時
代
遅
れ
で
あ
る
。

国

護
N 

(
町
小
、
J

)

三言只L

|
|
オ
ウ
ム
真
理
教
の
事
件
で

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
が
宗

教
団
体
の
暴
力
性
だ
。
全
容
の
解
一

明
に
は
な
お
時
聞
が
か
か
る
に
し
一

て
も
、
宗
教
と
暴
力
の
結
び
つ
き
一

に
人
々
は
驚
い
て
い
る
。
西
洋
で
一

は
宗
教
戦
争
の
歴
史
が
示
す
よ
う
一

に
、
宗
教
は
と
き
に
戦
闘
の
メ
タ
一

い
ん
ゆ

一

フ
ァ

l
(陪
晴
)
で
あ
っ
た
が
、
一

日
本
で
は
一
般
に
そ
れ
は
人
々
の
一

幸
せ
と
平
和
を
願
う
も
の
と
の
イ
一

メ
l
ジ
が
強
い
。
そ
れ
が
裏
切
ら

一

れ
だ
か
ら
こ
そ
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
一

た
の
だ
ろ
う
。

「
世
界
各
地
に
都
市
国
家
が
出

現
し
た
古
代
に
、
人
々
を
結
束
さ

せ
た
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
だ
っ

V

た
。
都
市
国
家
は
常
時
戦
闘
状
態

、め

に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
宗
教
共
同
祭
出

体
同
士
の
戦
闘
で
も
あ
っ
た
。
ま

r

た
西
洋
に
限
っ
て
も
十
字
軍
な
ど

宗
教
の
軍
事
活
動
を
肯
定
す
る
考

え
が
あ
っ
た
」

「
し
か
し
日
本
の
場
合
、
神
道

が
も
と
も
と
戦
闘
を
好
ま
な
い
と

田
盟
v
T

回。N
Rの
(
川
町
ト
世
川
町
)
社

ω⑦
⑦
戸

Ilfm 
胆

仏
比
{
川
出
削

/9fS--'f.r-ベ3うら
長当守 1995年(平成ワ年)6月 l目(木曜日)'

大三郎氏に聞く

こ
ろ
に
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
も

暴
力
や
戦
争
を
肯
定
し
な
い
も
の

と
し
て
伝
わ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
日

本
に
も
戦
闘
集
団
と
し
て
の
僧
兵

が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
必
要
に
か

閉
山

回

受
け
止
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
」

ー
ー
一
宗
教
団
体
が
、
国
に
暴

力
で
立
ち
向
か
う
の
は
、
ち
ょ
っ

と
無
謀
と
い
う
気
が
す
る
が
。

「
弱
者
が
暴
力
に
訴
え
る
の
は

無
謀
そ
の
も
の
。
そ
こ
に
は
計
算

が
必
要
だ
。
軍
事
的
に
は
失
敗
し

て
も
人
々
に
衝
撃
を
与
え
て
、
思

考
と
行
動
を
変
化
さ
せ
、
将
来
そ

れ
が
大
き
な
勢
力
に
な
っ
て
い
く

こ
と
を
期
待
す
る
。
ツ
ア

l
リ
ズ

ほ
う

e

さ
え
あ
れ
ば
群
衆
の
武
装
蜂
起
が

起
き
る
と
判
断
し
た
か
ら
、
暴
力

に
訴
え
た
」

「
他
方
、
す
べ
て
は
ま
だ
疑
惑

の
段
階
だ
が
、
オ
ウ
ム
の
暴
力
は

テ
ロ
リ
ズ
ム
と
言
っ
て
い
い
。
テ

ロ
は
大
衆
に
共
感
で
は
な
く
恐
怖

を
与
え
て
、
彼
ら
を
操
作
し
よ
う

と
す
る
。
そ
れ
に
は
無
差
別
殺
人

が
有
効
。
人
々
は
、
次
の
犠
牲
者

は
自
分
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、

自
ら
の
「
救
済
計
画
」
押
し
通
す
た
め
に

テ
ロ
に
よ
る
支
配
必
要
に

ム
に
反
対
す
る
爆
弾
闘
争
が
そ
う

だ
つ
た
し
、
ト
ロ
ツ
キ
ズ
ム
も
、

階
級
対
立
が
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い

と
こ
ろ
に
き
て
い
て
、
き
っ
か
け

社
会
が
混
乱
し
て
い
く
。
こ
こ
で

は
暴
力
が
発
す
る
情
報
に
意
味
が

あ
る
わ
け
だ
」

l
l
無
差
別
殺
人
の
一
方
、
位

致
事
件
な
ど
標
的
を

し
ぼ
っ
た
暴
力
が
あ

る
。
こ
れ
は
組
織
維

持
の
た
め
と
考
え
ら

れ
、
テ
ロ
と
は
ま
た

別
の
暴
力
の
は
ず
だ

が。
「
そ
の
栂
底
に
は

修
行
を
つ
み
、
一
刻

も
早
く
解
脱
を
と
願

橋爪

ら
れ
て
武
装
し
た
も
の
。
ま
た
内

輪
も
め
を
越
え
た
宗
教
大
戦
争
を

日
本
人
は
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
宗

教
的
な
暴
力
の
可
能
性
が
真
剣
に

たヨ主主"
_Eヨー百j霊ーチリぷ'7

: ... :-ー血、一町長IW令"

はしづめ・だいさぶろう

東京工業大学助教授(社

会学) 0 1948年神奈川県生

まれ。構造主義を踏まえて、

新しい社会理論を構築する

仕事を精力的に続けてい

る。著書に「仏教の言説戦

略 j r言語ゲームと社会理

論J i性愛論」など。

量お空三長考2 切迫感が在家老との聞に壁佐る き点喜毒
事室警京学お与 三一一一 一一一一 手記草お反をがっるで、 あた穏切
映否とたまはともるとるそ演さいがん た壁しもとをの温出るちに迫
と定つので、。反対。っこの計せて正 自 - - - ， L - を 、 つ 抗 た に か 家 。 の 暮 し
見すたにのだ社抗だてと計画る、 し分 彼 つ在と議ち、い者し現らた

設何軒管当255i言語5322賢話器持35
だの私を持ウ為とち L ら害《『認え現ち い間高と去そあ者つのろと
」 強 た 陰つムにららなにす O救 め て 実 ろ つにく、的れるとう対つ

最近、社会問題や=ユースなどで置も関心
を持っている問国lま何ですか。

Q囚

|
|
オ
ウ
ム
の
暴
力
性
は
、
革

命
左
翼
の
非
合
法
活
動
に
類
似
す

る
反
面
、
二
つ
に
は
と
う
ぜ
ん
違

い
も
あ
る
は
ず
だ
。

「
世
俗
の
法
律
に
反
す
る
行
為

が
当
人
な
り
の
モ
ラ
ル
に
か
な
う

と
い
う
点
で
、
確
か
に
二
つ
は
似

て
い
る
。
だ
が
、
決
定
的
な
違
い

は
、
極
左
集
団
は
暴
力
革
命
が
目

的
だ
か
-hJ
必
ず
武
装
し
、
反
社
会

的
活
動
を
す
る
の
に
対
し
、
オ
ウ

ム
は
出
家
す
る
段
階
で
非
合
法
活

動
を
す
る
と
い
う
合
意
な
ど
で
き

て
い
な
い
こ
と
だ
。
出
家
者
は
最

初
か
ら
軍
隊
な
の
で
は
な
い
の

だ」

そ
れ
が
武
装
し
だ
す
の
は

ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
(
最
終
戦
争
)
と

関
係
が
あ
る
わ
け
だ
が
。

「
オ
ウ
ム
は
速
さ
を

一
つ
の
テ

ー
マ
と
し
て
い
る
。
ス
ピ
ー
デ
ィ

ー
に
解
脱
で
き
る
科
学
的
修
行
法

が
売
り
物
だ
っ
た
。
そ
し
て
通
常

の
説
法
で
は
時
聞
が
か
か
る
の

で
、
無
差
別
殺
人
で
社
会
を
混
乱

さ
せ
、
『
救
済
計
画
』
の
す
み
や

か
な
実
現
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。

そ
れ
が
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
の
予
告
編

と
し
て
の
サ
リ
ン
事
件
だ
っ
た
の

で
は
」

(
聞
き
手
・
菅
原

教
夫
記
者
)
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The world according to Sophie 
Gentle introduction to philosophy attracts large readership 

Poet 
frorr 

svKYOKOSATO 
Slalfwriler 

Elementary school kids 
have said they enjoyed the 
book， as have people in their・

80s and 90s. And bclieve it or 
nol， the book is over 600 pages 
long， and ils subject is philos-
ophy. 
Read by people (rom all 

walks of li(e， the Japanese 
translalion o( "Sophie's 
World，" a Norwegian novel 
abollt a 14-year-01d girl's jOllr司

ncy inlo lhe history o( philoso-
phy， has sold more than 1 mil-
lion copies since it came out 
in June 
The sccret of the book's suc-

cess lies in its accessibility. 
Sophie Amllndsen's adven-
lurc begins a(ter she receives 
a leLLer posing two queslions: 
"i>Vho an: you?" and "Where 
does thc world come (rom?" 
Taking lhe form of a fantasy-
mystery story，“Sophie's 
World" is an easy-to-read in-
lroduction to Western philoso-
phy's origins and its evo1u-
lion， from Socrates to Sartre~ 
Dcspite its weighty content， 
lhe genre-crossing book is ex-
pected to be the best-selling 
fiction at many bookslores in 
Japan. 
Author Jostein Gaarder， 

who was recentl.y in Japan to 
promote "Sophie's World，" 
says hc didn 't expect it to sell 
wcll. First published in Nor-
way in 1991， the book has been 
pllblished in 39 countries and 
sold more than 4.7 million 
copics worldwidc， including 
1.5 million in Germany. The 
43-year-old former philosophy 
teacher from Oslo says he 
simply wanted to pn!senta 
hislory of Western philosophy 
that could be enjoyed by the 
whole family. 
In Japan， where a philoso-

phy book that sells 10，000 cop-
ies is usually considered a hit， 
lhc popularity of "Sophie's 
World" is unusual. However， 
il is neilher the first nor the 
only philosophy book' to sell 
w巴11.Over the past few years， 
many introductory philoso-
phy books have come out and 
enjoyed substantial sales. 
Many have topped the 10，000 
mark and a few have sold 
over 100，000 copies. 
Utako Nishida of Kinokuni-

ya Bookstore in Shinjuku， To-
kyo， says she has seen a 
steady increase in the popu-
larity of books on philosophy， 
especialIy introductory books 
on Western and contempo-
rary thought. She' says the 
public interest in new reli-
gions and mysticism in the 
carly '90s has gone into a de-
cline， and that it was acceler-

OlSCOVERY - "Sophle's World，" Jostein Gaarder's novel of 
a young glrl's Journey Into phllosophy， has been published In 
39 countrles. 

aled by lhe incidenls involv-
ing Aum Shinrikyo. 

山 Theinterest in Western 
and contemporary thought 
skyrocketed this year with 
'Sophie's World，''' Nishida 
says. 
The book's publisher， Ja-

pan . Broadcast Publishing 
Co.， has received more than 
2，000 lelters， sent from read-
ers ranging in age from 9 to 
98， from students to business-
people to housewivcs. 

professor at Chuo University 
who superviscd translation of 
the book into Japanese， says 
"Sophie's World" is the per-
fect introduction to Western 
philosophy: It's fun， exciting 
and requires no prior knowl-
edge of philoSophy. It also 
connects questions everyone 
asks in adolescence -“Who 
am I?" or“Whcre d6 people 
go when they die?" - to the 
canon of Western philosophy. 
Suda points out that many 
"philosophy" books tend to be 
either merely about some-
one's personal philosophy on 
li(e or thcy are too stiff and 
difficult for those without a 
certain amount of philosophi-
cal knowledge. 
It is often pointed out that 

the current education sys-
tem's emphasis on rote learn-
ing tends to discourage inde-
pendent thinking. Suda says 
kids today don't have the time 
to think about these questions 
about their life and existence， 
because they are too occupied 
with preparing entrance ex-
ams. "But these questions are 
universal and can't be re-
pressed Corever. They will 
come out later in life. 
"When theydo， people don't 

have access to philosophical 
thought because there are so 
few good introductory books. 
Then some turn to cults and 
mysticism for handy solu-
tions， Iike they did after the 
collapse of the bubble econo-
my." 
Daisaburo Hashizume， soci-

ulogy profcs;，or at Tokyu hト

stitute oC Technology， says 
lhat the current boom oC ac-
cessible philosophy is a natu-
ral reaction against the new 
academic boom in the '80s 
lhat focused on postmodern-
ism and poststructuralism 
and which is now perceived as 
being too esoteric. 
"The current boom is based 

on the public's desire to think 
about human beings' on .a 
more personal level through 
philosophy，" Hashizume 
says.“Such desires are com-
ing Corward now since people 
have become Crustrated with 
and uneasy about the present 
mass-media environment， 
which encourages only tem-
porary gratification." 
Hashizume . says' that be-

cause oC the transitory nature 
of contemporary media， peo-
ple turn to philosophy and re-
ligion in order to feel a corト
nection with people‘of otheI' 
times， to" feel how htimans 
haven't changed， and how 
people are the same in e;lny 
era. 
“It's universal: When you 

understand the legacy of cul-
ture in your own way， and re-
alize that you can bridge this 
past with the present and the 
future， then you can under-
stand the meaning of life，叶

Hashizume says. 
Author Gaarder attributes 

his book's worldwide success 

to the common need for this 
understanding. He says phi-
losophy， once a forgotten 
genre， is now having a renais喝

sance in some countries as 
people have started seeking a 
common ground in postmod-
ern society. 
"AII human beings need 

some sort of holistic perspec-
tive. 1 don 't live only my own 
¥ife - I'm part of and 1 take 
part in something that is larg-
er than myself. Olherwise， 1 
would in truth ¥ive without 
hope，" he' says.“To have a 
good grip on my own life， 1 
need to grasp my roots in his-
tory. 1 think it's important to 
know one's historical premis-
es. " 
Gaarder says that when 

wondering about existence， 
peopie can easiiy ihrow thell1-

selves into something Iike 
New Age mysticism and al-
ternative philosophies instead 
of thinking with their own 
brain. 
“Much of this alternative 

material has just as Iiltle to 
do with real philosophy as 
pornography has to do with 
real love，" Gaarder says. 
“Both philosophy and love re-
quire some time and deepen-
ing - there are no shortcuts 
either to real love or to real 
philosophical insight." 
Gaarder encourages Japa-

nese to learn more about 
Eastern thinking. In fact， in 
their letters to the publisher 
of Gaarder's book， some 
readers said they wishcd 
.there was a similar book in-
troducing the Eastern philo-
sophical tradition. 
“1 feel that in Japan many 

people here have too Iittle 
connection with Eastern ph~~ 
losophy，" Gaarder says. 
“If 1 knew that this book 

would become such a great 
success in Japan， 1 would 
have written a preface say-
ing，‘You're r.eading about 
European philosophy and Eu-
ropean culture， but please 
don't fOl'get your own roots. 
Please dig also inJapanese 
intellectual history， because 
there are so many interesting 
and important things 
there.' " 
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"For many stlldenl read-
ers， the book seems to rcas-
sure them that wondering 
about certain things in their 
everyday Iife is a form of phi-
losophy，" says Nobuko Ikari， 
the book's editor at Japan 
Broadcast . Publishing Co. 
“Young office workers tend to 
express regret that they 
hadn't encountered the book 
earlier， when they were stu-
dents， and that they didn't 
have much interest in pursu-
ing intellectual stimuli then. 
Some say. they would have 
majored in philosophy in col-
lege if they'd known more 
about it." 

Videos help teach manners to kids and paI 

Akira Suda， a philosophy 

Dy N.F. MENDOZA 
Los Angeles Times 

HOLLYWOOD -There arcn't 
many kids today who under-
stand the concept of minding 
their "Ps al1d Qs." For that 

pressly for the younger set: 
the Parents' Choice award-
winning "Amazing Advan-
tage for Kids: What Every 
Kid Should Know About Man-
ners and Etiquetle" and “lt's 
TI1("" r..，." .. ".1 1¥11'勾円"，............" 

Alan Green， daily life with the Joshua Swen ~ 
two eldest of his five children ing a coursc 
(then 6 and 8， now 15 and 17) Your Mannc' 
gave him the idea of making a Seasons HOI 
video about deportment. For I Beach， Calil 
"Good Manners" producer popular five-
r・ ~ .‘内 M.、 Tr~_. _ t' : _ 1_~ .__ ".!.. t_.. n.日 向 - ---目
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戦
後
日
年
に
あ
た
る
節
目
の
年
に
、
戦
後
日
本
の
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
与

え
続
け
て
き
た
丸
山
菖
男
氏
の
著
作
集
が
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
〈
『
丸
山
長

男
集
』
全
日
巻
・
別
巻
1
、
岩
波
書
庖
刊
〉
。
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
ま
た
乗
り

越
え
る
べ
き
対
象
と
し
て
批
判
す
る
に
せ
よ
、
き
わ
め
て
問
題
的
な
存
在
と
し

て
氏
は
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
。
と
り
わ
け
戦
後
思
想
の
変
遷
の
中
で
、
丸
山

真
男
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
抽
出
か
ら
何
を
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
が
で

き
る
の
か
、

日
人
の
執
筆
者
に
そ
しれ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
ア
プ
仕
l
チ
し
て
い
だ

た
く。

・

1
6

門

2
・3
面
M

大
越
愛
子
橋
爪
大
三
郎
長
崎
浩

都
築
勉
高
橋
順
一
福
田
和
也

佐
高
信
佐
伯
啓
思
関
磯
野

@ 

戦
後
知
識
人
た
ち
に
期
待
さ
れ

た
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
戦
争
責
任

問
題
の
解
決
だ
っ
た
。

敗
戦
国
日
本
は
、
自
ら
が
ひ
き

起
こ
し
た
戦
各
参
」
侵
略
・
犯
罪
と

断
罪
し
、
そ
の
責
任
を
自
分
の
手

で
追
及
し
お
え
て
、
は
じ
め
て
国

際
社
会
に
復
帰
で
き
る
。
近
代
の

原
則
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
は
人

間
の
意
志
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ

れ
る
。
誰
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
戦

争
を
「
意
志
」
し
た
の
か
、
そ
の

事
実
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
が、

戦
争
責
任
論
の
出
発
点
と
な
る
。

『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
で

「
作
為
の
契
機
」
を
強
調
し
た
丸

図書薪扇ー1995iF-11月 4日¥3-.1111¥日 )(昭和51年4月21日第三極鄭fi!!物認可

裁
判
で
の
託
言
を
つ
な
げ
て
い
く

と
、
こ
の
よ
う
に
な
る
。

山
本
七
平
流
に
言
え
ば
、
「
空

気
」
の
支
配
で
あ
る
。
多
く
の
日

本
人
は
、
抑
圧
移
譲
の
仮
説
に
も

と
づ
く
丸
山
の
超
国
家
主
義
の
分

析
(
集
合
的
無
責
任
論
)
に
、
説

得
力
を
感
じ
た
。
だ
が
、

こ
れ
は
、

微
妙
な
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
第

一
に
こ
れ
は
、
連
合
国
が
敗
戦
国

日
本
を
裁
い
た
東
京
裁
判
の
考
え

方
(
日
本
の
指
導
層
は
共
同
謀
議

を
し
て
侵
略
戦
争
を
ひ
き
起
こ

し
、
人
類
に
対
す
る
罪
を
犯
し
た
)

に
、
水
を
指
す
も
の
だ
。
な
に
し

ろ
、
指
導
者
た
ち
は
そ
の
気
も
な

をft誌20151-11

山
真
男
は
、
こ
う
し
た
近
代
の
原

則
に
忠
実
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し

た
よ
う
に
み
え
る
。
作
為
と
は
意

志
の
別
名
で
あ
り
、
近
代
的
な
政

治
意
識
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
丸
山
真
男

が
、
戦
争
を
指
揮
し
た
は
ず
の
日

本
の
指
導
層
に
実
際
に
見
出
し
た

の
は
そ
の
反
対
に
、
意
士
山
決
定
の

一
小
在
だ
っ
た
。
天
皇
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
首
相
も
、
軍
首
脳
も
、

誰
も
が
個
人
的
に
は
戦
争
を
避
け

よ
う
と
し
な
が
ら
ず
る
ず
る
と
、

時
代
の
雰
囲
気
に
呑
ま
れ
て
、
開

戦
へ
の
道
を
歩
ま
さ
れ
て
い
っ

た
。
|
|
指
導
者
の
白
記
や
東
京

い
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
ず
る
ず

る
と
戦
争
に
ひ
き
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
の
だ
か
ら
。
第
二

に
、
国
民
は
お
ろ
か
指
導
層
ま
で

戦
争
を
や
る
つ
も
り
は
な
か
つ
だ

と
す
る
と
、
そ
も
そ
も

「
戦
争
責

任
」
の
成
り
立
ち
ょ
う
が
な
く
な

る
。
戦
争
を
や
る
と
決
断
し
、
命

じ
た
人
聞
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
戦

争
責
任
が
成
立
す
る
。
戦
争
に
巻

き
込
ま
れ
た
だ
け
な
ら
、
被
害
者

で
し
か
な
い
。
そ
し
て
日
本
に
は
、

ど
う
や
ら
被
害
者
し
か
み
つ
か
ら

な
い
の
だ
。

丸
山
の
分
析
は
、
純
然
た
る
近

代
主
義
の
立
場
で
、
日
本
の
政
治

丸山政治学と
「だまされ史観」

戦争責任の
あいまいな決着

シ
ス
テ
ム
の
前
近
代
性
を
暴
き
出

す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
丸
山
政
治
学
は
、

戦
後
の
知
的
言
論
の
も
っ
と
も
正

統
な
学
説
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ

の
結
果
、
戦
後
の
わ
れ
わ
れ
は
、

戦
争
を
ひ
き
起
こ
し
た
指
導
層
の

責
任
を
本
当
の
意
味
で
追
及
す
る

こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
軍
部
の
暴
走
↓
圧
倒
的
大
多

数
の
国
民
は
時
争
の
被
害
者
、
と

い
う
「
だ
ま
さ
れ
史
観
」
が
定
着

す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ま
も
八
月

に
な
る
と
テ
レ
ビ
や
新
聞
が
、
原

爆
の
悲
惨
、
空
襲
の
被
災
、
疎
開

の
苦
労
と
い
つ
で
被
害
謂
ま
か
り

橋爪大三郎

を
流
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
影
響

で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
争
責
任
の

あ
い
ま
い
な
決
着
は
実
は
、
冷
戦

一

を
迎
え
、
日
本
を
自
由
陣
営
の
一
一

角
と
位
置
づ
け
直
し
た
当
時
の
ア

一

メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
に
も
合
致
し
一

て

い

た

。

一

い
ま
日
本
は
、
普
通
の
園
、
い

一

や
正
常
な
国
へ
と
否
応
な
く
歩
み

一

出
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
日

一

本
の
過
去
と
直
面
す
る
こ
と
が
不

一

可
欠
だ
c
丸
山
政
治
学
の
再
検
討
一
E

が
、
必
須
と
な
る
所
以
で
あ
る
。
一
-

(
東
京
工
業
大
学
教
授
・
社
会
学
)
一
-


