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中
西
輝
政
さ
ん

一
九
九
六
年
は
日
本
に

と
っ
て
ど
ん
な
年
か
、
課
題
は
何
か
と
い
う

議
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
と

こ
ろ
に
収
れ
ん
レ
て
い
く
状
況
も
感
じ
ま

す
。
例
え
ば
、
「
ア
ス
テ
イ
オ
ン
」
新
年
(
冬
)

号
の
特
集
「
日
本
の
不
安
」
の
筑
紫
哲
也
さ

ん
の
「
自
己
変
革
で
き
る
か
」
と
「
諸
君
/
」

の
西
部
避
さ
ん
の
「
新
し
い
『
国
体
』
を
求

め
て
」
。
筑
紫
さ
ん
は
戦
後
の
日
本
が
持
っ

て
来
た
経
済
と
い
う
単
一
尺
度
を
乗
り
と
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
、
日
本
に
国

家
的
意
思
が
あ
る
の
か
と
問
い
か
け
て
い
ま

す
。
西
部
さ
ん
は
「
国
体
」
と
い
う
あ
る
意

味
で
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
言
葉
を
使
っ
て
戦
後

日
本
を
覆
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
批

判
し
て
い
ま
す
。
論
壇
的
に
は
か
な
り
隔
た

っ
た
立
場
に
い
る
こ
人
が
日
本
の
状
況
に
対

す
る
い
ら
だ
ち
と
い
う
点
で
は
通
底
す
る
乙

と
を
語
っ
て
い
る
。
西
部
さ
ん
は
日
本
人
に

対
す
る
国
際
社
会
の
批
判
は
「
反
日
」
を
通

り
越
し
た

「
侮
日
」
だ
と
書
い
て
、
そ
の
い

ら
だ
ち
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
林
秀
彦
さ
ん

の
「
ジ
ャ
パ
ン
、
ザ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
第

二
部
」
(
中
央
公
論
)
も
価
値
的
な
も
の
が

欠
落
し
た
日
本
に
対
し
て
海
外
に
住
む
白
本

人
が
感
じ
る
悲
哀
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

橋
爪
大
三
郎
さ
ん
戦
後
、
私
た
ち
は
本

当
の
憲
味
で
自
分
た
ち
の
社
会
を
選
択
し
た

こ
と
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
も
の
や
国
際
情

勢
の
変
化
に
適
応
し
て
き
た
だ
廿
だ
っ
た
。

今
や
適
応
だ
り
で
は
ど
う
し
ょ
っ
も
な
い
段

階
に
な
り
、
選
沢
を
真
剣
に
考
え
な
訪
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
ポ
ス
ト
戦
後
の
時
代

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
感
覚
が
各
誌
の
論
文

に
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
、
日
本
が
停
滞
し
て
い
る
と
い
う

認
識
も
各
論
者
に
共
通
し
て
い
ま
す
。
経
済

大
国
と
し
て
の
位
置
が
危
う
く
な
っ
て
奈
落

に
進
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
一
種
の
崩
壊
感
覚

が
、
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
経
済
に
つ

い
て
も
自
信
を
失
い
、
空
虚
感
が
生
ま
れ
て

き
て
い
る
。
八
0
年
代
に
広
が
っ
た
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
の
風
潮
や
価
値
相
対
主
義
や
欲
望
絶

対
主
義
な
ど
に
対
す
る
苦
々
し
い
反
省
も
さ

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
出
て
い
ま
す
。
表
現
こ

そ
遠
い
ま
す
が
、
自
分
が
誇
る
べ
き
何
か
を

自
分
で
っ
か
み
と
ら
な
い
と
い
り
な
い
と
い

う
共
通
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
ま
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す
。
と
れ
が
九
六
年
と
い
う
時
代
の
山
雲

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

山
下
悦
子
さ
ん
「
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ト
ク
」

(
l
/
口
)
の
「
日
本
人
は
何
を
矢
川
、
何

を
得
た
の
か
」
が
、
阪
神
大
震
災
を
鮮
醸
1
似

た
人
の
「
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
守
ら

r町

れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
」

k
酔
う

話
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
命
、
官
分

の
基
本
的
人
権
は
国
家
に
守
っ
て
布
、
D
え
る

と
思
っ
て
い
た
安
定
感
は
幻
想
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
個
人
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
こ

う
い
う
シ
ス
テ
ム
を
見
て
し
ま
っ
た
人
々
が

感
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
日
本
の
あ
り
方

が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
っ
た
議
論
を
超
え
た

強
烈
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

い
う
一
般
の
人
々
の
患
い
を
反
映
し
て
い
る

論
文
が
少
な
い
。
そ
の
中
で
は
堺
屋
太
一
さ

ん
の
「
戦
後
六
年
目
の
変
革
」

(
V
o
i
c

e)
が
、
阪
神
大
震
災
は
人
災
の
側
面
が
大

き
く
、
復
興
も
三
等
国
的
な
や
り
方
し
か
で

き
な
か
っ
た
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
部
分

で
日
本
の
あ
り
方
を
冷
徹
に
批
判
し
て
い

て
、
そ
れ
な
り
に
共
感
し
ま
し
た
。
「
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
」

(
1
/
印
)
の
山
本
伸
さ
ん
の

「
グ
ゼ
ロ
時
代
H

を
生
き
抜
く
人
生
設
計
と

資
金
計
画
」
は
マ
イ
ホ
ー
ム
神
話
の
崩
壊
と

年
明
け
早
々
、
村
山
首
相
が

退
陣
。
代
わ
っ
て
橋
本
政
権
が

誕
生
し
た
。
か
た
や
新
進
党
党

首
は
小
沢
一
郎
氏
。
村
山
羽
海

部
よ
り
、
ず
っ
と
わ
か
り
や
す

い
対
決
の
図
式
に
な
っ
た
。
こ

の
ま
ま
な
ら
、
つ
ぎ
の
選
挙
は

政
権
を
賭
け
た
激
突
に
な
る
。

思
え
ば
戦
後
民
主
主
義
は
、

半
世
紀
も
の
問
、
選
挙
に
よ
る

政
権
交
替
と
無
縁
だ
っ
た
。
自

民
党
分
裂
以
来
の
連
立
政
権
の

組
み
替
え
劇
も
、
国
民
に
相
談

な
し
だ
っ
た
。
い
ま
の
連
立
与

党
の
代
議
士
は
、
約
半
数
が
次

回
は
落
選
と
の
試
算
も
あ
る
。

そ
の
せ
い
か
、
な
か
な
か
総
選

挙
の
日
程
が
見
え
て
乙
な
い
。

結
果
は
と
も
か
く
な
る
べ
く
早

い
機
会
に
、
主
権
者
で
あ
る
国

民
が
自
分
の
意
思
を
表
明
す
る

べ
き
だ
ろ
っ
。
数
回
の
選
挙
を

経
る
う
ち
、
日
本
の
政
治
シ
ス

テ
ム
も
、
ポ
ス
ト
戦
後
の
新
時

の
前
で
真
剣
に
政
策
を
論
じ
あ
け
で
こ
の
四
月
、
東
京
工
業
大

ぅ
。
そ
の
競
争
こ
そ
、
選
挙
の
学
は
社
会
理
工
学
研
究
科
を
新

原
点
で
は
な
か
っ
た
か
。
有
権
設
す
る
。
私
も
そ
の
価
値
シ
ス

者
の
選
捉
と
信
頼
を
か
ち
え
た
テ
ム
(
略
称
H
V
A
L
D
E
S
)

議
員
は
、
派
閥
や
党
官
僚
の
締
専
攻
に
移
る
予
定
だ
。
哲
学
(
ま

め
つ
け
を
は
ね
退
廿
、
時
に
は
と
も
な
日
本
語
を
操
る
能
力
)

政
党
の
枠
を
も
越
え
て
、
政
策
と
数
学
(
記
号
や
数
式
を
操
る

実
現
の
た
め
に
行
動
で
き
る
は
能
力
)
を
ガ
ン
ガ
ン
鍛
え
る
。

そ
の
う
え
で
、
意
思
決
定
の
実

践
的
訓
練
を
積
む
。
理
系
/
文

系
に
ま
た
が
る
新
専
攻
で
あ

る
。
経
験
を
積
ん
だ
社
会
人
は
、

修
士
号
な
し
で
も
博
士
課
程
に

入
学
可
。
詳
し
い
募
集
案
内
は
、

閃
・

5
7
3
4
・
3
2
5
9山

田
に
お
尋
ね
下
さ
い
。
卒
業
生

か
ら
首
相
が
生
ま
れ
る
の
楽
し

み
に
、
同
僚
た
ち
と
準
備
を
進

め
る
毎
日
で
す
。(

橋
爪
大
三
郎
)

「

V
A
L
D
E
S
」
誕
生

代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
化

し
て
い
く
は
ず
だ
か
ら
。

保
守
/
革
新
。
自
民
/
社
会
。

そ
ん
な
過
去
の
構
図
を
ひ
き
ず

っ
て
、
無
理
に
新
し
い
対
立
軸

を
探
そ
う
と
す
る
か
ら
、
い
ま

の
政
局
が
「
ね
じ
れ
」
て
見
え

る
。
複
数
の
候
補
が
、
有
権
者

ず
だ
。そ

乙
で
問
題
は
政
治
啄
の
質

(
能
力
)
で
あ
る
。
眉
毛
が
立

派
で
人
柄
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、

政
治
手
腕
は
?
そ
ん
な
リ
ー

ダ
ー
が
現
れ
る
の
も
、
人
材
が

足
り
な
い
か
ら
だ
。
足
り
な
り

牝
ば
作
り
出
そ
う
。
と
い
う
わ

と
い
う
安
全
保
障
に
関
す
る
感
覚
が
な
く
な

っ
て
し
ま
い
、
議
論
す
る
能
力
さ
え
消
え
う

せ
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

中

西

九
六
年
の
日
本
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
個
人
の
レ
ベ
ル
で
あ
れ
国
家
の
レ
ベ
ル
で

あ
れ
「
自
分
の
足
で
立
つ
」
と
い
う
こ
と
だ

と
思
う
。
林
秀
彦
さ
ん
が
イ
ン
テ
レ
ク
ト
(
知

性
)
と
い
う
英
語
の
語
源
が
イ
ン
テ
ル
(
伺

か
と
何
か
の
闇
)
と
レ
ク
ト
(
選
ぶ
)
に
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
猪
木
武
徳
さ

ん
の
「
理
性
偏
重
で
枯
れ
る
知
性
」

(
R
o

Mm年
の
日
本
、
国
家
と
個
人

い
っ
た
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
容
を
指
摘
レ
て

い
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
「
文
慈
春
秋
」
の

「
『
消
火
器
殺
人
』
両
親
の
告
発
」
は
、
日

本
で
は
命
を
奪
わ
れ
た
も
の
の
人
権
が
軽
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ち
れ
ま
レ

た
。
九
六
年
は
個
人
が
既
成
の
価
値
観
に
依

存
せ
ず
自
分
の
生
活
の
場
所
か
ら
社
会
の
あ

り
方
を
闘
い
直
す
こ
と
が
テ
1
マ
だ
と
思
い

ま
す
。
住
専
の
問
題
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も

日
本
人
は
も
っ
と
怒
る
べ
き
で
す
。

橋
爪
林
秀
彦
さ
ん
が
、
海
外
に
出
た
若

い
日
本
人
が
日
本
の
国
家
の
あ
り
方
と
似
て

。虚無を見据えて

@一九九七年の衝撃

的

や

だ

角
容
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多
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ム
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ウ
物

も
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値
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子
価
ナ
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の
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か

下
し
材
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書
証
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や

災
検
冷
り

@
に
@
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冬

春

学

慈

も

男

文

ど

二
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不

刊

野

季

中
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険

ち

危

た

の
も
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ど

ゆ

た

子

じ

い

・
興
ん
て

集
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つ

特
災
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判

@
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は
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m
 
山

臣ヨ
e 
修

き
て
い
る
と
繰
り
返
し
雷
い
て
い
ま
す
。
個

々
人
の
あ
り
方
と
国
家
の
あ
り
方
が
相
似
し

て
き
て
い
る
と
い
う
重
要
な
指
摘
で
す
。
個

人
が
自
分
で
自
分
を
守
る
と
い
う
出
発
点
は

大
切
で
す
が
、
そ
れ
を
手
に
で
き
た
と
レ
た

ら
、
そ
こ
か
ら
国
家
を
ど
う
語
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
立
て
て
い
く
べ
き

で
す
。
自
分
の
生
活
を
守
る
た
め
の
怒
り
も

や
は
り
言
論
と
な
っ
て
国
家
や
政
治
を
論
じ

る
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
り
な
い
。

「
V
o
i
c
e
」
の
長
谷
川
慶
太
郎
さ
ん

輝政さん

と
R
・
ク
ー
さ
ん
の
対
談
「
一
九
九
七
年
の

衝
撃
」
は
、
ア
ジ
ア
で
は
冷
戦
は
終
わ
っ
て

い
な
い
、
ア
ジ
ア
で
一
た
ん
事
あ
れ
ば
い
ま

の
ア
ジ
ア
の
繁
栄
は
吹
っ
と
ん
で
し
ま
う
と

い
う
危
機
意
識
を
示
し
て
い
ま
す
。
考
え
て

お
か
な
貯
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
と
い
う
点
で

は
意
味
あ
る
議
論
明
た
と
思
い
ま
す
。
「
ア
ス

テ
イ
オ
ン
」
の
高
坂
正
尭
さ
ん
の
「
安
全
保

障
感
覚
の
欠
如
」
は
、
戦
後
五
十
年
、
無
条

件
に
ア
メ
リ
カ
と
国
家
に
保
護
さ
れ
て
き
た

国
民
の
被
保
護
者
感
覚
に
慣
れ
親
し
ん
で
し

ま
っ
た
た
め
に
、
国
レ
ベ
ル
で
自
分
を
守
る

「隔壁づくり」の心理機制
諸君ノ.でゆがむ日本人の国家意識

高坂正売 ー日本の安全保障政策は現実
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Voice j組みを変えることこそ必要
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n
z
a
)も
同
じ
よ
う
な
解
説
を
レ
て
い
て
、

知
性
と
は
絶
対
的
真
理
が
得
ら
れ
な
い
と
こ

ろ
で
い
く
つ
か
の
も
の
の
な
か
か
ら
比
較
衡

量
し
て
選
ぶ
乙
と
が
知
性
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。
明
治
以
降
の
日
本
の
近
代
化
の
過
程
で

は
こ
う
し
た
知
性
は
男
過
ご
さ
れ
て
き
た
。

国
家
や
個
人
を
論
じ
る
際
に
も
、
与
え
ら
れ

た
知
識
を
消
化
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の

足
で
立
つ

τ選
ぶ
知
性
が
重
要
に
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

山
下
「
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
」

ml

/
一

口
)
に
松
本
サ
リ
ン
事
件
で
犯
人
扱
い
さ
れ
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たのか 1 /17 テムへの信頼は失われたが

:中嶋嶺雄、 G ・ク.就任聞もない2学長が大学
ラーク 諸君ノ改革の方向と可能性を語る

対談・大衆性なき教養は無.梅原猛、筒井清宏、:旧制高校的教養はとっくに
用 Ronza 時代遅れ。新レい教養とは

大学を乙う変えたい

悦子さん

た
河
野
義
行
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
載
っ

て
い
ま
す
が
、
泣
き
寝
入
り
せ
ず
に
個
人
で

戦
っ
て
、
犯
罪
で
命
を
奪
わ
れ
た
り
障
害
を

受
け
た
人
に
つ
い
て
の
法
律
的
救
済
措
置
に

つ
い
て
提
言
も
し
て
い
ま
す
。
こ
の
方
は
大

変
強
い
人
だ
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
の
社
会

に
も
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
土
壌
が
で
き

て
き
た
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。

中
西
知
性
の
関
連
で
い
え
ば
、
大
学
改

革
の
論
議
が
あ
り
ま
す
(
特
集
「
大
学
と
知

性」

R
o
n
z
a、
中
嶋
嶺
雄
、

0
・
ク
ラ

1
ク
「
大
学
を
こ
う
変
え
た
い
」
諸
君
ノ
)

が
、
さ
き
ほ
ど
の
猪
木
さ
ん
の
理
性
偏
重
で

は
な
く
知
性
を
、
と
い
う
指
摘
が
や
は
り
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。

橋
爪
い
ま
日
本
中
の
大
学
で
「
改
革
」

の
会
識
が
開
か
れ
て
い
な
い
白
は
な
い
く
ら

い
で
し
ょ
う
。
「

R
o
n
z
a」
の
特
集
は

興
味
深
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
全
体
と
し

て
改
革
論
議
の
実
情
を
掘
り
下
げ
る
点
で
は

、

食
い
足
り
な
い
印
象
で
す
。
戦
後
の
大
学
は

産
業
社
会
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
わ
廿
で
す

が
、
ポ
ス
ト
戦
後
時
代
の
大
学
は
自
ら
の
研

究
機
能
・
教
育
機
能
に
存
立
の
根
拠
を
賭

廿
、
自
分
の
足
で
立
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
競
争
の
原
理
を
持
ち
込

F必

要
が
あ
り
ま
す
。
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
「
改

革
」
は
大
学
の
既
得
権
益
を
守
る
だ
貯
の
も

の
で
は
な
い
か
と
危
ぐ
し
て
い
ま
す
。

マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
京
都
大
学
教

授
(
国
際
政
治
)
マ
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ

ろ
う
東
京
工
業
大
学
教
授
(
社
会
学
)
マ

や
ま
し
た
・
え
っ
こ
女
性
史
研
究
家

山下THIS IS 読売 :10年以内の発生確率40%。
:死者は 1万 2000人に上る?

:藤井克己、宗利勝 .立ち直れないままの人が多
.之ほか 世界:くいる。個人補償が急務だ

「反日」カードには効果が

正論;ないことを知らレめるべき

:17歳の 「今どきの女の子」
現代:が漂う性産業優先端の現実

連合赤軍「あさま山荘」事・佐々淳行 .響備指衛官カ暗羊細に記した
件 ・ 文護春秋:ド、キュメントの連載第 1回

韓国の反日外交を断ち切れ:西岡力

衝撃レポート・性を売る少 j井田真木子

女たち

総力取材・東京直下大地震:

大震災・一年自の現実
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中
西
輝
政
さ
ん
住
宅
金
融
専
門
会
社

(
住
専
)
の
箆
理
に
公
費
を
使
う
乙
と
が
大

き
な
論
議
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
城
山
三
郎
さ

ん
の
「
日
本
官
僚
の
自
殺
」
(
文
義
春
秋
)

は
大
蔵
省
な
ど
官
僚
エ
リ
ー
ト
の
精
神
構
造

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
論
じ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

エ
リ
ー
ト
た
る
官
僚
は
お
の
ず
か
ら
禁
欲
と

公
共
性
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
い
う
理
念
型

か
ら
現
代
の
官
僚
の
あ
り
方
を
い
ろ
い
ろ
批

判
す
る
の
は
、
い
く
ぶ
ん
古
い
発
想
の
よ
う

に
も
思
い
ま
し
た
。
加
藤
寛
さ
ん
の
こ
つ
の

論
文
(
「
『
住
専
処
理
』
と
の
愚
か
な
選
捉
」

文
義
春
秋
、
「
金
融
農
本
主
義
を
排
す
」

V

o
i
c
e
)
の
う
ち
、
「
文
義
春
秋
」
の
方

は
財
政
の
専
門
家
と
し
て
い
く
つ
か
建
設
的

で
踏
み
込
ん
だ
提
案
を
し
て
い
ま
す
。
住
専

問
題
は
貸
手
の
農
林
系
金
融
機
関
の
問
題
を

適
し
て
当
然
農
業
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
「

V
o
i
c
e」
の
論
文
も
見
逃

せ
ま
せ
ん
。
正
村
公
宏
さ
ん
の
「
国
家
の
危

機
と
財
政
の
危
機
」

(
T
H
I
s
-
s

読
売
)
は
長
年
財
政
問
題
を
論
じ
て
き
た
方

が
新
レ
い
視
点
を
一
ホ
レ
た
も
の
と
し
て
、
注

目
し
ま
レ
た
。

橋
爪
大
三
郎
さ
ん
住
専
問
題
は
氷
山
の

一
角
。
背
後
に
は
日
本
の
銀
行
全
体
が
か
か

え
る
巨
大
な
信
用
不
安
が
あ
る
。
い
く
つ
か

の
論
文
に
よ
れ
ば
、
銀
行
の
不
良
債
権
は
大

蔵
省
の
言
う
四
十
兆
円
ど
こ
ろ
か
百
兆
円
規

模
だ
と
い
う
。
今
回
六
千
八
百
五
十
億
円
を

支
出
す
る
に
つ
い
て
は
「
金
融
不
安
を
起
こ

さ
な
い
た
め
」
が
大
蔵
省
の
脅
し
文
句
で
す
。

し
か
し
本
当
に
そ
う
な
の
か
は
国
民
に
は
分

か
ら
な
い
。
住
専
破
た
ん
の
原
因
を
分
析
す

る
論
文
は
多
い
が
、
乙
の
点
を
ズ
パ
り
明
ら

か
に
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
加

藤
寛
さ
ん
の
「
『
住
専
処
理
』
と
の
愚
か
な

選
訳
」
が
明
快
で
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。

住
専
問
題
を
解
決
し
そ
こ
な
え
ば
白
本
の
国

際
的
信
用
は
致
命
的
な
打
撃
を
受
り
て
日
本

経
済
は
立
ち
直
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
を
防
ぐ

た
め
に
は
公
的
資
金
ま
で
投
入
し
て
住
専
問

題
を
解
決
す
る
と
明
確
に
宣
言
す
る
必
要
が

あ
る
。
た
だ
し
、
乙
の
公
的
資
金
投
入
は
凍

結
し
て
お
い
て
一
方
で
省
庁
の
徹
底
し
た
行

革
を
進
め
る
べ
き
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
住

専
問
題
の
禍
を
行
革
に
筋
道
を
つ
廿
る
福
に

転
じ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
で
す
。

山
下
悦
子
さ
ん
全
体
に
乙
の
問
題
に
対

中

西

。「親米入亜」の総合:寺島実郎 ~Oゆるやかな自主防衛を構
戦略を求めて j 中央公論 j想し在日米軍なき安保と日
@オウム捜査「極秘フ j麻生幾ほか 刈毛亜協調を考察@オウム熱
アイルJ 文義春秋:さめた今乙そ価値あるルポ

。特集・中国筒威論の;毛里和子、田中明・0経済、軍事、台頭する中
虚 実 j彦ほか 世界 i国パワーを多角的に検証
@特集・バブルの第一 j 西部i盤、佐伯啓思~@大蔵パッシングは甘えた
責任は大蔵省にはない:ほか 発言者:無責任と切り返す辛口論調
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-私のお勧め

月

す
る
怒
り
が
あ
ま
り
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と

思
い
ま
し
た
が
、
大
前
研
一
さ
ん
の
「
決
定

版
!
『
大
蔵
省
解
体
論
』
」
(
サ
ン
サ
l
ラ
)

は
大
蔵
省
へ
の
怒
り
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
レ

て
い
て
、
共
感
し
ま
し
た
。
大
き
な
問
題
で

あ
る
暴
力
団
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も

「
闇
の
世
界
の
人
た
ち
」
と
い
う
言
葉
で
ふ

れ
て
い
ま
す
。
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」

(
1
/

叩
)
の
特
集
「
銀
行
・
住
専
不
良
債
権
の

暗
黒
列
島
」
も
そ
の
点
で
面
白
か
っ
た
。
「
日

本
を
食
う
ヤ
ク
ザ
資
本
主
義
」
「
経
済
の
マ

フ
ィ
ア
化
」
と
い
っ
た
言
葉
も
使
わ
れ
て
い

て
、
一
九
八
0
年
代
に
地
上
げ
を
介
レ
て
暴

力
団
が
経
済
界
に
深
く
介
入
し
て
い
っ
た
実

態
も
匿
名
座
談
会
で
話
さ
れ
て
い
ま
す
。
加

藤
さ
ん
も
「
文
義
春
秋
」
の
論
文
で
日
本
は

近
代
国
家
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
、
間
接
金

融
の
シ
ス
テ
ム
な
ど
近
代
日
本
の
歴
史
の
中

に
住
専
問
題
の
背
景
を
探
っ
て
い
ま
す
。
「
週

刊
金
曜
日
」

(
2/
9
)
の

「
住
専
一
撲
」

で
は
、
佐
高
信
さ
ん
ら
が
「
怒
り
の
預
金
引

き
出
し
運
動
を
」
と
具
体
的
な
行
動
を
提
案

し
て
い
ま
す
。

橋
爪
日
本
が
ま
と
も
な
近
代
国
家
で
な

い
と
と
や
経
済
界
と
「
閣
の
世
豆
と
の
つ

I i 

そ
ろ
春
先
か
ら
深
刻
な
食
料
難
の
空
母
の
一
ホ
威
行
動
や
中
国
つ
れ
て
、
そ
の
将
来
像
は
ま
す

と
な
っ
て
、
体
制
の
危
機
を
も
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
の
脅
し
、
と
ま
す
不
透
明
に
な
る
様
相
で
あ

た
ろ
す
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
っ
た
何
や
ら
ヰ
ナ
臭
い
話
が
る
。

き
た
か
ら
、
い
よ
い
よ
「
そ
の
横
行
レ
始
め
て
い
る
。
一
部
の
こ
れ
ら
は
一
体
ど
う
考
え
た

と
き
」
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
よ
新
聞
記
事
だ
り
読
ん
で
い
る
ら
よ
い
の
か
。
「
そ
の
と
き
」

う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
ん
な
と
、
そ
れ
乙
そ
何
が
起
こ
っ
て
が
堤
っ
く
に
つ
れ
、
い
よ
い
よ

と
き
、
竹
島
を
め
ぐ
っ
て
日
韓
も
お
か
レ
く
な
い
ほ
ど
状
況
は
見
通
し
が
立
ち
に
く
く
な
り
右

の
聞
に
は
激
し
い
感
情
的
な
言
緊
迫
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
往
左
往
が
始
ま
る
と
い
う
構
図

で
は
、
中
選
挙
区
復
帰
論
が
出

「

そ

の

と

き

」

に

備

え

る

は

じ

め

て

い

る

日

本

の

選

挙

制

れ

度

の

行

方

も

似

て

い

な

く

は

な

が
、
そ
の
実
、
誰
も
本
当
に
危
い
。
「
氷
が
と
貯
始
め
る
と
き

機
感
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
は
が
一
番
危
な
い
」
と
い
う
格
言

見
え
な
い
。
台
湾
の
株
価
が
多
が
あ
る
が
、
ト
リ
ッ
キ
l
な
世

少
、
上
下
し
て
も
、
台
湾
海
紀
末
の
生
き
方
と
し
て
、
愚
も

峡
を
ゆ
き
交
う
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
大
切
な
の
は
、
決
し
て
本
簡
を

カ
ネ
の
酒
々
た
る
流
れ
は
相
変
見
失
わ
ず
、
泰
然
と
し
て
「
そ

わ
ら
ず
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
の
と
き
」
に
備
え
る
と
い
う
潔

ま
た
そ
の
中
継
点
で
あ
る
香
と
し
た
姿
勢
で
あ
ろ
う
。

港

の

返

還

も

そ

れ

が

近

づ

く

に

(

中

西

輝

政

)

る
い
く
ぶ
ん
感
情
的
な
議
論
と
マ
ッ
チ
し
て

い
る
た
め
に
よ
く
出
て
く
る
の
で
す
が
、
危

機
管
理
の
シ
ス
テ
ム
の
問
題
と
責
任
追
及

の
問
題
を
ど
う
か
み
あ
わ
せ
る
か
と
い
う
知

恵
を
身
に
つ
甘
な
い
と
い
貯
な
い
。
そ
の
た

め
に
も
国
際
比
較
論
が
ほ
し
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。

山
下
責
任
追
及
は
重
要
だ
と
思
い
ま

す
。
ぞ
れ
と
そ
近
代
国
家
の
ル
1
ル
に
そ
っ

て
き
ち
っ
と
制
裁
を
加
え
て
ほ
し
い
。
責
任

と
い
う
乙
と
で
は
、
飯
田
経
夫
さ
ん
が
、
こ

の
期
に
及
ん
で
「
そ
れ
で
も
惑
い
の
は
米
国

だ」

(
R
o
n
z
a
)
と
い
っ
て
い
る
の
に

は
ち
ょ
っ
と
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

ー
中
西
日
本
の
バ
ブ
ル
が
ア
メ
リ
カ
の
レ

一

，
1
ガ
メ
ミ
ッ
ク
ス
に
起
因
し
た
と
い
う
点
は

一-

u
-
-
か
な
り
当
た
っ
て
い
る
。
飯
田
さ
ん
は
日
本

一

色

人
人
J

型
以
ス
テ
ム
が
本
当
に
ト
汁
タ
ル
に
だ
め
な

+

仔
ト
り
か
、
そ
れ
を
主
部
捨
て
で
あ
な
た
方
は
ア

一

T

メ
リ
カ
人
に
な
れ
る
ん
で
す
か
パ
と
突
き
つ

一一

序
け
て
い
て
、
と
れ
は
大
き
な
問
題
で
す
。
私

一

L

は
、
経
済
問
問
た
貯
で
な
く
オ
ウ
ム
に
レ
て

ト

ハも
恒
神
大
震
災
に
し
て
も
、
さ
ら
に
日
米
安
一

に
つ
い
て
も
言
え
る
。
ま
た
、

、か
つ
て
は
理
保
の
晃
直
し
論
に
し
て
も
、
だ
れ
か
が
何
か

&

は
理
、
非
は
非
と
い
う
デ
J

シ
プ
リ
シ
を
ぷ

協を
じ
て
く
れ
る
乞
い
う
、
私
た
ち
の
い
わ
ば

L

ツ
ク
ボ
1
ン
に
持
っ
て
い
た
人
た
ち
が
大
家
バ
式
ル
的
世
界
観
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思

一川
?

に
も
い
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
社
会
に
は
理
う
。
そ
こ
で
の
ギ
1
ワ
lド
は
自
己
責
任
と

日

念
的
あ
い
ま
い
さ
が
確
か
に
あ
る
わ
け
で
す
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

一

が
、
そ
れ
が
世
代
が
積
み
重
な
る
ご
と
に
露

呈
し
て
き
た
。
も
う
一
つ
は
、
危
機
管
理
繭
マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
京
都
大
学
教

-

と
し
て
諸
外
国
と
の
比
較
が
ほ
し
か
っ
た
。
授
(
国
際
政
治
)

ア
メ
リ
カ
の
S
&
L
(貯
蓄
貸
付
組
合
)
マ
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
東
京
工

の
破
た
ん
の
際
に
関
係
者
が
次
々
に
刑
務
所
業
大
学
教
授
(
社
会
学
)

に
送
ら
れ
た
話
だ
け
は
、
責
任
追
及
を
求
め
.
マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ
女
性
史
研
究
家

葉
が
飛
び
交
い
、
他
方
で
ア
メ

リ
カ
は
日
韓
と
の
調
整
を
詰
め

な
い
ま
ま
、
独
自
の
北
朝
鮮
援

近
政
策
に
踏
み
切
り
始
め
、
日

米
韓
は
バ
ラ
バ
ラ
の
対
応
が
目

立
っ
て
き
た
。

一
方
、
台
湾
で
は
三
月
の
総

統
選
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
中
台

の
対
立
が
激
化
し
、
ア
メ
リ
カ

だ
と
思
う
。
人
聞
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
小

手
先
の
機
構
改
革
を
や
っ
て
も
解
決
レ
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
西

今
回
読
ん
だ
議
論
で
は
「
世
代
論
」

が
欠
甘
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
昭
和
二

年
の
金
融
恐
慌
を
乗
り
切
っ
た
こ
ろ
や
戦
後

の
山
一
証
券
の
経
営
危
機
問
題
の
と
き
応
み

ら
れ
た
日
本
の
官
僚
の
中
の
責
任
感
が
ハ
0

年
代
以
降
完
全
に
枯
渇
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

れ
は
大
手
都
市
銀
行
に
つ
い
て
も
、
政
治
家

住
専
問
題
の
背
景
を
探
る

な
が
り
の
問
題
は
確
か
に
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト

で
す
。
日
本
で
は
農
業
な
ど
第
一
次
産
業
従

事
者
や
自
営
業
者
の
多
く
は
事
実
と
し
て
ほ

と
ん
ど
税
金
を
払
っ
て
い
な
い
。
一
方
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
ほ
と
ん
ど
は
会
社
に
税
務
計
算

を
ま
か
せ
て
い
る
の
で
納
税
者
と
し
て
の
自

覚
が
な
い
。
税
金
、
広
く
言
え
ば
「
お
金
」

に
つ
い
て
近
代
国
家
に
は
そ
れ
な
り
の
モ
ラ

ル
や
ル
1
ル
が
あ
る
わ
廿
で
す
が
、
と
う
し

た
状
況
の
日
本
で
は
そ
う
し
た
こ
と
が
公
然

と
語
ら
れ
る
伝
統
が
な
い
の
で
は
な
い
で
レ

。私はガンになった←;犬養道子
ー医学と医療との間 j 世界 i薬づけの日本への疑問も
@スーパースターの新 i ニューズウィーク~@エイズとの共生を目指す
たな闘い 2/14 :マジック・ジョンソン

日本官僚の自殺 • 
:0スイスでのガン闘病記。

読む・ガイド・

:城山三郎 j現在の一部官僚は右手に権

文書喜春秋:力、左手に私欲ではないか

橋

下

m
 山

9 
9 
1隣

世
紀
末
と
い
う
時
代
は
何
ご

と
に
つ
廿
、
ト
リ
ッ
キ
ー
な
こ

と
が
多
く
な
る
。

「
ト
リ
ッ
キ

l
」
と
は
、
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち

た
、
つ
ま
り
油
断
の
な
ら
な
い
、

狭
猪
な
、
手
の
込
ん
だ
、
と
い

っ
た
意
味
だ
が
、
守愚
近
の
国
際

情
勢
を
見
て
い
る
と
、
ま
さ
に

そ
の
感
を
深
く
す
る
。

先
日
の
平
壊
に
お
貯
る
ロ
シ

ア
大
使
館
人
質
事
件
や
、
一
気

に
増
加
し
始
め
た
感
の
あ
る
北

朝
鮮
か
ら
の
亡
命
者
の
報
道
に

は
何
や
ら
切
迫
し
た
も
の
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
。
昨
年
の
記
録

的
な
大
水
害
の
影
響
が
、
そ
ろ

ょ
う
か
。
こ
の
点
に
光
を
当
て
た
の
が
伊
丹

十
三
監
督
の
「
マ
ル
サ
の
女
」
以
来
の
一
連

の
作
品
で
す
。
「
ミ
ン
ボ
ー
の
女
」
は
民
事

介
入
暴
力
の
世
界
を
描
い
た
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
伊
丹
監
督
は

「
閣
の
世
界
」
か
ら

逆
襲
さ
れ
て
、
顔
を
切
ら
れ
ま
し
た
ね
。
か

な
り
本
質
的
問
題
を
突
い
て
い
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
伊
丹
監
督
を

孤
立
さ
せ
る
と
と
な
く
、
乙
の
問
題
に
早
く

か
ら
食
い
込
ん
で
い
く
べ
き
だ
っ
た
。
今
回

輝政さん一中西

は
ど
ち
ら
か
と
言
、
え
ば
週
刊
誌
が
く
わ
レ
く

取
材
し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
前
近
代
性
と
い
う
点
で
は
、
音
の

銀
行
の
方
が
銀
行
ら
し
か
っ
た
。
加
藤
寛
さ

ん
の
「
金
融
農
本
主
義
を
排
す
」
が
三
井
銀

行
再
建
に
取
り
組
ん
だ
中
上
川
彦
次
郎
に
ふ

れ
て
い
ま
す
が
、
初
期
の
銀
行
マ
ン
は
近
代

社
会
の
根
本
で
あ
る
契
約
を
守
る
論
理
を
体

を
張
っ
て
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
比

べ
今
の
銀
行
は
堕
帯
惜
し
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム

よ
り
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
人
間
類
型
が
問
題

:行政の下請げ・僅協を組織
Voice ~改革して日本の体質改善を

正村公宏 ;財政危機を生み出している
THIS IS読売 j政治の退廃を断ち切るべき

決定版! I大蔵省解体論」・大前研一 i金融危機を自作自演する大
サンサーラ ;蔵省をいまこそ断罪しよう

i住専問題処理を日本の構造
文書喜春秋 j改革の第一歩と位置付廿よ

:加藤寛

「住専処理」この愚かな選摂.加藤寛

金融農本主義を排す

国家の危機と財政の危機

橋爪大三郎さん
特集銀行・住専不良債・山田斉ほか Iヤクザ資本主義」の実態
権の暗黒列島 :エコノミスト1130~ と諸惑の原点大蔵官僚の罪

住専一挟怒りの預金引き .佐高信 ;意思をもって主体的に引き
:週刊金曜日 2/9:出すのは「騒ぎ」ではない

腐敗した大蔵の絶対権力 ~ G ・クラーク :巨大権力を持つ大蔵省の保
Ronza ~守主義が日本を危うくする

iアメリカのいいなりになら
Ronza ~ ず自らの国家戦略を作れ

:学校は人生の中のわずかな
文義春秋;時閣の小さな世界なのです

:飯田経夫

ふたたひ官う「死ぬな!J 椎名誠

それでも悪いのは米国だ

出レ運動を!

軽やかな教育大衆化の危う;竹内洋 :いまの受験社会はシステム
さ THIS IS読売 jに飼育された主体製造工場

「内的権威」を身につける
世界 jのを怠ってきた日本の大人

座談会・仮想現実に征服さ i笠井潔、中島梓、 現実を超えた世界を描く 3
れた僕らの時代 i夢杭摸 世界・作家が語る現実世界の深層
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不況の終わり、停滞のはじ j高橋伸彰 ・手段のはずの成長がいつの
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中
西
輝
政
さ
ん
台
湾
沖
で
の
中
国
の
ミ

サ
イ
ル
実
験
や
軍
事
演
習
を
は
じ
め
、
朝
鮮

半
島
を
め
ぐ
る
情
勢
や
竹
島
問
題
な
ど
、
冷

戦
後
東
ア
ジ
ア
が
妙
に
キ
ナ
く
さ
く
な
っ
て

い
ま
す
。
片
岡
鉄
哉
さ
ん

「米
中
よ
陪
一
嘩
は

や
め
な
さ
い
」

(V
o
i
c
e
)
は
乙
の
問

題
を
米
中
関
係
と
い
う
大
き
な
構
図
か
ら
分

析
じ
て
い
ま
す
。
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」

(
3

/
ロ
)
の

「〈
分
析
〉
台
湾
海
峡
軍
事
危

機
」
の
坂
東
賢
治
さ
ん
の
論
文
は
中
台
関
係

の
国
際
政
治
的
分
析
と
し
て
よ
く
ま
と
ま
っ

て
い
ま
す
。
冷
戦
後
ア
メ
リ
カ
が
中
国
を
対

ソ
轡
威
の
カ
l
ド
と
し
て
利
用
す
る
価
値
が

な
く
な
り
、
米
中
関
係
が
基
本
的
に
変
わ
っ

た
。
一
方
、
台
湾
で
は
高
度
成
長
・
民
主
化

の
大
き
な
流
れ
が
あ
る
。
乙
の
両
者
が
相
ま

っ
て
今
回
の
中
台
緊
張
を
複
雑
に
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

橋
爪
大
三
郎
さ
ん
「

V
o
i
c
e」
の

片
岡
さ
ん
の
分
析
は
本
質
を
よ
く
と
ら
え
て

い
る
と
思
い
ま
レ
た
。
「
T
H
I
s
-
s

読
売
」
の
特
集
「
香
港
大
研
究
」
は
香
港
・

財
界
の
実
情
や
中
国
進
出
に
つ
い
て
取
材
し

た
も
の
で
、
香
港
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を

浮
き
彫
り
に
レ
て
い
て
面
白
か
っ
た
。
「
諸

君
ノ
」
の
佐
藤
勝
巳
さ
ん
「
軍
も
金
正
日
を

見
放
し
た
」
は
公
刊
さ
れ
た
資
料
や
さ
ま
ざ

ま
な
状
況
か
ら
北
朝
鮮
(
朝
鮮
民
主
主
義
人

民
共
和
国
)
内
部
で
の
権
力
闘
争
の
実
態
や

中
国
の
影
響
に
つ
い
て
深
い
分
析
を
し
て
い

ま
す
。
冷
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
は
、
た
く
さ
ん

の
変
数
が
か
ら
ま
っ
た
連
立
方
程
式
に
な
っ

て
い
ま
す
。
冷
戦
時
代
は
、
せ
い
ぜ
い
ア
メ

リ
力
と
ソ
速
な
い
し
中
国
を
変
数
に
し
た
方

程
式
で
事
態
が
説
明
で
き
る
場
合
が
多
か
っ

た
わ
け
で
す
が
。
最
近
の
東
ア
ジ
ア
は
経
済

成
長
が
極
め
て
活
発
で
、
ほ
ん
の
数
年
の
聞

に
国
際
的
力
関
係
や
経
済
関
係
が
大
き
く
変

化
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
非
常
に

不
安
定
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
国
益
を
か
肘

て
行
動
す
れ
ば
当
然
ぎ
く
し
串
く
す
る
構
造

が
今
、
乙
の
地
域
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
大

き
な
歴
史
の
流
れ
で
は
相
詞
的
に
安
定
し
て

い
た
伝
統
社
会
が
次
々
に
産
業
化
し
て
い
く

時
代
状
況
に
あ
る
わ
け
で
す
。

山
下
悦
子
さ
ん
国
際
政
治
の
素
人
と
し

て
は
「
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
」

(
3
/
却
)

の
「
中
国
危
険
な
戦
争
ゲ
1
ム
」
の
中
の

「
二
つ
の
中
国
二
つ
の
世
界
」
が
分
か
り
ゃ

私のお勧め 2点・
〈注記した以外の月刊誌はすべて4月号〉• 
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今
年
は
民
法
改
正
が
四
十
九

年
ぶ
り
に
行
わ
れ
る
乙
と
に
な

っ
て
い
る
。
女
性
の
高
学
歴
化
「

社
会
進
出
が
進
展
し
、
男
女
と

も
に
晩
婚
化
の
傾
向
、
少
子
化

現
象
が
定
着
し
た
現
在
、
結
婚

や
家
族
、
男
女
の
あ
り
方
も
大

き
く
変
化
し
て
い
る
わ
廿
で
、

医
法
の
見
直
し
は
当
然
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
法
制
審
議
会
民
法

部
会
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た

「
畏
法
改
正
要
綱
案
」
に
よ
れ

ば
、
改
正
の
主
な
内
容
は
、
夫

婦
は
婚
姻
の
際
に
同
姓
(
夫
か

妻
の
姓
)
を
名
乗
る
か
、
別
姓

(
そ
れ
ぞ
れ
の
婚
姻
前
の
姓
)

を
名
乗
る
か
を
選
択
す
る
別
姓
前
者
は
私
が
書
い
た
も
の
で
、

選
択
制
が
導
入
さ
れ
る
、
「
離
改
正
案
を
時
代
の
変
化
と
し
て

婚
原
因
」
に
夫
婦
が
五
年
以
上
前
向
き
に
評
価
す
る
「
変
容
す

別
居
を
し
て
い
る
こ
と
が
加
え
る
男
女
の
つ
な
が
り

『
医
法
改

ら
れ
る
、
非
嫡
出
子
の
相
続
分
正
案
』
私
の
採
点
」
、
後
者
は

が
「
嫡
出
子
の
半
分
」
か
ら
「
同
西
部
遡
氏
の
巻
頭
論
文
で
J

改
正

等
」
に
な
る
等
々
。
乙
れ
ら
が
を

「改
悪
」
と
捉
え
る
「
夫
婦

実
現
さ
れ
れ
ば
日
本
の
社
会
の
別
姓
の
是
認
は
家
族
解
体
の
最

夫
婦
別
姓
ヘ

の
賛
否

中

西

「
諸
君
/・
」
に
白
石
和
良
さ
ん
と

い
う
農
水
省
の
研
究
者
が

「中
国
に
食
糧
危

綴
は
来
な
い
」
を
書
い
て
い
ま
す
。
か
っ
ち

り
と
し
た
デ
1
タ
を
も
と
に
し
て
H

俗
説
H

を
退
貯
た
も
の
で
す
が
、
確
か
に
経
済
が
発

展
し
て
い
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
と
こ

ろ
に
少
な
く
と
も
劇
的
な
食
糧
危
機
が
起
こ

る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
環
境
問
題
な
ら
分

か
り
ま
す
が
。
現
在
の
東
ア
ジ
ア
で
は
あ
ら

ゆ
る
国
か
ら
の
あ
る
種
の
情
報
戦
略
が
動
い

日
常
的
な
男
女
・
夫
婦
、
家
族

の
あ
り
方
の
変
化
に
拍
車
が
か

か
る
乙
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
聞

く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
自
民
党

の
年
畿
の
男
性
政
治
家
に
反
対

者
が
多
い
と
か
。

今
月
の
雑
誌
で
こ
の
点
を
取

り
上
げ
た
の
は
、
「
サ
ン
サ
!

ラ
」
と
「
発
言
者
」
で
あ
っ
た
。

終
段
階
で
あ
る
」
と
い
っ
た
も

の。
両
者
は
、
対
極
の
考
え
方
を

一思し
て
い
る
。
婚
姻
後
、
夫
の

姓
を
名
乗
る
女
性
は
九
七
婦
と

い
っ
た
画
一
的
な
性
別
役
割
分

業
を
七
面
に
し
た
核
家
族
が
大

衆
化
し
た
の
は
、
高
度
経
済
成

長
期
の
こ
と
で
、

戦
前
は
夫
が

を
野
盗
人
と
経
ベ
つ
し
て
い
た
。
乙
の
複
雑

な
心
理
が
韓
国
を
統
治
し
た
日
本
に
も
投
影

さ
れ
、
い
つ
ま
で
も
日
本
を
許
そ
う
と
し
な

い
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
反
日
論
と
な
り

勝
国
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
分
析
で
す
。

中
西
日
本
の
側
の
曲
韓
国
や
中
国
に
対
す

る
意
識
も
今
曲
が
り
角
に
あ
る
。
と
り
わ
甘

中
国
を
ど
う
見
る
か
が
重
要
で
す
。
今
村
仁

司
さ
ん
の
「
近
代
位
界
に
包
摂
さ
れ
る
中
国
」

(T
H
I
s
-
s
読
売
)
は
歴
史
哲
学

冷
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
情
勢

す
か
っ
た
。
「
S
A
p
-
o」
(
3
/
幻
)

に
載
っ
た
中
国
の
民
主
化
運
動
の
リ
ー
ダ
ー

貌
京
生
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
興
味
深
く
読

み
ま
し
た
。
貌
氏
は
日
本
の
中
国
と
台
湾
に

対
す
る
あ
い
ま
い
な
態
度
を
厳
し
く
批
判
し

て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
を
読
む
と
、
民
主
化

が
大
き
な
問
題
で
あ
る
乙
と
が
よ
く
分
か
り

ま
し
た
。
民
主
化
が
根
づ
き
つ
つ
あ
り
、
市

民
た
ち
も
自
信
と
余
裕
を
持
っ
て
い
る
台
湾

と
い
ま
だ
に
韓
民
が
獄
中
に
あ
る
中
国
に
は

大
き
な
聞
き
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
日
本

は
.と
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
点
で
は
、

「
世
界
」
の
対
談
「
沖
縄
の
非
軍
事
化
を
提
唱

す
る
」
で
日
系
三
世
の
マ
イ
ク
・
モ
チ
ヅ
ヰ
さ

ん
が
今
後
日
本
で
集
団
的
自
衛
権
な
ど
を
め

ぐ
っ
て
窓
法
改
正
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
と

し
た
ら
、
旧
来
の
保
守
勢
力
で
は
な
く
進
歩

勢
力
の
方
か
ら
新
し
い
動
き
が
出
て
き
て
ほ

し
い
と
言
っ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。

。世紀の街並婚

米中よ喧I穫はやめなさい • j片岡鉄哉 日本が日米安保と米中紛争
Voice :の板ばさみから逃れる道は

;入江隆則 ;台湾でアジアと西欧の2つ
Voice ・の海洋思想が出合っている

軍事危!坂東賢治ほか .現状維持のためにも中台関

:エコノミスト3/12:係の新しい枠組みが必要だ

:佐藤勝巳 .冷静に分析すれば金父子強
諸君〆・裁体制の崩壊過程は明らか

繁栄かゴーストタウンか。
TH1S IS読売多彩に香 港の 「今」に迫る

近代世界に包摂される中国:今村仁司 :よ記特集の一環。近代性の
THIS IS読売.一般傾向に沿う巨視的考察

.ニューズウィーク ミサイル演習強行で中国へ

j 3/20 ;の風当たりは強まるだろう

j朱建栄 ・長江文明の新発見は文明の
Ronza 定義そのものを聞い直すか

対談・沖縄の非軍事化を提・堤清二、 M.モチ :安保は外交問題。なぜ日本
唱する .ツ、キほか 世界.の外交政策が不透明なのか

徹底討論・日本人はなぜ韓:田中明、上坂冬子・竹島問題が再燃レ日本人に
国が嫌いか ほか 文言芸春秋・嫌韓感情が生まれている?

.橋爪大三郎 .公共の安全を守るために国
広告批評3月号 j民は何をがまんするべきか

追悼特集・さようなら司馬;丸谷才一、田辺聖 Tこの国のかたち」巌終回は
遼太郎さん :子ほか文義春秋・「歴史の中の海軍」の続き

:山崎正和ほか .五百旗頭真氏との対談。司
中央公論:馬作品の明るさと無常感と

j谷沢永司馬作品には人の世に生き

正論 jる知恵への思い入れがある

j週刊金曜日 j佐高信、本多勝一、筑紫笛
3/1、18、15;也氏が 「司馬追悼」へ異論

ガイド. -読む

橋

下

@中国に食糧危機は来 j白石和良 ，0世紀末に飛び交う俗説の
ない j 諸君ノ ;1つを論彼
@グローバル化と地域;榊原英資 ;@21世紀世界の二面性を鋭

社 会 ; 発言者;く提起する 相乞

。カンタ一代表の偽醤 ;M・レヴィンソン ;0強硬な交渉スタイルも米
中央公論 i国の雇用を改善しなかった

@オウム後の世界を作 j芹沢俊介、宮台真;@オウムに通じる接触障筈
るのは誰だ 司 サンサーラ j系、茶髪ピアス系の若者像

:ニューヌ:ウィーク，0エ女王の「母親像J i親
3/13 ;子の断絶Jにもふれる特集

@いま ・「いじめ」を考-週刊金曜日 ;@いじめによる不登校生た
える 3/15 ;ちの苦闘の手記を一挙掲載

爪

山

て
い
て
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
そ
乙
で
全
体

の
図
が
描
防
ず
に
右
往
左
往
し
て
い
る
。
今

回
の
中
台
問
題
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
片
岡
鉄
哉
さ
ん
の
「
米
中
よ
喧
障
は

や
め
な
さ
い
」
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
冷
戦
後

唯
一
の
超
大
国
と
し
て
世
界
を
リ
ー
ド
し
て

い
く
と
い
う
国
家
意
思
と
孤
立
主
義
的
傾
向

に
傾
き
が
ち
の
国
民
の
聞
に
分
裂
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
「
世
界
」

へ
の
か
か
わ
り
方
の
不
透
明
さ
が
東
ア
ジ
ア

の
状
況
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
。
今
度
の

中
国
と
台
湾
の
問
題
に
し
て
も
そ
う
で
す
。

橋
爪
東
ア
ジ
ア
各
国
の
国
民
性
も
十
分

認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
「
文
義
春
秋
」

の
「
徹
底
討
論
・
日
本
人
は
な
ぜ
韓
国
が
嫌

い
か
」
の
田
中
関
さ
ん
の
分
析
は
な
る
ほ
ど

と
恩
わ
せ
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
明
の
味
方

を
し
て
滑
に
負
け
て
し
ま
っ
た
後
、
清
の
属

国
に
な
り
な
が
ら
心
の
中
で
は
満
州
族
の
清

シナを洗う二つの波

軍も金正日を見放した

<分析>台湾海峡
機

特集・香港大研究

的
な
大
き
な
視
点
か
ら
中
国
を
と
ら
え
て
い

る
。
中
国
に
は
近
代
と
い
う
も
の
が
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
強
調
し
て
、
共
産
主
義

に
し
て
も
文
化
大
革
命
に
し
て
も
西
欧
と
は

違
っ
た
か
た
ち
で
中
国
が
近
代
に
入
っ
て
い

く
た
め
の
不
可
欠
の
過
程
で
は
な
か
っ
た
か

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
朱
建
栄
さ
ん
の
「
文

明
史
観
を
覆
す
新
発
見
」

(
R
o
n
z
a
)

も
同
じ
よ
う
な
関
心
か
ら
読
め
ば
面
白
い
。

中
国
文
明
に
つ
い
て
は
貧
河
流
域
に
発
レ
た

専
制
的
な
封
建
的
・
抑
圧
的
帝
国
の
体
制
で

政
治
が
経
済
を
牛
耳
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
化

し
た
認
識
が
あ
る
。
朱
さ
ん
は
こ
れ
に
対
し

て
近
年
発
見
さ
れ
て
い
る
南
の
長
江
文
明
な

ど
は
歴
史
・
文
化
の
発
展
の
パ
タ
ー
ン
が
違

っ
て
い
て
、
改
革
・
開
放
経
済
以
後
の
中
国

が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
を
こ
乙
に
見
い
だ

す
と
と
が
で
き
る
と
い
う
。
入
江
隆
則
さ
ん

の
「
シ
ナ
を
洗
う
二
つ
の
波
」

(Vo--c
-

危険な戦争ゲーム

文明史観を援す新発見

中国

委
の
名
を
名
乗
る
婿
養
子
が
み

ら
れ
た
り
、
庶
民
層
で
は
内
縁

婚
、
事
実
婚
が
多
か
っ
た
り
と
、

戦
後
よ
り
多
様
性
に
富
ん
で
い

た
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら

ば
、
西
部
氏
り
主
強
|
|
妾
が

夫
の
姓
を
名
乗
る
の
は
当
然

で
、
そ
の
分
、
「
最
大
か
つ
最

終
の
責
任
を
持
つ
べ
き
は
男
の

側
で
あ
る
。
夫
に
対
し
最
終
巌

大
の
協
力
を
す
る
の
が
一
安
で
あ

る
と
い
う
、
そ
う
し
た
関
係
性

を
表
す
た
め
に
夫
の
姓
が
家
族

制
度
の
中
で
維
持
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
」
は
、
か
な
り

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

「家
族
制
度
」
と

い
う
言
葉
自
体
、
「
女
」
に
対

し
抑
圧
的
で
抵
抗
感
を
覚
え

た

。

(

山

下

悦

子

)

e)
は
海
洋
・
沿
海
地
域
の
経
済
発
展
に
よ

っ
て
中
輩
出
界
に
史
上
初
め
て
文
明
的
変
化

が
起
と
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
日
本
人
が
今
、
中
国
を
考
、え
る
時
に

基
本
に
す
え
て
お
く
べ
き
視
点
で
す
。

山
下
「
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
」

(
3
/

6
)
の
「
中
国
・
改
革
開
放
の
闇
」
は
女
性

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
や
、
「
中
国
は
浮
気
の
メ
ッ
カ
」

と
い
っ
た
と
と
を
習
い
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
も
の
を
読
む
と
1

中
国
の
経
済
発
展
が
退

廃
の
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
。
金
を
も
う
げ
て
使
う
楽
し
み
を

覚
え
た
ば
か
り
の
人
々
は
ま
だ
モ
ラ
ル
に
興

味
が
な
い
の
か
な
ど
と
も
脅
か
れ
て
い
ま

す
。
中
国
の
本
当
の
民
主
化
の
道
は
速
く
、

当
分
混
迷
が
続
く
気
が
し
て
い
ま
す
。

中
西
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
の
力
の

鉱
大
、
ア
メ
リ
カ
の
後
退
は
動
か
ぬ
す
う
勢

で
す
。
そ
う
い
う
長
期
的
な
条
件
の
中
で
日

本
は
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

橋
爪
中
国
が
い
く
ら
巨
大
と
な
っ
て
も

「
法
治
」
「
民
主
」
の
国
で
あ
れ
ば
、
笥
威

で
も
何
で
も
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
中
国
の

内
政
問
題
だ
か
ら
口
を
挟
め
な
い
。
先
ほ
ど

言
っ
た
連
立
方
程
式
を
解
き
な
が
ら
、
そ
れ

に
有
利
な
環
境
を
整
え
て
ゆ
く
長
期
的
な
視

野
を
持
っ
と
と
で
す
。

マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ

京
都
大
学
教

授
(
国
際
政
治
学
)

マ
ほ
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
東
京
工

業
大
学
教
授
(
社
会
学
)

マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ
女
性
史
研
究
家

破防法入門

司馬史観と日本史学

Jm¥i窓言十

知恵と気概の文学
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中
西
輝
政
さ
ん
住
専
の
大
蔵
省
、
薬
害

エ
イ
ズ
の
厚
生
省
な
ど
官
庁
の
あ
り
方
が
閏

わ
れ
る
出
来
事
が
続
い
て
い
ま
す
。
柳
田
邦

男
さ
ん
の
「
乙
の
国
の
危
機
を
い
か
に
救
う

か
」
(
文
豪
春
秋
)
は
、
短
す
ぎ
て
十
分
に

展
開
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

日
本
の
官
僚
機
構
・
組
織
が
今
な
ぜ
問
題
な

の
か
を
大
所
高
所
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
ま

す
。
一
方
、
桜
井
よ
し
こ
さ
ん
の
「
死
の
結

託
|
|
厚
生
省
と
ミ
ド
リ
十
字
」
(
文
筆
春

秋
)
は
、
薬
害
エ
イ
ズ
に
つ
い
て
の
厚
生
省

の
対
応
を
現
場
か
ら
ミ
ク
ロ
的
に
明
ら
か
に

し
て
い
ま
す
。
岸
宣
仁
さ
ん
の
「
前
大
蔵
官

僚
『
田
谷
演
明
』
の
独
自
」
(
論
争
東
洋

経
済
)
は
個
人
に
密
着
し
た
形
。
問
題
を
大

き
く
術
搬
す
る
も
の
と
、
現
場
あ
る
い
は
人

聞
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
の
こ
つ
の
視
点

が
あ
り
ま
す
。
全
体
に
は
ミ
ク
ロ
的
に
問
題

を
放
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。

橋
爪
大
三
郎
さ
ん
「
T
H
I
s
-
s

読
売
」
の

「特
集
官
僚
た
ち
の
日
本
」

の
中
の
竹
内
清
雄
さ
ん
の
「
『
霞
が
関
封
建

制
』
の
終
わ
り
」
は
、
日
本
人
の
行
動
様
式

そ
の
も
の
が
お
の
ず
か
ら
日
本
の
官
僚
制
の

特
質
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
官
僚

批
判
は
自
分
自
身
の
行
動
文
法
の
問
題
と
し

て
識
論
レ
な
廿
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
べ
て
い

ま
す
。
正
論
だ
と
思
い
ま
す
。
真
淵
勝
さ
ん

の
「
大
蔵
省
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
」
(
ア
ス

テ
イ
オ
ン
春
号
)
は
、
財
政
と
金
融
を
兼
ね

備
え
る
大
蔵
省
と
い
う
組
織
の
問
題
を
指
摘

し
、
そ
乙
に
日
本
人
の
行
動
文
法
の
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
が
折
り
重
な
っ
て
本
来
の
経
済
官

伊
と
し
て
機
能
が
果
た
せ
な
い
で
い
る
と
結

論
レ
て
い
ま
す
。
塩
崎
恭
久
さ
ん
の
「
大
蔵

省
か
ら
金
融
を
引
き
離
せ
」
(
中
央
公
論
〉

と
同
じ
具
体
的
な
提
案
で
す
。

山
下
悦
子
さ
ん

3
人
の
外
国
人
記
者
の

座
談
会
「
討
論
不
思
議
な
国
の
不
思
議
な

官
僚
た
ち
」
(
文
豪
春
秋
)
で
、
結
局
、
教

育
マ
マ
や
学
校
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
国
民
全
部

が
参
加
し
て
大
蔵
官
僚
が
頂
点
で
あ
る
受
験

エ
リ
ー
ト
を
再
生
産
し
て
い
る
日
本
の
受
験

教
育
の
シ
ス
テ
ム
に
問
題
点
が
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。

中
西
乙
の
座
談
会
は
、
圏
内
の
問
題
に

つ
い
て
外
国
人
の
視
点
を
メ
デ
ィ
ア
が
乙
れ

ほ
ど
メ
ジ
ャ
ー
な
形
で
取
り
上
げ
る
国
は
日

本
以
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
も

⑤ 聞新日毎⑤ 批評と表現文化1996年(平成8年)4月22日(月曜日)

:0閣の部分を含め、本当の
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中

西

5 

4 

月

面
白
か
っ
た
。
議
論
の
内
容
で
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
リ
ス

ト
フ
さ
ん
が
官
僚
の
問
題
は
基
本
的
に
政
治

家
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
帰
す
る
と
と
ろ

国
民
の
問
題
な
ん
だ
、
と
「
大
正
論
」
を
提

起
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
た
く
さ
ん
の
論
文

が
あ
っ
た
わ
り
に
は
こ
う
い
う
議
論
が
少
し

欠
り
て
い
た
と
思
い
ま
し
た
。

山

下

教
育
の
問
題
と
関
連
し
ま
す
が
、

「
A
E
R
A」

(
4
/
l
)
の
「
ば
か
殿
教

育
が
大
蔵
を
ダ
メ
に
し
た
」
は
、
加
代
後
半

で
税
務
署
長
に
な
る
よ
う
な
大
蔵
省
キ
ャ
リ

ア
組
が
特
権
化
さ
れ
、
甘
や
か
さ
れ
て
い
る

実
態
を
描
い
て
い
て
面
白
か
っ
た
。
乙
う
し

た
エ
リ
ー
ト
養
成
の
シ
ス
テ
ム
は
限
界
に
来

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
場
崎
北耐久
さ
ん

の
「
大
蔵
省
か
ら
金
融
を
引
き
離
せ
」
も
大

蔵
省
が
時
代
の
流
れ
に
遅
れ
て
い
る
状
況
を

率
直
に
認
め
て
い
る
点
で
共
感
し
ま
レ
た
。

東
大
法
学
部
卒
で
は
も
う
対
応
で
き
な
い
ん

だ
と
い
っ
た
言
い
方
も
し
て
い
ま
す
。

中
西
戦
後
の
民
主
改
革
も
官
僚
制
だ
け

は
手
を
つ
け
な
か
っ
た
。
人
事
の
仕
組
み
か

ら
官
僚
の
意
識
ま
で
戦
前
の
官
僚
制
が
そ
っ

く
り
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
高
度
成

9 
e 
l隣

鈴
木
勝
氏
の
「
カ
ラ
オ
ケ
行

脚
に
よ
る
中
国
都
市
ガ
イ
ド
」

(
中
央
公
論
5
月
号
)
は
、
改

革
開
放
の
波
に
乗
っ
て
カ
ラ
オ

ケ
が
大
陸
の
す
み
ず
み
に
ま
で

浸
透
し
て
い
る
様
子
を
紹
介
す

る
。
加
藤
秀
俊
民
の
「
日
本
の

漫
薗
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

(
V
o

i
c
e
5月
号
)
も
、
わ
が
国

の
マ
ン
ガ
、
ゲ
1
ム
、
カ
ラ
オ

ケ
が
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
各

国
の
若
者
を
と
ら
え
て
い
る
事

実
を
、
驚
き
を
も
っ
て
報
告
し

て
い
る
。

日
本
人
が
自
分
た
ち
の
さ
さ

や
か
な
楽
し
み
の
た
め
に
つ
く
パ
の
固
に
演
歌
は
流
れ
る
」
(
中
で
な
く
、
誤
解
や
読
み
替
え
を

り
出
し
た
、
決
し
て
高
級
と

は

公
新
醤
)
を
著
し
た
細
川
周
平
挟
む
の
は
当
た
り
前
な
の
だ
。

言
え
な
い
文
化
が
、
な
ぜ
か
外
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
個
人
主
回
航
財
団
が
毎
年
開
く
ア
ジ

国
の
人
び
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
義
の
欧
米
人
は
個
人
が
自
立
し
ア
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
、
乙
の
夏
は

て
い
る
。
テ
レ
ビ
番
組
「
お
レ
て
い
る
の
で
す
ぐ
合
唱
で
き
る
金
浪
で
聞
か
れ
る
。
私
も
参
加

ん
」
も
、

N
I
N
T
E
N
D
O
が
、
集
団
主
義
の
日
本
人
は
か
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
1
マ

の
マ
リ
オ
も
、
カ
ラ
オ
ケ
も
。
え
っ
て
独
唱
し
か
で
き
な
い
の
は
「
国
境
を
越
ゑ
る
文
化
」
。

加
藤
氏
は
A
ど
う
や
ら
日
本
は
だ
と
い
う
。
カ
ラ
オ
ケ
に
は
そ
日
本
で
生
ま
れ
世
界
に
監
が
つ

た
大
衆
文
化
カ
ラ
オ
ケ
の
秘
密

海
を
渡
る
カ
ラ
オ
ケ
れ
乃
は
割
問
問
♂

れ
ま
で
欧
米
文
化
を
ど
う
受
容

う
し
た
日
本
人
の
「
行
動
文
法
」
す
る
か
し
か
関
心
が
な
か
っ
た

が
色
狸
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
日
本
人
が
、
文
化
が
双
方
向
に

日
系
人
が
芸
を
み
が
き
、
ヵ
ラ
影
響
し
あ
う
と
と
に
気
づ
く
の

オ
ケ
道
に
精
進
し
て
い
る
問
、
は
よ
い
乙
と
た
。
ア
ジ
ア
各
国

ブ
ラ
ジ
ル
人
の
カ
ラ
オ
ケ
は
集
か
ら
訪
れ
る
青
年
た
ち
が
、
乙

団
で
陽
気
だ
と
い
う
。
日
本
文
こ
で
の
討
議
に
ど
う
反
応
し
て

化
が
外
国
の
人
び
と
に
伝
わ
る
く
れ
る
の
か
も
楽
レ
み
だ
。

と
き
、
そ
れ
が
単
な
る
「
輸
出
」
(
橋
爪
大
三
郎
)

て
、
む
し
ろ
賀
任
の
所
在
が
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
日
本
の
官
僚
制
は
深
刻
な
事
態
に

直
面
し
て
い
る
と
改
め
て
痛
感
し
ま
し
た
。

橋
爪
「
文
部
込
春
秋
」
の
外
国
人
記
者
の

腿
談
会
で
出
席
者
の
l
人
が
、
前
任
地
の
中

国
で
外
交
部
の
気
に
障
る
記
事
を
書
い
た
ら

呼
び
つ
貯
ら
れ
て
「
国
外
に
追
い
出
す
」
と

脅
さ
れ
た
け
れ
ど
、
日
本
で
同
じ
ケ
1
ス
の

時
は
昼
食
会
に
招
待
さ
れ
て
す
し
を
ご
ち
そ

う
に
な
っ
た
と
話
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

非
物
質
文
化
の
面
で
も
世
界
に

た
い
す
る
輸
出
を
は
じ
め
た
V

と
の
べ
る
が
、
そ
う
な
の
か
。

カ
ラ
オ
ケ
を
は
じ
め
、
日
本

の
大
衆
文
化
の
多
く
は
、
最
新

の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
昔
な
が
ら

の
技
能
を
巧
妙
に
組
み
合
わ
せ

た
も
の
だ
。
さ
き
ご
ろ
「
サ
ン

限
で
仕
事
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
権
限

を
は
ず
れ
た
と
た
ん
に

「た
だ
の
人
」
に
な

っ
て
し
ま
う
。
ま
ず
「
学
校
エ
リ
ー
ト
」
と

し
て
官
僚
の
入
り
口
に
た
ど
り
っ
き
、
後
は

権
限
の
大
き
い
ポ
ス
ト
に
向
け
た
界
進
競
争

を
し
て
い
く
。
天
下
り
な
ど
の
ラ
イ
フ
コ
ー

ス
を
含
め
て
日
本
の
宮
僚
の
行
動
様
式
を
支

配
し
て
い
る
文
化
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
は

中
西
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
戦
前
か
ら
持

ち
越
さ
れ
て
き
た
。
民
主
主
義
社
会
と
マ
ッ

深
刻
な
日
本
の
官
僚
制
度

長
以
来
の
日
本
社
会
の
問
題
は
も
う
戦
前
か

ら
引
き
ず
っ
て
き
た
官
僚
制
で
は
対
応
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
。
塩
崎
恭
久
さ
ん
が
言
う

「
東
大
法
学
部
卒
」
は
象
徴
的
で
、
薬
害
エ

イ
ズ
で
間
わ
れ
て
い
る
行
政
の
透
明
性
に
し

て
も
、
現
代
社
会
で
悩
ん
だ
り
、
い
ろ
ん
な

経
験
を
し
て
き
だ
人
で
な
い
と
本
当
に
は
理

解
で
き
な
い
。
東
大
法
学
部
で
解
釈
法
学
を

修
め
で
も
、
そ
と
で
は
リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
な

い
。
民
主
王
義
が
成
熟
し
た
高
学
歴
・
核
家

族
社
会
の
日
本
で
は
か
つ
て
の
啓
も
う
主
義

的
な
官
僚
の
役
割
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ

:0ワイドショー人民裁判の . 

• 
jダイヤモンド ~O宮僚批判の大特集。 r官

4/20 :僚出世すと、ろく」は必携!
:ニューズウィーク @欧州を激震させた「狂牛

4/10 :病騒動」を冷静に分析

。「島田裕巳問題」を!日垣隆
解く〈連載) Ronza 虚報の惰造を冷静に検証
@情報革命と新安全保 J ・ナイ、 w.オ-~@米国はテクノロジーの優
障秩序 jエンズ中央公論 j位=年情報の傘」を活用せよ

読む・ガイド・

。官僚の謎

@狂牛病パニック

橋

爪

山

下

乙の国の危機をいかに救う j柳田邦男‘ 戦後システムの隠れた特質
文書室春秋を分析、変革へ4つの提言

輝政さん中西

日
本
に
長
く
い
て
結
局
同
じ
こ
と
だ
と
分
か

っ
た
そ
う
で
す
。
形
は
違
い
ま
す
が
、
外
部

の
批
判
か
ら
自
分
た
ち
を
守
ろ
う
と
す
る
官

僚
組
織
の
本
能
で
は
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な

い
。
乙
の
座
談
会
も
そ
う
い
う
日
本
文
化
の

「
習
慣
」
の
中
に
あ
る
わ
貯
で
す
。

エ
リ
ー
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、

エ
リ
ー
ト

は
社
会
機
能
と
し
て
必
要
だ
と
思
う
。
問
題

は
日
本
の
官
僚
が
エ
リ
ー
ト
で
は
な
い
点
で

す
。
エ
リ
ー
ト
は
自
己
の
能
力
に
よ
っ
て
仕

事
を
し
、
人
々
を
警
¥
社
会
的
機
能
を
担
う
。

官
庁
の

「
エ
リ
ー
ト
」
は
能
力
で
は
な
く
権

カ、

前大蔵官僚「田谷康明」の j岸宣仁
独自 ; 論争

大蔵省から金融を引き離せ i塩崎恭久 :日銀出身の政治家が大蔵省
中央公論:の組織改革の必要性を強調

対談・われら体験的大草案批 i佐々淳行、長富祐 j官僚出身の2人が大蔵腐敗
判 一郎 中央公論 jを憂え、体質改善を訴える

.スキャンダル渦中の人物に
東洋経済:インタビュー、本音に迫る

座談会・住専問題は「不良:奥村宏、佐高信他:政・官・業の構造的経済犯
銀 行J r不良官僚」問題だ週刊金曜日 4/5:罪に預金引き出しで対抗を

討論・不思議な国の不思議 N・クリストフほ j在日海外ジャーナリスト 3
な官僚たち か 文書芸春秋 i人が天下りなど痛烈に批判 橋爪大三郎さん

チ
す
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
す
。
桜
井
よ
し

と
さ
ん
が
「
文
義
春
秋
」
の
ほ
か
に
「
中
央

公
論
」
で
も
厚
生
省
が
十
分
に
事
実
を
出
し

て
い
な
い
点
を
細
か
に
論
証
し
て
い
ま
す

が
、
ど
の
官
庁
で
も
同
じ
よ
う
に
組
織
防
衛

が
優
先
す
る
と
思
い
ま
す
。
官
僚
が
公
僕
で

あ
る
な
ち
ば
、
国
民
の
利
益
を
忠
誠
の
対
象

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日

本
の
官
僚
組
織
に
は
忠
誠
の
対
象
が
明
確
で

な
い
と
い
う
病
理
が
あ
り
、
集
団
の
文
化
と

し
て
根
づ
い
て
い
ま
す
。
官
僚
の
人
事
を
国

民
に
届
く
と
こ
ろ
に
持
っ
て
こ
な
い
限
り
、

j竹内靖雄氏による 「霞が関I

読売 ;封建制」の崩境の指摘など

~ 20歳代後半で税務署長経験
4/1 し植え付廿られるおよ意識

.対談で毛利衛氏は「学校は
世界:必要のない知識を捨てよ」

jい じめの桓源は選択肢をな
Voice ・く レたこと、と渡部昇一氏

IS ー THIS

ばか殿教育が大蔵をダメに~ AERA 
レた

特集・学校はよくなってい:
るカ、

特集・平成「いじめ」白書i

特集・官僚たちの日本

病
理
は
な
く
な
る
ま
い
と
感
じ
ま
し
た
。

山

下

「
文
製
容
秋
」
の
論
文
で
柳
田
邦

奥
さ
ん
が
日
本
の
官
僚
制
の
問
題
の
一
つ
は

エ
リ
ー
ト
の
「
お
よ
」
や
審
議
会
な
ど
の
専

門
家
が
「
素
人
に
何
が
分
か
る
か
」
と
国
民

の
知
る
権
利
を
排
除
す
る
こ
と
だ
と
指
摘
し

て
い
ま
す
。
「
素
人
が
前
面
に
出
る
」
シ
ス

テ
ム
を
作
る
こ
と
、
「
情
報
公
開
の
原
則
を

確
立
す
る
こ
と
」
は
、
民
毛
主
義
の
根
本
的

な
問
題
で
し
ょ
う
。
官
僚
制
と
民
主
主
義
は

相
い
れ
る
の
か
。

橋
爪
私
た
ち
が
官
僚
制
を
導
く
哲
学
を

戦
後
社
会
の
中
で
打
ち
立
て
な
か
っ
た
と
と

の
裏
側
と
し
て
、
さ
き
ほ
ど
指
摘
し
た
官
僚

制
の
文
化
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
と
も
な

哲
学
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
照
ら
し
て
官
僚
制
を

再
組
織
し
て
い
け
ば
よ
い
わ
甘
で
す
。
民
主

主
義
と
官
僚
制
は
本
来
水
と
油
の
部
分
が
あ

っ
て
、
だ
れ
が
官
僚
制
を
コ
ジ
ト
ロ
ー
ル
す

=
・
る
か
と
い
う
制
度
と
方
法
論
か
な
り
れ
ば
、

山
官
僚
制
は
一
人
歩
き
し
て
し
ま
う
。
乙
う
な

っ
た
ら
、
個
別
の
省
庁
が
必
要
あ
る
の
か
、

一
つ
一
つ
議
論
し
て
い
く
べ
き
時
期
で
す
。

中
西
理
念
的
基
礎
が
な
い
ま
ま
に
事
実

と
レ
て
存
在
す
る
と
い
う
状
態
が
重
み
を
持

っ
て
し
ま
う
文
化
の
か
た
よ
り
が
私
た
ち
に

は
確
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
意

識
す
る
こ
と
が
重
要
た
と
思
い
ま
す
。

マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
京
都
大
学
教
授

(
国
際
政
治
学
)

マ
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

東
京
工
業

大
学
教
授
(
社
会
学
)

マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ
女
性
史
研
究
家

悦子さん「教師の娘」の立場から :清水ちなみ i娘から見た教師の特性とは
文茎、春秋:公務員としての特性だった

社会問題化するパリの校内:武井東子 .荒れる仏の学校の背景に移
暴 力 :週刊金曜日 3〆29:民 ・失業問題が潜んでいる

対談・中国は異質な国では・木村尚三郎、中西:中国はアジア型の民主化を
な い :輝政 Ronza 遂げ徐々に普通の国になる

孤立の日本一一一日米安保の :北岡伸一 外交;米中露3大帝国に固まれた
jフォーラム4月号 j日本の安全保障の条件とは

j生い立、ちからたどるオウム
現代 j教祖の「内なる暗闇」の軌跡

j高山文彦

拡大と深化

麻原彰晃「狂気の誕生」
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橋
爪
大
三
郎
さ
ん
今
月
の
月
刊
誌
は
ほ

と
ん
ど
が
T
B
S問
題
に
つ
い
て
特
集
を
組

む
な
ど
し
て
い
ま
す
。
山
崎
正
和
さ
ん
の
「
黒

白
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
面
白
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
」
(
文
護
春
秋
)
と
米
本
昌
平
さ
ん
の
「
テ

レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
批
判
の
時
代
的
意
味
」
(
中

央
公
論
)
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
内
側
か

ら
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
が
な
く
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
自
身
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
こ

れ
を
自
分
で
正
し
て
い
く
ル
l
ル
や
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
な
い
こ
と
が
問
題
だ
と
指
摘
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、

T
B
Sを
た
た
貯
ば
済
む
と

い
う
と
と
で
は
な
く
、
他
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、

特
に
他
の
テ
レ
ビ
局
に
も
同
じ
よ
う
な
問
題

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
も
、
多
く

の
論
者
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。
だ
と
す
る
と
、

同
様
の
問
題
の
再
発
を
防
ぐ
た
め
に
ど
う
い

う
手
だ
て
を
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
を

し
な
貯
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
具
体
的
な
提

案
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
の
は
残
念
で
す
。

中
西
輝
政
さ
ん
メ
デ
ィ
ア
、

特
に
テ
レ

ビ
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
、
内
側
か
ら
ま
た
は

外
側
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
考
え
方
、
そ

の
あ
る
べ
き
シ
ス
テ
ム
を
論
じ
た
り
、
諸
外

国
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
論
文
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
欧
米
で
は
、
青
少

年
へ
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
長
い
閣
の
積
み

重
ね
の
議
論
が
あ
り
ま
す
。
民
主
主
義
が
成

熟
段
階
に
達
し
て
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
大
き

く
な
れ
ば
、
必
然
的
に
議
論
せ
ざ
る
を
得
な

い
問
題
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
日
本
で
だ

け
欠
落
し
て
い
た
わ
貯
で
、
こ
の
際
、
詰
め

て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

山
下
悦
子
さ
ん
原
寿
雄
さ
ん
が
「
放
送

.
新
聞
に
社
会
的
規
制
を
」
(
サ
ン
サ
1
ラ
)

で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
全
体
に
問
題
の

核
心
部
分
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

吉
本
隆
明
さ
ん
が
「
サ
ン
サ
l
ラ
」
の
コ
ラ

ム
「
情
混
と
の
対
話
」
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
批
判
の
語
り
口
の
ス
タ
ン
ス
を
批
判
的
に

検
証
し
て
い
ま
す
。
「

R
o
n
z
a」
や
「
週

刊
金
曜
日
」

(
5
/
叩
)
な
ど
に
筑
紫
笛
也

さ
ん
、
鳥
越
俊
太
郎
さ
ん
ら
キ
ャ
ス
タ
ー
や

テ
レ
ビ
関
係
者
が
登
場
し
て
い
ま
す
が
、
吉

本
さ
ん
は
、
彼
ら
の
語
り
口
の
ス
タ
ン
ス
が

偽
善
的
で
、
本
質
的
な
批
判
に
は
到
達
し
て

い
な
い
と
指
摘
し
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し

た

爪

、
た
、
面

い
し
中
局

な
立
止
大

は
確
停
重

乱
に
格
は

混
既
資
い

の
は
党
争

郵
制
は
の

ト
体
日
府

ス
民
正
政

ポ
沢
金
と

@
江
@
軍

論

!

公

君
央

諸

中
博門

U木荒罪口】合
か
「
か

た
は
」

レ
鮮
社

彊
朝
会

事
北
式

を
@
株

@国民文学とは何か :富岡幸一郎 !O戦後とは何か、歴史とは
発言者5月号 ;何か、を考える契機を提供

@特集「アジア」とは j樺山紘一ほか !8現代日本のアジア認識の
何 か j 国際交流71号;現状を集求成

2点 φ
(注記した以外の月刊誌はすべて6月号〉

-私のお勧め

@江沢民はいかに権力i朱建栄
橋

5 

月

橋
爪
さ
ん
「
諸
君
!
」
の
樫
井
よ
レ
こ

さ
ん
と
大
蔵
雄
之
助
さ
ん
の
対
談
「
視
聴
率

に
殺
さ
れ
た
民
放
の
雄
」
が
好
感
を
持
っ
て

読
め
た
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
行
動
規

範
の
蓄
積
を
共
有
し
つ
つ
互
い
に
チ
ェ
ッ
ク

す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
レ
て
い
る
こ
と
で

す
。
こ
う
い
う
内
側
か
ら
の
目
が
な
い
と
、

教
訓
を
生
か
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。

山
下
さ
ん

愛
川
欽
也
さ
ん
が

「
サ
ン
サ

I
ラ
」
(
哀
し
す
ぎ
る
視
聴
率
第

一
主
義
)

と
「
世
界
」
(
視
聴
率
競
争
か
ら
テ
レ
ビ
を

解
放
し
た
い
)
に
視
聴
率
第
一
主
義
へ
の
批

判
を
書
い
て
お
り
、
テ
レ
ビ
内
部
か
ら
乙
う

い
っ
た
批
判
が
出
て
く
る
こ
と
は
評
価
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
レ
、
「
僕
た
ち
の
職

場
」
な
ど
と
繰
り
返
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
特

権
的
な
職
業
意
識
が
感
じ
ら
れ
、
ど
こ
ま
で

内
省
化
で
き
る
の
か
、
気
に
な
り
ま
す
。

橋
爪
さ
ん
愛
川
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
の

は
、
視
聴
率
が
悪
い
と
は
思
わ
な
い
が
不
正

確
な
の
だ
か
ら
、
I

M
W
を
争
っ
て
番
組
が
打

ち
切
り
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
く
だ
ち
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
く
あ
る
批
判
に
視
聴

率
第
一
主
義
批
判
、
「
視
聴
率
を
取
ろ
っ
と

す
る
か
ら
俗
悪
な
番
組
や
行
き
過
ぎ
た
報
道

9 
e 
I降

五
月
十
日
か
ら
十
一
日
に
か

廿
て
、
八
人
の
登
山
家
が
エ
ベ

レ
ス
ト
で
遭
難
死
レ
た
。
世
界

の
超
ベ
テ
ラ
ン
の
外
国
人
男
性

設
山
家
達
に
混
ざ
っ
て
、
日
本

人
女
性
の
難
波
康
子
さ
ん
が
い

た。
極
寒
、
酸
素
不
足
、
乾
燦
し

た
空
気
、
判
断
力
の
低
下
等
々
、

様
々
な
危
険
が
待
ち
受
貯
る

「
魔
の
エ
ベ
レ
ス
ト
」
で
あ
る

が
、
世
界
中
の
登
山
家
を
魅
了

し
て
や
ま
ず
、
事
故
の
あ
っ
た

週
末
は
一
五
O
人
も
の
登
山
家

が
押
し
寄
せ
て
い
た
。
一
九
二

0
年
代
に
イ
ギ
リ
ス
の
登
山
隊

4

が
初
配
り
て
葺
頂
を
試
み
℃
以
.
ュ
し
肌
像
を
一
ア

νピ〕
一
ェ

1
ス

来
、
選
齢
制
死
し
た
人
は
一
四

O
で
見
て
、
今
や
、
時
代
は

「山

人
以
上
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
女
に
は
惚
れ
る
な
よ
」
に
変
わ

そ
の
よ
つ
な
山
に
、
日
本
女
り
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
乙
思

性
の
中
か
ら
挑
戦
す
る
人
が
い
っ
た
。

て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
は
い
「
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
」

5

ぇ
、
難
波
さ
ん
が
既
婚
女
性
た
/
却
日
号
は
、
「
魔
の
エ
ベ
レ

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
私
は
ス
ト
」
を
特
集
し
て
い
る
。
「
力

「
山
女
」
と
エ
ベ
レ
ス
ト

シ
ニ
カ
ル
な
感
覚
、
価
値
観
は
ど
う
で
も
い

い
ん
だ
と
い
う
態
度
が
、
テ
レ
ビ
界
の
今
日

を
も
た
ら
し
た
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

に
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の
「
売
れ
れ
ば
い
い
」

と
い
う
シ
ニ
カ
ル
な
コ
マ

1
シ
ャ
リ
ズ
ム
、

戦
後
日
本
の
経
済
成
長
の
裏
側
に
あ
っ
た
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
経
済
第
一
主
義
が
強
く
現
れ
て

い
ま
す
。
番
組
の
質
や
、
受
M
U
手
の
受
防
止

め
方
を
反
映
す
る
、
視
聴
率
に
代
わ
る
指
標

を
作
り
出
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
点
で
大
胆
な

少
々
驚
い
た
。
「
山
男
に
は
惚

れ
る
な
よ
」
と
歌
わ
れ
る
通
り
、

遭
難
死
と
い
う
悲
報
を
受
甘

て
、
妻
子
や
母
親
が
途
方
に
く

れ
る
と
い
っ
た
シ
l
ン
は
幾
度

と
な
く
見
た
こ
と
が
あ
っ
た

が
、
今
回
は
穐
た
っ
た
か
ら
だ
。

遭
難
後
、
現
地
入
り
し
た
難
波

さ
ん
の
夫
と
父
親
の
イ
ン
タ
ビ

尽
き
た
人
た
ち
」
「
生
き
延
び

た
人
た
ち
」
の
名
前
が
写
真
入

り
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ

が
、
難
波
康
子
さ
ん
も
大
き
く

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

「
『
な
ぜ
人
は
エ
ベ
レ
ス
ト

に
量
る
の
か
』
『
そ
こ
に
山
が

あ
る
か
ら
だ
』
の
名
言
を
残
レ

た
イ
ギ
リ
ス
の
登
山
家
ジ
ョ

l

り
、
外
、
担
が
増
、
各
(
閣
の
は
当
然
で
、
外
注
を

批
判
し
て
も
始
ま
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま

す
。
外
注
制
作
に
よ
る
番
組
の
質
を
ど
う
や

っ
て
高
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
米
本
さ
ん
の

論
文
と
、
楼
弁
さ
ん
の
対
談
で
の
発
言
に
あ

る
よ
う
に
、
オ
ン
エ
ア
さ
れ
た
テ
1
プ
の
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
を
作
っ
て
記
録
を
取
っ
て
お
く

と
と
で
す
。
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
も
オ
ン
エ
ア

さ
れ
た
も
の
は
「
公
共
闘
」
で
す
か
ら
、
記

録
を
取
っ
て
お
い
て
視
聴
者
に
反
論
の
余
地

テ
レ
ビ
、
何
が
問
題
な
の
か

が
起
こ
っ
て
よ
く
な
い
」
と
い
う
の
が
結
構

あ
り
ま
し
た
が
、
で
は
つ
ま
ら
な
い
番
組
を

作
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
乙
と
に
も
な
る
わ

廿
で
、
別
の
場
所
に
原
因
を
見
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

中
西
さ
ん
す
べ
て
を
還
元
で
き
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
す
が
、
視
聴
率
は
や
は
り
大

き
な
問
題
で
す
。
日
本
の
テ
レ
ビ
の
質
や
モ

ラ
ル
を
変
え
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
「
面
白

く
な
廿
れ
ば
テ
レ
ビ
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
言

い
方
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
開
き
直
り
、

!O医師の拝金主義脱却を説

-読む・ガイド.

黒白ジヤ一ナリス
ジヤ一ナリズiムλ jι】 文垂蜜喜春秋 i批評の仕組みをつくり出せ

る
社
に

え
本
方

訴
日
の

を
は
間

立
ト
疑

確
ツ
か

の
ネ
の

観
一
く

徳
タ
づ

道
ン
根

、
イ
に

き
@
会

!
哲
界

君
川
世

諸

粉夫

誠

昭

か

藤

木

ほ

近

赤

夫

き
流
ツ

べ
底
、
不
撃

ず
の
一
街

恥
害
タ
の

る
盟
関
ン
へ

廿
一
イ
本

儲

ち

日

で
た
集
一

薬
師
特

一

@
医
@
ト

中

西

下

山

橋爪大三郎さん

提
案
が
あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま
レ
た
。

橋
爪
さ
ん
多
く
の
論
文
が
テ
レ
ビ
メ
デ

ィ
ア
と
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
活
字
メ
デ
ィ
ア

と
の
手
法
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
テ

レ
ビ
が
下
請
甘
・
外
注
を
し
て
い
る
た
め

に
、
そ
れ
が
視
聴
率
第
一
主
義
と
合
わ
さ
っ

て
無
実
任
な
制
作
現
場
が
生
ま
れ
た
と
す
る

論
調
が
あ
り
ま
す
が
、
「
荒
涼
た
る
テ
レ
ビ

論」

(
T
H
I
s
-
s
読
売
)
で
今
野

勉
さ
ん
は
、
ど
ん
な
メ
デ
ィ
ア
も
成
熟
す
れ

ば
編
集
と
制
作
は
分
か
れ
て
い
く
の
で
あ

中央公論 :ンフラ整備とルール作りを

情況との対話 τBSのビ :吉本隆明 :建前と本音の倫理的な分型
サンサーラ・を助長するテレビ・知識人

筑然哲也に聞く iTBSビj本多勝一 :パッシングに 「辞めて一件
デオ問題J 週刊金曜日 5/10 落着させる方がマイナス」

テレビメディア批判の時代 i米本昌平 i巨大メディアを検証するイ
的意味

デオ禍

対談視聴率 に 殺 さ れ た 民i桜井よしこ、大蔵:マスメディアは自浄能力の
放の雄 i雄之助 諸君復活の方策を真剣に考えよ

輝政さん中西

を
与
え
る
べ
き
で
す
。

-山
下
さ
ん
そ
の
点
は
「
文
義
春
秋
」
の

江
川
紹
子
さ
ん
、
有
田
芳
生
さ
ん
、
二
木
啓

孝
さ
ん
の
座
談
会

「
そ
こ
ま
で
や
る
か
、
ワ

イ
ド
シ
ョ

1
」
で
も
、
江
川
さ
ん
が
追
及
し

て
い
ま
す
。
活
字
メ
デ
ィ
ア
は
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
な
ど
で
後
か
ら
検
証
で
き
ま
す
が
、

テ
レ
ビ
は
自
分
で
ビ
デ
オ
を
媛
っ
て
い
な
い

限
り
で
き
な
い
と
い
う
の
は
驚
き
で
し
た
。

中
西
さ
ん
島
桂
次
さ
ん
の
「
テ
レ
ビ
報

道
の
罪
と
罰
」

(
V
o
i
c
e
)
と
藤
本
順

哀しすぎる視聴率第一主義:愛川欽也 :視聴率の誤差を認識し過激
サンサーラ:な競争をやわらげるべきだ

j今野勉 :成熟するテレビ産業に 「下
THIS IS読売請廿外注制J批判は的外れ

そこまでやるか、ワイドシ:江川紹子、有田芳.オンエアしたビデオを一般
生ほか文護春秋 iに公開するライブ、ラリーを

荒涼たるテレビ論

ョー一

TBS問題を尻目に密かに j藤本順一 ;デジタル技術による多チャ
進行する「民出と大再編J Foresight No.4!ンネル化でキー局の再編も

:視聴者を見失ったメディア
諸君! ーは業界内報道機関に堕した

ワイドショーのどこが「報・清野徹
道」だ

悦子さん山下特集 臼本型経営は死なず i加藤尚武、清家篤:利害関係者の同意か、雇用制
ほか Ronza 度改革の課題だ〈加藤〉など

(
山
下
悦
子
)

ジ
・
マ
ロ
リ
I
o
一=九
二
四
年
、

彼
は
頂
上
を
極
め
よ
う
と
し
て

か
な
わ
ず
消
息
を
絶
っ
た
。
マ

ロ
リ
1
と
同
じ
精
神
で
世
界
最

高
峰
を
め
ざ
し
た
登
山
家
の
う

ち
八
〈
が
突
然
の
天
候
悪
化
に

見
舞
わ
れ
、
命
を
落
と
し
た
」

と
遭
難
死
し
た
八
人
の
登
山
家

へ
の
哀
悼
の
辞
が
記
さ
れ
て
い

る
の
に
は
、
好
感
が
も
て
た
。

名
登
山
家
フ
ィ
ッ
シ
ャ

1
の
妻

は
「
と
の
日
が
来
る
こ
と
へ
の

覚
悟
は
あ
っ
た
」
と
語
っ
た
そ

う
だ
が
、
日
本
の
既
婚
女
性
も

マ
ロ
リ
ー
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
を

求
め
て
い
る
現
在
、
と
の
種
の

「
覚
悟
」
は
、
夫
や
父
親
に
も

必
要
↑
な
時
代
が
到
来
し
た
と
い

う
乙
と
か
。

!B ・トッテン、江 ;日本経済は海外でなくヘ高
.坂彰 Voice 度成長期のシステムに学べ

特 集人生、 50歳からが面 i滝田誠一郎、嵐山 :50歳過ぎたら妻から自立せ
白い :光三郎ほか現代・ょ、まず料理を〈嵐山〉など'

一
さ
ん
の
「
T
B
S問
題
を
尻
自
に
密
か
に

進
行
す
る
『
民
放
大
再
編
』
」

(
F
o
r
e

s
i
g
h
t
m四年
4
号
)
は
、
テ
レ
ビ
メ

デ
ィ
ア
に
今
後
予
想
さ
れ
る
劇
的
な
変
化

を
、
デ
ジ
タ
ル
化
、
衛
星
化
の
流
れ
を
踏
ま
一

え
て
書
い
て
い
ま
す
。
サ
パ
イ
パ
ル
が
間
わ

れ
る
中
で
、
愚
大
の
問
題
は
「
何
の
た
め
に
」

舎

と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
す
。

清
野

徹
さ
ん
は
「
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
ど
こ
が
『
報

道
』
だ
」
(
諸
君
!
)
で
、
テ
レ
ビ
的
な
る

も
の
、
民
放
的
な
も
の
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

「
ワ
イ
ド
シ
ョ

1
的
な
も
の
」
が
決
定
的
な

問
題
だ
と
し
て
い
ま
す
。
報
道
で
も
な
い
、

シ
ョ
ー
で
も
な
い
、
非
常
に
無
寅
任
な
も
の

が
社
会
の
モ
ラ
ル
の
腐
敗
し
た
部
分
を
際
立

た
せ
、
助
長
し
て
い
く
。
と
う
し
た
日
本
の

テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
が
「
世
界
的
に
見
て
特
殊

だ
」
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
、

再
生
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
メ

橋
爪
さ
ん
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
が
芸
能
番
組

一

な
ら
、
局
と
芸
能
人
の
持
ち
つ
持
た
れ
つ
で
一

す
み
ま
す
が
、
一
般
人
が
対
象
に
な
っ
た
場

合
は
、
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ス

事
件
の
こ
ろ
か
ら
、
寄
っ
て
た
か
つ
て
の
人

民
裁
判
的
報
道
が
自
に
余
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ワ
イ
ド
シ
ョ

l
で
放
映
さ
れ
る
と
と

は
是
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
な
っ
て

し
ま
う
と
乙
ろ
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。

マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
京
都
大
学
教
授

(
国
際
政
治
学
)

マ
は
し
づ
め

・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

大
学
教
授
(
社
会
学
)

マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ

ミドル再生法教えます

墓
尽
工
業

女
性
史
研
究
家

誤うた期待っくり出した日 :ロナルド ・モース ;日本にとり目新しいものは
米首脳会談 j 世界週報5/28!な壬 日米関係は改善 しない

T個性」が求められる時代。
5/27 !徹底的な自己分析が必要に

就職戦線 「自己分析」が !AERA
キーワード
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・Ea
te

也

、

ー

橋
爪
大
三
郎
さ
ん

安
保
の
再
定
義
を
め

ぐ
る
論
文
を
読
む
と
、
替
な
ら
中
道
か
ち
右

寄
り
と
言
わ
れ
た
議
論
が
ほ
と
ん
ど
で
、
護

憲
・
安
保
反
対
の
立
場
か
ら
の
議
論
は
「
世

界
」
の
特
集
「
新
日
米
安
保
体
制
と
は
」
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
時
代
の
流
れ
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
し
ば
ら
く
前
に
は
日
本
を
二
分
し
た

安
保
論
議
だ
っ
た
の
に
、
そ
の
こ
ろ
世
論
を

リ
ー
ド
し
た
論
賛
ル
ち
は
ど
こ
に
行
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
ろ
っ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

山
下
悦
子
さ
ん
最
近
、
北
朝
鮮
(
朝
鮮

民
主
主
義
人
民
共
和
国
)
問
題
、
中
国
と
台

湾
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
一
般

の
国
民
の
感
情
と
し
て
「
や
は
り
安
保
は
必

要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
雰
囲
気
が
い

つ
の
間
に
か
で
き
あ
が
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
竹
田
い
さ
み
さ
ん
と
前
田
哲
男
さ
ん
の

対
談
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
多
国
間
安
保
は
可

能
か
」
(
世
界
)
で
、
中
国
に
よ
る
南
沙
諸

島
の
実
効
支
配
を
在
比
米
軍
の
撤
退
と
結
び

つ
甘
る
竹
田
さ
ん
と
、
無
関
係
だ
と
す
る
前

田
さ
ん
と
の
正
反
対
の
意
見
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
日
米
安
保
を
考
え
る
場
合
も
、
米

軍
基
地
が
存
在
す
る
こ
と
で
日
本
は
守
ち
れ

て
い
る
と
い
う
意
見
と
、
安
保
は
必
要
な
い

と
い
う
意
貝
が
存
在
し
ま
す
。
納
得
い
か
な

い
の
は
新
安
保
体
制
の
決
ま
り
方
が
政
治
的

に
不
透
明
な
と
と
で
、
こ
の
ま
ま
で
一
気
に

集
団
的
自
衛
権
に
ま
で
行
っ
て
レ
ま
う
と
怖

い
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

中
西
輝
政
さ
ん
不
透
明
だ
っ
た
の
は
、

安
保
再
定
義
が
官
主
導
、
つ
ま
り
米
国
防
総

省
と
日
本
の
官
僚
機
構
同
士
の
話
し
合
い
で

動
い
た
点
に
あ
り
ま
す
。
日
本
の
論
者
は
大

・

局
観
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
昨
今
の
安
保
論
議

は
大
勢
順
応
的
で
、
み
ん
な
が
言
う
こ
と
を

言
っ
て
お
甘
ば
い
い
と
い
う
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン

的
な
発
想
が
ま
ん
延
し
て
い
る
と
痛
感
し
ま

し
た
。
外
国
人
の
論
文
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ

う
と
す
る
意
識
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

C
-

ジ
ョ
ン
ソ
ン
さ
ん
の
「
米
国
は
本
当
に
墓
地

を
返
還
す
る
気
が
あ
る
の
か
」
(
同
)
は
、

安
保
再
定
義
と
い
う
試
み
は
長
く
は
持
た

ず
、
百
円
再
定
義
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
し

て
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
へ
の
米
軍
叩
万
人
維

持
が
大
前
提
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

2
、
3

年
た
て
ば
そ
の
前
提
は
崩
れ
る
だ
ろ
っ
と
私

も
見
て
い
ま
す
。

R
・ド
l
ア
さ
ん
の
「
経
済

同
友
会
の
安
保
観
を
疑
う
」
(
中
央
公
論
)
も
、

m 

2点 φ
〈注記した以外の月刊誌はすべて7月号〉

。対談 「アノミーのi小委直樹、宮台真 j①元々無規範な日本人は倫
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橋

6 

月

経
済
界
と
し
て
、
も
っ
と
幻
世
紀
ま
で
視
野

が
届
い
た
責
任
あ
る
発
言
を
す
べ
き
だ
と
求

め
て
い
ま
す
。

橋
爪

有
事
に
関
し
て
は
、
少
し
で
も
そ

の
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
議
論
し
な
甘
れ
ば
な

ら
な
い
。
安
保
再
定
義
と
は
、
冷
戦
の
均
衡

が
崩
れ
、
可
能
性
は
少
な
い
か
至
る
所
に
紛

争
の
種
が
ま
か
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
対

応
す
る
用
意
を
日
米
が
確
認
す
る
乙
と
。
有

事
に
対
す
る
抑
止
効
果
が
狙
い
だ
と
考
、
え
る

べ
き
で
す
。

中
西

集
団
的
自
衛
権
で
は
、
岡
崎
久
彦

さ
ん
の
椎
名
素
夫
さ
ん
と
の
対
談
「
集
団
的

自
衛
権
論
議
を
逃
げ
る
な
」
(
同
)
と
「
サ

ン
サ
1
ラ
」
の
論
文
(
思
考
停
止
は
国
益
を

害
す
)
や
、
猪
木
正
道
さ
ん
が

「
V
o
i
c

e」
(
吉
田
茂
の
呪
縛
)
と
「
T
H
I
S

I
S
読
売
」
(
空
想
的
平
和
主
義
に
決
別

を
)
で
論
じ
て
い
る
議
論
、
ま
た
「
サ
ン
サ

1
ラ
」
の
楠
川
徹
さ
ん
の
「
今
乙
そ
国
防
に

関
す
る
論
議
を
」
な
ど
が
主
流
的
な
議
論
で

す
が
、
乙
れ
ら
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ

り
ま
す
。
ま
ず
、
正
式
な
憲
法
改
正
を
訴
え

ず
、
解
釈
改
憲
で
一
致
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

自
e 
I隣

エ

リ

ツ

ィ

ン

の

再

選

が

な

っ

た

ヒ

ン

ズ

ー

教

原

理

主

義

を

唱

え

に

し

て

も

、

か

つ

て

西

側

が

夢

る

人

民

党

(
B
J
P
)
が
第
一

見

た

「

リ

ベ

ラ

ル

な

ロ

シ

ア

」

党

に

躍

り

出

た

。

当

面

、

ィ

ン

の

誕

生

は

幻

想

だ

っ

た

と

い

え

ド

政

局

の

混

迷

は

避

り

ら

れ

ま

先
ご
ろ
の
ロ
シ
ア
大
統
領
選
ょ
う
。

ぃ

。

原

理

主

義

と
い
え
ば
そ
の

挙
の
結
果
は
、
予
想
さ
れ
た
と
噌

5
月

に

、

や

は

り

世

界

の

注

数

カ

月

前

、

ト

ル

コ

の

総

選

挙

は
い
え
、
や
は
り
深
く
考
え
さ
目
を
集
め
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一選

で

も

、

こ

ち

ら

は

イ

ス

ラ

ム

原

せ
る
も
の
が
あ
る
。

7
月

の

決

挙

も

、

世

界

の

潮

流

の

変

化

を

理

主

義

の

政

党

が

mm年
以
来
、

選

投

票

を

見

な

白

れ

ば

最

終

的

あ

ら

た

め

て

思

い

知

ら

せ

る

も

改

革

を

進

め

て

き

た

女

性

の

チ

な
結
果
は
わ
か

j
1

1

'

j

j

i

l

l

ル
レ
ル
首
相
を
倒

ら

な

い

の

だ

冷

戦

後

世

界

の

民

主

選

挙

の

諸

相

し

第

一

党

の

警

が

、

現

職

の

エ

可

{

4

1

1

1

A
d

-

-

A

占
め
た
。
民
主
選

リ

ツ

イ

ン

大

統

領

と

共

産

党

の

挙

は

つ

ね

に

H

進
歩
的
d

選
択

ジ

ュ

ガ

ノ

フ

候

補

が

、

た

っ

た

を

す

る

と

は

限

ら

な

い

。

ま

た

、

3MWし
か

得

票

率

が

違

わ

な

か

た

と

え

必

要

な

改

革

で

あ

っ

て

っ
た
こ
と
は
、
乙
の
5
年

ほ

ど

も

、

「

見

切

り

発

車

」

で

性

急

エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
が
進
め
て

き

な

進

め

方

を

す

る

リ

ー

ダ
ー

た

「

改

革

」

路

線

に

、

ロ

シ

ア

は

、

必

ず

破

綻

す

る

。

乙

れ

も

冷

国

民

が

実

質

的

に

不

信

任

を

つ

戦

後

世

界

の

も

う

一

つ

の

基

調

き

つ

け

た

に

等

レ

い

。

か

り

に

と

い

え

よ

う

。

(

中

西

輝

政

)

り
ま
せ
ん
。

山
下

私
が
納
得
し
な
い
の
は
、
日
米
合

意
が
ペ
ン
タ
ゴ
ン
・
霞
が
関
連
合
に
よ
っ
て

い
つ
の
間
に
か
決
め
ら
れ
た
と
い
う
点
で

す
。
猪
口
孝
さ
ん
が
「

『
日
米
新
安
保
』

と

日
本
の
選
択
」
(
潮
)
で
指
摘
し
て
い
る
よ

う
な
、
結
局
は
集
団
的
自
衛
権
の
問
題
も
憲

法
の
枠
内
で
解
釈
を
し
直
し
て
や
っ
て
し
ま

お
う
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が

ど
こ
ま
で
国
民
の
合
意
の
下
で
語
ら
れ
て
い

橋爪大三郎さん

の
和
平
プ
ロ
セ
ス
の
完
了
は
不

可
能
と
恩
わ
れ
る
。
現
実
は
、

別
年
の
マ
ド
リ
ー
ド
会
議
や
回

年
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
の
和

平
調
印
式
な
ど
の
際
に
人
々
が

予
想
し
た
よ
り
は
、
は
る
か
に

苦
渋
に
満
ち
た
展
開
と
な
り
つ

つ
あ
る
。
お
そ
ら
く
ζ
れ
が
冷

戦
後
世
界
の
基
調
な
の
で
あ
ろ

の
と
な
っ
た
。
湾
岸
戦
争
以
後
、

ア
メ
リ
カ
が
多
大
の
努
力
を
傾

注
し
て
き
た
中
東
和
平
で
あ
っ

た
が
、
推
進
派
の
ペ
レ
ス
首
相

が
敗
北
し
、
慎
重
派
の
ネ
タ
ニ

ヤ
フ
氏
の
当
選
に
よ
っ
て
、
一

頓
挫
を
来
す
可
能
性
が
出
て
き

た
。
少
な
く
と
も
、
今
世
紀
中

-つ。
同
じ
頃
行
わ
れ
た
イ
ン
ド
の

総
選
挙
も
似
た
よ
う
な
乙
と
を

語
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

る。

mm年
以
来
、
大
胆
な
経
済

自
由
化
を
進
め
て
き
た
国
民
会

議
派
の
ラ
オ
政
権
が
歴
史
的
な

大
敗
北
を
喫
レ
た
。
代
わ
っ
て

「
日
本
の
生
命
綱
」
で
あ
る
乙
と
を
国
民
は

十
分
理
解
レ
な
い
。
そ
れ
が
切
れ
か
か
っ
て

い
る
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
か
ら
、
当
局
者

が
先
走
る
形
で
事
柄
が
進
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
。
憲
法
改
正
を
と
ら
な
い
点
が
日
本
的
な

の
で
す
が
、
政
府
は
す
で
に
集
団
的
自
衛
権

を
実
質
的
に
容
認
す
る
方
向
に
踏
み
出
し
て

い
る
と
い
う
感
触
を
持
ち
ま
し
た
。

山
下
集
団
的
自
衛
権
は
民
主
主
義
の
危

機
の
問
題
と
関
係
す
る
と
思
い
ま
す
。
水
島

安
保
再
定
義
の
語
ら
れ
方

は
な
ぜ
な
の
か
。
ま
た
、
米
側
が
「
憲
法
の

範
囲
内
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
ゃ
防
衛

協
力
の
緊
密
化
を
や
っ
て
下
さ
い
」
、
言
い

換
え
れ
ば

「集
団
的
自
衛
権
に
踏
み
込
ま
な

い
で
下
さ
い
」
と
繰
り
返
し
強
く
求
め
て
い

る
点
。
さ
ら
に
、
「
も
し
東
ア
ジ
ア
で
有
事
が

起
こ
っ
た
時
に
日
本
が
集
団
的
自
衛
権
に
踏

み
込
ん
だ
対
米
協
力
を
し
な
い
と
日
米
安
保

は
吹
っ
飛
ぶ
」
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
。
と
の

3
点
に
つ
い

て
も
う
少
し
突
っ
込
ん
だ
議
論
を
し
な
い
と

今
回
、
転
換
の
必
要
を
論
じ
た
乙
と
に
は
な

山

-西

①主体性の確立という点で
No.6 :日本人は正気を取り戻せ

.②日米安保の背後にある米
Ronza !中関係の決定的重要性

。米国の「正義の戦争点寺島実郎
からどう距離を取るか! Foresight 
@安保への複雑なまなj朱建栄
ざし

中

φ 読む・ガイド・

対 談 、アジア太平津に多国i竹田いさみ、前田.新海洋秩序形成を突破口に

間安保は可能か ー ;哲男 世界.アジア太平津型の枠組みを

る
の
か
不
明
で
す
。
そ
の
点
、
大
田
昌
秀
沖

縄
県
知
事
は

「沖
縄
の
来
来
は
、
本
土
の
民

主
主
義
の
力
に
か
か
っ
て
い
ま
す
」
(
世
界
)

で、

2
0
1
5年
を
目
標
に
基
地
返
還
を
求

め
て
い
く
と
い
う
構
想
を
地
に
足
が
つ
い
た

形
で
語
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

橋
爪
し
か
し
、
国
民
の
側
に
も
議
論
を

受
け
止
め
る
だ
貯
の
煮
詰
ま
っ
た
検
討
が
あ

づ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
さ

ぼ
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
田
久
保
審
さ

ん
が
「
『
沖
縄
の
心
』
と
日
米
安
保
」
(
正

論
)
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
日
米
安
保
が

米国は本当に基地を返還す !C・ジョンソン i日米寧事同盟の強化・拡大
る気があるのか : 世界・狙ったペンタゴンと霞が関

い経済同友会の安保観を疑う !R・ドーア i安保調査会報告書」の眼
中央公論 ・中にあるのは日米関係だ甘

対 談集団的 自衛権論議を;椎名索夫、岡崎久 :議論しないと、自衛隊は超
逃げるな :彦 中央公論.法規的行為での出動になる

:政府の現在の憲法解釈は吉
Voice:田元首相の国会答弁が発端

今乙そ国防に関する論議を:楠'"微 i世界秩序構築に主体的に参
サンサーラ :加する外交への転換が必要

:猪木正道吉田茂の呪縛

悦子さん山下

朝
穂
さ
ん
が
「
『
有
事
法
制
』
と
は
何
か
」

(
世
界
)
の
中
で
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布

印
周
年
を
祝
う
文
章
の
一
節
を
引
用
レ
、
現

在
の
状
況
と
類
似
し

「
キ
ナ
臭
い
雰
囲
気
が

漂
う
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。
現
在
の
安
保
問

題
の
語
ら
れ
方
が
、
橋
本
政
権
に
代
わ
っ
て

か
な
り
強
引
と
い
う
か
キ
ナ
臭
く
な
っ
て
い

る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

中
西
防
衛
協
力
の
緊
密
化
で
日
米
対
等

の
役
割
に
近
づ
く
わ
り
で
す
か
ら
、
今
後
は
、

外
交
の
自
立
性
と
戦
略
判
断
で
も
対
米
自
主

性
の
確
立
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
寺
島
実
郎
さ

:共同宣言は沖縄の負担を臼
潮本全体で担う動きの始まり

i歴史的経緯から沖縄に今な
正論:お根強く残る非武装中立論

T憲法上の保有」については
Voice!法制解釈が回避されている

近藤先生、本当にがんと闘:近藤誠、富田親平;話題作の著者に早期発見理
‘わなくていいのですか? -: 諸君論などの是非を改めて闘う

「日米新安保」 と日本の選 j猪口孝

~択 j

「沖縄の心」と白米安保 :田久保忠衛

「集団的自衛権」解釈の怪:佐瀬昌盛

輝政さん

ん
が
「
米
国
の
『
正
義
の
戦
争
』
か
ら
ど
う

距
離
を
取
る
か
」

(
F
o
r
e
s
i
g
h
t

前
年
6
号
)
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
有
事
の
際
、
米
国
の
行
動
と
一
線
を
画
し
、

日
本
自
身
が
主
体
的
に
行
動
選
択
で
き
る
態

勢
と
基
盤
を
ど
う
作
っ
て
お
く
か
」
は
、
対

等
な
国
際
関
係
の
重
要
な
心
得
で
す
。

橋
爪

集
団
的
自
衛
権
を
扱
っ
た
も
の
で

は
二
つ
の
論
文
が
自
に
付
き
ま
し
た
。
一
つ

は
猪
木
さ
ん
の

「吉
田
茂
の
呪
縛
」
で
、
自

衛
権
は
憲
法
の
下
で
認
め
ろ
れ
る
と
い
う
主

張
が
憲
法
制
定
当
初
か
ら
あ
り
、
集
団
的
自

衛
権
も
そ
こ
陀
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘

で
す
。
も
う
一
つ
は
、
佐
瀬
田
昌
盛
さ
ん
の
「
『
集

団
的
自
衛
権
』
解
釈
の
怪
」

(
V
o
i
c
e
)

で
、
集
団
的
自
衛
権
が
圏
内
法
上
認
め
ろ
れ

る
か
否
か
の
政
府
見
解
が
実
は
な
い
と
い
う

指
摘
で
す
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
に
も

日
米
安
保
条
約
に
も
国
連
憲
章
に
も
集
団
的

自
衛
権
は
独
立
国
の
固
有
の
権
利
で
あ
る
と

脅
か
れ
て
い
る
の
で
、
国
際
法
上
、
集
団
的

自
衛
権
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の

に
、
園
内
に
は
そ
の
よ
う
な
権
利
の
存
在
が

全
く
説
明
さ
れ
て
と
な
か
っ
た
。
安
保
再
定

一

義
の
中
で
、
今
ま
で
無
視
し
て
き
た
宿
題
が

日

出
て
き
て
し
ま
っ
た
わ
廿
で
、
法
理
請
だ
貯

か
ら
で
は
す
っ
き
り
し
た
結
論
は
出
な
い
と

思
い
ま
す
。

マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
京
都
大
学
教
授

(
国
際
政
治
学
)

マ
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

大
学
教
授
(
社
会
学
)

マ
や
ま
し
た

・
え
っ
こ

中西

東
京
工
業
一

女
性
史
研
究
家

対談 臼本の病院は半世紀i日野原重明、犬養;薬漬けの背震に「医薬分業」
遅れている !道子 中央公論 i進まぬ日本の医療システム

i和田努、大林雅之;おまかせ医顕から「相互参
i他 TH1SIS読売 j加型」へ転換を〈和田〉など

インターネットの正:牧野昇、西垣適 i情報震が増える時代こそ感
Voice ~性や身体感覚が大事になる

i自分の頭で考えず「売れ筋」
宝石;に飛ひっく日本人の危うさ

象徴天皇制と戦後思;坂本多加雄ほか j伝統の軽視はニヒリズムに
TH1S IS読売 j基づく実力対決主義になる

j大前研トー. i一人勝ち」の経済学

医寵最前線一特集

鼎談

想

匂対誠

司体
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中
西
輝
政
さ
ん
行
政
の
構
造
、
国
の
運

営
の
あ
り
方
が
「
叩
年
代
型
改
革
」
と
い
う

パ
ラ
ダ
イ
ム
で
論
じ
ら
れ
、
そ
の
中
で
地
方

分
権
の
問
題
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
「

V
o

i
c
e」
の
堺
屋
太
一
さ
ん
の
「
『
魅
力
あ

る
国
』
を
め
ざ
し
て
」
や
、
「
T
H
I
S

-s
読
売
」
の
屋
山
太
郎
さ
ん
の

「橋
本

政
権
で
行
革
は
で
き
な
い
」
で
は
、
規
制
捜

和
や
行
政
改
革
と
地
方
分
権
の
問
題
が
ワ
ン

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
「
遷
都
論
」

も
絡
ん
で
議
論
と
レ
て
ま
だ
鉱
散
し
て
い
る

と
感
じ
ま
し
た
。
「
世
界
」
の
特
集
「
分
権

自
治
革
命
」
の
5
人
の
学
者
に
よ
る
共
同
報

告
[
分
権
は
な
ぜ
い
ま
必
要
か
」
は
、
地
方

分
権
の
推
進
を
「
自
立
的
市
民
像
」
と
い
う

角
度
か
ら
体
系
的
に
論
じ
て
い
ま
す
。
ま
た

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
分
権
で
首
長
の
感
受
性
は

格
段
に
高
ま
る
」
(
世
界
)
で
浅
野
史
郎
・

宮
城
県
知
事
は
現
場
の
感
覚
で
語
っ
て
い
ま

す
が
、
も
う
少
し
「
下
か
ら
」
の
議
論
が
あ

っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
し
た
。
一
方
、
佐
藤

光
さ
ん
の
「
二
つ
の
地
方
分
権
論
」
(
「
発

言
者
」

7
月
号
)
は
、
経
済
と
い
う
視
点
か

ら
の
分
権
論
を
超
-
え
る
も
の
が
必
要
だ
と
し

て
い
ま
す
。
確
か
に
、
「
道
州
制
」
の
よ
う

に
経
済
的
効
率
を
前
面
に
押
し
出
す
分
権
論

だ
廿
で
は
済
ま
な
い
。

橋
爪
大
三
郎
さ
ん
初
、
回
年
代
を
通
じ

て
、
中
央
と
地
方
の
関
係
、
中
央
の
官
僚
機

精
は
、
問
題
は
あ
り
な
が
ら
も
そ
れ
な
り
に

機
能
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
高
度
成
長
の

パ
イ
を
都
市
の
工
業
と
地
方
の
農
業
の
闘
で

調
墜
し
て
分
切
合
う
機
能
を
中
央
官
庁
が
果

た
レ
て
い
た
。
そ
の
時
代
は
終
わ
り
、
今
の

改
革
議
論
は
、
ど
れ
ぐ
ら
い
税
金
を
払
い
、

ど
れ
ぐ
ら
い
効
率
的
な
政
府
を
国
民
が
作
る

か
と
い
う
選
摂
の
問
題
に
な
っ
た
。
「
サ
ン

サ
1
ラ
」
の
田
原
総
一
朗
さ
ん
と
斎
藤
精
一

郎
さ
ん
と
の
対
談
「
増
税
な
き
大
福
祉
国
家

は
作
れ
る
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

も
は
や
選
捉
肢
は
「
親
切
重
税
」
国
家
か
「
冷

酷
軽
税
」
国
家
し
か
な
い
。
現
状
で
は
じ
り

貧
が
加
速
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
と
と
ろ
へ
、

大
蔵
省
や
沖
縄
の
問
題
が
重
な
っ
て
き
た
。

山
下
悦
子
さ
ん
「
世
界
」
の
共
同
報
告

は
、
市
民
や
民
間
組
織
へ
の
エ
ン
パ
ワ
1
メ

ン
ト
(
権
能
付
与
)
に
よ
り
「
多
様
な
主
体

が
、
自
律
的
に
社
会
秩
序
を
形
成
し
、
『
共

生
』
す
る
状
態
」
が
必
要
だ
と
し
て
い
ま
す
。

2点・
〈注記した以外の月刊誌はすべて8月号〉

日本のl肢 j 内田健三、曽根泰 ~ O日本の進路に闘し日本人
路を問う ;教ほか文芸春秋 iの聞にある劇的分裂を示す
@帽談信長の中国征 j 今谷明、宮上茂隆~@信長像の再検討なくして
服計画 Voice ~ 21世紀の構想も生まれない

-私のお勧め

@特別企画
中

西

7 

月

ま
だ
現
実
味
の
あ
る
と
乙
ろ
ま
で
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
原
理
論
的
に
は
前
向
き
だ
と

思
っ
た
。
「
発
言
者
」
で
佐
伯
啓
思
さ
ん
は

「
『
日
本
的
社
会
』
か
ら
『
近
代
的
市
民
社

会
』
へ
、
さ
ら
に
『
地
球
的
市
民
』
へ
と
い

う
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
で
論
じ
る
と
と
が
で
き

る
と
は
思
え
な
い
」
(
担
造
さ
れ
た
「
日
本

改
革
論
」
)
と
し
、
「
世
界
」
と
対
極
に
立

っ
て
い
ま
す
。
「

F
o
r
e
s
i
g
h
t

前
年
6
号
」
の
生
田
忠
秀
さ
ん
の
「
『
大
蔵

省
改
革
』
慌
一
世
で
危
俳
さ
れ
る
日
本
の
将
来
」

は
、
中
央
集
権
的
な
官
僚
シ
ス
テ
ム
へ
の
批

判
が
「
う
た
か
た
の
花
火
の
よ
う
に
消
え
去

ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

分
権
や
首
都
機
能
移
転
の
論
議
に
は
、
前
向

き
な
資
勢
よ
り
も
、
あ
き
ら
め
に
近
い
気
持

ち
が
あ
り
ま
す
。

中
西
生
田
さ
ん
は
、
な
ぜ
大
蔵
省
改
革

が
実
現
し
な
い
か
に
つ
い
て
は
結
局
「
大
蔵

省
陰
謀
説
」
で
す
。
他
の
規
制
緩
和
論
で
も
、

だ
れ
か
悪
者
が
い
て
既
得
権
益
を
守
る
た
め

に
抵
抗
し
て
い
る
か
ら
進
ま
な
い
、
と
い
う

議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
改
革
を
論
ず
る
以
上

は
反
対
勢
力
の
抵
抗
を
打
ち
破
る
戦
略
論
が

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
、
た
だ
「
乙
う
あ
る

べ
き
」
で
終
始
し
て
き
た
点
が
改
革
論
の
未

自
由
JTJ量

鳩
山
由
紀
夫
氏
は
、
新
党
に

つ
い
て
と
う
語
る
。

A
今
世
紀

は
・
・
・
・
・
・
自
由
と
平
等
の
戦
い
だ

っ
た
。
な
か
な
か
両
立
し
な
い

(
両
者
を
)
つ
な
ぐ
懸
貯
橋
と

な
る
べ
き
考
え
と
い
う
の
が
、

「
友
愛
」
:
:
:
と
い
う
心
の
問

題
だ

V
(
「
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム

は
甘
く
な
い
」
『
V
o
i
c
e』

8
月
号
)
。
い
っ
ぽ
う
、
た
と

え
ば
伊
藤
達
美
氏
は
、
今
回
の

新
党
構
想
に
批
判
的
で
あ
る
。

A
新
党
イ
メ
ー
ジ
だ
貯
が
先
行

し
て
、
政
党
と
し
て
の
具
体
的

な
政
治
理
念
、
政
策
を
:
・
:
・
ま

っ
た
く
提
示
で
き
な
か
っ
た
V

(
「
鳩
山
新
党
と
い
う
二
度
目

の
幻
想
」

『文
塞
春
秋
』

8
月

号
)
。い

わ
ゆ
る
ハ
ト
フ
ネ
新
党

は
、
船
田
元
民
が
6
月
に
参
加

を
撤
回
し
た
の
で
、
銀
り
出
し

に
戻
っ
た
。
だ
が
総
選
挙
が
近

づ
貯
ば
、
鳩
山
氏
の
新
党
構
想

党
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
有

権
者
は
、
汚
い
政
治
を
嫌
い
、

新
党
を
ひ
い
き
に
し
て
き
た
。

つ
ぎ
の
総
選
挙
は
、
小
選
挙

区
制
で
初
の
選
挙
。
自
民
党
、

新
進
党
が
正
面
か
ら
ぶ
つ
か

り
、
ど
ち
ら
も
、
準
語
を
取
れ

そ
う
に
な
い
。
社
民
党
、
新
党

(
橋
爪
大
三
郎
)

が
、
再
び
政
界
の
焦
点
と
な
ろ

~っ。
と
れ
ま
で
何
回
か
、
既
成
政

党
の
行
き
詰
ま
り
を
背
景
に
、

新
党
ブ

l
ム
が
巻
き
起
こ
っ

た
。
新
自
由
ク
ラ
ブ
。
日
本
新

党
。
ど
ち
ら
も
①
急
速
に
議
席

を
増
や
し
、
②
連
立
に
参
加
し
、

③
基
盤
の
弱
さ
か
ら
や
が
て
解

熟
さ
で
す
。
「
世
界
は
ど
う
い
う
仕
組
み
で
本
と
同
化
し
よ
う
と
し
た
歴
史
が
あ
り
、
そ

動
い
て
い
る
か
」
を
考
え
な
い
と
未
熟
な
ま

ー
の
反
省
と
し
て
沖
縄
の
文
化
を
見
直
す
最
近

ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
地
方
分
権
に
関
し
て
の
動
き
に
な
っ
て
い
る
。
ス
ト
レ
ー
ト
に
地

言
え
ば
、
ま
ず
明
治
以
来
の
地
方
制
度
が
培
方
分
権
、
沖
縄
独
立
と
考
え
て
い
る
わ
廿
で

っ
て
き
た
地
方
怠
識
そ
の
も
の
を
否
定
し
な
は
な
い
。
「
発
言
者
」
は
上
滑
り
の
分
権
論
、

い
と
、
本
当
の
地
方
分
権
は
出
て
こ
な
い
。
改
革
論
に
現
実
主
義
の
立
場
か
ら
反
対
し
て

構

m
「
世
界
」
の
共
同
報
告
に
は
、
地
い
ま
す
が
、
改
革
な
ら
何
で
も
反
対
、
と
読

方
分
権
と
い
う
の
は
無
条
件
に
民
主
主
義
的
め
る
部
分
が
あ
っ
て
、
乙
れ
も
行
き
過
ぎ
で

で
良
い
、
中
央
政
府
は
権
限
を
持
っ
て
い
る
す
。
彼
ち
が
改
革
に
反
対
す
る
の
は
「
伝
統

以
上
、
無
条
件
に
悪
い
、
だ
か
ら
中
央
政
府
に
反
す
る
か
ら
」
で
す
が
、
戦
後
改
車
や
明

の
権
限
を
な
く
し
地
方
分
権
を
進
め
る
ほ
ど
治
維
新
の
改
革
を
考
え
て
も
、
伝
統
の
中
に
、

市
民
社
会
は
成
熟
し
て
何
も
か
も
う
ま
く
い

く
、
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
。
乙
れ
は
形

を
変
え
た
反
体
制
で
、
左
翼
的
な
信
念
を
の

べ
て
い
る
と
読
め
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
論

の
現
実
性
が
薄
い
と
思
う
の
は
、
地
方
の
方

が
地
方
分
権
し
ょ
っ
と
思
っ
て
い
な
い
か
ら

で
す
。
一
番
地
方
の
自
立
性
が
あ
っ
て
中
央

政
府
と
の
距
離
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
の

は
沖
縄
で
す
が
、
比
屋
根
照
夫
さ
ん
が
「
沖

縄
|
|
自
立
・
自
治
へ
の
苦
闘
」
(
世
界
)

で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
沖
縄
に
し
て
も
日

輝政さん

ば
、
連
立
相
手
に
ち
ょ
う
ど
よ

い
。
社
民
党
、
新
党
さ
き
が
廿

は
、
生
き
残
り
の
た
め
丸
ご
と

新
党
に
合
流
し
た
い
(
お
ん
ぶ

お
化
貯
)
。
鳩
山
氏
に
し
て
み

れ
ば
、
な
る
べ
く
ゼ
ロ
か
ら
ス

タ
ー
ト
、
自
分
の
主
導
権
で
政

治
を
動
か
し
た
い
(
村
山
、
武

村
外
し
)
。
そ
ん
な
思
惑
が
交

錯
し
た
。

新
党
論
議
が
、
政
策
そ
っ
ち

の
町
、
連
立
の
数
あ
わ
せ
の
話

に
な
る
の
は
、
現
状
で
は
仕
方

が
な
い
。
た
だ
レ
、
新
党
な
ら

ブ
1
ム
間
違
い
な
し
と
い
う
方

程
式
が
成
り
立
つ
ほ
ど
、
有
権

者
は
も
う
甘
く
な
い
と
、
政
治

家
も
覚
悟
は
し
て
お
く
べ
き
だ

ろ
っ
。

ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
論
争

さ
き
が
け
は
聞
に
埋
も
れ
て
大

苦
戦
た
。
共
産
禁
が
ん
ば
り

そ
う
だ
が
、
連
立
に
か
ら
ま
な

い
の
で
、
い
わ
ば
計
算
外
。
そ

乙
で
新
党
が
、
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン

グ
・
ボ

1
ト
を
握
る
の
で
は
と

い
う
計
算
が
働
く
。

自
民
党
、
新
準
見
か
ら
み
れ

ば
、
手
頃
な
新
党
が
登
場
す
れ

必
要
な
時
に
は
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
改
革
を
や

る
能
力
と
精
神
が
脈
々
と
続
い
て
き
た
。

中

西

明
治
維
新
改
革
、
戦
後
改
革
に
な

ぞ
ら
え
て
、
今
、
同
じ
規
模
の
改
革
が
必
要

だ
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ニ

つ
の
面
で
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
明
治
の
改
革
も
戦
後
改
革
も
オ
ー

バ
ー
ダ
ン
(
や
り
過
ぎ
)
だ
っ
た
こ
と
で
す
。

ま
た
、
今
は
現
状
維
持
ヘ
あ
る
い
は
こ
れ
ま

で
の
政
策
を
大
き
く
変
え
な
い
と
い
う
の
が

明
治
や
戦
後
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
強
固
な

方
向
不
明
確
な
「
分
権
」
論
議

。初公開 山口瞳のラ ;山口治子 ~O夫人への手紙。 2人で見
プレター j 中央公論:た映画、芝居リストは圧巻
@電磁波社会の恐怖平漂正夫 ~@携構電話などの電磁波の

サンサーラ:人体への影響と規制の現状

インタビュー 分 権 で 首 長 j浅野史郎
の感受性は格段に高まる

@あるがままの台湾 ;李登輝、大前研一 ~O民主的な主権国家・台湾
@中国の歴史サイクル Voice は、組立宣言など必要ない
からみた社会主義市場i金観涛、劉青峰 ~@改革開般の現状は清宋の
経 済 ・ 世界 j混乱・分裂過程そっくりだ

:分権は権力闘争。個別の分
世界 j野と、とに勝負するしかない

-読む・ガイド・

山

爪

下

橋

中西

:近代日本の「植民地支配」
世界 jに抗した沖縄の歴史的体験

i佐藤光 :今の分権論は中央と地方と
発言者7月号 jの関係に関する理論がない

共 同報告分権はなぜいま j神野直彦、辻山幸;自律的な市民の行動が「下
必要か i宣ほか 世界 jからの公共性」を形成する

沖縄一一自立・自治への苦;比屋根照夫
闘 i

ニつの地方分権論

担造された「日本改革論J 佐伯啓思 :専門主義と市民主義の結合
発言者7月号 jの上に安住する社会改革論

j東京の主人は都民であり、
Voice 首都機能は同居人にすぎぬ 橋m大三三郎さん

国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
こ
と
を
軽
く

考
え
て
は
い
廿
な
い
。
分
権
も
規
制
緩
和
も
、

強
く
賢
明
な
政
治
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下

に
収
鰍
さ
せ
て
い
く
し
か
な
い
と
思
う
。

山
下
鎌
田
慧
さ
ん
の
「
三
鷹
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
運
動
の
理
念
と
現
実
」
(
世
界
)
は
、

地
方
と
中
央
と
い
う
2
項
対
立
的
な
発
想
で

な
く
、
生
活
の
嘗
み
を
す
る
場
所
口
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
で
の
活
動
を
ル
ポ
し
て
い
ま
す
。

阪
神
大
震
災
の
も
う
ひ
と
つ
の
教
訓
だ
っ
た

と
鎌
田
さ
ん
が
指
摘
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

「魅力ある国」をめざレて;堺屋太一

橋本政権で行革はできない:屋山太郎 jまず県単位で分権を断行し
THIS IS 読売:その後道州制などに移行を

!大蔵官僚のひどさは倣侵不
文蓮華春秋:遜という言葉で語れぬほど

「大蔵省改革」頓挫で危倶 j生田宏、秀 首都機能移転に期待するし
[ Foresight No.6 かない、と霞が関に悲観論

対談増税なさ大福祉国家:田原総一朗ほか ，12州257府の府州制、国は
は作れる i サンサーラ， 5庁への統廃合で日本再編

官僚接待あの屈辱の日々 ~JII野亨

される日本の将来

ア
永
ッ
ト
ワ
1
ク
ゃ
、
三
鷹
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
の
よ
う
な
試
み
か
ら
根
底
的
に
社
会
は
大

き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
す
く
い
上
げ
る
べ
き
政
治
家
や
官
僚

が
気
付
い
て
い
な
い
の
が
問
題
で
す
。

橋

m
明
治
維
新
と
戦
後
改
革
に
は
強
力

な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
り
、
改
革
の
方
向

も
明
確
で
し
た
。
現
在
、
改
革
が
す
べ
て
空

回
り
し
て
い
る
の
は
、
乙
の
ニ
つ
の
要
因
が

欠
貯
て
い
る
た
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

行
政
改
革
の
主
た
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
議
会

が
取
る
べ
き
で
す
。
自
分
た
ち
の
生
活
を
守

る
乙
と
を
宮
斤
が
邪
魔
し
て
い
る
と
人
々
が

考
え
た
時
に
初
め
て
、
人
々
の
代
表
が
議
会

で
省
庁
の
反
対
す
る
予
算
案
を
通
レ
、
官
庁

・

を
解
体
す
る
法
律
を
遇
、
空
C
せ
る
。
そ
の
余

リ

地
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

中
西
レ
か
し
、
現
実
に
は
改
革
の
政
策

論
と
市
民
的
実
感
と
の
聞
に
は
極
め
て
大
き

な
謂
離
が
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
せ
っ
ぱ
詰
ま

っ
た
状
況
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
多
く
の
人
・

が
合
意
に
逮
レ
て
改
革
が
進
む
状
況
に
は
な

い
。
結
局
、

2
大
政
党
制
の
中
で
権
力
を
占

め
た
政
党
が
一
挙
に
や
っ
て
し
ま
う
構
図
レ

‘

か
な
い
。
し
か
し
そ
乙
で
危
倶
さ
れ
る
の
は
、

一
つ
は
蛮
勇
か
ら
や
り
過
ぎ
る
乙
と
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
挫
折
と
幻
滅
で
虚
無
感
に

陥
る
こ
と
で
す
。

マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
京
都
大
学
教
授

(
国
際
政
治
学
〉

マ
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

大
学
教
授
(
社
会
学
)

マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ

悦子さん山下対談 W杯は本当にうまく:小此木政夫、池東 i共催で両国のパートナーシ
いくのか :旭 中央公論 jップが生まれる〈小此木〉

~ F 1 F Aに食い逃げされた
Ronza 日韓は単独開催を主張せよ

マフィアに翻弄された日韓:池東旭
サッカー界

:反日と嫌韓のセット論法に
正論:は屈折した対日心理がある

:日韓は協調し欧米サッカー
現代 i・マフィアと対崎すべきだ

W粍共同開催で加速する i豊田有恒
「反日」

W杯「日韓共催」はアジア!ニ宮清純
蔑視の産物だ

東
京
工
業

女
性
史
研
究
家

対談 「地震注意報」をな j小松左京、茂木清 j社会的コストの小さい注意
ぜ出さない i夫 中央公論 ・報で災害を軽減する思想を
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中
西
輝
政
さ
ん
と
の
8
月
も
、
多
く
の

雑
誌
が
日
本
の
戦
争
責
任
問
題
を
取
り
上
げ

て
い
ま
す
。
し
か
し
論
議
の
あ
り
方
に
つ
い

て
三
つ
の
点
が
気
に
な
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、

戦
争
に
対
す
る
評
価
や
対
応
が
際
立
っ
て
対

極
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
冷
戦

が
終
わ
っ
て
戦
後
の
構
造
が
融
解
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
す
ま
す
分
裂
的
傾
向

に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
世
界
」
の

特
集
「
『
あ
い
ま
い
な
印
年
』
か
ら
の
訣
別
」

や
「
週
刊
金
曜
日
」

(
8
/
9特
集
「
戦
後

日
年
ま
す
ま
す
強
ま
る
戦
争
責
任
否
定
現

象
」
な
ど
)
と
、
「
正
論
」

「サ
ン
サ
1
ラ」

な
ど
の
見
方
の
違
い
で
す
。
二
つ
自
の
特
徴

は
、
国
際
的
視
点
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
、

成
熟
し
た
歴
史
性
の
あ
る
議
論
が
な
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
国
際
社
会
が
具
体
的
に
日

本
の
戦
争
資
任
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
の
感
触
が
あ
い
ま
い
で
す
。
そ
の
中
で
、

東
郷
茂
彦
さ
ん
は
「
太
平
洋
戦
争
は
終
わ
っ

て
い
な
い
」
(
文
義
春
秋
)
で
、
欧
米
人
は

絶
対
に
正
義
の
戦
争
だ
と
思
っ
て
い
て
、
日

本
人
が
そ
れ
を
問
い
返
す
発
想
を
す
る
こ
と

自
体
に
「
針
ネ
ズ
ミ
が
、
全
身
の
針
を
一
挙

に
逆
立
て
る
よ
う
に
」
反
応
す
る
と
述
べ
て

い
ま
す
。
「
サ
ン
サ
1
ラ
」
(
藤
岡
信
勝
「
汚

辱
の
近
現
代
史
」
)
な
ど
が
教
科
書
問
題
を

取
り
上
げ
ま
レ
た
が
、
諸
外
国
の
教
科
書
が

自
国
の
歴
史
や
種
民
地
支
配
を
ど
う
扱
っ
て

い
る
か
と
い
う
視
点
が
少
な
い
。
三
つ
自
の

特
徴
と
し
て
、
若
い
世
代
の
日
本
人
が
ど
う

見
て
い
る
か
に
関
し
て
責
任
感
に
富
ん
だ
議

論
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
文
義
春
秋
」
の
秦

郁
彦
さ
ん
、
高
木
健
一
さ
ん
、
山
崎
朋
子
さ

ん
の
「
『
日
本
の
つ
ぐ
な
い
』
大
論
争
」
を

み
ま
す
と
、
秦
さ
ん
と
、
高
木
さ
ん
、
山
崎

さ
ん
と
の
聞
に
は
大
き
な
溝
が
あ
り
ま
す
。

両
者
と
も
道
徳
的
な
正
し
さ
を
立
証
レ
ょ
う

と
し
て
、
自
分
の
価
値
観
を
絶
対
譲
ら
な
い
。

「
A
E
R
A」
の
特
集
「
日
本
人
と
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
が
教
科
書
問
題
も
含
め
て
論
じ

て
い
ま
す
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
直
視
し
な
け
れ
ば
フ
ェ

ア
な
議
論
は
で
き
ま
せ
ん
。

山
下
悦
子
さ
ん
従
軍
慰
安
婦
問
題
が
大

き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。
戦

後
補
償
問
題
を
人
権
の
立
場
か
ら
ど
う
考
、
え

る
か
。
「
文
筆
春
秋
」
で
秦
さ
ん
は
「
強
制

と
い
う
事
実
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
」
を
め

。特集「歴史分析・ N~ エコノミスト '0タブーの話題だが、今や
Y株大暴落J 8/13・20・真の危機管理のために
@アメリカニズムにの j原洋之介 @現代日本の奇妙によそょ
っとられたアジア論 ; 発言者:そしいアジア論の背景

2点・
〈注記した以外の月刊誌はすべて9月号〉

の

状

制

甲

情

体

、

実

年
像
年
の

日
紀
叩
ち

の
世
ち
た

計
幻
か
供

家
る
紋
子

と
よ
事
の

会
に
発
ん

社
纏
原
が

@
崩
@
腺

6

論

/

公

ト

8

央

ス

中
ノコェ

l
」争戦大間代世「

l集特@
 

-私のお勧め

中

西

8 

月

ぐ
っ
て
批
判
的
な
見
方
を
レ
、
「
正
論
」
の

中
村
祭
さ
ん
は
「
慰
安
婦
問
題
に
潜
む
虚
偽
」

で
「
尤
も
ら
し
い
装
ひ
を
こ
ら
し
な
が
ら
、

虚
構
と
欺
臨
だ
ら
け
で
あ
る
」
と
し
て
い
ま

す
。
一
方
、
「
世
界
」
(
「
従
軍
慰
安
婦
」

問
題
の
解
決
の
た
め
に
)
と
「
軍
縮
問
題
資

料
」
(
「
慰
安
婦
」
問
題
の
こ
れ
か
ら
)
で

吉
見
義
明
さ
ん
は
、
強
制
が
あ
っ
た
と
い
う

立
場
か
ら
、
あ
い
ま
い
な
日
本
政
府
の
立
場

を
批
判
し
て
い
ま
す
。
文
献
な
ど
に
見
ら
れ

る
当
時
の
軍
隊
の
女
性
蔑
視
的
な
女
性
観

ゃ
、
戦
後
す
ぐ
に
日
本
政
府
が
「
特
殊
慰
安

婦
施
設
協
会
」
の
設
立
に
加
担
し
て
い
る
の

を
み
る
と
、
韓
国
の
慰
安
婦
問
題
も
事
実
と

レ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
戦
争
の
男
性
位
、
暴

力
性
の
問
題
な
ど
若
手
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
問

題
意
識
を
取
り
上
げ
る
雑
誌
が
あ
っ
て
も
よ

か
っ
た
。
車
問
さ
ん
や
中
村
さ
ん
の

「遊
廓
」

で
の
「
商
行
為
」
と
同
一
視
す
る
感
覚
に
は
、

多
く
の
女
性
は
納
得
し
な
い
で
し
ょ
う
。

橋
爪
大
三
郎
さ
ん
日
本
人
が
こ
の
前
の

戦
争
を
き
ち
ん
と
述
べ
る
言
葉
を
失
っ
て
い

る
と
い
う
危
機
的
な
感
じ
を
受
り
ま
し
た
。

戦
後
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
前
向
き
に
語
る

こ
と
が
タ
ブ
ー
に
な
り
、
戦
争
に
つ
い
て
語

る
と
と
は
自
分
の
問
題
で
は
な
く
親
た
ち
ゃ

9 
9 
1修

病
原
性
大
腸
菌
0
1
5
7が

日
本
列
島
を
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
れ

て
い
る
。
1
9
8
0年
代
後
唱

の
バ
ブ
ル
時
代
に
さ
ん
ざ
ん
グ

ル
メ
を
し
、
大
衆
消
賀
社
会
の

「
飽
食
の
時
代
」
を
討
っ
て

き
た
つ
け
が
回
っ
て
き
た
の

か
、
今
、
私
達
は
安
心
し
て
食

べ
ら
れ
る
も
の
が
な
い
と
い
う

精
神
的
飢
餓
感
に
苛
ま
れ
て

い
る
。
近
代
的
な
国
の
安
全
な

「
食
生
活
」
と
い
っ
た
神
話
が

ま
た
ひ
と
つ
崩
猿
レ
た
よ
う

だ。
二
人
の
子
供
を
抱
え
る
わ
が

家
で
は
、
疑
わ
し
き
食
物
ゃ
な

ま
も
の
は
避
り
、
野
菜
も
火
を

適
レ
て
か
ら
口
に
す
る
よ
う
に

し
て
い
る
。

今
ま
で
無
関
心
だ

っ
た
1
2
0度
2
秒
間
、

1
4

0
度
2
秒
間
と
記
さ
れ
た
牛
乳

パ
ッ
ク
の
殺
菌
表
示
も
気
に
し

て
い
る
。
買
い
控
え
の
心
理
に

私
も
陥
っ
て
し
ま
っ
た
c

H

細
菌
の
港
島
。
」
、
玄
子
享

「
『
腸
内
革
命
』
!
『
脳
』

よ
り
『
腸
』
を
活
性
化
せ
よ
」

(
両
者
と
も
「
サ
ン
サ
1
ラ
」
)

な
ど
は
興
味
深
く
拝
読
し
た
。

「
食
」
の
欧
米
化
、
国
際
化
、

イ
ン
ス
タ
ン
ト
化
が
進
行
す
る

に
つ
れ
、
日
本
本
来
の
食
生
活

日
本
食
と
緑
茶
の
知
恵

今
月
は
雑
誌
で
も
0
1
5
7

の
特
集

「大
腸
菌
パ
ニ
ッ
ク
」

(
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
8
/

7
)
、
「
0
1
1
5
7」
(サ

イ
エ
ン
ス
朝
日
創
刊
準
備
号
)

な
ど
が
組
ま
れ
た
ほ
か
、

0
1

5
7関
連
の
論
文
も
た
く
さ
ん

あ
っ
た
。
渡
辺
治
雄
「
O
|
1

5
7禍
は
現
代
文
明
に
対
す
る

が
失
わ
れ
、
「
腸
」
の
働
き
が

弱
く
な
っ
た
こ
と
、
抗
生
物
質

な
ど
薬
剤
を
過
剰
投
与
し
て
き

た
ζ
と
は
今
回
の
大
流
行
と
無

関
係
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
。

な
る
ほ
ど
安
全
性
に
気
を
配
り

始
め
て
か
ら
の
わ
が
家
の
食
卓

は
食
物
繊
維
を
含
ん
だ
野
菜
の

煮
物
、
煮
魚
、
焼
き
魚
、
熱
々

国
民
任
が
な
い
と
思
え
ば
と
ん
で
も
な
い
勘
途

い
で
す
。
戦
争
当
事
者
で
な
く
て
も
戦
争
責

任
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
が
国
家
で
あ
り
、

国
民
で
あ
り
、
社
会
が
継
続
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

山
下

議
論
が
男
性
中
心
に
諮
ら
れ
て
い

る
乙
と
に
不
満
を
持
ち
ま
し
た
。
小
林
さ
ん

の
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
対
す
る
考
、
え
方
に
も

男
性
的
な
視
点
が
あ
り
、
慰
安
所
と
一
般
の

性
的
な
戦
争
暴
力
を
一
緒
に
語
っ
て
し
ま
う

の
は
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
従
軍
慰
安

対
極
化
進
む
戦
争
責
任
問
題

軍
部
の
マ
イ
ナ
ス
の
体
験
を
他
者
の
問
題
と

し
て
語
る
儀
式
、
つ
ま
り
心
の
問
題
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
裏
に
は
、
日
本
が
ど
の

よ
う
に
戦
争
を
引
き
起
こ
し
、
遂
行
し
、
敗

れ
て
い
っ
た
の
か
、
ア
ジ
ア
で
何
を
し
た
か

を
事
実
と
し
て
知
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
と
と

が
あ
る
。
「
正
論
」
で
中
村
さ
ん
が
、
慰
安

婦
の
政
府
調
査
は
謝
罪
す
る
方
針
が
決
ま
っ

て
い
て
、

事
実
は
調
べ
ず
に
形
ば
か
り
の
報

告
書
を
出
レ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
結
局
、

事
実
関
係
を
知
ら
な
い
で
済
ま
せ
て
い
る
姿

@チェルノブ、イリで小:菅谷昭

児ガンを治療する

爪

斎
も
な
難

。
〉
た
多

」
秋
持
は

な
春
を
途

う
襲
態
前

闘
文
基
の

と
(
明
国

ん
判
文
諸

が
批
の
ア

「
の
通
ジ

続
建
共
ア

@
藤
@
い

誠

!

論

藤

君

公

近

諸

央

、

中

男

和

邦

正

田

崎

柳

山
ど

生
を

誕

療

の
医

明

期

文
末
か
洋

終
き
平

ん
ベ
太

が
す
環

。
う
@

-読む・ガイド・

特集 「あいまいな50年J 梶村太一郎、田中.日本は敗戦を精神的に克服

からの訣別 ;伸尚ほか 世界する戦いにも敗れた(梶村〉

山

下

橋

輝政さん中西

勢
が
他
国
に
不
信
を
呼
ぶ
根
本
の
原
困
た
と

思
い
ま
す
。
「
S
A
p
-
o」
の
小
林
よ
レ

の
り
さ
ん
の

「従
軍
慰
安
婦
カ
マ
ト
ト
マ
ス

コ
ミ
を
撃
つ
」
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
従

軍
慰
安
婦
の
証
言
の
裏
付
貯
を
取
っ
て
い
な

い
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。

中
西
「
妄
圭一口
」
と
言
わ
れ
る
政
治
家
の

発
言
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
同
時
に
、
戦
争
の

貿
任
を
白
戸
彼
庭
的
に
取
り
上
げ
る
告
発
型

の
姿
勢
も
あ
る
。
と
も
に
国
際
社
会
の
力
関

係
の
ゲ
1
ム
の
題
材
に
さ
れ
て
い
る
の
を
見

る
と
、
妄
言
政
治
家
も
告
発
型
日
本
人
も
同

じ
だ
と
思
う
。
現
象
的
に
は
2
項
対
立
に
見

え
ま
す
が
、
根
は
全
く
同
じ
で
す
。

橋
爪
「
文
義
春
秋
」
で
山
崎
さ
ん
が
ソ

ウ
ル
中
央
駅
で
地
元
の
人
々
と
語
り
合
っ
た

話
を
し
て
い
ま
す
が
、
同
じ
戦
争
を
経
験
し

た
他
国
の
人
々
の
生
の
声
を
聞
き
、
そ
の
人

々
の
耳
に
も
届
く
形
で
言
葉
に
し
よ
う
と
い

う
態
度
に
好
感
を
持
ち
ま
し
た
。
今
の
日
本

人
の
大
部
分
ほ
戦
争
の
当
事
者
で
は
な
い
。

で
も
、
当
事
者
で
な
い
か
ら
と
言
一
っ
て
戦
争

「日本のつぐない」大論争 j秦郁彦、 山崎朋子・慰安婦の「強制」があったか

文蓮華春秋 iをめぐり秦V8山崎・高木

太平洋戦争は終わっていな.東郷茂彦 :米紙記者の経験か色感じた
文慈春秋 j日米戦争観の絶望的隔たり

j慰安婦は「商行為」。政府

正論;見解は虚偽であり自己欺踊

特集戦後51年ますます;新井利男ほか I民間賠償」を求める活動
強まる戦争費任否定現象 :週刊金曜日 8/9，に中国政府は抑制的(新井〉

， ~まカ、

:中村祭慰安婦問題に潜む虚偽

1;) 

汚辱の近現代史一文部省検 j藤岡信勝 j中学校教科書は暗黒・自虐

定済み歴史教科書批判ー : サンサーラ:・反日史観のオンパレード 橋爪大三郎さん

婦
問
題
は
戦
争
時
の
暴
行
、
性
的
虐
待
を
国

際
法
で
取
り
締
ま
る
と
い
う
今
の
世
界
の
流

れ
の
中
で
と
ら
え
る
べ
き
で
、
日
本
の
女
性

も
他
国
の
軍
隊
に
暴
行
を
受
廿
た
か
ら
、
と

い
う
理
由
で
免
罪
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

中
西
日
本
の
組
織
、
制
度
、
文
化
に
は
、

組
織
の
中
で
個
人
の
プ
ラ
イ
ド
を
圧
殺
す
る

よ
う
な
息
苦
し
さ
が
あ
っ
て
、
ぞ
れ
が
国
際

的
に
比
較
し
て
も
日
本
の
男
性
が
破
廉
恥
な

行
動
を
し
て
し
ま
う
背
崇
に
あ
る
と
思
う
。

従
軍
慰
安
婦
問
題
は
日
本
の
若
い
世
代
が
大

「慰安婦」問題のこれから j吉見義明 ・アジアとの信頼関係を築く

軍縮問題資料ーため、まず政府資料開示を

特集 日本人とナショナリ， AERA 経済的合理性を失ってもナ

ズム 8 /19"-'26 ~ショナリス‘ムは消滅レない

従軍慰安婦カマトトマスコ j小林よしのり :証言には「証拠」がいる、

ミを墜つ ~ 8API08/28・9/4 と「新・ゴーマニズム宣言」

マードック上陸と平和ボケ i井沢元彦 ;無防備な日本にとりインパ

THIS 18読売 :クトの強さは「黒船」に匹敵

の
味
噌
汁
等
々
と
日
本
回
帰
し

て
い
る
。
手
を
よ
く
洗
う
、
夏

場
の
食
材
は
火
を
還
す
、
外
食

や
総
菜
、
冷
凍
食
品
に
頼
ら
ず
、

食
事
は
自
分
の
手
で
調
理
し
、

冷
め
な
い
う
ち
に
食
べ
る
と
い

っ
た
こ
と
は
、
よ
く
考
え
て
み

れ
ば
、
あ
た
り
前
の
こ
と
で
は

な
い
か
。

そ
ん
な
折
、
「
緑
茶
の
カ
テ

キ
ン
に
殺
菌
作
用
、

0ー

1
5

7
に
緑
茶
が
効
く
」
と
昭
和
大

学
医
学
部
島
村
忠
勝
教
授
ら
が

研
究
成
果
を
発
表
、
「
日
本
人

が
お
茶
を
飲
ん
で
き
た
の
は
し

好
だ
け
で
な
く
、
先
人
の
知
恵

の
継
承
」
と
述
べ
た
。
温
か
い

日
本
食
に
緑
茶
で
夏
を
乗
り
切

る
の
も
窓
く
は
な
い
。

(
山
下
悦
子
)

変
嫌
悪
感
を
持
つ
戦
争
犯
罪
で
す
が
、
戦
争

寅
任
問
題
全
体
か
ら
考
え
る
と
、
例
え
ば
明

白
な
強
制
連
行
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
人
々

に
対
す
る
数
済
、
補
償
は
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ

ー
の
高
い
問
題
だ
と
言
え
ま
す
。

山

下

従
軍
慰
安
婦
の
問
題
が
認
め
ら
れ

て
い
貯
ば
、
個
人
補
償
の
問
題
と
し
て
花
岡

事
件
な
ど
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
く
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

橋

m
単
純
に
経
済
効
果
だ
け
か
ら
考
え

て
も
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
不
信
を
抱
え
た
ま
ま

日
本
の
経
済
が
順
調
に
こ
の
地
域
に
根
付
く

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
道
義
的
に
は
、
個

人
補
償
と
名
誉
回
復
の
二
つ
の
問
題
が
あ

る
。
個
人
補
償
は
被
害
を
受
貯
た
人
々
が
亡

く
な
り
手
遅
れ
に
な
る
ケ
1
ス
も
出
て
く
る

で
し
ょ
う
が
、
名
誉
回
復
は
時
聞
が
た
つ
で

も
で
き
る
。
例
え
ば
強
制
連
行
さ
れ
た
人
々

の
名
前
を
記
録
し
残
す
ζ
と
で
す
。

中
菌
戦
争
全
体
の
責
任
に
つ
い
て
の
議

論
が
完
全
に
ふ
っ
切
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に

大
き
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、

従
軍
慰
安
婦
問
題
な
ど
本
来
人
権
や
戦
争
犯

罪
の
問
題
と
レ
て
別
個
に
取
り
扱
え
る
は
ず

の
も
の
に
ゆ
が
み
を
生
じ
て
し
ま
う
。
ま
ず

戦
争
の
歴
史
解
釈
と
し
て
、
日
本
が
ど
こ
ま

で
責
任
を
負
わ
な
貯
れ
ば
な
ち
な
い
の
か
を

真
正
面
か
ら
議
論
す
る
こ
と
で
す
。

マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
京
都
大
学
教
授

(
国
際
政
治
学
)

マ
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

大
学
教
授
(
社
会
学
)

マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ

悦子さん山下iソフトの供給乙そデジタル
潮放送時代の重要な鍵になる

メディア王・マードックの j岡村繁明

「デジタルな企て」

アメリカの勝者が日本を系:大前研一 :本命はまだ。やがて米メデ
列化する : サンサーラ iィアウォーズの勝者が来る

:海外進出はリスクかチャン
No.7・スか、選択を迫られた民放
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j永中他 Ronza 'を間われだしたこ世、三世

テレビ朝日株買収の知られ :Foresight 
ざる衝撃

東
京
工
業

女
性
史
研
究
家
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橋
爪
大
三
郎
さ
ん
住
民
投
票
が
民
主
主

義
を
推
し
進
め
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も

マ
イ
ナ
ス
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
分

か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
住
民
投
票
に

過
剰
に
信
頼
を
置
く
こ
と
は
民
主
主
義
の
自

殺
行
為
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
の
論
文
と
し

て
は
、
「

T
H
I
s
-
s
読
売
」
の
西
部
道

さ
ん
の
「
直
接
民
主
制
の
恐
怖
」
、
「
諸
君
!
」

の
舛
添
要
一
さ
ん
の
「
巻
原
発
『
住
民
投
票
』

は
駄
々
っ
子
の
甘
え
で
あ
る
」
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
両
方
の
論
点
を
ま
と
め
、
結
論
と
し

て
は
住
民
投
票
を
民
主
主
義
の
カ
l
ド
に
使

え
る
と
す
る
の
が
「
世
界
」
の
杉
田
敦
さ
ん

↓
の
ヨ
ア
モ
ク
ラ
シ
l
の
重
層
化
へ
」
で
す
。

一
中
西
輝
政
さ
ん
「
サ
ン
サ
1
ラ
」
の
岡

一
崎
久
彦
さ
ん
の

「民
意
が
国
益
を
損
わ
せ
る

一
一!
」
や
「
文
護
春
秋
」
の
曽
野
綾
子
さ
ん
の

一
「
住
民
投
票
|
『
契
約
』
を
忘
れ
た
民
主
主

一
義
」
、

「正
論
」
の
松
本
健
一
さ
ん
の
「
沖

一
縄
の
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
」
な
ど
も
そ
う
で

一
す
が
、

基
地
問
題
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
と
、

一
住
民
投
票
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
評
価
が
と

一
っ
ち
ゃ
に
な
り
、
か
な
り
政
治
的
な
立
場
に

一
.よ
っ
て
影
響
を
受
貯
て
い
ま
す
。
そ
と
で
は
、

一
注
民
投
票
と
い
う
経
験
の
な
い
や
り
方
を
、

一
一
番
難
レ
い
、
意
見
が
正
反
対
に
分
岐
す
る

一
ょ
っ
な
問
題
で
試
練
に
さ
ら
し
て
し
ま
っ
た

一
己
ど
の
是
非
が
間
わ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
山
下
悦
子
さ
ん
住
民
投
百
訴
を
イ
デ
オ
ロ

一
ギ
l
的
に
頭
ご
な
し
に
否
定
す
る
論
調
が
多

一
い
の
に
驚
き
ま
し
た
。
特
に
〔
文
豪
春
秋
」

一
の
一
ィ
大
田
昌
秀
あ
る
反
戦
政
治
家
の
正
体
」

↑

{
真
神
博
)
や

「徹
底
調
査
米
軍
基
地
の

一
一
坪
地
主
三
千
人
」
(
麻
生
幾
)
な
ど
、
大

一
回
沖
縄
県
知
事
へ
の
個
人
的
な
パ
ッ
シ
ン
グ

一
な
ど
を
レ
て
い
る
論
文
に
は
質
が
低
い
と
い

一
う
回
象
を
受
け
ま
し
た
。
巻
原
発
の
問
題
で

一
も
吋
岡
崎
さ
ん
の
よ
う
に
す
ぐ
「
地
域
エ
ゴ
」

一
に
還
元
し
て
し
ま
う
。
中
央
集
権
的
な
発
想

一
で
大
都
会
の
エ
ゴ
を
黙
認
し
、
原
発
や
産
業

一
廃
棄
物
を
地
方
に
押
し
つ
り
る
の
と
同
じ
ロ

-
ジ
ッ
ク
が
沖
縄
の
基
地
問
題
に
も
言
え
ま

一
す
。
松
本
さ
ん
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
安

一
保
体
制
は
沖
縄
を
置
き
去
り
に
す
る
形
で
九

一
司
へ
て
を
押
し
つ
廿
て
き
た
わ
廿
で
す
。

一
「
潮
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
な
ぜ
過
剰
な
鍛

一
寄
せ
が
く
る
の
か
」
は
女
性
の
受
用
な
ど
に

一
努
め
る
大
田
知
事
の
盗
勢
を
引
き
出
し
、
「
V

Te
0
・1
c
e」
の
本
田
雅
俊
さ
ん
の
「
『
フ
リ
ー

⑤ 聞日新毎③ 批評と表現文化1996年(平成8年)9月30日(月曜日)
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':中

で
激
し
い
対
日
抗
議
運
動
の
大

波
が
起
き
て
い
る
。
今
年
前
半

に
は
、
竹
島
(
韓
国
名
・
独
島
)

を
め
ぐ
っ
て
日
韓
聞
に
一
つ
の

「
領
土
摩
擦
」
を
経
験
し
て
い

る
が
、
乙
の
と
き
も
日
本
側
の

反
応
は
、
欧
米
の
マ
ス
コ
ミ
が

注
目
す
る
ほ
ど
「
冷
静
」
な
も

本
へ
の
抗
議
や
反
発
が
中
国
本
北
方
領
土
の
場
合
の
よ
う
に
ソ

土
よ
り
も
、
香
港
や
台
湾
に
お
連
な
い
し
ロ
シ
ア
で
は
な
く
、

い
て
の
方
が
激
し
い
も
の
が
あ
日
本
人
が
「
歴
史
の
負
債
」
・を

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
と
感
じ
て
い
る
韓
国
や
中
国
で
あ

の
3
地
域
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
る
点
は
大
き
い
か
も
し
れ
な

ど
を
含
め
中
華
世
界
全
体
が
、
ぃ
。
ま
た
、
日
本
の
知
識
人
の

「
抗
日
」
と
い
う
こ
と
で
一
体
中
に
は
、
今
回
、
領
土
と
か
主

化
す
る
兆
候
を
示
し
た
と
と
で
権
国
家
と
い
う
も
の
が
あ
る
種

一

「
時
代
遅
れ
」
と
な
り
つ
つ
あ

の

冷

静

さ

る

と

論

じ

る

信

義

ぃ

。

結
論
的
に
言
っ
て
、
乙
う
し

あ
る
。

一

た
問
題
は
静
か
に
「
原
則
」
を

と
す
れ
ば
我
々
は
「
危
機
感
」
く
り
返
し
つ
つ
、
時
の
経
過
の

，

を
感
ず
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
中
で
解
決
の
た
め
の
「
知
恵
」

か
。
竹
島
の
場
合
も
含
め
、
こ
を
出
す
こ
と
に
努
め
る
以
外
に

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
日
本
人
の
態
な
い
。
し
か
し
も
っ
と
大
き
な

度
が
「
冷
静
」
な
の
は
、
実
は
問
題
は
、
今
の
日
本
人
の
「
冷

対
外
問
題
一
般
へ
の
あ
る
種
の
静
さ
」
が
何
に
由
来
し
て
い
る

無
関
心
の
な
せ
る
わ
ざ
だ
と
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も

う
見
方
が
あ
る
。
ま
た
相
手
が
、
し
れ
な
い
。
(
中
西
輝
政
)

月

尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
っ
て
棟
内
ノ

ジ
ア
に
大
き
な
「
感
情
の
嵐
」

が
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。
幸
い

(
と
い
う
べ
き
か
)
、
日
本
で

は、

0
1
5
7や
沖
縄
基
地
問

題
、
そ
し
て
9
月
に
入
っ
て
か

ら
は
解
散
・
総
選
挙
と
い
う
圏

内
政
局
に
世
論
の
関
心
が
集
中

し
て
い
る
た
め
か
、
今
回
の
問

題
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
関
心
の

対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

7
月
に
日
本
の
政
治
結
社
が

尖
閣
諸
島
の
一
角
に
建
て
た
灯

台
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
政
府
の

対
応
を
含
め
、
乙
の
8
月
以
降

台
湾
・
香
港
そ
し
て
中
国
本
土

ポ
ー
ト
沖
縄
』
の
実
験
」
は
、
沖
縄
を
規
制

緩
和
の
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
再
生
さ
せ
る
と

い
う
前
向
き
な
議
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

中
西
世
界
的
に
「
地
方
主
権
」
と
代
議

制
に
対
す
る
幻
滅
が
並
行
し
て
起
こ
っ
て
お

り
、
な
ぜ
、
こ
う
い
う
並
行
現
象
が
起
乙
る

の
か
を
考
え
る
と
と
が
重
要
で
す
。
舛
添
さ

ん
は
そ
乙
を
近
代
主
義
的
に
押
し
切
ろ
っ
と

「
住
民
投
票
に
意
味
は
な
い
。
む
し
ろ
代
議

制
の
民
主
主
義
の
方
が
重
要
だ
」
と
し
ま
す

が
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
な
ど
別
世
紀

前
半
の
経
験
を
過
度
に
男
豊
c
て
い
る
。
一

方
、
西
部
さ
ん
が
「
地
方
分
権
と
言
う
げ
れ

ど
も
、
ど
こ
に
地
方
が
あ
る
の
か
。
今
の
日

本
は
全
部
『
全
国
』
に
な
っ
て
地
方
が
な
く

な
っ
た
」
と
い
う
の
は
日
本
の
近
代
を
聞
い
治
、
代
議
制
に
根
本
的
な
行
き
詰
ま
り
が
あ
は
ム
ソ
リ
1
ニ
的
委
任
の
原
理
た
っ
た
。
「
週
分
岐
点
を
作
り
出
し
、
建
設
的
に
話
を
前
町

直
す
点
で
鋭
い
指
摘
で
す
。
県
民
投
票
の
投

信
る
の
に
、
単
に
住
民
投
票
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
刊
金
曜
日
9
/
6」
の
普
久
原
均
さ
ん
の
進
め
ら
仇
な
い
。
議
論
を
う
ま
く
整
理
で
告

票
率
が
予
想
よ
り
低
か
寸
た
の
は
、
基
地
が

J
ブ
な
議
論
が
花
町
で
終
始
す
る
の
は
、
危

「
『
強
韓
国
家
を
拒
否
唯
一
る
七
沖
縄
・
読
谷
J

ず
、
結
局
は
ハ
官
僚
・
1

或
田
府
政
治
べ
と
い
r-
つ

な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
地
労
働
者
や
地
検
感
が
乏
し
い
気
が
し
ま
す
A

-

村
長
」
な
ど
の
論
文
が
住
民
警
寸
民
主
主
委
任
の
構
図
を
助
長
さ
せ
て
し
ま
う
宇
半
、

主
の
収
入
が
な
く
な
る
と
い
う
経
済
・
生
活
橋
爪
西
部
さ
ん
、
舛
添
さ
ん
に
は
危
機
義
の
進
歩
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
℃
い
ま
し

・

橋
爪
委
任
才
る
乙
と
は
か
ま
わ

J

な
い
。

の
問
題
が
大
き
か
っ
た
。
ま
た
、
中
央
の
政
J

感
が
あ
り
ま
す
。
彼
ち
は
、
民
主
主
義
の
行
た
が
、
民
主
主
義
の
一
層
り
推
進
と
同
時
応
、
む
し
zu
、、と
れ
を
検
証
す
る
と
と
を
忘
れ
で

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
、無
条
件
に

「
吾
作
L

定
者
す
る
主
乏
受
雲
見
守
れ
れ
十
仲
間
熊
野

E
F斗
ヨ
フ
」
一
ス
ノ
D
ま
V
4
d
V
〈

a
1
F
S
ι
Z
E一F
意
が
再
び
作
動
し
て
、
代
議
士
は
ポ
ス
ト
を

失
う
、
官
僚
は
予
算
の
臨
分
が
な
く
な
る
と

き
詰
ま
り
打
開
の
糸
白
と
し
て
直
接
民
主
な
る
べ
く
公
の
介
入
を
な
く
す
と
い
う
自
由
い
う
制
裁
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
「
住

主
義
に
訴
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
す
る

γ

主
義
の
発
想
が
大
事
で
す
ー
も
う
一
つ
は
、
民
」
が
実
態
の
な
い
、
空
虚
な
概
念
に
な
っ

立
場
か
ら
脅
い
て
い
ま
す
。
沖
縄
の
問
題
西
部
さ
ん
の
強
調
す
る
地
方
に
根
差
レ
た
伝
て
い
る
。
確
か
に
中
央
と
地
方
の
差
は
あ
り

を
独
自
に
解
決
し
て
い
く
プ
ラ
ン
と
し
統
、
あ
る
い
は
松
本
さ
ん
の
言
う
川
ト
リ
(
郷
ま
す
が
、
所
得
格
差
を
埋
め
れ
ば
い
い
と
い

て
、
沖
縄
の
自
立
性
や
独
自
性
を
援
助
す
一
土
)
と
い
う
考
え
方
が
復
活
し
な
い
と
い
け
う
発
想
で
は
、
中
央
依
存
が
深
ま
り
、
地
方

る
形
で
、
い
わ
ば
経
済
特
区
を
作
っ
て
い
な
い
。
民
主
主
義
が
行
き
過
ぎ
て
個
人
の
領
の
個
性
は
失
わ
れ
ま
す
。

h

く
と
い
う
本
田
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
ば
い
域
に
踏
み
込
ん
で
く
る
こ
と
へ
の
防
波
堤
と
中
西
地
方
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

い
。
住
民
投
票
に
こ
れ
だ
け
慎
重
論
が
多

b
て
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
だ
す
o

e

「利
害
と
し
て
の
地
方
」
で
す
。
自
分
が
ゲ

い
の
は
、
テ
1
マ
が
迷
惑
施
設
型
の
基
地

-
山
-h

日
本
の
社
会
自
体
が
も
う
少
し
成

e

イ
ヂ
ン
テ
ィ
テ
ィ
J
を
見
い
だ
し
て
い
く
地

や
原
発
と
い
う
問
題
で
、
住
民
投
票
を
す
・
熟
し
た
段
階
に
入
っ

τい
る
と
患
い
ま
す
。
方
で
は
な
い
。
ぞ
れ
が
育
た
な
い
限
り
住
民

れ
ば
反
対
が
多
く
て
当
た
り
前
だ
か
ら
で
難
し
い
問
題
を
政
治
家
だ
貯
に
任
せ
ず
、
直
投
票
も
な
い
と
い
う
の
は
、
賛
成
で
す
。
し

す
。
圏
全
体
の
問
題
を
設
票
に
か
け
る
と
、
接
的
に
自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
考
え
る
と
か
レ
、
直
接
民
主
制
的
な
契
機
が
全
然
な
く

全
体
の
利
益
と
地
域
エ
ゴ
と
い
う
枠
組
依
い
ヨ
時
代
の
流
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
今
ま
で
な
っ
て
レ
ま
っ
た
民
主
主
義
で
は
検
証
の
契

で
議
論
さ
れ
て
し
ま
う
。
白住
民
投
票
の
善
の
政
治
は
大
都
市
主
義
、
中
央
集
権
的
な
発
機
も
失
わ
れ
て
七
ま
う
。
投
票
の
日
に
行
く

レ
あ
し
む
問
題
と
、
地
域
エ
ゴ
か
国
益
か
想
の
下
で
行
わ
れ
て
き
た
わ
廿
で
、
そ
れ
に
だ
廿
で
は
な
く
で
普
段
か
ら
政
策
論
議
に
参

古
い
う
問
題
は
別
で
す
。

F
-

2

1

対
し
て
地
方
自
治
的
な
考
え
方
が
主
体
と
な
加
す
る
、
そ
う
い
う
と
と
す
べ
て
が
「
民
」

“
申
酉
・
・官
僚
国
家
の
あ
り
拡
が
問
わ
れ

」
る
政
貯
の
あ
り
方
が
閏
わ
れ
で
も
よ
い
。
「
デ
の
リ
1
F
lシ
ッ
プ
に
つ
な
が
り
ま
す
。

、
会

で
い
ま
吹
問
、
代
議
制
乙
官
僚
制
は
『
委
モ
ク
ラ
シ
ー
を
重
層
化
さ
せ
る
こ
と
が
ど
う
"
『
"
"
"
"
“
“
ロ
"
"
"
“
“
“
ロ
ロ
ロ
ロ
“
"
"
口
口
"
"
"
“
“
"
"
"
に
"
"
"
"
“
"
"
"

任
」
と
い
う
非
常
に
似
た
精
神
的
契
機
が
し
て
も
必
要
た
」
と
い
う
杉
田
さ
ん
の
指
摘
マ
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
東
京
工
業

あ
る
。
任
せ
て
し
ま
う
バ
や
台
せ
で
お

Mμ

ば
、
モ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

、

大
学
教
授
(
社
会
学
)

ば
い
い
、
と
い
う
も
の
の
考
え
方
を
現
代
t

a

中
直
日
本
の
論
壇
は
と
か
く
表
面
的
で
マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
:
京
都
大
学
教
授

の
日
本
人
は
安
戸
d
Lし
て
し
ま
う
。
別
世
5

注
さ
い
な
問
題
で
対
極
化
す
る
。
住
民
投
票
(
国
際
政
治
学
)

担
別
学
の
経
験
か
ら
い
え
ば
、
国
民
投
票
J

の
問
題
で
も
、
本
筋
で
な
い
問
題
で
大
き
な
マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ

一女
性
史
研
究
家

尖
閣
問
題
へ

の
で
あ
っ
た
。
領
土
問
題
で
冷

静
な
態
度
を
と
れ
る
こ
と
は
大

変
好
ま
し
い
。

勿
論
、
竹
島
と
尖
閣
で
は
状

況
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
一
応
、
日
本

の
「
実
効
支
配
」
が
維
持
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
今

回
、
注
目
す
べ
き
乙
と
は
、
日

意
見
を
交
わ
す
(
右
か
ら
)
中
西
輝
政
、
山
下

悦
子
、
橋
爪
大
=
一
郎
の
3
氏
(
本
社
で
行
日
)

;西

町山

、E下

Bすいま'"
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j西部 道 e ・伝統破療が「進み定住性も失ょ

THI818読売 jった日本に「住民」はいな怜 伽

「フリーポート沖縄」の実:本田雅俊 φ -規制緩和のモデル地区を作

L験 Voice り税金を使わない振興策を

7インタビューなぜ過剰な:大田昌秀 j県民投票を前に「間接的な
;鍛寄せがくるのか j 潮 i民主主義を補完するもの」

:沖縄のパトリオテイズム j松本健日本のナショナリズムを粗
正論 i対化する沖縄の郷土への愛

「強権国家を拒否する」沖:普久原均 1外交も、国家の専権事項
'縄・読谷村長 i 週刊金曜日 9/6 ~ ではおかしい」と山内村長 .

?民意が国益を損わせる岡崎久彦 i"}， 住民投票は住民の意見を示

サンサーラ:すもので国家の問題とは別

;: 0157の根絶は不可能だ :大牟田透 1清潔ブーム」の陰に学校
中央公論 j給食のお寒い現状があった

と0157と「安全ボケJ 中原英gr 緊急事態に対応できる「病
THIS IS読売 j院船」建造など防御対策を

九カイワレ買い控えの患かさ :'本固ま青春 :買い控えは、 トイレットペ
ι を知れ ー現代 jーパー買い占めと根は同じ "1' 

~ 0157禍は細菌・ウイルス i畑中正) γ ~ 21世紀は感染症の時代。人
:との「闘い 」 の 始 ま り だサンデー毎困9/8~類の存亡にかかわる対決に

:尖闇問題 日本vs中華連;ニューズウィーク j日:本の右翼団体の行動に阜 、
:合危険な対立の構図 上 -9 /25 ~ ・台・香港カ吋冗議の大合唱

.寅さん白山ラマキ ;ビートた貯レ j腹巻きこそ白本の伝統だが
新潮45;下町のよさなんでもうない

• 
‘直接民主制の恐怖

ガイド• 読む4砂

デモクラシーの重層化へ
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l 雑誌を読む!
月10 

.私のお勧め2点・ 〈注記した以外の月刊誌はすべて11月号〉

橋爪大三郎 山下悦子 中西 輝政 編集部

10虚妄の中国経済大国論(j度辺利夫) 。特集 市民による日本環境報告 =世界 。鼎談 二十一世俊夫紀の花鳥風月(石川九楊、松 @大特集 日本の力量を知る (椎名素夫、山内
=中央公論 ダイオキシン汚染など市民生活の傍らで進行 井孝典、 横山 中央公論 昌之、 養老孟司ほか アステイオン秋号

統一市場の未熟な中国経済は、まだ「超大国」 する環境破鐘を詳細に報告 鋭い感性による深みのある近代と21世紀論 健全な<愛国心>は国際人として不可欠の条
にほど速い 件(山内〉など、日本の 「居場所」を分析

|概ぬ前に一度あんたに会いたかった(淀川!長 @父と私の「チャタレイ夫人J (伊藤礼) @r哲学」が消えた京都大学 (武田徹) @特集 翻訳と日本文化(芳賀徹監修、D・キ
治、北野武 文義春秋 =文書事春秋 =ボイス ーン、村上春樹ほか 国際交流73号
黒揮を除けば日本ベス トワン、淀長さんがタ 新潮文庫版伊緩整訳「チャタレイ夫人の恋人」 官主導の大学改革と学聞のあり方を闘う 日本の文化史上、 重要な役割を果たレてきた

| ケシにほれた の改訂作業を行う乙とになった息子の秘話 翻訳の歴史を多様な角度からひもとく

公共性はどこへ行ったか(立山学)
=世界

国鉄分割民営化から来年4月で満10年。 20兆円以上
の債務が整理されず残された処理政策の決算を闘う

-日本国の研究(猪瀬直樹 文筆芸春秋
400兆円を超えて膨らみ続りる国の借金。現場のル
ポを通し行政システムの病弊に迫る集中連載第 l部

-検証JRl0年

-対論大殻官僚をいますぐ駆逐せよ(野中広務、佐
高信 諸君 !
思い上がった大蔵官僚に自浄作用はない。銀行 ・証
券局を切り離し金融監視委員会を作れ、などを提案

-なぜ行政改革か経済の「五五年体制」を打破せよ
(橋本寿朗エコノミスト10/22

20世紀型産業構造に対応した公共事業は使命を終え
た。行政機構を改革し21世紀型インフラ整備が必至芸

-霞が関で台頭し始めた 「行政改革」 推進論(生田忠
秀 フオーサイトNo.10
霞が関の官僚自身から改革を歓迎する意見が出始め
たが、政治による大蔵省の金融行政改革が突破口だ

山下

新
旧
価
値
観
の
闘
争
続
く

橋
爪
大
三
郎
さ
ん

行
政
改
革
と
い
う
問

題
の
大
き
さ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま

し
た
。
特
に
、
猪
瀬
直
樹
さ
ん
の

「日
本
国

の
研
究
」

(
文
護
春
秋
)
は
、
林
野
行
政
や

水
資
源
行
政
を
調
査
し
、
国
債
乱
発
に
よ
る

浪
費
の
実
態
を
鋭
く
え
ぐ
っ
て
い
ま
す
。
国

鉄
の
債
務
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
が
「世
界
」

の
立
山
学
さ
ん
の

「検
証
J
R
叩
年

公

共

性
は
ど
こ
へ
行
っ
た
か
」
、
大
蔵
行
政
の
問

題
を
取
り
上
げ
た
の
が

「選
択
叩
月
号
」
の

「中
小
銀
行
の
大
半
は

『
隠
れ
破
綻
』
」
、

「フ
ォ
1
サ
イ
ト
ぬ
叩」

の

「霞
が
関
で
台

海
he

ん

お

さwp
 

白
民一一一

-
大爪橋

頭
し
始
め
た
『
行
政
改
革
』
推
進
論
」

(生

田
忠
秀
)
、

「宝
石
」
の

「大
蔵
省
匿
名

官
僚
に
天
下
国
家
を
語
る
資
格
は
な
い
」
(佐

高
信
)、

「諸
君
!」

の
対
論

「大
蔵
官
僚

を
い
ま
す
ぐ
駆
逐
せ
よ
」(
野
中
広
務
、
佐
高

信
)
な
ど
で
す
。
叩
年
代
に
入
っ
て
経
済
が

低
迷
レ
、
い
よ
い
よ
宮
僚
機
織
の
改
革
に
手

を
着
廿
な
廿
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
出
て
き

て
い
る
。
生
田
さ
ん
は
、
霞
が
関
自
身
も
行

政
改
革
に
前
向
き
に
取
り
組
み
始
め
た
と
指

摘
し
て
い
ま
す
。

中
西
輝
政
さ
ん

各
論
文
は
、
三
つ
の
点

で
行
政
改
革
の
必
要
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

一
つ
は
財
政
の
問
題
を
強
調
す
る
も
の
で

す
。
財
政
赤
字
が
急
速
に
憎
唱
え
て
い
て
、
2

4
0兆
円
と
い
う
数
字
が
自
に
付
き
ま
す
。

二
つ
自
は

「官
」
の
論
理
を
克
服
し
て
市
民

の
政
治
を
、

と
い
う
発
想
。
三
つ
目
は
、
官

僚
主
導
が
政
治
的
に
見
て
是
か
非
か
。
規
制

緩
和
な
ど
と
一

体
に
な
っ
た
発
想
で
、
社
会

的
活
力
の
回
復
を
求
め
る
も
の
で
す
。
生
田

さ
ん
の
言
う
と
お
り
霞
が
関
の
中
に
熱
心
な

行
革
論
が
出
て
い
て
、

「官
」
の
論
理
に
よ

る
行
政
改
革
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
傾
向

9 
9 
1修

を
感
じ
る
。
猪
瀬
さ
ん
の
議
論
は
財
政
の
問

題
に
偏
り
す
ぎ
て
い
ま
す
し
、
危
機
感
を
あ

お
る
と
と
に
な
っ
て
は
議
論
が
幻
滅
レ
か
残

ら
な
い
H

線
香
花
火
作
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

飯
田
経
夫
さ
ん
の

「ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
行

革
紀
行
」
(
ボ
イ
ス
)
を
読
み
ま
し
た
が
、

巌
近
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
選
挙
が
あ
り
、

行
政
改
革
・
規
制
緩
和
を
推
進
し
た
党
が
負

町
、
方
向
転
換
を
迫
ら
れ
る
結
果
に
な
っ
た
。

し
も
進
ま
な
い
」
の
が
叩
年
代
の
改
革
に
共

通
し
た
現
象
で
す
。
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は

祭
の
問
題
、
政
治
の
問
題
で
す
。
行
政
改
革

を
進
め
れ
ば
、
必
ず
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
低
下

す
る
。
す
る
と
、
改
革
を
推
進
レ
た
政
党
は

選
挙
で
必
ず
負
り
る
。
諸
外
国
も
そ
う
で
す
。

「民
宅
一
制
は
改
革
を
阻
む
」
と
い
う
現
代
政

治
に
内
在
す
る
論
理
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か

が
行
政
改
革
の
大
き
な
テ
l
マ
で
す
。
そ
の

点
の
議
論
が
な
か
っ
た
の
は
寂
し
い
。

橋
爪
さ
ん

財
政
の
問
題
は
重
要
で
、
危

機
は
危
機
と
し
て
認
識
し
賢
明
に
握
る
舞
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
蔵
省
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
い
く
つ
か

の
論
文
が
指
摘
す
る
通
り
で
す
が
、
そ
の
原

因
は
、
別
年
代
ま
で
の
よ
う
に
日
本
経
済
が

安
定
成
長
を
続
け
た
時
代
は
も
う
終
わ
っ
た

か
ら
で
す
。
改
革
を
必
要
と
す
る
度
合
い
は

日
一
日
と
深
ま
っ
て
い
く
。

中
西
さ
ん
「
ポ
ス
ト
高
度
成
長
」

と
い

わ
れ
る
社
会
の
脱
力
感
が
改
革
を
阻
ん
で
い

る
。
日
本
的
土
援
に
適
し
た
行
政
改
革
と
は

何
な
の
か
。
明
治
以
来
こ
れ
だ
け
「
官
」
主

導
で
や
っ
て
き
た
も
の
が
、
安
易
に
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
型
の
「
民
」
主
導
社
会
に
変
わ

れ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
怒
り
ま
く
議
論
は

や
め
な
り
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
歴
史
と
土
援

を
踏
ま
も
え
た
改
革
の
戦
略
論
が
必
要
で
す
。

山
下
さ
ん

失
望
感
が
強
く
あ
り
ま
す
。

家
族
や
経
済
、
政
治
、
教
育
な
ど
あ
ら
ゆ
る

場
面
で
れ
世
紀
シ
ス
テ
ム
に
転
換
し
な
く
て

「だ
れ
も
反
対
レ
な
い
が
少

規
制
緩
和
を
や
ら
な
い
と
外
資
は
逃
げ
る
、

や
る
と
票
が
逃
げ
て
い
く
と
い
う
乙
と
で

て
つ

H

援
り
子
H

を
援
る
。
そ
う
い
う
轍
が
見
え

て
い
る
わ
け
で
、
行
政
改
革
を
ど
う
進
め
る

か
と
い
う
方
法
論
が
も
っ
と
あ
っ
て
い
い
。

山
下
悦
子
さ
ん

佐
高
さ
ん
の
諸
論
文
が

目
立
ち
ま
し
た
。

「諸
君
!
」
「
宝
石
」
に

加
え
て
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
叩
/
辺
」
の

「解

体
せ
よ
大
蔵
省
と
の
わ
が
闘
争
」
で
も、

大
蔵
官
僚
の
批
判
を
私
憤
も
交
え
て
語
っ
て

い
ま
す
。
岡
本
行
夫
さ
ん
が
「
日
本
を
苦
し

め
る
3
つ
の
『
行
き
す
ぎ
』

」

(
ニ
ュ
ー
ヌ

ウ
ィ
ー
ク
叩
/
幻
)
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
官
僚
の
あ
り
方
が
パ
ッ
シ
ン
グ
で
は
な

く
改
革
さ
れ
な
い
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。

す
べ
て
の
権
力
が
大
蔵
省
に
集
中
し
て
い
る

の
は
異
常
な
事
態
で
す
。
税
制
改
革
に
つ
い

て
は
、
橋
本
寿
朗
さ
ん
が

「な
ぜ
行
政
改
革

か
経
済
の
『
五
五
年
体
制
』
を
釘
被
せ
よ
」

(
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
叩
/
包
)
で
、
幻
世
紀
型

経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
構
築
す
る
か
と

い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
意
識
が
必
要
だ
と

し
て
い
ま
す。

中
西
さ
ん

中
西

歴
史
踏
ま
え
た
戦
略
論
を

と
国
会
で
演
説
し
、
マ
ス
コ
ミ
が

大
騒
ぎ
し
た
。

と
き
に
行
き
過
ぎ

は
あ
っ
て
も
、
特
定
の
テ
1
マ
を

め
ぐ
っ
て
国
民
が
賛
否
を
と
こ
と

ん
議
論
す
る
と
い
う
、
政
治
の
メ

リ
ハ
リ
に
好
感
が
持
て
た
。

山下悦子さん

中西輝政さん

ヰ
芭
さ
ん

ただ一

E
年
一冊
濯
を
ま
っ
」
よ

う
な
強
制
問
で
は
い
け
な
い
と
思
う
。
今
し
よ

う
と
し
て
い
る
改
革
は
、
第
2
次
世
界
大
戦

や
明
治
の
大
混
乱
の
時
代
に
レ
か
で
き
な
か

っ
た
よ
う
な
改
革
で
す
。
ぞ
れ
を
平
時
に
行

う
に
は
、
コ
ス
ト
や
リ
ス
ク
に
つ
い
て
議
諭

を
詰
め
、
手
順
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
だ
れ
よ
り
も
評
論
家
と
マ
ス
コ

ミ
が
、
過
去
の
改
革
論
議
に
つ
い
て
「
な
ぜ

ア
ピ
ー
ル
し
な
か
っ
た
の
か
」
を
反
省
す
べ

き
で
す
。

-
回
の
選
挙
で
悲
観
的
に
な
る
こ

と
は
な
い
。
今
回
の
選
挙
を
、
乙
れ
ま
で
の
改

革
論
議
の
自
己
検
証
に
役
立
て
れ
ば
い
い
。

山
下
さ
ん

桜
井
よ
し
と
さ
ん
の
「
厚
生

官
僚
の
大
逆
襲
が
始
ま
っ
た
」
(
文
慈
春
秋
)

に
脅
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
官
僚
の
巻
き
返

し
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
利
権
を
持
つ
人
た

ち
は
そ
れ
に
レ
が
み
つ
く
わ
り
で
、
新
し
い

価
値
観
と
古
い
価
値
観
と
の
闘
争
は
混
迷
し

た
状
態
で
か
な
り
続
く
の
で
は
な
い
か
。

中
西
さ
ん

利
権
を
手
放
す
ま
い
と
閉
じ

こ
も
っ
て
い
号
一
回
僚
が
相
手
な
ら
や
り
や
す

い
が
、
生
田
さ
ん
の
論
文
に
あ
る
よ
う
に
、

日
本
少
百
僚
は
も
っ
と
し
た
た
か
で
す
。
自

分
が
言
い
出
し
た
の
で
は
な
く
政
治
家
が
言

い
出
し
た
か
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
を
作
っ

て
、
自
分
た
ち
は
一
応
反
対
し
て
み
せ
、
そ

し
て
政
治
に
押
し
つ
甘
ら
れ
る
、

と
い
う
行

政
改
革
。
実
は
「
メ
l
ド
・
イ
ン
・
霞
が
関
」

と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
で
、
乙

れ
だ
と
結
局
何
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た

H

焼
貯
太
り
w

の
鱗
図
が
、
霞
が
関
を
め
ぐ

っ
て
戦
後
よ
く
起
こ
っ
た
わ
貯
で
す
。

橋

mさ
ん

H

焼
け
太
り
ρ
か
ど
う
か
の
メ

ル
ク
マ
ー
ル
は
、
歳
出
を
減
ら
せ
る
か
ど
う

か
で
す
。

2
4
0兆
円
は
赤
字
国
債
、
建
設

国
慌
の
稿
み
愛
ね
で
す
。
役
人
は
赤
字
悶
杭

で
ツ
ケ
を
国
民
に
回
さ
な
い
と
、
互
い
の
利

告
を
調
盤
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
猪
瀬
さ

ん
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
歳
出
が
膨
れ
る
の

は
安
ら
な
い
も
の
を
造
る
か
ら
で
す
c

歳
出

橋爪

国
会
が
主
導
権
握
る
べ
き
だ

は
い
貯
な
い
の
に
、
一

向
に
改
革
が
進
ま
な

い
。
岡
本
さ
ん
は

「国
民
、
特
に
若
年
層
に

お
け
る
政
治
へ
の
無
関
心
は
危
険
な
傾
向

だ
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
総
選
挙
の
投
票
率

は
霞
低
で
し
た
。
高
木
勝
さ
ん
が
消
費
税
率

ア
ッ
プ
に
つ
い
て

「潮
」
で
「
総
選
挙
の
争

点
と
し
て
国
民
の
信
を
闘
う
べ
き
」
と
し
て

い
ま
し
た
(
行
革
な
き
『
消
費
税
5
M』
に

異
議
あ
り
)
が
、
結
局
、
自
民
党
が
議
席
を

回
復
し
、
受
貯
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

橋
爪
さ
ん

選
挙
の
結
果
は
、
国
震
が
「自

民
党
を
中
心
と
す
る
連
立
政
権
を
作
れ
」
と

考
え
た
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
政
権
は
改
革

に
熱
心
で
な
さ
そ
う
で
す
か
ら
、
矛
盾
は
深

ま
っ
て
、
次
の
総
選
挙
は
さ
ら
に
厳
し
い
状

態
で
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
自
民
党

で
は
だ
め
だ
と
有
権
者
が
判
断
す
れ
ば
改
革

志
向
の
政
権
が
で
き
る
わ
げ
で
、
余
地
は
残

っ
て
い
る
。

何
回
も
選
挙
を
す
れ
ば
い
い。

そ
の
う
ち
に
行
政
改
革
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
必

ず
来
る
と
信
じ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

ス
ト
党
は
、

小
選
挙
区
と
比
例
代

表
を
組
み
合
わ
せ
た
新
し
い
制
度

の
も
と
第
三
党
に
躍
進
し
た
点

で、

民
主
党
に
似
て
い
る
。
第

一

党
の
国
民
党
、
第
二
党
の
労
働
党

が
過
半
数
を
取
れ
な
か
っ
た
の

で
、
結
果
的
に
連
立
の

鍵
を
握
っ
た
。
い
っ
ぽ

う
の
民
主
党
は
、
自
民

党
と
新
進
党
が
同
じ
状
態
に
な
る

こ
と
を
あ
て
に
し
た
、
愚
初
か
ら

「第
三
極
」
ね
ら
い
だ
っ
た
。
政

策
が
後
回
し
の
あ
い
ま
い
な
存
在

で
、国
民
に
わ
か
り
に
く
い
点
は
、

自
社
さ
連
立
や
新
進
党
と
同
じ
で

ー
ス
ト
党
が
第
三
党
に
躍
進
し

た
。
行
革
の
行
き
過
ぎ
、
福
祉
切

り
捨
て
に
反
対
す
る
国
民
の
声
が

政
治
を
動
か
し
た
の
だ
(
ニ
ュ
ー

ズ
ウ
ィ
ー
ク
叩
/
叩
)。

メ
ル
ボ
ル
ン
と
シ
ド
ニ
ー
で
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
一
週
間
ほ

ど
出
強
レ
た
。

岡
田
で
は
、
労
働
党
か
ら
自
由

党
に
政
権
が
交
替
し
、
政
治
の
風

向
き
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
緊
縮
財
政
で
福
祉
や
大
折
か
ら
テ
レ
ビ
は
、
隣
国
ニ
ユ

学
の
予
算
は
大
幅
カ
ッ
ト
。

9
月

1
ジ
l
ラ
ン
ド
の
総
選
挙
を
報
じ

に
は
ポ
1
リ
ン
・
ハ
ン
セ
ン
と
い

て
い
た
。
己
と
で
は
逆
に
、
行
革

う
新
人
女
性
議
員
が
「
ア
ジ
ア
人

を
徹
底
的
に
や
り
と
げ
経
済
を
立

の
移
民
は
自
分
の
国
に
帰
れ
、
福

て
直
し
た
国
民
党
が
過
半
数
を
割

祉
に
こ
れ
以
上
税
金
を
使
う
な
」

り、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
フ
ァ

「あ
い
ま
い
な
日
本
」の
選
挙

現
地
の
人
び
と
に
最
近
の
日
本
の

政
局
に
つ
い
て
話
し
た
。
な
か
な

か
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
。
特
に
、

自
社
さ
連
立
政
権
や
民
主
党
の
説

明
に
は
困
っ
て
し
ま
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・

フ
ァ
l

を
削
減
す
る
に
は
、
行
政
改
革
の
主
導
権
を

国
会
が
擦
る
べ
き
で
す
。
大
蔵
原
案
を
パ
ツ

サ
リ
削
る
予
算
を
国
会
で
適
し
て
し
ま
え

ば
、
行
政
改
革
は
一

一趨
で
で
き
る
。

中
西
さ
ん

な
ぜ
、
ぞ
れ
が
こ
れ
ま
で
で

き
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
国
会
議
員
の
集

票
マ
シ
ン
の
中
に
、
大
蔵
省
に
代
表
さ
れ
る

予
算
構
造
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
土
建
業
界

な
ど
が
あ
る
と
と
が
大
き
い
。
今
回
の
選
挙

で
も
ド
ブ
板
選
挙
、
利
権
の
選
挙
と
い
う
日

本
型
選
挙
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
民
主
党
に

風
が
そ
れ
ほ
ど
吹
か
な
か
っ
た
の
は
、

利
権

の
構
造
で
行
わ
れ
て
い
る
選
挙
を
完
全
に
排

除
し
た
こ
と
に
あ
る
。
汚
い
と
こ
ろ
に
入
っ

て
い
か
な
い
と
改
革
は
始
ま
ら
な
い
。

マ
は
し
づ
め

・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

東
京
工
業

大
学
教
授
(
社
会
学
)

マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ

(
国
際
政
治
学
)

マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ

京
都
大
学
教
授

女
性
史
研
究
家

あ
る
。江

藤
淳

「
『排
除
の
論
理
』

で

何
が
惑
い
」

(
ボ
イ
ス
)
は
、
自

民
党
の
単
独
過
半
数

・
連
立
解
消

乙
そ
A
愚
良
の
シ
ナ
リ
オ
V
だ
っ

た
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
と
思
つ
。

自
民
党
政
権
が
行
き
詰
ま
れ
ば
、

政
策
論
争
と
選
挙
に
敗
れ
、
野
党

に
政
権
が
移
る
。

そ
れ
が
容
易
な

の
が
小
選
挙
区
の
利
点
だ
。

敗
れ
た
今
ζ
そ
政
策
を
練
り
、

時
機
を
待
つ
。
思
い
切
っ
た
党
内

改
革
を
や
り
と
げ
る
。
野
党
の
責

任
は
重
大
な
の
で
あ
る
。

(橋
爪
大
三
郎
)
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10座談会 持続不可能な発展、栄か建らの転換を(石 。今でも5年遅れでアメリカを追う日ホ(嶋中 。藤子・ F・不二雄との五十年(藤子不=雄⑧) 。特集クリントン政権2期目に何が起きる
弘之、 A・L・ハモンド 栄-世界 雄二 -，エコノミスト11/12 =中央公論 (岡本行夫、宇佐美滋ほか)=世界週報11/26
アジアの経済成長が無秩序に続げば、地球環 いよいよ米経済カ「下降局面に、日本は上昇へ。 急逝した「ド、ラえもん」の作者への心温まる 米中関係がヤマ湯に。日本は経済で対米、対ア
境に大打撃。他にアジア環境特集の4論文も この逆調に自を向貯る要あり i白悼エッセー。 50年の交友の深みを感じる ジアの相互の関連に考慮が必要 (1河本〉など

@r米日関係」の本当の実態を語れ(副島隆彦) @日本人が忘れたもう一つの教養(白川静、宮 @異常ブーム「こんな日本にや住み飽きた!J @対談'96総括清潔日本にセッ卜された体内
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「日本はアメリカの属国」と考えれば、外交や 幻世紀になると強く求められる文化のルーツ 夢を失った日本人が海外へ移住する現象が起 一足早い96年の総括。伊達引退から自殺予告
経済の混迷を明快に説明できる。前号の続編 への視線の一つのあり方を示す きている。海外移住本ブームの背景を探る までの社会現象から日本人の意識を読み解く

批評と表現文化(夕刊)⑤ 聞新日毎⑤ 〈第3種郵便初箆可〉

-対談何のための行革なのか (G・カーティス、佐
々 木毅中央公論
日本には政策的なマンデイトがない(カーティス〉

.自民党よ 腐るなかれ(後藤田正晴文整春秋
試行錯誤は続く。 l回の選挙結果に握り因されるな

-菅直人過去からの声(塩田潮同
権力を追い求めるマキャベリス トという意外な実像

i:;;政11覚:::::吾妻来世塾ヨ

-政治家「対抗軸Jで政界再編を読む(楼田淳)
=諸君 !

「中核Jr周辺」のニつの機能を軸に政治家を位鐘付廿

(石JiI好)
=現代

「第三の黒船」が来なければ国民の怠識変革はない

4砂座談会 「社会党的なるもの」の行方(新川敏光、
新藤宗幸、米原謙世界
理想実現への現実的ステップのなさが限界に(米原〉

4砂政治なき国家に迫る「アジアの武力」

中
西

改
革
第

2
期
が
始
動

中
西
輝
政
さ
ん

今
回
の
総
選
挙
に
つ
い

て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
視
点
か
ら
の
評
論
が
多

か
っ
た
。
「
中
央
公
論
」
の
佐
々
木
毅
さ
ん
と

の
対
談
「
何
の
た
め
の
行
革
な
の
か
」
で
0

・ヵ
1
テ
ィ
ス
さ
ん
は
、
国
会
の
改
革
の
重

要
性
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま

す
。
議
会
制
民
主
主
義
が
十
分
機
能
し
な
い

と
こ
ろ
で
、
唯
一
の
支
え
で
あ
っ
た
霞
が
関

を
壊
し
て
し
ま
っ
て
国
の
運
蛍
を
ど
う
す
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
文
義
春
秋
」
の

後
藤
田
正
晴
さ
ん
の
「
自
民
党
よ
購
る
な

か
れ
」
は
、
-
回
の
選
挙
で
結
論
を
出
レ
た

り
投
げ
や
り
な
態
度
に
な
っ
て
し
ま
う
乙
と

に
注
意
を
喚
起
し
て
い
ま
す
。
内
田
健
三
さ

ん
の
「
『
小
沢
一
郎
』
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」

(
文
萎
春
秋
)
、
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
ロ
/
ロ
」

の
滝
村
隆
一
さ
ん
の
「
小
浪
革
命
『
中
挫
』

の
重
さ
」
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
改
革

の
検
証
と
し
て
読
む
と
意
味
が
あ
る
。
塩
田

潮
さ
ん
の
「
菅
直
人
理
去
か
ら
の
声
」
は
、

表
舞
台
に
登
場
し
た
人
聞
に
水
を
か
け
る
外

野
的
な
発
想
が
勝
ち
す
ぎ
た
感
じ
も
す
る
。

政
界
再
編
時
代
に
は
政
党
の
役
割
、
政
策
的

な
流
れ
、
政
治
家
個
人
の
持
ち
味
を
全
体
と

し
て
フ
ェ
ア
に
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
養
老
孟
司
さ
ん
の
「
政
治
と
自
然
」
(
中

央
公
論
)
も
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
政
治
文

化
を
度
外
視
し
て
改
革
を
急
い
だ
た
め
に
混

乱
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
と
も
か

く
政
治
改
革
第
2
期
が
始
ま
っ
た
と
思
う
。

「
諸
君
!
」
の
楼
田
淳
さ
ん
の
「
政
治
家
実

抗
軸
』
で
政
界
再
編
を
読
む
」
は
対
抗
軸
を

明
示
し
た
分
か
り
ゃ
す
い
論
文
で
し
た
。

橋
爪
大
三
郎
さ
ん
ま
ず
人
物
論
が
目
立

ち
ま
し
た
。
小
沢
諭
は
も
ち
ろ
ん
、
鳩
山
由

紀
夫
、
琶
、
梶
山
静
六
、
加
藤
総
一
ち
の
政

9 e 
修

治
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
事
情
通
が
選
挙

の
謀
側
な
ど
を
報
じ
る
タ
イ
プ
で
は
、
例
え

ば
新
進
党
の
分
党
側
の
舞
台
裂
を
紹
介
し
た

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
不
満
に
思
っ
た
の
は
、

政
党
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
原
則
論
を

踏
ま
え
た
論
文
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
か

っ
た
こ
と
。
そ
の
怠
味
で
、
後
藤
田
さ
ん
の

も
の
に
は
射
程
の
長
さ
を
感
じ
ま
レ
た
。
ま

た
、
桜
田
さ
ん
は
、
政
治
の
中
心
的
な
課
題

叩
代
の
若
者
の
投
票
瀦
が
極
端
に
下
が
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
石
川
さ
ん
も
、
生
活

が
安
定
し
て
い
る
国
民
は
危
機
感
を
抱
い
て

い
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
大

前
研
一
さ
ん
の
「

『す
り
か
え
行
革
』
を
許

す
な
」
(
サ
ン
サ
1
ラ
)
で
?
「
愚
大
の
野

党
は
、
じ
つ
は
無
党
派
の
人
」
と
楽
観
的
な

方
向
で
見
て
い
ま
す
。
カ
1
テ
ィ
ス
さ
ん
も

社
会
が
安
定
し
て
い
る
証
拠
と
し
た
う
え

で
、
日
本
の
政
党
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略

産

り
な
い
と
し
、
括
管
事
を
「
政
党
に

対
し
て
の
消
質
者
の
需
要
が
な
い
状
態
」
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。
営
さ
ん
に
つ
い
て
は
、

幸
田
一
志
さ
ん
が
「
菅
直
人
は
鳩
山
由
紀
夫

を
斬
り
捨
て
る
」

(
諸
君
!
)
で
、
有
権
者

の
ニ

l
ズ
と
い
う
こ
れ
か
ら
の
政
党
作
り
の

ヒ
ン
ト
を
交
え
な
が
ら
奮
い
て
い
ま
す
。
「
中

央
公
論
」
の
密
着
ル
ポ

「被
災
地
神
戸
の

m

-m」
(
石
川
保
田
国
)
は
、
被
災
者
の
選
挙

を
見
る
目
が
「
し
ら
り
を
通
り
越
し
て
醒
め

て
し
ま
っ
て
い
る
」
な
ど
神
戸
の
状
況
を
リ

ア
ル
に
醤
い
て
い
ま
し
た
。
「
世
界
」
の
座

続
会

「
『社
会
党
的
な
る
も
の
』
の
行
方
」

(新
川
敏
光
、
新
政
宗
幸
、
米
原
謙
)
は
社

会
党
が
ど
う
し
て
媛
滅
し
た
の
か
を
ま
と

め
、
将
来
の
野
党
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
う

え
で
参
考
に
な
る
と
思
う
。

中
西
さ
ん

有
権
者
論
が
重
要
で
す
。
政

治
家
は
い
や
応
な
し
に
サ
パ
イ
パ
ル
を
考
え

な
り
れ
ば
な
ら
な
い
職
業
で
、
そ
と
に
干
渉

し
て
一
定
の
方
向
を
取
ら
せ
る
の
は
有
権
者

山
下
菅
氏
の
感
性
に
支
持

と
周
辺
的
な
課
題
と
を
輸
に
政
治
家
を
分
り

て
い
ま
す
。
政
党
闘
で
人
が
大
き
く
入
れ
替

わ
り
政
党
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
間
わ

れ
て
い
る
時
に
、
一
つ
の
見
方
を
提
示
し
た
で
す
。
二
大
政
党
制
も
、
本
当
に
有
権
者
が
る
危
険
性
も
持
つ
。
政
治
家
が
デ
マ
ゴ
ギ
ー

の
は
良
か
っ
た
。
赤
坂
太
郎
さ
ん
の
「
自
民
求
め
て
い
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
議
論
し
直
的
に
な
ら
ず
に
、
し
か
も
国
民
の
ニ
l
ズ
に

に
渡
っ
た
新
進
離
党
加
入
リ
ス
ト
」
(
文
整
す
必
要
が
あ
る
。
「
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
日
根
差
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い

春
秋
)
で
、
「
H

チ
ョ
ベ
リ
・
ド
d

選
挙
」
/
日
」
は
、
投
票
率
の
高
い
国
で
棄
権
し
た
く
。
乙
の
一
線
は
つ
ね
に
微
妙
で
す
。

と
い
う
言
葉
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
い
小
選
場
合
の
罰
則
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
山
下
さ
ん
今
の
有
権
者
は
大
衆
消
費
社

挙
区
制
に
し
た
の
に
前
よ
り
ひ
ど
い
ド
ブ
板
て
い
ま
す
(
有
権
者
の
無
関
心
は
先
進
国
病
)
会
の
中
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
、
確
か
な
も

選
挙
に
な
っ
た
こ
と
を
指
し
ま
す
が
、
何
回
が
、
そ
う
い
う
制
度
を
日
本
で
取
る
の
か
。
の
を
見
極
め
る
力
は
つ
り
て
い
る
と
思
う
。

も
選
挙
を
や
ら
な
い
と
結
論
を
出
す
の
は
早
橋
爪
さ
ん
今
回
の
選
挙
は
争
点
が
は
っ
橋
爪
さ
ん
管
さ
ん
の
ケ
I
ス
の
よ
う
な

い
。
小
沢
さ
ん
の
二
大
政
党
論
は
、
組
織
田
町

一き
り
し
な
か
っ
た
と
多
く
の
論
文
が
指
摘
レ
ス
タ
1
性
は
悪
い
乙
と
で
は
な
い
。
失
敗
し

と
い
う
古
い
政
治
手
法
で
改
革
を
行
お
う
と
て
い
ま
す
。
「
争
点
を
消
す
」
と
か
「
自
己
た
場
合
、
た
ち
ま
ち
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
の

巾

し
て
い
る
と
と
ろ
に
最
大
の
矛
盾
が
あ
る
。
主
張
を
隠
し
て
仲
間
を
増
や
し
多
数
派
を
形
で
す
か
ら
。

一

こ
の
間
闘
を
突
い
て
出
た
の
が
管
さ
ん
の
民
成
す
る
」
と
い
う
政
治
技
法
を
や
め
な
い
限

‘

中
西
さ
ん
た
だ
、
そ
こ
に
は
ジ
レ
ン
マ
一

主
冗
で
、
小
沢
さ
ん
と
正
反
対
の
下
か
ら
の
り
、
政
党
の
姿
は
あ
い
ま
い
と
な
る
ば
か
り
と
リ
ス
ク
が
あ
る
。
政
治
改
革
が
う
ま
く
い

一

手
作
り
選
挙
を
得
意
と
し
ま
す
。
で
す
。
カ
1
テ
ィ
ス
さ
ん
は
、
日
本
で
は
政
く
た
め
に
は
、
個
人
人
気
で
な
く
制
度
的
な
一

山
下
悦
子
さ
ん
投
票
率
が
低
か
っ
た
こ
治
家
が
有
権
者
の
話
を
聞
く
と
と
が
望
ま
し
も
の
に
定
着
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一

と

に

対

し

て

二

週

り

の

見

方

が

あ

り

、

石

川

く

な

い

と

さ

れ

て

き

た

と

指

摘

し

て

い

ま

す

一

好
さ
ん
の
「
政
治
な
き
国
家
に
迫
る
『
ア
ジ
が
、
小
沢
さ
ん
も
他
の
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
も
、
マ
な
か
に
し
・
て
る
ま
さ
京
都
大
学
教
鐙
↓

ア
の
武
力
』
」
(
現
代
)
や
鳥
越
俊
太
郎
さ
行
政
改
革
に
つ
い
て
国
民
の
意
見
放
さ
に
理
(
国
際
政
治
学
)
一

ん
の
「
飽
食
ボ
ケ
と
低
投
票
率
」
(
論
匝
)
想
を
実
現
し
よ
う
と
せ
っ
か
ち
に
な
っ
て
い
マ
は
し
づ
め
・
だ
い
ざ
ぶ
ろ
う
東
京
工
業
一

は
悲
観
的
、
あ
る
い
は
有
権
者
に
批
判
的
な
る
。
有
権
者
の
意
思
を
聞
い
て
回
る
と
と
ろ
大
学
教
授
(
社
会
学
)
-

見
方
を
提
起
し
て
い
ま
す
。
鳥
越
さ
ん
は
加
、
か
ら
出
発
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
マ
や
ま
し
た
・
え
っ
こ

女
性
史
研
究
家

-
一

山下悦子さん

中西輝政さん

h
叶
パ
ベ
バ
川

U

コ
ラ
ム
「
電
脳
文
化
的

企
の
こ
と
わ
品

伝
比
は
い
よ

今
日
」
は
、
お
日
に
掲
載

し
ま
す
。

f

政
権
交
代
可
能
な
こ
大
政
党
制
は
日
本
で
も

可
能
だ
と
思
う
。
一
一
党
が
交
代
す
れ
ば
競
争

心
や
政
党
の
カ
ラ
ー
が
自
然
に
出
て
く
る
。

中
西
さ
ん

政
治
は
生
き
る
か
死
ぬ
か
の

闘
争
で
す
。
権
力
を
得
る
た
め
に
は
手
段
を

選
ば
な
い
。
す
る
と
選
挙
民
に
迎
合
す
る
。
-

逆
に
、
現
状
維
持
を
望
ん
で
い
る
国
民
に
大
一

き
な
改
革
を
ぶ
つ
貯
る
と
負
り
る
。
乙
う
い
一

う
構
図
が
ど
う
し
て
も
あ
る
。

一

橋
爪
さ
ん

特
に
都
市
で
、
ま
た
若
い
人
一

の
投
票
率
が
低
い
の
は
、
旧
来
の
個
人
後
鐙
一

会
や
組
織
票
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
彼
ら
に
届

一

い
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
無
党
派
層
を
取
り
一

込
む
新
し
い
政
治
文
化
を
生
み
出
し
た
党
が

一

政
権
の
座
に
着
く
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
可
一

能
性
を
一
番
持
っ
て
い
る
の
が
留
さ
ん
だ
と
-

い
う
指
摘
が
多
か
っ
た
。
こ
う
い
う
タ
イ
プ

一

の
人
は
、
政
治
を
先
へ
進
め
て
い
く
た
め
に

必

要

で

は

な

い

か

。

一

中
西
さ
ん

米
大
統
領
選
で
も
刊
%
と
い

一

う
低
い
授
田
町
率
に
な
っ
た
乙
と
な
ど
、
世
界
一

的
に
近
代
民
主
主
義
が
役
割
不
、
担
仙
症
に
陥

一

っ
て
い
る
。
カ
1
テ
ィ
ス
さ
ん
が
言
っ
て
い
一

る
よ
う
に
、

N
P
O
や
N
G
Oの
活
動
が
活
一

発
に
な
っ
て
い
て
、
国
会
改
革
や
政
治
改
革
一

も
と
れ
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
一

山
下
さ
ん
「
世
界
」
の
座
談
会
で
新
川一

さ
ん
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
結
局
、
社
一

会
党
は
環
境
問
題
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
一

勢
力
を
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一

そ
と
に
、
幻
世
紀
的
な
民
主
主
義
、
ネ
ッ
ト

ω

ワ
l
ク
を
作

σ
て
い
く
ニ

1
ズ
が
含
ま
れ
て
一

い
ま
す
。
菅
直
人
的
な
も
の
が
支
持
さ
れ
る
一

の
は
、
権
力
を
一
つ
の
戦
略
と
し
て
利
用
し
一

て
い
く
感
性
を
持
っ
て
い
る
点
で
す
。

，

一

中
西
さ
ん

ρ
嘗
現
象
H

は
二
番
、
三
番
一

せ
ん
じ
を
狙
う
デ
マ
ゴ
ギ
ー
現
象
に
つ
な
が

橋
爪
「
争
点
消
し
」
を
や
め
よ

と
い
っ
た
稲
村
簿
、
本
多
両
氏
に

よ
る
対
談
は
、
加
年
近
い
歳
月
を

ま
る
で
感
じ
さ
せ
な
い
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
頃
、
大
学
生
だ

っ
た
私
は
、
今
で
は
、
中
学
生
の

姐
と
息
子
を
持
つ
親
に
な
っ
た
。

生
の
息
子
を
金
属
パ
ッ
ト
で
殺
害

し
た
事
件
が
あ
っ
た
が
、
わ
が
子

と
同
年
齢
の
子
供
が
そ
の
よ
う
な

「
命
」
の
な
く
し
方
を
し
て
い
く

こ
と
に
、
深
い
哀
し
み
一を
感
じ
ざ

る
を
え
な
い
。
い
じ
め
に
よ
る
自

殴
殺
し
た
教
師
に
懲
役
2
年
の
判
待
・
過
干
渉
、
教
師
の
生
徒
へ
の

決
が
出
た
が
、
人
の
「
命
」
を
奪
体
罰
、
精
神
的
虐
待
の
「
強
度
」

っ
て
た
っ
た
の

2
年
と
は
!
は
以
前
よ
り
明
ら
か
に
増
し
て
い

「
根
強
い
H

恐
育
ρ

容
認
論
」
(
日
る
。
あ
る
全
寮
制
の
私
立
校
の
場

月
6
日
付
東
京
新
聞
)
の
「
恐
育
」
合
、
ト
イ
レ
に
正
座
、
個
室
に
監

と
は
名
言
で
は
な
い
か
。
子
と
子
禁
と
い
っ
た
体
罰
を
行
う
教
師
は

の
関
係
は
、
親
と
子
、
教
師
と
生

-m代
と
若
い
。
「
生
命
に
巣
く
う

徒
の
関
係
の
反
映
で
も
あ
る
。
そ
欲
望
や
権
力
を
私
自
身
か
ら
切
り

こ
に
は
「
命
」
へ
の
尊
崇
の
念
が
離
す
と
と
な
く
あ
ぶ
り
出
す
こ

殺
事
件
、
中
・
高
校
生
に
よ
る
傷
な
い
。

と

」

(

「

自

分

を

棚

上

げ

に

し

た

害
事
件
、
覚
醒
剤
所
持
で
逮
捕
等
私
は

「
屋
上
に
逃
げ
て
ゆ
く
子
思
想
は
終
わ
っ
た
」
論
座
)
を
生

々
は
新
聞
紙
面
の
「
定
番
」
に
な
ど
も
た
ち
」
(
サ
ン
サ
1
ラ
)
執
命
学
の
テ
1
マ
に
す
る
森
岡
正
得

っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
教
師
に
よ
筆
に
あ
た
っ
て
中
・
高
一
貫
教
育
氏
の
エ
ッ
セ
ー
に
共
感
と
期
待
の

る
生
徒
の
体
罰
事
件
は
、担
古
最
悪
の
私
立
進
学
校
周
辺
を
取
材
し
念
を
持
づ
た
。

の
培
大
ぷ
り
だ
。
女
子
高
校
生
を
た
。
親
の
子
へ
の
過
保
護
H
過
虐

「
開
成
高
校
生
殺
人
事
件
」

(
1

9
7
7年
)
、
「
祖
母
殺
し
高
校

生
自
殺
事
件
」
(
叩
年
)
、
「
金

属
パ
ッ
ト
両
親
惨
殺
事
件
」
(
初

年
)
と
名
円
高
校
生
が
主
役
と
な

っ
た
事
件
の
う
ち
、
初
め
の
ニ
つ
子
か
ら
親
へ
の
立
場
の
変
化
は
、

の
事
件
を
詳
細
に
追
っ
た
本
多
勝
子
に
対
し
権
力
を
行
使
で
き
る
と

一
編

「
子
供
た
ち
の
復
讐
」
(
朝
い
う
意
味
で
決
定
的
相
違
が
あ

白
文
庫
)
を
読
み
返
し
て
い
る
。
る
。

「家
庭
内
暴
力
も
自
殺
も
登
校
拒
つ
い
先
日
、
東
大
出
の
父
親
が

否
も
確
実
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
」
家
庭
内
暴
力
の
激
し
い
中
学

3
年

生
命
に
巣
く
う
欲
望
と
権
力
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0
0
1年
の
高
度
成
長
」
で
牛
尾
治
朗
さ
ん

は
、
日
本
経
済
の
行
き
詰
ま
り
を
構
造
改
革

で
乗
り
越
え
る
方
法
論
を
は
っ
き
り
示
し
て

い
ま
す
(
取
り
残
さ
れ
る
日
本
経
済
)
。
京

セ
ラ
会
長
の
稲
盛
和
夫
さ
ん
は
「
『
日
米
創

世
紀
委
員
会
』
設
立
の
願
い
」
(
ボ
イ
ス
)

で
、
日
米
関
係
の
悪
化
を
心
配
し
、
寛
容
な

本
質
の
あ
る
米
国
に
、
日
本
の
国
益
を
言
い

立
て
感
情
的
に
反
発
す
る
の
は
賢
明
で
な
い

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

中
西
輝
政
さ
ん
回
象
に
残
っ
た
の
は
、

「
世
界
」
の
坂
本
義
和
さ
ん
の
「
相
対
化
の

時
代
|
|
市
民
の
世
紀
を
め
ざ
し
て
」
で
す
。

冷
戦
後
の
世
界
情
勢
を
論
じ
、
同
時
に
沖
縄

・
安
保
や
ア
ジ
ア
と
の
か
か
わ
り
な
ど
の
政

策
問
題
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
力
の
と
も

っ
た
大
論
文
で
す
。
相
対
化
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
で
ま
と
め
て
い
ま
す
が
、
「
市
民
社
会
」

の
概
念
が
西
欧
近
代
的
な
意
味
で
包
世
紀
に

再
生
す
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
さ

ら
に
も
う
少
じ
突
っ
込
ん
で
ほ
し
い
函
も
あ

る
。
し
か
レ
、
戦
後
日
本
を
分
断
し
た
国
際

政
治
に
対
す
る
理
想
主
義
対
現
実
主
義
と
い

う
論
争
が
歴
史
的
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を

女
性
史
研
究
家

米
中
関
係
の
転
変
に
合
わ
せ
て
ゆ

く
の
が
よ
い
の
か
、
と
い
う
と
と

で
あ
る
。
米
中
の
ょ
の
沼
大
圏
聞

の
関
係
は
、
出
向
咽
mu問
題
を
乙
え

て
、
互
い
に
影
響
力
を
怠
識
し
た

「ゲ
l
ム
」
的
な
転
変
を
く
り
返

し
や
す
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

乙
の
1
年
、
日
本
が
見
せ
た
よ
う

に
「
感
度
」
が
良
す
ぎ
る
の
は
問

題
な
の
で
あ
る
。
中
国
に
し
て
み

れ
ば
、
日
本
と
の
関
係
な
ど
少
々

悪
く
な
っ
て
も
、
対
米
関
係
さ
え

う
ま
く
や
れ
ば
日
本
は
ど
う
に
で

も
な
る
、
と
い
う
感
触
を
持
つ
か

も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
す
れ

ク
に
、
「
一再
接
近
」
の
様
相
さ
え

見
せ
始
め
た
。

3
月
の
台
湾
海
峡
で
の
、

H

緊

迫
し
た
d

光
景
を
見
て
、
「
今
後
、

米
中
関
係
は
こ
の
ま
ま
悪
化
の
一

途
を
た
ど
る
は
ず
」
と
い
う
、
一

て
「
米
中
協
力
に
よ
る
ア
ジ
ア
の

安
定
」
を
打
ち
出
す
と
、
核
実
験
な

ど
を
契
機
と
し
て
「
タ
ナ
上
げ
」

し
て
き
だ
日
本
の
対
中
資
金
援
助

も
日
本
側
か
ら
申
し
出
る
格
好
で

「
再
開
」
へ
と
動
き
始
め
る
。
米
中

9 
9 
1降

乙
の
1
年
を
ふ
り
返
っ
て
、
日

本
を
取
り
巻
く
情
勢
の
変
化
を
考

え
て
み
る
と
、
何
と
い
っ
て
も
米

中
関
係
の
劇
的
な
変
化
の
流
れ
が

印
象
的
で
あ
っ
た
。
台
湾
問
題
の

浮
上
に
よ
っ
て
悪
化
し
た
米
中
関

係
が
、

3
月
の
台
湾
近
海
で
の
軍

事
演
習
を
め
ぐ
っ
て
、
緊
迫
し
た

場
面
に
ま
で
高
ま
っ
た
。
し
か
し

7
月
以
降
、
修
復
に
転
じ
た
米
中

両
国
の
動
き
は
、
日
本
人
に
は
意

外
な
ほ
ど
急
速
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

米
中
関
係
と
日
本
の
成
熟

本
調
子
の
見
方
や
傾
向
的
な
情
勢

感
覚
に
と
ら
わ
れ
た
日
本
人
の
視

点
は
、
ど
こ
か
に
危
う
さ
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が

今
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
次
の

4
年
間
の
ア
ジ
ア
政
策
の
柱
と
し

関
係
が
改
善
し
、
日
中
関
係
も
旧

に
復
す
る
こ
と
は
大
変
結
構
な
こ

と
で
あ
る
。

し
か
し
乙
ζ
で
考
え
て
お
か
な

け
れ
協
な
ら
な
い
こ
と
は
、
日
本

が
ど
の
く
ら
い
の
「
感
度
」
で
、
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メデ、ィアの姿勢に注目

い
じ
め
問
題
の
行
方

山
下
実
際
に
二
人
の
子
供
を
持
つ

身
と
し
て
ピ
ッ
ク
リ
し
た
の
で
す
が
、

こ
の
経
済
状
況
が
厳
し
い
の
に
ま
す
ま

す
親
た
ち
の
私
立
学
校
志
向
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
公
立
学
校
で
の

い
じ
め
の
不
安
や
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や

内
申
醤
制
へ
の
不
信
が
う
ず
ま
い
て
い

る
。
稲
詔
一試
さ
ん
の
「
公
立
校
を
全
廃

せ
よ
」
(
サ
ン
サ
l
ラ
)
は
、
公
教
育

に
競
争
原
理
を
導
入
し
て
改
革
を
し
な

い
限
り
教
育
再
生
は
な
い
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。
た
し
か
に
当
た
っ
て
い
る
部

分
が
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
私
立
化
す
れ

ば
い
じ
め
が
激
減
す
る
と
い
う
の
は
、

楽
観
的
に
す
ぎ
ま
す
。

い
じ
め
に
つ
い
て
は
同
じ
パ
タ
ー
ン

の
子
供
た
ち
の
自
殺
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」

(
2

/
加
)
の
「
敢
闘
言
」
で
日
垣
隆
さ
ん

は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
報
道
の
影
響

が
大
き
い
乙
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
い
じ
め
へ
の
「
傑
鶴
」
と

し
て
相
手
の
実
名
入
り
の
遺
書

を
残
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す

ね
。
ま
た
、
自
殺
を
美
化
す
る

な
と
訴
え
る
椎
名
誠
さ
ん
の

「
ふ
た
た
び
言
う
『
死
ぬ
な
!』」

(
文
華
春
秋
)
も
面
白
く
読
み

一

ま
七
た
。
死
ぬ
ぐ
ら
い
だ
っ
た

一

ち
ケ
ン
カ
す
れ
ば
い
い
の
で
す

一

が
、
ケ
ン
カ
の
ハ
ウ
ツ
ー
を
蓄

一

積
し
た
子
供
の
世
界
が
す
で
に

一

崩
壇
し
て
い
る
わ
け
力
す
。

中

西

「
T
H
I
S
-
s

読
売
」
の
尾
木
直
樹
さ
ん
の
す
ぐ
出
来
る
い
じ
め
対
策
は
、
教
育
の
話
も
あ
る
。
乙
こ
ま
で
子
供
た

「
い
じ
め
は
世
界
的
現
象
だ
」
現
場
か
ら
そ
う
い
う
見
方
を
一
掃
す
る
ち
に
無
意
味
な
競
争
を
強
い
る

は
、
先
進
各
国
に
も
似
た
現
象
乙
と
で
す
が
、
な
ぜ
そ
の
、
安
全
問
題
に
の
な
ら
、
や
は
り
大
学
受
験
か

が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
論
文
が
な
い
の
か
。
ら
シ
ス
テ
ム
全
体
を
変
え
た
方

い
ま
す
。
ま
た
同
じ
特
集
の
竹
橋
爪
な
ぜ
「
い
じ
め
ら
れ
る
方
に
が
い
い
。

内
洋
さ
ん
の
「
軽
や
か
な
教
育
原
因
が
あ
る
」
と
考
え
て
し
ま
う
の
か
中
西
今
ま
で
-
さ
ん
ざ
ん
繰

大
衆
化
の
危
う
さ
」
は
日
本
の
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
大
人
の
社
会
に
原
り
返
し
て
き
た
大
学
入
試
シ
ス

大
衆
受
験
社
会
が
グ
主
体
な
き
精
神
d

を
因
が
あ
り
ま
す
。
集
団
の
秩
序
に
従
わ
テ
ム
の
改
革
は
、
も
は
や
限
界
で
す
。

作
り
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
ま
す
な
い
人
闘
を
「
問
題
あ
り
」
と
見
な
す
橋
爪
諸
悪
の
根
元
は
大
学
の
卒
業

が
、
確
か
に
い
じ
め
を
は
じ
め
教
育
の
大
人
の
社
会
の
論
理
を
子
供
の
世
界
に
試
験
が
簡
単
で
あ
る
と
い
う
乙
と
で

諸
問
題
は
、
単
な
る
制
度
論
や
シ
ス
テ
投
影
す
る
と
、
一
人
だ
り
い
じ
め
ら
れ
す
。
難
し
く
す
れ
ば
、
卒
業
で
き
る
保

ム
論
で
は
覆
い
き
れ
ま
せ
ん
。

4

て
い
る
子
供
に
は
そ
れ
な
り
の
原
因
が
証
の
な
い
入
試
に
意
味
が
な
く
な
り
、

橋
爪
竹
内
さ
ん
の
議
論
は
面
白
か
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
中
高
教
育
の
ゆ
が
み
も
受
験
競
争
も
た

つ
た
。
現
在
の
受
験
社
会
は
、
か
つ
て
ま
た
替
の
よ
う
な
地
縁
集
団
が
な
く
な
ち
ま
ち
改
善
さ
れ
ま
す
。

の
よ
う
に
立
身
出
世
の
た
め
に
勉
強
す
っ
た
今
日
で
は
、
家
で
も
学
校
で
も
孤
・

中
西
し
か
し
、
初
等
中
等
教
育
が

る
の
で
は
な
く
、
受
験
シ
ス
テ
ム
の
中
立
し
た
子
は
本
当
に
追
い
つ
め
ら
れ
や
今
の
ま
ま
で
は
、
厳
格
な
大
学
卒
業
試

で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
な
し
て
い
く
人
間
す
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
と
で
提
験
を
行
っ
た
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生

類
型

τ「
空
虚
な
主
体
」
を
量
産
し
て
案
し
た
い
の
は
思
春
期
の
い
じ
め
適
齢
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
答
案
を
醤
く
と
い
う

い
る
と
い
う
指
摘
で
す
。
ま
た
、
い
じ
期
の
子
供
が
親
元
か
ろ
離
れ
、
別
の
家
事
態
に
な
る
で
し
ょ
う
。

め
が
世
界
共
通
か
と
い
う
問
題
で
す
一
庭
で
す
ご
す
と
い
う
制
度
で
す
。
ア
メ
橋
爪
ニ
ワ
ト
リ
が
先
か
タ
マ
ゴ
が

が
、
河
合
隼
雄
さ
ん
の
「
い
じ
め
と
『
内
‘
リ
カ
で
は
オ
ー
プ
ン
・
ド
ア
と
い
っ
先
か
、
と
い
う
問
題
で
す
ね
。

的
権
威
』
」
(
世
界
)
は
、
思
春
期
の
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
他
人
の
子
を
預
中
西
今
後
、
そ
こ
そ
こ
の
大
学
を

子
供
が
ぶ
つ
か
る
壁
と
な
れ
な
い
日
本
か
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
ま
す
。
出
て
も
就
職
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
中

の
大
人
た
ち
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
山
下
教
育
の
大
衆
化
で
、
で
、
バ
ブ
ル
的
な
大
衆
受
験
社
会
は
経

中
西
い
じ
め
の
日
本
的
特
徴
は
、
だ
れ
も
が
大
学
へ
行
き
た
い
と
済
原
則
に
よ
っ
て
自
己
収
縮
せ
ざ
る
を

「
い
じ
め
ら
れ
る
方
に
も
問
題
が
あ
る
」
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
受
験
競
え
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り

と
い
う
と
ら
え
方
で
す
。
そ
れ
が
、
い
争
が
ど
ん
ど
ん
小
中
学
校
レ
ベ

一
ブ
ラ
ン
ド
志
向
の
受
験
競
争
か
ら
脱
却

じ
め
を
め
ぐ
る
責
任
追
及
を
あ
い
ま
い
ル
に
ま
で
下
り
て
く
る
と
と
は
一
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
・

に
し
て
、
次
々
に
い
じ
め
を
生
む
。
今
必
然
で
す
。
も
は
や
首
都
圏
で
一
I
ll
-

1
1
1

'
は
ク
ラ
ス
の
半
分
が
私
立
中
学

受
験
を
し
て
い
る
な
ん
で
い
う

状
況
も
で
で
き
て
、
受
か
ら
な

か
っ
た
子
が
受
験
し
な
か
っ
た

子
か
ら
い
じ
め
ら
れ
る
と
い
う

大
震
災
か
ら

1
年

，....ーー・圃・ーーー-

山
下

震
災

一
年
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

特
集
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
「

T
H

I
s
-
s
読
売
」
の
「
総
力
取
材

・
東
京
直
下
大
地
震
」
は
、
ま
さ
に
自

分
の
こ
と
と
し
て
一
生
懸
命
読
み
ま
し

た
。
な
か
で
も
目
を
引
い
た
の
は
布
野

修
司
さ
ん
の
「
日
本
の
都
市
そ
の
死

と
再
生
」
で
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
最
も
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
の
は
、
高

齢
者
、
障
害
者
ら
社
会
的
弱
者
だ
っ
た

わ
け
で
、
日
本
社
会
が
い
か
に
階
層
的

で
あ
っ
た
か
が
あ
ら
わ
に
な
り
ま
レ

た
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
復
興
計
画
は
、

そ
れ
を
是
正
す
る
方
向
で
は
な
く
、
こ

の
階
層
性
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
進

め
ら
れ
て
い
る
と
布
野
さ
ん
は
指
摘
し

て
い
ま
す
。
復
興
計
画
に
、
震
災
の
体

験
が
ま
っ
た
く
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。

橋
爪
被
災
地
の
声
と
い
う
こ
と
で

は
「
中
央
公
論
」
の
市
山
隆
次
さ
ん
の

証
言
集
「
被
災
者
た
ち
の
三
六
五
日
」

が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
ま
と
ま
っ
て

い
ま
す
。
一
周
年
を
機
に
、
日

ご
ろ
は
震
災
を
忘
れ
が
ち
な
私

た
ち
に
、
被
災
地
の
実
情
を
よ

く
伝
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
全
体
に
、
復
興
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
新
し
い
ア
イ
デ
ア
が

見
あ
た
ら
な
い
。
公
共
的
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
と
も
か
く
、
個
人

は
自
力
で
家
を
造
り
直
せ
ば
い

い
と
い
う
行
政
の
ス
タ
ン
ス
を

E

月
刊
嵐
の
場
合
人
「
一
一
月
号
」
は
、

、
実
際
に
は
今
年
に
な
っ
で
初
め
て
刊
行

が
、
心
の
ケ
ア
へ
の
取
り
組
み
の
必
要
て
各
誌
の
特
集
を
み
て
も
国
さ
れ
こ
号
に
な
り
ま
す
。
や
は
り
「
新

を
説
い
て
読
ま
せ
る
リ
ポ
ー
ト
で
す
。
民
や
国
会
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
(
議
レ
ー
引
が
日
本
に
と
っ
て
ど
ん
な
年
に

さ
ら
に
震
災
の
子
供
た
ち
へ
の
影
響
を
題
)
と
な
る
よ
さ
具
体
的
提
弘
の
か
」
と
い
っ
た
感
じ
の
問
題
意

書
い
た
も
の
が
少
な
い
な
か
、
ベ
ネ
ツ
案
に
寄
て
叩
る
と
い
う
感
じ
識
の
特
集
や
論
文
が
多
い
き
で
す
。

セ
か
ら
出
て
い
る
「
季
刊
・
子
ど
も
学
」
を
受
け
ま
す
日
本
に
お
い
て
「
日
本
論
」
は
大
衆

冬
号
の
「
子
ど
も
た
ち
の
震
災
復
興
」
橋
爪
そ
の
通
り
で
す
。
と
消
費
財
な
の
だ
と
言
っ
た
人
が
い
ま
レ

と
の
特
集
が
、
リ
サ
ー
チ
も
行
き
届
い
く
に
テ
レ
ビ
の
場
合
、
大
き
な
た
。
日
本
人
ほ
ど
「
日
本
論
」
の
た
ぐ

て
い
て
面
白
か
っ
た
。
監
修
の
中
村
安

事
件
が
起
こ
る
と
、
同
じ
よ
う
、
T

好
き
な
国
民
は
い
な
い
と
い
う
指

秀
さ
ん
は
、
二
十
一
世
紀
の
高
齢
化
社
な
報
道
を
繰
り
返
し
た
あ
げ
く
、
視
聴
れ
よ
く
聞
き
ま
す
。
重
で
あ
れ
肯

会
を
担
う
こ
と
に
な
る
子
供
た
ち
が
、
一
率
が
落
ち
れ
ば
サ
ッ
と
打
ち
切
る
。
そ
定
で
あ
れ
、
自
ら
の
「
ユ
ニ
ー
ク
さ
」

こ
の
震
災
の
体
験
を
ど
う
語
り
継
ぐ
か
の
よ
う
に
事
件
を
「
消
費
」
す
る
の
て
を
い
つ
も
自
己
確
認
し
て
お
き
た
い
と

に
注
目
し
て
い
ま
す
。
は
な
く
、
初
動
の
救
助
態
勢
に
せ
よ
川
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
レ

橋
爪
「
T
H
I
s
-
s
読
売
」
に
せ
よ
、
は
っ
き
り
と
問
題
を
提
起
し
か
し
H

自
家
中
毒
ρ

的
日
本
論
は
と
も

の
東
京
地
震
の
想
定
で
な
る
ほ
ど
と
思
ぞ
れ
が
十
分
な
解
決
を
み
る
ま
で
粘
り
か
く
、
私
た
ち
は
、
や
は
り
ま
ず
は
こ

っ
た
の
は
、
直
下
型
地
震
で
は
隣
接
す
強
く
追
い
か
け
て
い
く
報
道
が
必
要
て
の
国
の
民
人
と
し
て
も
の
を
考
え
て
い

一
富
治
体
で
も
被
害
状
況
が
ま
っ
た
く
す
。
月
刊
誌
の
君
、
そ
の
智
麿
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
確
か
で
す
。

違
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
自
治
体
相
発
揮
レ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
書
屈
の
雑
誌
コ
ー
ナ
ー
に
は
C
D

互
の
救
援
態
勢
が
重
要
に
な
る
こ
と
で
中
西
私
は
告
発
型
報
道
は
セ
ン
セ

R
O
Mが
入
っ
た
パ
ソ
コ
ン
関
係
の
雑

す
。
阪
神
大
震
災
で
は
初
動
救
助
の
遅

1
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
堕
し
や
す
く
、
ジ
誌
が
ず
ら
り
並
ん
で
い
ま
す
。
ォ
ピ
ニ

む
持
抗
院
約
五
昨
日
叫
日
抗
日
開
時
計
時

M
4賠
訴
持
駒
釘
「

投
入
で
き
る
仕
組
み
を
作
ら
ぬ
手
法
で
世
論
や
行
政
の
注
意
を
喚
起
レ
ま
決
し
て
狭
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

か
ぎ
り
、
ま
た
同
じ
こ
と
に
な
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
川
。
今
年
も
月
一
回
の
本
欄
を
ど
う
ぞ

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
経
験
を
し
て
予
測
も
出
来
て
い
る
の
に

屯ご

愛

読

く

だ

さ

い

。

(

於

)

中
西
そ
れ
に
し
て
も
一
年
有
効
な
対
策
が
と
ら
れ
な
い
よ
う
で

た
っ
て
、
「
地
震
対
策
か
く
あ
は
、
将
来
+
ま
た
ま
た
「
経
験
は
生
か
さ

る
べ
し
」
と
い
っ
た
議
論
の
熱
一れ
た
の
か
」
と
い
う
議
論
を
す
る
は
め

気
が
う
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

印
象
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
む
山
下
テ
レ
ビ
を
は
じ
め
メ
デ
ィ
ア

し
ろ
今
乙
そ
議
論
を
煮
詰
め
ね
の
あ
り
方
が
間
わ
れ
る
問
題
で
す
。

ば
な
ら
な
い
の
に
、
メ
デ
ィ
ア

が
関
心
を
低
下
さ
せ
て
い
る
と

し
た
ら
問
題
で
す
ι
全
体
と
レ

打
ち
破
る
よ
う
な
提
案
が
欲
し

か
っ
た
。

中

西

私
も
市
山
さ
ん
の
証

言
集
を
、
共
感
し
な
が
ら
読
み

ま
し
た
。
「
世
界
」
の
特
集
「
大

震
災
・
一
年
自
の
現
実
」
で
も

分
か
り
ま
す
が
、
肉
親
の
死
、

何
十
人
も
の
大
量
の
死
は
、
一

年
や
そ
こ
ら
の
歳
月
で
は
受
け

止
め
き
れ
ま
せ
ん
。
震
災
の
証
言
で
淡

々
と
語
ら
れ
る
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

現
代
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
ど

こ
か
に
沈
潜
し
て
、
そ
の
精
神
に
微
妙

な
影
響
を
与
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。
私

は
、
「
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
」

(
1
/

口
)
の
ピ
l
タ
l
・
タ
ス
カ
さ
ん
の
「日

本
人
は
ど
う
リ
ス
ク
に
立
ち
向
か
う

か
」
と
い
う
闘
い
か
貯
と
オ
ー
バ
ー
ラ

ッ
プ
さ
せ
な
が
ら
、
乙
れ
ら
を
読
み
ま

し
た
。
震
災
一
年
の
節
目
に
は
、
復
興

を
め
ぐ
る
実
際
的
問
題
の
み
な
ら
ず
、

文
明
論
に
ま
で
及
ぶ
議
論
が
も
っ
と
あ

っ
て
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

山
下
「
文
華
春
秋
」
の
「
夕
暮
れ

が
怖
い
人
々
」
は
、
「
震
災
ス
ト
レ
ス

ほ
っ
と
ラ
イ
ン
二
十
四
時
間
」
責
任
代

表
の
小
林
和
さ
ん
が
心
的
外
傷
後
ス
ト

レ
ス
障
害

(
P
T
S
D
)
に
悩
む
方
々

の
実
情
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
従
来
、

日
本
で
は
災
害
に
よ
る
心
の
傷
に
つ
い

で
関
心
が
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す

円

後

書
き

U

一
兆
円
だ
の
二
兆
円
だ
の
と
い
う
金

額
は
ふ
つ
う
の
人
に
は
と
て
も
実
感
の

持
て
な
い
数
字
で
し
ょ
う
。
住
宅
金
融

専
門
会
社
(
住
専
)
問
題
を
め
ぐ
っ
て

語
ら
れ
て
い
る
も
の
ご
と
は
こ
う
し
た

金
額
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
に
は
ピ

ン
と
来
な
い
乙
と
ば
か
り
で
す
。
借
り

た
金
は
ち
ゃ
ん
と
返
す
。
経
営
が
行
き

詰
ま
っ
た
会
社
は
倒
産
す
る
。
そ
う
い

う
「
ふ
つ
う
の
と
と
」
が
、
「
金
融
ル

ス
テ
ム
を
守
る
」
と
い
う
「
黄
門
の
印

龍
」
の
も
と
、
実
現
し
な
い
の
で
す
か

ら
。
そ
し
て
、
因
っ
た
乙
と
に
、
乙
の

「
印
寵
」
そ
の
も
の
が
ま
た
と
う
て
い
実

感
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
金
融
に
し
て
も
教
育
に
し

て
も
、
私
た
ち
の
国
の
も
ろ
も
ろ
の
仕

組
み
に
相
当
ガ
タ
が
来
て
い
る
こ
と
は

確
か
な
よ
う
で
す
。
「
実
感
」
だ
け
を

根
拠
に
し
た
感
情
論
は
や
は
り
危
う
い

一

も
の
で
し
ょ
う
。
「
実
感
」
を
超
え
つ

つ
、
「
実
感
」
を
逆
な
で
す
る
乙
と
な

い
、
事
実
に
裏
付
廿
ら
れ
た
成
熟
し
た

議
論
が
い
ま
こ
そ
大
切
だ
と
い
う
気
が

し

ま

す

。

(

於

)
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学
校
改
革
の
論
じ
方

山
下

中
学
生
の
子
供
を
抱
え
て
い
う
と
す
る
と
乙
ろ
に
悪
循
環
の

る
母
親
と
し
て
、
「
A
E
R
A」
の
「
校
根
が
あ
る
一
方
、
現
在
の
教
育

長
が
『
生
徒
の
死
』
を
無
視
」

(
4
/

論
議
は
大
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

1
)
と
か
「
丸
刈
り
い
じ
め
の
地
獄
」

-
論
争
に
な
っ
て
、
社
会
や
子
供

(
4
/
日
)
と
い
っ
た
学
校
の
記
事
を

一
の
実
態
と
は
相
当
ズ
レ
て
い

読
む
と
、
ひ
た
す
ら
恐
ろ
し
い
。
ぞ
れ

-
る
。
そ
こ
で
は
大
き
な
問
題
を
、

に
対
し
、
男
性
の
論
者
は
あ
ま
り
事
の
真
正
面
か
ら
実
際
的
に
論
議
す

深
刻
さ
が
分
か
っ
て
い
な
い
気
が
し
ま
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

す
。
た
と
え
ば
「
V
o
i
c
e
」
の
特
橋
爪
私
は
渡
部
さ
ん
の
指
摘
は
、

U
E
h

集
「
平
成
『
い
じ
め
』
白
書
」
で
渡
部
昇
基
本
的
に
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
い
じ

N
K
一
さ
ん
は
「
塾
を
学
校
と
認
め
れ
ば
い
め
に
よ
る
自
殺
や
殺
人
の
背
景
に
は
、

、J
A

じ
め
は
な
く
な
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
学
校
教
育
の
場
で
選
択
の
自
由
が
奪
わ

ふ
ん
小
が
、
今
の
進
学
塾
で
は
神
経
症
の
子
供
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

「塾

ミ
フ
一
ろ
が
続
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
同
じ
を
学
校
と
認
め
る
べ
き
だ
」
と
い
う
主

ョ
b
-
特
集
で
西
部
道
さ
ん
は
「
学
校
の
責
任
彊
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
学
校
と
は

)
は
第
二
義
的
ざ
と
い
っ
て
、
家
庭
教
-
伺
か
?と
い
う
聞
い
を
読
者
に
突
き
付

み
ペ
育
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
日

一
り
て
い
ま
す
。
公
立
の
小
・
中
学
校
を

耐
え
本
の
家
庭
は
父
親
不
在
が
多
い
の
で
す

一
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
乙
ろ
に
、

万
タ
ン
か
ら
結
局
は
母
親
の
責
任
と
い
う
と
と
い
じ
め
問
題
を
突
き
抜
け
る
ポ
イ
ン
ト

・ペ
J

:

可

T
E
J古
プ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
と
し
て
、
渡
部
さ

L
』
】
に
な
る
。
母
親
に
は
蚊
U
カ
な
U
話
で

1
1
7
0

ん
の
論
議
を
読
む
べ
き
で
し
ょ
う
。

当

す

.

中
西

西
部
さ
ん
の
論
文
は

山
下

渡
部
さ
ん
の
議
論
は
、
い
じ

イ
ド
人
権
思
想
で
は
「
い
じ
め
」
解

-
め
問
題
で
公
表
と
私
立
校
の
二
一
語

i
八

一
決
は
不
可
能
だ
と
い
う
も
の
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

¥
.u

で
、
そ
れ
と
対
極
的
に
「
世
界
」

私
立
に
だ
っ
て
い
く
ら
で
も
陰
湿
な
い

陸
艇
の
特
集
「
学
校
は
よ
く
な
っ
て
じ
め
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
教
育
の
荒

1
一J

い
る
か
」
は
人
権

を

軸

と

じ

て

廃

と
い
っ
た
現
象
は
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ

h
E
い
じ
め
を
考
え
て
い
る
。
今
ま

-
ン
ス
な
ど
先
進
国
共
通
の
現
象
で
す
。

J
1
で
の
日
本
の
教
育
論
議
は
、
乙
日
本
に
限
ら
ず
、
別
世
紀
末
の
産
業
社

う
し
た
理
念
的
論
議
と
、
入
試

‘改
革
の
よ
う
な
細
か
な
制
度
改

革
論
と
の
両
極
端
に
分
か
れ
て

一¥
き
ま
し
た
。
大
き
な
問
題
を
小

手
先
の
手
直
し
で
何
と
か
し
ょ

(夕刊)⑤ 聞新日毎⑤ 

会
が
教
育
や
家
庭
と
い
っ
た
人
闘
の
再
や
た
ら
ス
ポ
ー
ツ
ば
か
り
や
っ
て

生
産
、

つ
ま
り
次
代
を
育
て
る
こ
と
に
い
る
。
ど
ち
ら
に
い
っ
て
も
:
:
:
。

自
信
を
失
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
中
西
自
由
化
し
て
選
摂
肢
を

す
。
単
純
に
公
教
育
か
私
立
校
か
と
い
広
げ
て
も
、
み
ん
な
が
同
じ
選
択
米
大
統
領
来
日
に
伴
う
安
保
「
再
定

う
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
け
れ
ば
、
制
度
は
つ
ぶ

一
義
」
や
、

T
B
Sの
オ
ウ
ム
ビ
デ
オ
間

中
西
清
水
ち
な
み
さ
ん
の
「

『
教
れ
て
し
ま
う
。
画
一
的
な
価
値
観
二一

題
な
ど
が
、
現
在
進
行
形
の
話
題
と
な

師
の
娘
』
の
立
場
か
ら
」
(
文
華
春
秋
)
自
由
よ
り
も
平
等
こ
乙
だ
わ
る
心

-
っ
て
い
ま
す
。
安
保
に
つ
い
て
は
3
月

T

b

T

J
-
に
取
り
上
げ
た
「
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情

は
、
教
師
日
公
務
員
の
父
親
像
を
語
っ

一
性
カ
日
本
社
会
に
は
抜
き
カ
九
く
あ
勢
」
と
ダ
ブ
る
乙
と
、
T
B
S問
題
は

で
い
ま
す
が
、
一
つ
に
教
師
が
役
人
で
り
、
自
由
化
に
む
け
た
改
革
も
、
よ
ほ

「
ビ
デ
オ
を
見
せ
た
」
と
認
め
た
の
が

あ
っ
て
い
い
の
か
、
学
校
が
役
所
で
あ
ど
考
え
抜
か
れ
た
も
の
で
な
い
か
ぎ

3
月
お
日
で
、
締
め
切
り
の
関
係
か
ら

っ
て
い
い
の
か
、
と
問
う
て
み
る
べ
き
り
、
日
本
人
の
本
音
の
部
分
に
よ
っ
て
月
刊
誌
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
て
お
ら

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ク
オ
リ
テ
ィ
l
に

招
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
ず
、
次
回
以
降
に
譲
る
こ
と
に
な
り
ま

お
い
て
、
も
っ
と
学
校
閣
の
競
争
が
あ
'
橋
爪

小

中
高
校
だ
け
の
改
革
は
む
し
た
。

。

っ
て
い
い
、
と
も
思
え
ま
す
。
た
だ
、
。
で
、
や
は
り
企
業
、
大
学
の
改
革
が
安
保
問
題
マ
感
じ
た
点
を
一
つ
。
沖

今
の
受
験
競
争
の
現
実
に
お
い
て
、
子

一
先
行
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
縄
の
女
児
暴
行
事
件
で
基
地
縮
小
を
求

供
た
ち
を
実
験
的
改
革
の
モ
ル
モ
ッ
ト
中
西
財
界
が
、
指
定
校
制
に
つ
い
め
る
声
が
高
ま
っ
た
の
を
受
廿
、
米
国

に
し
て
い
い
の
か
と
い
う
も
う
一
つ
の
で
あ
れ
だ
貯
申
し
合
わ
せ
を
し
な
が
は
普
天
間
墓
地
返
還
を
約
束
し
ま
し

ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
。

宅
ら
、
実
態
は
あ
ら
た
ま
ら
な
い
。
他
企
-
た
。
問
題
が
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
り
で

橋
爪
競
争
は
必
要
だ
が
、
そ
れ
は
町
そ
の
も
の
が
本
音
と
タ
テ
マ
エ
の
軍
離
は
な
く
、
ま
た
戦
後
の
長
い
闘
争
を
経

子
供
の
学
習
の
自
由
を
拡
大
す
る
た
め
を
何
と
も
思
わ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
た
う
え
で
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、

に
あ
る
と
い
う
原
点
に
も
ど
る
必
要
が
ツ
ケ
を
大
学
ゃ
、
初
等
中
等
教
育
に
持
米
国
の
対
応
は
、
例
え
ば
住
専
処
理
を

あ
り
ま
す
。
学
校
閣
の
選
択
の
自

一
ち
込
ん
で
も
む
だ
で
す
。
す
べ
て
の
レ
め
ぐ
る
日
本
政
府
の
「
先
送
り
」
体
質

由
と
と
も
に
、
学
校
内
で
も
生
徒

一
ベ
レ
で
の
改
革
を
同
時
こ
進
め
ね
ぎ
な

一と
比
べ
、
い
か
に
も
迅
速
と
映
り
ま
す
。

ー

。

b

b

一安
保
維
持
・
強
化
の
両
国
合
意
も
結
局

の
選
択
の
自
由
を
保
障
す
る
よ
う

・
ら
な
い
で
し
ょ

う

は

米

主

導
で
、
日
本
に
E
ジ
ョ
ン
が
あ

な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
変
え
な
け
れ

一

橋
爪
大
学
の
定
員
制
が
お
か
し
い
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
「
宮
」
の
制

ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
の
で
、
学
生
を
早
喋
定
員
の
2
、
3
倍

-
度
疲
労
は
、
乙
乙
に
も
影
を
落
と
し
て

山

下

私
立
の
教
師
の
「
質
の

一
入
学
さ
せ
、
途
中
で
キ
ッ
ク
ア
ウ
ト
す

一
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
さ
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
受

一
る
シ
ス
テ
ム
に
す
れ
ば
?
受
験
競
争
は

一

川

(
浩
)

験
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
問
題
な
ん
で

-
す
ぐ
に
も
な
く
な
る
の
で
す
。

す
。
現
実
の
私
立
校
は
、
結
局
は

「東
大
」
を
頂
点
と
す
る
予
備
校

で
、
ま
す
ま
す
勉
強
が
ハ
ー
ド
に

な
る
一
方
。
片
や
公
立
校
は

「い

じ
め
」
を
な
く
す
と
い
う
乙
と
で
、

司
馬
さ
ん
の
追
悼

橋
爪

じ

つ
は
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
の
乞
一
番
の
愛
読
者
の
よ
う
で
す
戦
後
と
い
う
時
代
の
制
約
が
あ
っ
た
と
す
べ
て
の
原
因
だ
と
す
る
マ
ル

作
品
は
一
つ
も
読
ん
で
い
な
い
の
で
す
が
、
司
馬
論
の
出
発
点
は
な
ぜ
い
う
わ
貯
で
す
。
日
露
戦
争
以
後
を
書
ク
ス
主
義
的
公
式
論
に
陥
ち
ぬ

-
が、

「週
刊
金
曜
日
」
で
本
多
勝
一

さ

何
百
万
と
い
う
読
者
に
読
ま
れ
か
な
か
っ
た
の
も
、
司
馬
型
技
術
合
理
た
め
に
あ
え
て
天
皇
を
除
い
た

一
ん
、
佐
高
信
さ
ん
、
筑
紫
哲
也
さ
ん
が
た
の
か
と
い
う
点
で
し
よ
う
。
主
義
が
苦
手
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
近
代
日
本
を
書
い
た
の
で
は
な

大
変
辛
口
な
司
馬
論
を
展
開
し
て
い
る
そ
こ
に
は
ま
ず
戦
後
日
本
の
歴
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

の
が
自
に
つ
き
、
ど
う
し
て
他
の
各
誌
史
学
の
不
毛
と
い
う
問
題
が
あ
橋
爪
「
中
央
公
論
」
の
山
崎
正
和
楕
爪
個
々
人
の
ば
ら
ば
ら

の
追
悼
と
こ
ん
な
に
も
見
方
が
分
か
れ
~
っ
て
、
司
馬
作
品
の
人
気
を
考
さ
ん
と
の
対
談
で
五
百
旗
頭
真
さ
ん

一

な
近
代
化
の
営
み
を
全
体
と
し

る
の
か
が
気
に
な
り
ま
し
た
。
え
る
乙
と
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
戦
後
が
、
司
馬
さ
ん
と
会
っ
た
お
り
に
石
原
て
調
整
す
る
存
在
が
天
皇
だ
っ
た
以

山
下

私
の
場
合
は
、
ま
ず
司
馬
さ

-
を
考
え
る
こ
と
で
す
。
高
度
成
長
期
の
莞
爾
研
究
を
す
る
と
言
っ
た
と
と
ろ
、
上
、
個
人
を
主
人
公
に
し
た
歴
史
小
説

ん
の
仕
事
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
方
々
人
々
に
と
っ
て
は
司
馬
作
品
は
読
ん
で
「
ょ
う
回
和
な
ん
か
や
る
な
」
と
言
わ
に
だ
っ
て
天
皇
は
暗
黙
の
う
ち
に
前
提

}

-
と
の
年
代
差
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
oe

力
が
わ
い
て
く
る
小
説
で
あ
っ
た
わ
り
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
て
り
さ
れ
て
い
る
は
ず
。
日
本
の
近
代
に
と

υ
争
℃
一
「
竜
馬
が
ゆ
く
」
だ
貯
で
も
千
六
百
万
で
、
時
代
の
社
会
的
需
要
を
無
視
し
て
ま
す
。
日
本
人
の
中
に
健
全
な
近
代
化
っ
て
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
を
つ
な
ぐ
不

舶

、

一一
部
も
売
れ
た
作
家
に
し
て
は
、
追
悼
す
語
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
へ
の
ベ
ク
ト
ル
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
変
の
定
数
は
天
皇
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

伏

}
V
一
る
年
代
層
が
限
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
こ
の
閣
の
司
馬
論
の
中
で
、
私
が
注
し
た
い
と
い
う
要
求
を
う
ま
く
キ
ヤ
ツ
・
た
の
に
、
そ
の
肝
心
な
と
こ
ろ
が
脅
か

自

主

喜

一
か
な
、
と
考
え
て
し
ま
う
。
そ
の
中
で

-
目
し
た
の
は
奇
襲
さ
ん
の
「
司
馬
チ
し
、
そ
れ
に
歴
史
小
説
と
い
う
ス
タ
れ
な
か
っ
た
。

6
M
d
R
一
は

「
S
A
p
-
o」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

遼
太
郎
の
風
景
」
(
V
o
i
c
e
)
で、

一
イ
ル
を
与
え
た
の
が
司
馬
さ
ん
だ
っ
た
中
西
司
馬
作
品
の
も
う
一
つ
の
間

ロ

戸
恥

一
芯
ど
に
登
場
し
て
い
る
谷
沢
永
一
さ
ん
会
田
さ
ん
は
司
馬
さ
ん
を
高
く
評
価
し

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
明
治
は
・

題
点
は
、
歴
史
の
小
説
的
わ
い
曲
と
い

幻
一争

ι二
一
は
、
本
当
に
司
馬
さ
ん
に
ほ
れ
込
ん
で
な
が
ら
も
、

「怪
力
乱
神
の
い
な
い
世
良
か
っ
た
と
し
て
も
、
ど
こ
か
ら
時
代
う
点
で
す
。
た
と
え
ば
日
露
戦
争
に
負

り
-
い
ぜ
・

一一
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
追
悼
を
し
て
界
」
と
そ
の
世
界
を
評
レ
て
い
ま
す
。
が
悪
く
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
貯
れ
ば
日
本
は
ロ
シ
ア
の
植
民
地
に
な

が

:

{

一

一
い
ま
す
。
「
サ
ン
サ
1
ラ
」
の
縄
田
一
そ
乙
で
は
、
呪
術
的
な
真
雪
国
密
教
の
始
一
る
。
結
局
、
司
馬
作
品
が
読
ま
れ
た
の

-
っ
て
い
た
ー
ー
な
ど
と
い
う
叙
述
が
い

成

Ir、
一
男
さ
ん
の

「司
馬
遼
太
郎
の
遺
レ
た
も
祖
で
あ
る
空
海
す
ら
あ
っ
切
ら
か
ん
と

は
、
歴
史
と
人
聞
が
調
和
し
て
生
き
た
き
な
り
出
て
く
る
と
、
そ
う
ま
で
い
う

何
一
ノ
一
の
」
は
短
い
な
が
ら
作
品
に
即
し
た
合
理
的
な
明
る
さ
の
う
ち
に
描
か
時
代
へ
の
あ
こ
が
れ
を
供
給
で
に
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
検
証
が
必
要
だ
と

年

-
}
一
し
た
分
か
り
ゃ
す
い
司
馬
文
学

1

0

れ
て
い
る
。
ま
た

「発
言
者
」

の

コ

ラ

き

た

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
一

-
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
逆
に
、

歴

崎
一汁
M
H
一
一
紹
介
で
、
私
の
よ
う
な
門
外
漢
ム
は
、
司
馬
さ
ん
が
大
村
益
次
郎
や
秋
こ
で
の
歴
史
の
再
発
見
は
、

マ

史

家
が
面
白
く
て
学
問
的
に
も
裏
打
ち

引

明
剛
山

一
一
に
は
良
か
っ
た
。
気
に
な
っ
た
山
兄
弟
ら
技
術
合
理
性
に
裏
打
ち
さ
れ
ル
ク
ス
主
義
史
観
の
毒
消
し
と
さ
れ
た
歴
史
書
を
書
か
な
い
日
本
の
知

1
引

M
l
↓
の
は
文
芸
誌
が
あ
ま
り
取
り
ょ
た
人
物
ば
か
り
を
ヒ

ー

ロ

ー

と

し

て

描

し

て
は
健
全
な
の
で
す
け
れ
的
貧
困
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。

訂
掛
町
一
げ
て
い
な
い
乙
と
で
、
そ
の
影
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
司
馬
ど
、
で
は
「
そ
れ
が
歴
史
な
の

-
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
戦
後
日
本
が

ココ
M
H

一

圃
-|

-
響
力
と
文
学
的
評
価
と
の
ギ
ャ
さ
ん
が
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
人
間
と
歴
史
か
」
と
い
う
と
そ
う
は
言
え
な
司
馬
遼
太
郎
と
い
う
作
家
を
も
っ
た
こ

ッ
プ
を
感
じ
ま
し
た
ね
。
そ
の
の
や
み
を
描
貯
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ぃ
。

、

と
は
幸
運
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

点
で
私
は

「文
語
春
秋
」
の
井

j
l

山
下

丸
谷
さ
ん
と
井
上
さ

上

ひ

さ

じ

さ

ん

と

丸

谷

才

一

さ

ん

は

先

の

対

談

で

、

天

皇

の

間

ん

の

対

談

も

司

馬

さ

ん

へ

の

辛

題

を

口
に
出
し
て
い
わ
な
い
よ

口

評

価

と

し

て

読

み

ま

し

た

。

う

に

し

て

書

い

た

の

が

司

馬

日

中

西

乙
の

中

で

は

、

私

が

本

史

だ

と

指

摘

し

、

天

皇

制

が

一

司
馬
遼
太
郎
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
、

今
月
の
各
誌
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で

追
悼
特
集
を
組
ん
で
い
ま
す
。
一
般
の

一
総
合
雑
誌
に
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
追

悼
さ
れ
た
人
は
、
空
前
に
し
て
お
そ
ら

一
く
絶
後
と
な
る
で
し
ょ
う
。

一

と
う
し
た
「
追
悼
」
パ
レ
ー
ド
に
唯

一
参
加
し
て
い
な
い
の
は
、
岩
波
書
居

一
の
「
世
界
」
で
す
。
四
月
号
の
ど
乙
に

一
も
「
司
馬
遼
太
郎
」
の
字
は
あ
り
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
れ
で
と
や
か

一
く
言
う
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

一
余
り
に
も
鮮
や
か
な
対
照
で
し
た
の

ト
で
、
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。

各
誌
と
も
引
き
続
き
住
専
問
題
に
力

一
を
入
れ
て
い
ま
す
。
本
欄
で
は
す
で
に

先
月
取
り
上
げ
た
こ
と
も
あ
っ
て
「
今

.
月
は
住
専
問
題
の
か
げ
に
隠
れ
が
ち
な

↑
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
を
め
ぐ
る
問
題

を
メ
l
ン
の
話
題
に
レ
ま
し
た
。

住
専

と
こ
の
国
際
状
況
は
問
題
の
質
は
ま
っ

た
く
違
い
ま
す
が
、
乙
と
「
日
本
の
政

治」

と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
、
な
に
か
底

で
通
じ
る
も
の
を
感
じ
ま
す
。

(
於
)
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a-

日
本
の
医
療
体
艇
は

中
西

が
ん
治
療
や
終
末
期
医
療
な

山
下

和
田
さ
ん
が
書
い
て

ど
H
一本
の
医
治
体
制
を
論
じ
た
も
の
が
い
る
よ
う
に
、
日
本
で
も
医
師

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
和
田
努
さ
ん
の
過
剰
時
代
を
迎
え
て
、
医
師
も

ル
ポ
「
揺
れ
る
凶
業
医
の
現
場
か
ら
」
旧
来
の
特
権
的
エ
リ
ー
ト
で
は

(T
H
I
s
-
s
読
売
)
は
、
患
な
く
な
る

一
方
、
高
学
歴
社
会

者
側
に

「尚
氏
者
」
の
恕
訟
が
広
が
つ
に
な
っ
て
情
報
を
求
め
る
意
識
の
高
い

て
い
る
こ
こ
に
民
絞
側
が
対
応
で
き
て
患
者
も
増
え
、
医
療
の
世
界
が
構
造
的

い
な
い
代
日
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。

に
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ

正
治
と
K
役
七
け
人
間
的
つ
な
が
け
三
一

一匂
。
そ
れ
を
前
提
に
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド

r
h
，
u
-γイ
〉
プ
ヲ
t

ム
ド

・「一
ン
亡

・
コ
ン
』
」ン
ト
が
焦
点
の
問
題
に
な
っ

、J
h

ひ
い
沿
いは山一
の
カ
キ
に
な
る
と
払
)

て
く
る
わ
け
で
す
c

毘
民
総
医
諒
密
{
が

F
Mざ
け
て
い
ま
す

c

m

兆
円
に
近
づ
く
中
、
園
長
の
医
療
へ

骨化爪

が
佐
川
山
山
ド
ハ
正
%
の
芯
FM
f」棋
の
関
心
と
不
信
ほ
か
つ
て
な
く
高
く
な

刊
い
係
に
行
-
「
二
IJU-

し
さ
せ
医
桜
」
。
思
っ
て
お
り
、
患
者

・
医
師
関
係
だ
け
で

れ
刊
ニ
〕

「一一
よ
示
、
か
司
区
桜
-
で
芯
思
決
な
く
医
療
行
政

・
詑
事
行
政
に
も
見
直

止
の
ι
一リ円台」・

」て
の
お
い
臥
が
低
い
t

一
似
し
を
迫
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
指
摘

山
さ
ル
か
日
航
一
ι
る
こ
う
し
た
日
十
ι
の
も
も
っ
と
も
だ
と
思
い
ま
し
た
。
大
林

陀
川

・
出
z
r
p
…
係
が
印
象
日
で
‘ど
九

雅

之

さ
ん
の

「
寓
む
医
療
教
育
へ
の
処

一
方
一
‘
日
昨
日
川
町
一c
'山
と
い一八一必道
一ナ

方

袋

一

(
T
H
i
s
-
s
読
売
)

一こ

Jyu
u
e川
一
け
γ
一のい
川
町
冒
〔
宗
一
注
目
は
、
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
メ
デ
ィ
カ

む
人
て
64
-
f

ニ
F
C
Z
(
公
前
)斗叩一
一一i

ん

・
ヒ
ュ

i
マ
ニ
テ
ィ

1
ズ
(
医
学
に

一一
ッ
ハ
ハ，ト

与

え

p
bぬ
の
か
か
わ
る
人
文
科
学
)
の
敦
育
を
禁
制

山一
へ-だ』
い
い
こ

P

」、
院
長一
f

い

え

レ

て

き

た

日

IZの
医
師
廷
成
教
育
の
問

広
台
市
九ね
か
一
つ
一
つ
枚
記
さ
起
点
を
指
摘
?
〕
て
、
・
哲
学
や
生
命
伶
理

れ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
ま
な
ど
の
教
育
が
大
切
だ
と
強
寵
し
て
い

す
。
痛
み
を
除
去
す
る
ペ
イ
ン

ま
す
。

・
ク
リ
ニ

ッ
ク
で
も
痛
み
を
具

中
西

が
ん
の
問
題
で
は
、
ベ
ス
ト

体
的
に
段
階
づ
廿
、
患
者
が
そ
セ
ラ
1
『
患
者
よ
、
が
ん
と
闘
う
な
』

れ
に
応
じ
て
自
分
で
薬
を
コ
ン
(
文
塞
春
秋
)
の
著
者
近
藤
誠
さ
ん
と

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
そ
乙
か
ら
富
田
親
平
さ
ん
の
対
談
(「近
藤
先
生
、

痛
み
に
立
ち
向
か
う
患

者

の

前

本

当
に
が
ん
と
闘
わ
な
く
て
い
い
の
で

向
き
な
姿
勢
も
生
ま
れ
て
く
す
か
?
」
諸
君
!
)
が
あ
り
ま
す
。
病

る
。
患
者
が
人
間
ら
し
さ
を
ど
気
の
治
療
と
苦
痛
除
去
は
違
う
と
い
う

の
よ
う
に
発
揮
し
続
け
る
か
と
と
と
が
重
要
な
論
点
で
す
。
医
師
を
含

い
う
と
と
か
ら
医
療
が
組
み
立

め
日
本
人
全
体
が
乙
れ
を
十
分
理
解
し

て
ち
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
て
と
な
か
っ
た
と
と
は
確
か
で
す
。

「半世紀遅れ」の指摘

日
本
型
経
営
の
将
来

山
下

「
R
o
n
z
a」
が

「
日
本

一
経
済
の
要
請
と
社
会
の
安
定
と

型
経
営
は
死
な
ず
」
と
い
う
特
集
を
し

一
の
閣
の
バ
ラ
ン
ス
は
ど
の
あ
た

て
い
ま
す
。
ほ
ん
の
2
、
3
年
前
ま
で
終

り
に
あ
る
の
か
を
考
え
る
視
点

身
雇
用
な
ど
の
日
本
開
室
営
の
揺
ら
ぎ
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

は
日
本
社
会
が
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
橋
爪

「

R
o
n
z
a」
の

意
味
で
む
し
ろ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
言
特
集
は
、

リ
ス
ト
ラ
に
反
対
し

わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
脱
日
本
型
経
て
日
本
剖
一経常
を
擁
護
す
る
労

営
の
方
向
が
企
業
の
中
高
年
リ
ス
ト
ラ
働
組
合
サ
イ
ド
の
現
状
維
持
的

の
論
理
に
使
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
労
働
な
論
法
で
作
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴

者
サ
イ
ド
か
ら
の
巻
き
返
し
ゃ
再
評
価

で
、
説
得
力
に
欠
け
る
印
象
が
あ
り
ま

が
起
き
て
い
る
感
じ
で
す
。
乙
の
特
集
し
た
。
終
身
雇
用
や
年
功
序
列
賃
金
が

で
中
沢
孝
夫
さ
ん
は
、
終
身
雇
用
や
年
急
に
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
指

功
序
列
賃
金
に
は
経
済
合
理
性
が
あ
摘
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
従

り
、
企
業
に
も
必
要
な
制
度
だ
と
言
つ
-
来
の
雇
用
慣
行
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
(
問
這
い
だ
ら
け
の
日
程
な
か
っ
た
大
規
模
な
変
化
が
起
き
る
だ

き
。
江
坂
笠
c
ん
と
の
対
談

(
V
0
1

『
つ
う
乙
と
も
ま
た
確
か
で
す
。

c
e
「
ミ
ド
ル
再
生
法
教
え
ま
す
」
)
で

一

中
西

経
済
の
自
由
化
、
グ
ロ
1
パ

ア
シ
ス
ト
社
長
の
B
・
ト
ッ
テ
ン
さ
ん

一
リ
ゼ
1
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
じ
る
雇
用

も
、
弱
肉
強
食
の
ア
メ
リ
カ
的
経
営
に
の
不
安
定
化
が
政
治
社
会
問
題
、
世
界

比
べ
て
日
本
型
経
営
に
は
魅
力
が
あ
る
秩
序
問
題
に
な
る
と
い
う
危
機
感
は
多

と

話

し

て

い

ま

す

。

く

の

世

界

の

指

導

者

が

述

べ

て

い

ま

す

中
西

乙

の

対

談

は

、

日

本

し

、

F
・
フ
ク
ヤ
マ
の
言
う

「ト
ラ
ス

の
経
済
人
が
持
っ
て
い
る

改

革

ト

」
H
信
頼
の
あ
る
社
会
秩
序
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
本
当
に
い
い
方
向
考
え
方
が
欧
米
で
は
注
目
を
浴
び
て
い

な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を

ま

す

。

加

藤

尚

武

さ

ん

が

「企
業
倫
理

考
え
直
さ
せ
ま
す
。
経
済
競
争
が
社
会
を
活
か
す
」

(R
o
n
z
a
)

は
結
局
勝
て
ば
よ
い
わ
け
で

す

で

論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ス
ト
ラ
で

が
、
今
日
の
日
本
の

多

く

の

議

ト

ラ

ス

ト
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に

論
は
勝
つ
以
上
に
理
念
に
対
す
一
よ
る
リ
ス
ク
を
考
え
な
い
と
、
結
局
、

る
乙
だ
わ
り
が
あ
り
、
そ
こ
で
一
日
本

ιし
て
の
競
争
力
を
失
う
よ
う
な

は
社
会
の
安
定
を
支
え

る

軸

を

改

革
に
な
る
危
俣
も
あ
る
わ
け
で
す
。
一

敏
す
よ
う
な
改
革
理
念
に
、
今

の
経
済
人
の
一
部
や
官
僚
が
ひ

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

山

下

近
藤
さ
ん
の
議
論
は
一
つ
は

抗
が
ん
剤
の
問
題
で
す
。
確
か
に
抗
が

ん
剤
の
副
作
用
は
悲
惨
で
す
。
レ
か
し
、

抗
が
ん
剤
の
投
与
に
よ
り
、
が
ん
か
ら

μ
生
辺
h

し
た
例
も
あ
る
わ
け
で
す
。

患
者
よ
、
が
ん
と
闘
う
な
、
で
本
当
に

い
い
の
か
ど
う
か
:
:
:
。
が
ん
に
な
っ

た
ら
、
も
う
あ
き
ら
め
な
さ
い
と
い
う

の
で
は
、
そ
れ
も
ま
た
救
わ
れ
な
い
c

白一巴

が
ん
の
手
術
で
言
え
ば
、
手

術
を
交
り
な
け
れ
ば
も
っ
と
生
き
ら
れ

た
の
に
と
い
う
人
を
近
く
で
何
人
も
完

て
い
ま
す
。

E
本
の
外
科
医
は

と
も
か
く
一
一
ナ
術
を
し
た
カ
り
ま

す
。
桜
一
品
に
は
原
因
を
取
り
除

ぴ
ば
い
い
と
い
う
機
杭
秘
的
な

窓
考
が
あ
る
。
人
間
は
い
つ
か

死
ぬ
乙
と
は
決
ま
っ
て
い
る
c

あ
る
局
面
で
は
治
す
こ
と
よ
り

も
快
巡
さ
を
相
対
的
に
夜
円
だ
れ
す

る
こ
と
の
万
が
一
長
官公
!唱こ
と
は

あ
る
の
で
す
c

包
-一
不
の
外
科
医

は
近
藤
-5・
~cた
お
を
一
重
く
受

け
と
め
る
必
裂
が
あ
る
と
一
思
い

ま
す
。

橋
爪
近
藤
さ
ん
は
、
抗
が

ん
剤
を
使
う
化
学
療
法
も
一

=J術

も
効
果
が
な
い
と
指
摘
レ
ま

す
c
確
か
に
抗
が
ん
剤
は
正
常
座
談
会
で
批
判
さ
れ
て
い
る

「
パ
ン

な
細
胞
も
側
め
て
し
ま
う
し
、
ド
ウ
コ
ン
的
発
想
」
に
つ
い
て
。
パ
ン

手
術
も
本
来
必
要
な
臓
器
を
切
ド
ワ
ゴ
ン

(b
a
n
d
w
a
g
o
n
)

り
取
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
間
は
パ
レ
ー
ド
の
先
頭
を
走
る
楽
隊
車
の

題
が
多
い
。
が
ん
本
体
が
解
明
さ
れ
て
、
こ
と
で
す
が
、
転
じ
て
政
治
運
動
な
と

遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
治
療
が
で
き
る
よ
う
で
の
時
流
に
乗
っ
た
動
き
や
選
挙
に
お

に
な
る
か
、
が
ん
結
胞
だ
け
を
抗
か
ん
け
る
怒
属
現
象
を
指
す
言
誌
と
し
て
民

剤
で
攻
駁
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
わ
れ
ま
す
c
-

「
み
ん
な
で
渡
れ
ば
怖
く

う
し
た
問
題
は
大
部
分
解
決
さ
穴
る
と
な
い
」
式
の
発
想
と
言
え
ば
分
か
り
ゃ

一
思
う
。
そ
れ
ま
で
の
返
波
用
で
ζ
、
思
す
い
と
思
い
ま
す
。

一
章
一
}
が
士
一
体
性
を
取
り
戻
す
こ
と
が
一
一
奇
こ
の
発
怨
に
対
す
る
批
判
は
、
表
在

一
大
切
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
情
報
を
な
の
日
本
に
あ
っ
て
策
室
で
す
。
例
え
ば
、

一
る
べ
く
多
く
一子
に
し
て
、
一
小
必
誌
な
治
金
一昭
島
緩
や
官
僚
機
抑
制
の
行
き
詰

-5mJ

+
僚
だ
と
判
断
レ
た
ら
拒
否
し
、
治
僚
が
を
受
り
て
、
今
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
「
シ

矢
敗
だ
と
怒
っ
た
ら
ど
ん
ど
ん
訴
砕
を
ス
テ
ム
の
見
直
し
」
が
一
斉
に
叫
ば
れ

起
こ
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
c

て
い
ま
す
が
、
従
来
の
シ
ス
テ
A
が
何

白一白

日
エ
の
医
療
俸
制
の
問
起
は
も
か
ち
有
効
性
を
失
い
、
変
更
さ
れ
る

医
薬
分
割
問
が
で
き
て
い
な
い
こ
f

一に
よ
ぺ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
疑
っ
て
み
る

る
「
禁
の
利
板
」
も
首
長
に
あ
る
の
で
べ
き
で
し
ょ
う
c

「
皮
革
」
の
告
貯
芦

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
欧
米
と
の
に
倒
れ
の
弊
を
繰
り
返
し
て
は
な
り
ま
せ

較
の
問
題
で
は
、
医
療
の
場
に
お
け
る
ん
し
、
む
レ
ろ
見
直
す
べ
き
は
シ
ス
テ
一

宗
教
の
役
割
の
遠
い
も
あ
り
ま
す
。
欧
ム
自
体
よ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
意

一

米
で
は
公
立
の
病
院
で
も
看
護
婦
の
識
、
つ
ま
り
は
「
私
た
ち
が
ど
ん
な
社

一

多
く
は
修
道
会
に
属
し
て
、
宗
教
的
使
会
を
望
む
の
か
」
に
あ
る
と
言
え
る
か

一

直
を
持
っ
て
仕
事
し
て
い
る
人
が
多
も
知
れ
ま
せ
ん
。
(
浩
)

一
一一

iv 

山

下

リ
ス
ト
ラ
の
問
題
は
中
高
年
一

中
西

リ
ス
ト
ラ
第

一
の、

の
生
き
方
に
も
か
か
わ
り
ま
す
が
、
「現

人

聞

を

物

と
し
て
考
え
る
発
想

代
」
の
「
特
集
人
生
、
日
歳
か
ら
が
は
、
女
性
の
側
に
も
中
高
年
の

面
白
い
」
は
あ
ま
り
目
新
し
い
も
の
は
男
性
の
側
に
も
社
会
・
会
社
に

あ
り
ま
せ
ん

o
m年
代
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ

一

対
す
る
不
信
感
を
精
大
さ
せ
る

ズ
ム
の
立
場
の
女
性
た
ち
は
「
男
性
が

一

こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
嵐
山

変
わ
ら
な
く
て
は
い
り
な
い
」
と
言
い

一

光
三
郎
さ
ん
の
「
放
浪
は
男
の

続
け
て
き
た
。
リ
ス
ト
ラ
と
い
う
現
実

一

特
権
で
あ
る
」

(
現
代
)
は
、

を
前
に
し
て
よ
う
や
く
男
た
ち
も
目
覚

一

会
社

・
家
庭
に
す
べ
て
を
さ
さ

め
て
き
た
の
か
と
い
う
感
じ
で
す
。

一

げ
て
き
て
「
幻
滅
に
彩
ら
れ
た

橋

爪

職
程
に
よ
っ
て
は
ま
す
ま
す
一

回
代
」
を
迎
え
た
中
高
年
に
対

女
性
の
進
出
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
「

現

し
、
集
団
と
の
き
ず
な
よ
り
、
司
も
っ
と

代
」
の
堀
場
雅
夫
さ
ん
と
堀
田
力
さ
ん
深
い
自
分
を
見
詰
め
な
さ
い
と
言
つ
て

の
対
談
(
出
世
は
す
乙
し
遅
い
ほ
う
が
い
る
わ
切
で
、
加
藤
仁
さ
ん
の
「
団
塊

い
い
)
で
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
ジ
ュ
ニ
ア
は
『脱

・
会
社
』
を
目
指
す
」

に
、
労
働
基
準
法
の
た
め
に
女
性
が
不
一
(
同
)
に
描
か
れ
る
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
と

利
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。
掲
揚
さ

一
同
じ

「自
己
実
現
」
を
中
高
年
が
淫
ま

ん
は
経
世
由
者
と
し
て
も
ζ
う
い
う
法
律
一
き
な
が
ら
求
め
始
め
て
い
る
こ
と
を
物

は
早
く
改
正
し
て
女
性
を
戦
力
と
し
て

一
語
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

使
い
た
い
と
い
う
立
場
で
す
。

一

橋
爪
ド
ラ
イ
な
能
力
主
設
で
組
織

山
下

女
性
の
問
題
で
は
一
運
営
を
行
う
か
、
日
本
型
経
笛
の
伝
統

「
R
o
n
z
a」
に
清
家
篤
さ

一
を
大
事
に
し
て
い
く
の
か
は
職
種
や
業

ん
の

「中
高
年
・
女
性
を
活
用
一
界
に
よ
っ
て
ケ
1
ス
・
パ
イ

・
ケ
1
ス

す
る
道
」
が
あ
り
ま
す
が
、
中
一
だ
と
思
う
。
国
際
的
な
競
争
に
直
面
し

高
年

・
女
性
は
低
賃
金
の
労
働

一
て
い
る
先
端
科
学
技
術
部
門
や
各
種
の

力
と
し
て
活
用
し
て
い
く
道
が
一

専
門
職
、
そ
し
て
大
学
な
ど
は
ぬ
る
ま

あ
る
と
い
う
よ
う
に
も
読
め

一
湯
に
つ
か
っ
て
い
る
ζ
と
は
で
き
な
い

で
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
女
性

一
で
し
ょ
う
。
そ
の
点
で
「

R
o
n
z
a」

の
社
会
進
出
を
位
置
づ
け
て
ほ

一
の
原
田
憲
一
さ
ん
の

「大
学
を
滅
ぼ
す

し
く
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

一
教
員
任
期
制
」
は
私
の
持
論
と
反
対
で

す
。
大
学
教
員
は
身
分
保
障
の
さ
れ
す

ぎ
で
、
日
本
型
経
営
以
前
の
状
況
だ
と

思
い
ま
す
。

日
目

一，hH
後
書
き
H

川一日

「
T
B
S問
題
」
一
色
と
な
っ
た
雑

誌
を
め
ぐ
る
状
況
の
陰
で
、
「宝
島
m
卯
一

の
休
刊
は
特
筆
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

今
月
、

「噂
の
真
相
」
が
リ
ポ
ー
ト

記
事
で
、

「創
」
が
編
集
後
記
で
、
そ

れ
ぞ
れ
こ
の
休
刊
に
回
れ
て
い
ま
す
。

「
共
通
の
テ
1
マ
が
多
か
っ
た
し
、
相

互
批
判
が
刺
激
に
も
な
っ
て
い
た
だ
り

に
残
念
」

と
「
創
」
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
雑
誌
出
版
を
取
り
巻
く
最
近
の

厳
し
い
事
情
の
中
で
、
二
つ
の
雑
誌
は

J
フ
イ
パ
ル
H

誌
の
休
刊
に
心
穏
や
か

な
ら
ぬ
様
子
で
す
。

「も
う
か
ら
な
い

か
ら
」

と
い
う
休
刊
理
由
に
も
、
そ
ろ

っ
て
経
滋
盗
封
へ
の
批
判
を
ぶ
ち
、
悔

し
が
る
身
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

創
刊
か
ら
3
年
。
思
え
ば
、
乙
の

「統

誌
を
読
む
」
の
ス
タ
ー
ト
と
ほ
ぼ
綴
を

同
じ
く
し
て
始
ま
っ
た
雑
誌
で
レ
た
。

そ
の
歩
み
は
決
し
て
長
く
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
皇
室
批
判
、
オ
ウ
ム
報

道
な
ど
話
題
一
一ψ
多
く
、
タ
ブ
1
に
挑
戦

す
る
意
気
込
み
を
感
じ
さ
せ
た
誌
面
は

常
に

一。気
に
な
る
存
在
」
だ
っ
た
だ
け

に
、
や
は
り
残
念
で
す
。
(
池
田)
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乏しし、「情報・文化」諭相互理解深める契機に

..， 

テ
レ
ビ
朝
日
株
の
買
収

橋
爪

R
・
マ
ー
ド
ッ
ク
が
日
本
の
ィ
ァ
・

3
1ズ
l
ア
メ
リ

て

い
る
深
刻
な
問
題
で
す
。
こ
う
し
た

一

泊
。
今
月
出
て
い
る
論
文
は
、

一

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
組
ん
で
テ
レ
ビ
朝
カ
の
勝
者
が
日
本
を
系
列
化
す
視
点
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん

一

弓
う
い
う
点
を
抜
き
に
し
て
技
一

日
の
株
を
買
収
し
、
単
独
で
は
筆
頭
株
る
片
サ
ン
サ
1
ラ
)
は
、

「黒
で
し
た
。
乙
と
に
も
呂
本
に
お
り
る
「
国

一

術
的
な
面
に
傾
斜
し
す
ぎ
て
い
一

主
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
で
は
企
業
乗
船
」
説
を
否
定
し
て
、

ど

の

局

家

性

」
の
乏
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

一

る
感
じ
が
し
ま
す
。

つ
取
り
が
少
な
い
う
え
に
放
雲
で
外
も
同
じ
内
容
の
も
の
震
学
橋
爪

日
本
の
「
情
報
鎖
国
」
は
故

一

橋
爪

問
題
は
結
局
日
本
か

閥

均

四

時

一

訪

問

立

話

完

封

言

語

建

一
て

い

く

詰

言

語

す。

「常
識
」
が
崩
れ
た
衝
盤
が
あ
る
ャ
ン
ネ
ル
時
代
に
対
応
し
た

た
。
物
語
な
壁
の
方
は
イ
ン
タ
ー
ネ

一
ご
ろ
亡
く
な
っ
た
N
H
Kの
前
会
長
の

わ
け
で
す
が
、
背
震
を
説
明
し
た
も
の

「メ
デ
ィ
ア
開
国
」
へ
の
準
備
ッ
ト
や
通
信
衛
星
で
軽
々
と
破
ら
れ
て

一
島
桂
次
さ
ん
は
G
N
N
(グ
ロ
ー
バ
ル

で
は
「

p
o
r
e
s
-g
h
」
の
で
を
進
め
る
方
が
大
開
た
と
い
っ
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
言
葉
の
壁
の

一
・
ニ
ュ
ー
ス

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
)
構
想

レ
ピ
朝
日
株
買
収
の
知
ら
れ
ざ
る
十

一
て
い
ま
す
。
芸
デ
ジ
タ
ル
多
チ
ャ
ン
は
そ
う
簡
単
に
は
破
れ
そ
う
に
な
い
の

一
を
持
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
こ
う
し

猿
」
が
分
か
り
ゃ
す
か
っ
た
。
通
喜

一
ネ
ル
化
さ
れ
て
外
国
の
も
の
が
ど
を
で
、
日
本
で
は
こ
乙
叩
年
ほ
ど
は
ア
メ

一
た
前
向
き
の
議
論
が
必
要
で
す
。

星
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ネ
一
ん
流
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
日
本
の
文
リ
カ
で
起
き
た
よ
う
な
急
激
な
変
化
は
↑

山
下

N
H
Kの
「お
し
ん
」
が
中

ッ
ト
な
ど
メ
デ
ィ
ア
媒
体
が
増
え
引
い
一
化
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
は
ど
う
な
っ
起
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
国
や
東
南
ア
ジ
ア
で
熱
狂
的
に
迎
え
ら

る
中
で
ソ
フ
ト
の
不
足
が
起
き
て
、
一
て
し
ま
う
の
か
、
怖
い
苦
し
ま
す
。
一

中
西

言
葉
の
壁
ど
い
う
乙
と
で

一
れ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
が
。

る
。
情
報
発
信
力
の
あ
る
企
業
率
引
一
一

中

西

「
潮
」
の
問
委
明
さ
ん
の
は
、
香
港
や
中
国
華
南
に
お
甘
る
ス
タ

一

・中
西

「
お
し
ん
」
は
中
国
で
も
も

に
収
め
る
戦
略
を
考
え
る
人
が
出
て
き
一
一
論
文
が
ま
ん
べ
ん
な
く
バ
ラ
ン
ス
よ
く

I
テ
レ
ビ
や
イ
ン
ド
か
ら
西
の
中
東
に

一ぅ
害
入
れ
ら
れ
な
い
。
ア
ニ
メ
1
シ

て
当
た
り
前
で
、
今
回
は
日
本
が
乙
う
一
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
お
け
る
B
B
Cの
ワ
ー
ル
ド
サ
ー
ビ
ス

一じ
訪
日
常
分
野
だ
け
で
は
ど
う

し
た
世
界
的
な
メ
デ
ィ
ア
読
の
う
ね
一
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
岡
本
の
と
こ
数
年
の
動
き
を
み
て
い
る
と
、

一

り
に
巻
き
込
ま
れ
た
最
初
の
ケ
1
ス
で
一
さ
ん
書
め
て
い
ず
れ
も
「
ビ
ジ
受
」
吹
き
替
え
技
術
か
進
ん
で
き
て
、

「
0
一

橋
爪

ソ
フ
ト
に
つ
い
て
は
私
議

す

。

皇

室

警

襲

撃

メ

デ

イ

一
の
問
題
と
し
て
だ
り
取
り
上
げ
過
ぎ
て

9」
の
映
画
が
、
た
と
え
ば
中
国
の

一観
的
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
基
本
ソ

ア
の
あ
り
方
を
見
直
す
き
っ
か
一
い
る
点
が
気
に
な
り
ま
す
。
外
国
企
業
雲
南
の
山
岳
民
族
の
言
葉
で
政

一フ
れ
は
外
国
に
支
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

フ
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

の
却
M
W
以
上
の
株
取
得
制
限
と
い
う
市
送
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
う
す
る
言
自
な
才
能
を
集
め
た
ベ
ン
チ
ャ
ー
剖一

山
下
一

一
通
り
の
害
と
め
場
経
済
に
反
す
る
放
送
法
の
規
定
が
、

と
、
一
瞬
に
し
て
言
葉
の
壁
を

2業
に
は
期
待
し
た
い
の
で
す
が
。

方
が
あ
る
よ
う
で
す
。
岡
村
泰
な
ぜ
あ
る
の
か
。
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
ま
超
え
て
映
画
を
見
た
と
と
も
一

山
下

幼
少
時
か
ら
テ
ス
ト
勉
強
ば
-

明
さ
ん
の

「メ
デ
ィ
ア
玉
・
マ

「ビ
ジ
ネ
ス
」
に
終
始
し
ま
せ
ん
o

釦

な

い

中

国

の

人

を

「
0
0
7」

か
り
し
て
い
る
今
宮
本
の
警
シ
ス

一

l
ド
ッ
ク
の
『
デ
ジ
タ
レ
な
企
全
保
障
と
同
じ
で

一
つ
の
コ
三
一
一テ

の

世

界

に

引

き

込

ん

で

し

ま

一
テ
ム
な
ど
を
考
え
る
と
、
そ
れ
も
悲
観

一

て』

」

(

潮

)

は

、

圏

内

メ

デ

ィ

1
案
外
独
星
を
保
障
す
る
も
の
え
そ
う
い
う
こ
と
は
、
予
想
的
な
気
が
し
ま
す
。

一

イ
ア
に
と
っ
て
「
黒
船
聾
来
」

と
レ
て
メ
デ
ィ
ア
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
き
な
い
文
化
的
な
イ
ン
パ
ク

-

だ
と
危
機
を
強
調
レ
て
い
ま
が
大
切
な
わ
り
で
す
。
情
報
安
全
保
障
ト
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
起
こ

す
。
大
前
研

一
さ
ん
の

「メ
デ
や
冷
戦
後
の
新
世
界
秩
序
に
お
け
る
情
す
よ
う
に
思
う
。
テ
レ
ビ
文
化
一

報
の
あ
り
方
は
世
界
の
国
々
を
悩
ま
し
が
進
ん
だ
臼
本
に
デ
ジ
タ
ル
多
一

チ
ャ
ン
永
ル
化
時
代
に
ア
メ
リ

一

カ
系
の
企
業
連
合
体
が
ど
l
っ一

と
入
っ
て
く
る
と
ど
う
な
る

一

.... 

テ
レ
ビ
朝
日
株
買
収
に
閲
す
る
記
事

や
論
文
に
、

「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
と
い
う

一
言
葉
が
よ
く
出
尤
き
ま
す
。

「正
論
」

で
植
田
康
夫
さ
ん
が
注
目
し
て
論
じ
て

い
ま
す
(
メ
デ
ィ
ア
電
子
化
時
代
の
黒

船
)
が
、

「中
身
」
「
目
次
」
と
い
っ

た
意
味
の
言
葉
が
、

ζ
こ
で
は
伝
え
ら

-
れ
る
情
報
の
内
容
、
「
ソ
フ
ト
」
と
同

じ
よ
う
な
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

植
田
さ
ん
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か

ら
マ
ス
コ
ミ
へ
、
そ
し
て
コ
ン
テ
ン
ツ

へ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
言
葉
の

変
化
を
た
ど
り
、

「電
子
化
さ
れ
、
デ

ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
メ

デ
ィ
ア
は
報
道

・
解
説
・
主
強
を
行
う

と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
性
を
担
失

し
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
阻
倍
す
る
た
め
の

叩

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
の
み
に
留
怒
す
る
と

い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し

ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
電
子
化
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
情
報
の
無
機
質
化
を
生
み
、

ひ
い
て
は
ジ
ず
l
ナ
リ
ズ
ム
の
本
震
を

も
揺
る
が
し
か
ね
な
い
と
の
懸
念
は
、

メ
ヲ
ィ
ア
の
片
閣
に
身
を
置
く
者
と
し

て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
(
浩
)
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評価と批判、改めて

山
下
さ
ん

8
月
に
亡
く
な
っ
た
丸

山
興
兇
氏
に
つ
い
て
の
文
節
が
か
な
り

あ
り
ま
す
。
久
野
収
さ
ん
の
「
わ
が
友

丸
山
民
間
力
の
生
と
死
」
(
週
刊
金
曜

日
9
/日
)
は
身
近
な
す
一
場
の
人
が
醤

い
た
も
の
で
、
全
共
闘
批
判
に
つ
い
て

の
私
の
丸
山
民
へ
の

「誤
解
」
が
正
さ

れ
ま
し
た
。
最
近
、
ポ
ス
ト
冷
戦
の
現

代
と
1
9
3
0年
代
が
対
比
さ
れ
て
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
の

中
で
丸
山
氏
の
業
績
も
見
直
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
自
身
は

「市

民
」
と
い
う
概
念
を
聞
い
隠
す
時
に
、

丸
山
氏
が
指
摘
し
た
日
本
の
特
殊
性
を

ど
う
巧
え
る
か
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。

橋
爪
さ
ん
丸
山
氏
を
直
援
知
っ
て

い
る
人
が
白
い
た
も
の
と
、
書
物
を
通

し
て
丸
山
氏
に
援
し
て
い
る
人
の
密
い

た
も
の
と
の
聞
に
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
る
の
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

凶
持
知
っ
て
ド
る
人
は
当
然、

ヘ
川
川
に
乞
げ日
M
山一
~=)
礼
山

L
l

山。二

、er
-
-
』

e-R
汁
U

降、ノ
了円
、.、
、

j
パ
u
i
1
、
ド
J
e
t
-
f
'

一-
24

、
/
己
円

心
い
た
山
引
は
、

L
K
，V
山いーんと

ルの

「丸
山
氏
…
%と
は
刈
だ
コ

た
の
か
一
{
爪
判
)
で
す
。
収

'm以
惣
山
ん
絞
り
。
山
と

一迩
歩
的

文
化
人
」
ζ

し
て
の
笛
の
う
ち
、

依
伯
さ
ん
は
後
者
に
焦
点
を
し

ぼ
っ
て
、
丸
山
氏
を
厳
し
く
批

判
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
と
し

て
日
本
に
つ
い
て
論
じ
な
が

ら
、
凶
欧
の
初
出
…
に
自
ら
を
置

き
、
日
本
の
外
部
に
立
と
う
と

し
た
こ
と
か
ら
、
あ
い
ま
い
さ

が
生
ま
れ
た
と
い
う
指
摘
で

す
。
現
在
ア
メ
リ
カ
で
起
き
て

い
る
日
本
社
会
の
特
殊
性
や
無
責
任
構

造
に
対
す
る
攻
懸
は
丸
山
氏
が
か
つ
て

言
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
も
書
い

て
い
ま
す
。
だ
と
し
た
ら
、
私
た
ち
は

丸
山
氏
の
問
題
設
定
か
ら
ま
だ
抜
肘
出

て
い
な
い
わ
け
で
す
。

中
西
さ
ん
坪
内
祐
三
さ
ん
の

「
い

ま
と
そ
闘
う
福
田
恒
存
か
丸
山
虞
男

か
」
(
諸
君
!
)
、
水
谷
三
公
さ
ん
の

「
持
続
す
る
気
分
丸
山
輿
男
と
戦
後

出
国
家
」
(
論
座
)
、
坂
本
多
加
雄
さ
ん

の
「
丸
山
真
男
と
戦
後
知
識
人
」

(
T

H
I
s
-
s
読
売
叩
月
号
)
な
ど

が
、
丸
山
氏
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す

る
微
温
的
な
態
度
に
ふ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
戦
後
は
と
も
か
く
叩
年
代
に

は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス

主
義
の
陣
営
を
含
む
人
民
戦
線
と
い
う

考
え
方
が
あ
っ
た
。
第
2
次
大
戦
を
戦

っ
た

「連
合
国
」
の
論
理
で
す
。
冷
戦

間
造
が
な
く
な
っ
た
現
在
、
旧
連
合
凶

山
中
丸
山
三
の
マ
ル
ク
ス
ヂ
設
に
対
す
る

こ
う
し
た
態
度
も
照
史
に
即
し
て
と
ら

え
一
隠
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
+
丸
山

氏
の
思
想
家
と
し
て
の
評
価
は
時
闘
を

か
け
て
考
え
る
必
繁
が
あ
り
ま
す
。

-

橋
爪
さ
ん
丸
山
氏
は
天
県
制
と
一

党
独
裁
的
マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判
の
対

象
に
し
た
と
す
る
朝
日
新
聞
の
記
事
に

ふ
れ
て
、
日
高
六
郎
さ
ん
が
丸
山
氏
の

マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
態
度
は
微
妙

だ
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
(
「
情
熱
に

支
え
ら
れ
た
男
性
」
世
界
叩
月
号
)
。

佐
伯
論
文
も
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
丸

山
氏
の
図
式
の
根
底
に
は
マ
ル
ク
ス
主

義
務
陸
続
的
な
歴
史
観
が
あ
っ
た
。
丸

0
1
5
7
へ
の
摂
点

J

山
下

0
1
5
7禍
に
つ
い
て
は
、
を
起
こ
し
が
ち
だ
っ
た
と
い
う

少
し
時
間
が
た
つ
て
多
様
な
視
点
が
出
デ
l
タ
も
紹
介
さ
れ
て
い
て
、

て
き
ま
し
た
。
徳
附
設
-
夫
さ
ん
の
「
O

衛
生
設
備
な
ど
の
改
善
が
必
要

1
5
?と
日
本
の
母
親」

(
F
o
r
e

と
の
指
摘
は
そ
の
巡
り
だ
と
患

s
i
g
h
t
-
h
8
)
は
学
校
給
食
を
い
ま
し
た
。
た
だ
、
学
校
ご
と

批
判
し
て
い
る
わ
り
で
す
が
、
日
本
の
の
給
食
や
弁
当
に
す
れ
ば
解
決

母
親
は
、
我
が
子
の
弁
当
を
つ
く
る
の
す
る
の
か
。

0
1
5
7は
健
康
な
保
闘

を
耐
え
難
い
労
働
と
思
っ
て
い
る
の
で
者
が
叩
人
に
1
人
は
い
る
と
も
い
い
ま

は
な
い
か
、
と
省
い
て
い
る
。

0
1
5

す
。
だ
れ
で
も
か
か
る
新
し
い
感
染
症

7
と
母
親
を
、
こ
ん
な
ふ
う
に
結
び
つ
と
し
て
0
1
5
7に
対
処
し
て
い
か
な

け
て
も
ら
っ
て
は
国
り
ま
す
。
危
機
管
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

理
に
つ
い
て
は
、
中
原
英
臣
さ
ん
が
「
O

中
西

高
橋
災
行
さ
ん
の

「あ
な
た

1
5
7と
『
安
全
ボ
ケ
』
」

(
T
H
I

の
腸
に
0
1
5
7が
楼
ん
で
い
る
」
(現

S

I

S
読
売
)
で
、
「
病
院
船
」

代
)
や
大
牟
田
透
さ
ん
の
「
0
1
5
7

を
造
っ
て
緊
急
事
態
に
備
え
ろ
と
提
言
の
根
絶
は
不
可
能
だ
」
(
中
央
公
論
)

し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は

2
隻
あ
が
、
時
閣
を
追
っ
て
出
来
事
を
客
観

る
そ
う
で
す
。
抗
生
物
質
多
用
で
耐
性
的
に
整
理
し
て
い
て
参
考
に
な
り
ま

菌
が
増
え
て
幻
世
紀
は
感
染
症
の
時
代
し
た
。
学
校
給
食
に
つ
い
て
は
、
高

に
な
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
予
測
も
あ
る
橋
さ
ん
の
も
の
や
里
見
宏
さ
ん
の
「
0

一
わ
け
で
、
と
う
い
う
備
え
も
必
要
か
も

i
5
7と
学
校
給
食
」
(
世
界
)
を
読

…し
れ
ま
せ
ん
。

a

む
と
、
や
は
り
そ
乙
に
今
回
の
出
来
事

橋
爪
中
原
英
臣
さ
ん
は
0
1
5
7

を
生
む
一
因
が
あ
っ
た
と
思
え
ま
す
。

'を
、
生
物
と
し
て
は
大
腸
菌
、

た

と

え

ば

、
堺
市
の
か
な
り
の
学
校
で

-臨
床
的
に
は
赤
痢
と
う
ま
く
定
は
食
材
を
冷
蔵
す
る
設
備
が
な
い
。
教

義
し
て
い
ま
す
。
大
腸
菌
の
食
育
関
係
の
予
算
が
極
端
に
削
ら
れ
る
中

中
毒
と
思
い
こ
み
、
こ
次
感
染
で
公
立
学
校
の
設
備
改
善
が
遅
れ
、
学

は
私
た
ち
の
注
意
が
向
か
な
か
校
給
食
に
も
し
わ
寄
せ
が
来
て
い
る

0

・っ
た
。
学
校
給
食
に
つ
い
て
は
、
山
下
デ
マ
や
カ
イ
ワ
レ
を
め
ぐ
る

弁
当
の
方
が
安
全
だ
と
か
、
一
パ
ニ
ッ
ク
に
つ
い
て
脅
か
れ
た
も
の
が

括
調
理
の
セ
ン
タ
ー
給
食
で
被
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

害
が
広
が
っ
た
の
だ
か
ら
学
校

中

西

「
現
代
」
の
コ
ラ
ム
で
本
田

ご
と
の
直
営
が
い
い
と
か
い
う
靖
春
さ
ん
が
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
ゃ
す

学
校
給
食
批
判
が
あ
り
ま
す
。
い
日
本
人
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
ま

学
校
給
食
は
従
来
か
ら
食
中
審

山
氏
が
戦
後
日
本
で
占
め
て
い
た
位
躍

は
強
い
て
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
サ
ル

ト
ル
が
占
め
て
い
た
位
置
に
似
て
い

る
。
冷
戦
構
造
の
中
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
に

反
対
す
る
立
場
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
は
マ
ル

ク
ス
主
義
と
手
を
携
、
え
る
の
が
歴
史
的

な
必
然
と
い
っ
た
感
じ
が
あ
っ
た
の
で

し
よ
う
。
丸
山
氏
自
身
は
個
人

主
義
者
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

い
や
な
菌
、
奇
妙
な
聞
を
し
っ

か
り
見
す
え
て
い
た
と
し
て

も
、
知
識
人

・
イ
デ
オ
ロ
1
グ

の
す
一
場
に
お
い
て
は
市
民
的
自

由
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
誌
は
地

続
き
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
的
な

自
由
主
義
か
ら
す
る
と
、
日
本

的
な
容
共
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
は
考

え
ら
れ
な
い
わ
け
で
、
形
を
変

え
た
反
米
、
主
義
で
は
は
い
か
と

笹
戒
さ
れ
た
。
丸
山
民
は
、
こ

う
し
た
冷
判
的
知
的
状
況
を
己

不
に
お
い
て
代
去
す
る
人
と
さ

れ
て
し
ま
い
、

そ
の
レ
ッ
テ
ル

を
丸
山
民
自
身
は
が
そ
う
と
は

し
な
か
っ
た
。

山
下
さ
ん

丸
山
氏
は
単
な

る
西
欧
主
義
者
で
は
な
か
っ
た

と
甲
ゼ
っ
。
回
年
代
以
降
、
江
戸
時
代
が

湾
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
丸
山
民
も

「市
民
」
と
か

「近
代
的
主
体
」
を
西

欧
を
モ
デ
ル
に
し
て
考
え
た
の
で
は
な

く
、
江
戸
期
の
研
究
を
か
な
り
行
っ
て

い
た
。
歴
史
意
誠
の
「
古
層
」
究
明
を
テ

ー
マ
に
日
本
人
の
「
近
代
的
主
体
」
の
可

能
性
を
問
お
う
と
し
て
い
た
と
思
う
。

す
(
カ
イ
ワ
レ
買
い
控
え
の
愚
か
さ
を

知
れ
)
。
本
田
さ
ん
は
、
新
参
の
母
子

が
公
閣
の
遊
び
仲
間
に
入
る
の
に
苦
労

す
る
「
公
園
デ
ビ
ュ
ー」

の
と
と
か
ら

日
本
人
の
素
朴
な
大
関
順
応
と
そ
の
裏

腹
に
あ
る
排
他
性
を
指
摘
し
て
い
ま

す
。
日
本
の
母
親
の
場
合
、
あ
え
て
い

え
ば
自
分
の
「
家
族
に
対
す
る
愛
着
」

の
強
さ
が
パ

ニ
ッ
ク
構
造
に
つ
な
が

っ
て
い
る
わ
け
で
、
乙
の
文
章
の
示

唆
す
る
も
の
は
、
日
本
社
会
の
構
造

そ
の
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
畑
中

正
一さ
ん
の
「
0
1
5
7
禍
は
細
菌
・

ウ
イ
ル
ス
と
の
『
闘
い
』
の
始
ま
り
だ

!」

(
サ
ン
デ
ー
毎
日
9
/
8
)
は
重

要
な
指
摘
で
、
今
後
総
合
雑
誌
も
こ
の

観
点
か
ら
じ
っ
く
り
追
求
し
て
ほ
し

L
V
 橋

爪
カ
イ
ワ
レ
騒
ぎ
で
は

厚
生
省
が
ま
た
矢
面
に
立
ち
ま

し
た
。

情
報
開
示
に
つ
い
て
で

す
が
、
浦
和
市
の
幼
稚
園
で
死

亡
者
も
出
た
0
1
5
7の
感
染

例
に
つ
い
て
く
わ
し
い
報
告
醤

が
出
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
広
く
臨
床
医
の
手
に
渡
っ

て
い
な
か
っ
た
。

と
の
種
の
情

報
は
医
師
に
隈
ら
ず
必
要
と
す

る
国
震
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ

う
に
し
て
お
く
べ
き
時
代
が
来

て
い
ま
す
。
カ
イ
ワ
レ
に
感
染

一

源
の
疑
い
が
あ
る
と
い
う
、
あ

一

の
段
階
で
の
厚
生
省
の
発
表
に

一

つ
い
て
は
資
否
が
あ
り
ま
す
。

一

難
し
い
問
題
で
す
が
、

「
ぬ
れ

ぎ
ぬ
」
と
分
か
っ
た
段
階
で
の
数
済
措

置
を
考
-え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

中
西
さ
ん
学
者
・
言
論
人
・
行
動

者
、
い
ず
れ
の
面
で
も
丸
山
氏
が
追
求

し
て
い
た
も
の
は
や
は
り
「
凶
欧
近
代

的
自
我
」
に
位
内
約
さ
れ
ま
す
。
丸
山
氏

や
少
し
前
に
亡
く
な
っ
た
大
塚
久
雄
氏

程
合
、
加
年
代
に
日
本
で
一
世
を
風

駁
し
た
異
色
欧
的
機
運
へ
の
登
戒
心
が

「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
対
す
る
厳
レ

す
ぎ
る
批
判
に
な
っ
た
面
も
あ
っ
た
。

山
下
さ
ん
オ
ウ
ム
真
理
教
の
問
組

な
ど
を
含
め
て
現
在
の
政
治
・
社
ム
ロ
状

況
に
つ
い
て
丸
山
氏
が
何
を
考
え
て
い

た
の
か
知
り
た
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。

中
西
さ
ん
晩
年
の
丸
山
氏
に
は

「日
本
回
帰
」
と
も
い
え
る
傾
向
が
見

ら
れ
ま
す
0
2

今
後
は
こ
う
し
た
晩
年
の

思
想
に
注
目
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

| 丸山虞..異議
・いまこそ問う 福田恒存か丸山長男か (坪内祐三)

=J包 !

岡崎代を生きた保守派の泌答と60年安保の拍活者を
対比し、「インテリであると思うことJのエニ;を指摘

中
西

佐
々
淳
行
さ
ん
が
、
危
機
管

理
の
神
髄
は
大
き
く
椛
-
一
凡
て
小
さ
く
収

め
る
こ
と
だ
と
一
ん
聞い
て
い
ま
す
(
続
危

桜
管
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
「
逃
沢
」
)
。
一
ー
宮
」

の
側
で
は

「寝
た
子
を
起
と
す
な
」
式

の
発
想
を
拍
て
て
必
裂
な
情
報
は
速
や

か
に
流
す
。

一
方
「
民
」
の
方
も
自
分

の
頭
で
考
~
一ん
て
自
分
の
リ
ス
ク
と
責
任

で
行
動
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
危
機
管
四
月
玄
〕
定
着
す
る
と
思
い
ま

す。
山
下
鈴
木
洋
こ
さ
ん
の
「
病
原
性

大
腸
菌
0
1
5
7の
波
紋
」
(
世
界
週

報
9
/叩
)
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
全
米

疾
患
管
理
セ
ン
タ
ー

(
C
D
C
ν
な
ど

の
迅
速
な
対
応
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

巳
本
で
も
こ
う
い
う
組
織
が
あ
れ
ば
い

い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
。

橋
爪
組
織
は
無
駄
。
ま
ず
情
報
開

一
ホ
が
究
決
だ
と
思
い
ま
す
。

丸山長男と戦後啓蒙(水谷三公)
=約EJ1i

マルクス主義「評価」のおiにlLファシスムのli!¥e;JL
いを務めた反共主義へのj支持という「気分」があった

-丸山真男とは何だったのか (佐伯啓思 =:iJ~"'fíß
さまざまな怠味での「あいまいさ=二;辺住Jこそ、
「進歩的文化人」丸山の発~fl Gた彩瞥力の炎1~!'. 1こった

φ持続する気分

丸山長男の生と死 (久野収J
=地ニ!日公町と:9 /13 

「平和問題談話会」以来の親友である::;:~:~与がυ白る丸
山のj思い出。「13斎 iJi(だが、市民としてさ:.. : 1 J到した」

-わが友

門
-い
ほ
t
f
巾

:じ
一

衆
議
院
が
解
放
さ
れ
、
よ
う
や
く
総

選
準
が
行
わ
れ
る
乙
と
に
な
り
ま
し

た
。
本
当
に
「
よ
う
や
く
」
で
は
昂
る

の
で
す
が
、
有
権
者
の
関
心
は
一
向
に

高
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
言
い
尽
く
さ
れ

て
い
る
乙
と
で
す
が
、
新
党
一
民
主
党
」

も
政
策
的
に
は
自
民
、
新
巡
両
党
と

大
差
な
く
、
そ
ろ
っ
て
「
改
革
」
を

叫
ん
で
い
る
の
も
選
挙
向
け
と
い
う

の
が
見
え
見
-
え
で
シ
ラ
け
て
し
ま
う
わ

け
で
す
c

ど
の
雑
誌
も
、
政
局
の
勤
き
「
そ
先
取

り
し
て
闘
迎
の
論
文
な
と
を
お
状
し
て

い
ま
す
が
、
「
争
点
不
在
」
を
反
映
し

て
か
焦
点
が
絞
り
切
れ
て
い
な
い
感
じ

で
す
。
個
人
的
に
は
、
昨
年
、
青
島
、

ノ
ッ
ク
両
知
事
を
誕
生
さ
せ
た
「
熊
党

派
層
」
が
ど
ん
な
行
動
を
と
る
の
か
に

関
心
が
あ
り
ま
す
。
と
も
あ
れ
年
内
は

選
挙
結
果
と
、
ぞ
れ
を
受
け
た
政
界
再

々
編
の
動
き
が
話
題
と
な
る
で
し
ょ

-っ。
な
お
、
「
雑
誌
を
読
む
」
は
、

次
回

か
ら
レ
イ
ア
ウ
ト
を
一
新
す
る
予
定
で

す
。
い
っ
ぞ
う
の
ご
愛
読
と
、
紙
面
へ

の
ご
意
見
や
ご
注
文
を
お
寄
せ
く
だ
さ

る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

(
浩
)
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境界偽ったテレビの罪悪

山
下
さ
ん
テ
レ
ビ
番
組
「
電
波
少
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
同
じ
ュ

1
サ
l
は
今
の
日
本
人
が
ど
の
よ
う

年
」
の
企
画
で
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
ヒ
感
覚
で
多
く
の
学
校
で
し
ご
き
な
状
況
に
感
激
す
る
か
、
そ
の
へ
ん
を

ッ
チ
ハ
イ
ク
」
を
し
た
お
笑
い
コ
ン
ビ
や
い
じ
め
が
行
わ
れ
て
被
害

者

十

分

に
計
算
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

濯
岩
石
が
ブ
l
ム
で
す
が
、
飛
行
機
に
が
出
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
乙
の
橋
爪
さ
ん
握
岩
石
に
僧
り
ょ
の
衣

も
乗
っ
て
い
た
と
い
っ
た
「
や
ら
せ
」
番
組
は
ド
ヰ
ュ
メ
ン
タ
リ
l
・
ノ
ン
フ
装
を
着
せ
て
、
た
く
は
つ
を
さ
せ
て
い

も
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
嵐
山
光
三
一
イ
ク
シ
ョ
ン
と
「
や
ら
せ
」
・
パ
ラ
エ
テ
ま
し
た
。
乙
れ
は
、
出
家
の
概
念
が
生

郎
さ
ん
は
「
『
配
瞥
の
彊
岩
石
の
サ
-
ィ
ー
と
の
境
界
を
偽
っ
た
。
こ
れ
は
テ
き
て
い
て
出
家
者
を
聖
人
と
し
て
敬

ル
マ
ネ
が
怖
い
」
(
ボ
ス
)
で
、
テ
レ
レ
ビ
に
と
っ
て
本
質
的
な
罪
悪
で
す
。
う
文
化
伝
統
に
対
す
る
と
ん
で
も
な
い

ピ
局
に
よ
っ
て
安
全
を
保
証
さ
れ
た
フ
中
西
さ
ん
同
感
で
す
。
ノ
ン
フ
ィ
無
理
解
か
ら
来
て
い
る
。
外
国

ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
旅
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
境
目
を
人
で
あ
る
か
る
と
い
っ
て
日
本

ク
シ
ョ
ン
の
形
を
と
っ
て
提
示
さ
れ
た
・
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
点
が
、
一
番
危
険

t
の
畳
の
家
の
中
を
土
足
で
歩
き

危
険
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
藤
原
新

一
で
す
。
ま
た
帰
国
し
た
撞
岩
石
に
対
す
回
っ
た
り
す
る
こ
と
に
近
い
。

也
さ
ん
も
自
分
の
経
験
か
ら
本
来
の
旅

一
る
熱
狂
的
な
歓
迎
ぶ
り
な
ど
を
見
る
た
だ
、
視
聴
者
を
引
き
つ
り
た
-

は
新
し
い
自
我
を
作
る
も
の
な
の
だ

一
ど
、
よ
ほ
ど
今
の
若
い
人
に
は
面
白
い
と
い
う
点
で
は
、
根
底
に
情
報

が
、
猿
岩
石
の
管
理
さ
れ
た
旅
に
は
そ

一
と
と
が
な
い
ん
だ
な
と
患
い
ま
レ
た
。
化
社
会
、
飽
食
社
会
に
生
ま
れ

れ
が
な
い
と
冨
っ
て
い
る
(
「
中
沢
新

↑
乙
れ
は
小
さ
な
話
題
の
中
に
自
分
を
埋
た
日
本
の
若
者
の
ア
ジ
ア
、
ぁ
一

一の
書
評
対
談
」
論
座
)
。
た
だ
、
最
近
一
設
さ
せ
て
満
足
す
る
一
種
の
「
と
じ
乙
る
い
は
第
三
世
界
へ
の
や
み
が
一

の
子
ど
も
た
ち
は
何
の
演
出
も
な
い
も
-
も
り
現
象
」
で
す
。
大
人
も
含
め
て
今
た
い
あ
こ
が
れ
の
よ
う
な
も
の

一

の
が
テ
レ
ビ
で
流
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
日
本
人
に
感
性
レ
ベ
ル
の
不
充
足
感
が
あ
る
。
川
崎
由
香
利
さ
ん
の

と
分
か
っ
て
い
て
、
楽
し
ん
で
見
て
い
が
あ
っ
て
、
何
か
感
激
し
た
い
も
の
を
「
若
者
は
放
浪
を
め
ざ
す
」
(
ア

た
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
探
し
求
め
て
い
る

「感
激
渇
望
症
」
が

エ

ラ

日
/
日
)
が

「ア
ジ
ア
長

橋

爪

さ

ん

「

初

め

て

の

お

広

が

っ

て

い

る

気

も

し

ま

す

。

旅

」

ブ

l
ム
に
ふ
れ
て
い
ま
す
。
一

遣
い
」
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
が

山
下
さ
ん
「
現
代
」
の
中
田
潤
さ
若
者
た
ち
は
、
ア
ジ
ア
は
い
な
一

あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
局
と
親
が
ん
の
リ
ポ
ー
ト
「
『
猿
岩
石
』
た
っ
た
く
な
っ
た
父
親
の
代
わ
り
に
な
一

仕
組
ん
で
、

3
、
4
歳
の
子
ど

3
週
間
の
栄
光
」
峠
「
メ
デ
ィ
ア
が
仕
る
、
そ
乙
に
行
貯
ば
、
人
生
は

十

も
を
初
め
て
の
お
遣
い
の
買
い
掛
け
た
笑
に
ア
バ
ウ
ト
で
む
な
し
い
英
一
こ
う
い
う
も
の
だ
と
教
え
て
く
一

物
に
出
す
。
い
わ
ば
「
旅
」
を
雄
誕
生
物
語
」
と
、
テ
レ
ビ
局
の
姿
勢
一
れ
る
、
と
い
っ
た
乙
と
を
い
う
一

さ
せ
る
わ
り
で
す
。
と
の
場
合
を
批
判
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
企
画
と
一
そ
う
で
す
。
猿
岩
石
の
番
組
や
一

は
、
番
組
の
仕
掛
廿
と
お
遣
い
し
て
は
「
『
人
権
無
視
は
新
し
い
』
と
一
本
は
、
こ
う
し
た
若
者
た
ち
の
一

に
行
く
子
ど
も
の
必
死
さ
が
視
い
う
着
眼
が
見
事
に
決
ま
っ
た
傑
作
」
願
望
に
応
え
て
い
る
面
は
あ
る
と
思
一

聴
者
に
分
か
っ
て
い
る
。
乙
の
と
、
自
分
も
ハ
マ
ッ
て
し
ま
っ
た
と
害

一
ぅ
。
し
か
し
ミ
無
責
任
な
プ
ロ
デ
ュ

1

「
や
ら
せ
」
は
許
せ
る
と
思
い
ま
い
て
い
ま
す
。
後
半
は
私
も
よ
く
見
て
一
サ
l
と
文
化
に
対
す
る
無
理
解
が
介
在

す
。
猿
岩
石
の
場
合
は
、
自
分
い
ま
し
た
が
、
食
事
に
あ
り
つ
り
な
く
一
し
て
、
そ
の
応
え
方
が
大
変
不
幸
な
か

た
ち
が
ど
う
映
さ
れ
て
い
る
か
て
飢
え
に
苦
し
む
と
い
っ
た
映
像
が
実
一
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

を
あ
る
部
分
は
あ
ら
か
じ
め
知
に
多
か
っ
た
。
今
の
若
い
人
た
ち
は
飢
一
中
西
さ
ん
日
本
の
テ
レ
ビ
番
組
に

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
お
笑
い
の
え
と
い
う
経
験
を
知
り
ま
せ
ん
か
ら
、

一
は
外
国
人
を
連
れ
て
き
て
、
白
本
人
だ

し
ご
き
芸
の
一
つ
で
す
が
、
そ
映
像
に
よ
っ
て
そ
れ
を
疑
似
体
験
で
き

一
貯
が
共
有
し
て
い
る
「
常
識
」
を
知
ら

引
な
ら
何
を
し
て
も
い
い
と
い
る
点
に
ひ
か
れ
た
よ
う
で
す
。
プ
ロ
デ

-
な
い
と
い
っ
て
は
笑
い
と
ば
す
パ
タ
l

山
下
さ
ん
あ
る
雑
誌
に
寸
戦
後
不
紀
句
終
わ
り
か
ら
別
世
紀
の
は
劃
配
に
つ
い
て
の
記
事
で
、
家
族
に
つ

一

橋

爪
さ
ん
日
本
に
は
家
族
の
正
統

倫
進
化
論
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ト
を
執
筆
じ
め
に
長
く
続
い
た
パ
ク
ス
・
い
て
別
の
ル
I
ル
を
提
案
し
て
い
ま
の
モ
デ
ル
が
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
文
化

し
た
乙
と
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
場
合
、
ア
リ
タ
ニ
カ
が
終
わ
る
と
と
も
す
Y
ア
メ
リ
カ
で
は
家
族
に
つ
い
て
真

一
圏
に
は
「
聖
家
族
」
が
あ
っ
た
し
、
ァ

1
9
7
0年
代
ま
で
は
男
性
主
導
の
不
に
離
婚
や
不
倫
が
増
え
、
ピ
ク
ト
リ
ア
剣
に
考
え
て
い
る
の
で
、
離
婚
も
再
婚

一
メ
リ
カ
に
は
開
拓
時
代
に
家
族
の
原
型

倫
で
「
愛
人
」
は
耐
え
る
存
在
だ
っ
た
。
朝
的
倫
理
が
一
気
に
崩
れ
て
し
ま
つ
も
多
い
し
、
ォ
ル
タ
ナ
テ
ィ
プ

-
が
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
家
族
は
、
国
家

加
年
代
に
な
る
と
女
性
主
導
型
の
不
倫
た
。
日
本
の
場
合
で
も
高
度
成
長
に
よ
も
さ
ま
ざ
ま
に
模
索
さ
れ
て
い
よ
り
価
値
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ

に
な
り
、
叩
年
代
に
は
お
互
い
家
庭
を
る
社
会
の
変
化
が
反
映
し
て
い
る
。
会
る
の
で
す
。

一
に
対
し
日
本
は
、
近
代
化
過
程
で
昭
和

持
っ
た
男
女
の
ダ
ブ
ル
不
倫
に
な
っ
社
人
間
と
し
て
家
庭
の
た
め
に
働
い
て
山
下
さ
ん
日
本
の
場
合
、
十
天
皇
が
近
代
的
な
核
家
族
の
モ
デ
ル

⑤ 聞新日毎⑤ 1996年 (平成8年)1 1月 18日(月曜日)⑤ 聞新日毎⑤ 

ン
の
も
の
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
送
り
手

の
側
の
問
題
は
む
ろ
ん
の
と
と
、
受
り

手
の
方
に
そ
う
い
う
感
性
が
生
ま
れ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
怖
い
。

山
下
さ
ん

藤
原
新
也
さ
ん
も
、
情

報
化
社
会
で
ボ
ケ
役
が
成
り
立
た
な
く

な
っ
て
、
外
国
に
出
て
現
地
の
人
を
ボ

ケ
設
と
す
る
笑
い
が
生
ま
れ
て
い
る
と

批
判
し
て
い
ま
す
。

出淳書審議;奪三1

・ 「雇福」の猿岩石のサルマネが怖い(嵐山光三郎)
-ボス

本当の世界放漫の旅は命にかかわる危険がいっぱい

山;:男議院家主慰
。帯IJ慾のすすめ いっそ枯れてしまいなさい(田中澄
江 婦 人公論
、いろぽけ症状、が積極的な上昇志向を衰退させる

-委が手を焼く定年夫狂い咲き(速水由紀子)
=アエラ11/4

F失楽園』が羨望の的。会社人間タイプほど危ない -中沢新ーの書評対談(中沢新一・藤原新也)
=論座

猿岩石の旅は安全なパンジージャンプ〈藤原〉+rオルタナティブ」の魅力
=ニューズウィーク10/30

離婚が常識となる時代にふさわし1;'1家族」の形とは

、
• r猿岩石」たった3週間の栄光(中田潤)

=現代
猿岩石はテレビに使い捨てられる実験動物?-対談 男たちが知らない「女の怖い話J(林真理子、

内館牧子文護春秋
「義務と演技」の破たんで不倫に走る妻たちの本音 -若者は放浪をめざす (}II~奇由香利)

=アエラ11/18.
放浪の旅へのあ乙がれが猿岩石ブームの背景

社会現象と呼ばれて(立川明美)
=パート 1/1・13

逆風の中、 2人はお笑い芸人とレて自立できるか

-謹岩石

-特集美の復権 =アエラ11/11
向性の目を意識する女の子。男も「見られる側」に


