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宗
教
を

外
国
を

こ
と
は
、

• 

ダヲ'1/1⑪

も
の
で
は
な
く
ヤ
ル
も
の
。

示
一
教
は
信
じ
る
も
の
で
は
な
く
理
解
す
る
も
の
。

?
の
雄
、
橋
爪
大
三
郎
が
提
示
す
る
叩
冊
の
名
著
を
た
よ
り
に
、

思
想
の
イ
ン
フ
ラ
を
探
究
す
る
旅
に
出
て
み
ま
せ
ん
か
-

っ
た
っ
て
こ
れ
か
ら
の
教
養
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
よ
り
宗
教
で
す
っ
て
。

取
材
・
文
/
佐
々
木
英
輔
撮
影
/
川
上
尚
見

宗
教
は
や
っ
ぱ
り
怖
い

で
も
汐
怖
い
だ
け
。
じ
ゃ

ダ
メ
み
た
い

オ
ワ
ム
事
件
、
そ
し
て
そ
の
裁
判
は
、
日

本
人
に
、
あ
b
た
め
て
宗
教
の
怖
さ
を
思
い

し
ら
せ
た
。
事
介
伎
の
新
聞
社
な

E
の
ア
ン

ケ
ー
ト
に
よ
る

t
、
多
〈
の
人
(
特
に
大
人
)

の
聞
で
、
宗
教
に
対
す
る
忌
遊
感
が

E
っ
と

高
ま
っ
た
ら
し
い
。

た
し
か
に
宗
教
は
怖
い
。
狂
信
は
お
っ
か

な
い
。
尊
師
の
た
め
に
は
人
も
殺
す
(
ら
し

い
)
し
、
毒
ガ
ス
も
ま
〈
(
ら
し
い
)
。
だ
か

ら
オ
ワ
ム
は
や
っ
ぱ
り
や
ば
い
(
ら
し
い
)
。

で
も
、
み
ん
な
も
っ
と
怖
い
こ
と
を
忘
れ
て

い
る
。そ

れ
は
、
世
界
中
の
多
く
の
民
族
や
国
家

「
宗
教
な
ん
て
迷
信
」

t
h
言
っ
て
い
ら
れ

な
い
っ
て
気
が
す
る
。

そ
こ
で
社
会
琵
干
の
権
威
、
橋
爪
大
三
郎

氏
の
薦
め
る
刊
冊
は
宗
教
が
わ
か
る
本
と
い

う
こ

t
に
な
る
。
橋
爪
氏
は
憂
え
て
い
る
。

「
日
本
人
は
根
本
的
な
と
-
』
ろ
で
他
の
人
間

の
こ
と
を
信
じ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
同
じ
人

間
な
の
だ
か
ら
、
話
せ
ば
わ
か
る
、
理
解
し

あ
え
る
と
。
だ
か
ら
宗
教
が
い
ら
な
い
ん
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
世
界
の
大
多
数
の
地
域

で
は
、
そ
ん
な
甘
い
考
λ
方
は
通
じ
な
い
。

他
人
は
潜
在
敵
で
す
。
他
国
も
潜
在
敵
で
す
。

し
か
し
、
敵
同
士
で
も
な
ん
と
か
共
存
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

共
存
の
ル
ー
ル
と
し
て
宗
教
が
必
要
だ
っ
た

の
で
す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
宗
教
を
理
解
せ

ず
し
て
外
国
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
ひ
い
て

は
、
日
本
を
外
国
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
決

し
て
で
き
は
し
な
い
で
し
ょ
う
」

宗
教
へ
の
ル

1
ト
は
2
本

信
仰
の
道
と
理
論
の
道

ま
ず
は
ブ
ッ
デ
イ
ズ
ム

宗
教
を
知
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
信
仰
、

た
と
え
ば
な
に
か
の
宗
教
に
入
信
す
る
の
が

必
要
な
の
か
と
思
っ
て
ま
し
た
。

「
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
わ
れ
わ

れ
は
宗
教
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の
属
す
る

世
界
と
、
そ
れ
以
外
の
世
界
、
つ
ま
り
外
国

で
す
が
、
そ
れ
ら
の
根
本
的
な
成
り
立
ち
を

理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
宗
教
の
理
論
を
か
理
解
。
す
る
こ
と
が

ま
ず
第
一
で
す
。
信
仰
は
、
そ
こ
か
ら
先
の
、

個
人
の
問
題
と
な
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
多
〈

の
宗
教
は
壮
大
な
理
論
体
系
守
持
っ
て
い
る

の
で
す
か
ら
、
そ
の
把
握
に
は
、
相
応
の
知

的
努
力
が
必
要
に
な
る
の
で
す
」

「
南
無
阿
弥
陀
仏
で
幸
福
に
な
ろ
う
/
」
な

ん
て
本
じ
ゃ
な
く
、
先
生
の
薦
め
る
難
し
そ

が
、
独
自
の
宗
教
を
持
ち
、
信
仰
し
、
価
値

観
の
綬
っ
こ
に
し
て
い
る
と
い
う
、
』

t
。

も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
、

仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
を
、
オ
ウ
ム

t
い
っ

し
ょ
く
た
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
で
も
、

普
通
の
人
間
に
は
見
る
こ
と
も
、
さ
わ
る
こ

と
も
で
き
な
い
も
の
、
た

t
・λ
ぱ
神

t
か
真

理
を
想
定
し
て
、
そ
ニ
か
ら
世
界
や
人
間
を

考
え
て
い
く

e
形
而
上
学
。
で
あ
る
点
で
は

同
じ
だ
ろ
う
と
国
ザ
フ
。

日
本
人
は
、
な
ぜ
か
砂
知
性
的

e
t呼
ば

れ
る
人
ほ

E
、
こ
の
手
の
形
而
上
学
を
豆
嫌

い
す
る
傾
向
が
あ
え
だ
け

E
、
資
本
主
義

や
民
主
主
義
と
い
っ
た
考
え
方
に
も
、
あ
る

い
は
科
学
思
想
に
さ
え
、
根
プ
』
の
'
と
こ
ろ

で
宗
教
の
考
え
方
が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
を
思
え
ば
、
単
純
に
「
宗
教
怖
い
」
と
も

う
な
叩
冊
を
読
む
方
が
宗
教
を
理
解
で
き
る

わ
け
で
す
ね
。

「aa
----
当
然
で
す
。
ま
ず
、
中
村
元
の

『ナ

ー
ガ
ー
ペ
シ
ユ
ナ
ヘ
中
村
さ
ん
は
日
本
仏

教
学
、
特
に
原
始
仏
教
の
権
威
て
立
派
な
研

究
成
果
を
数
多
く
開
閉
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
ナ
l
ガ
ー
ル
ジ
ユ
ナ
は
漠
訳
て

ν
龍
樹
o

t
童
日
き
ま
す
が
、
般
若
経
の
す
守
れ
た
注
釈

書
で
あ
る

『中
論
・
"
を
著
し
、
。
空
の
思
想
。

を
説
い
た
人
物
で
す
」

色
即
是
空
の
語
。
で
す
か
。
(
※
浄
窃
)

「
そ
う
で
す
。
般
若
心
経
に
あ
る
空
の
思
想

は
、
仏
教
思
想
の
精
髄
で
す
。
空
は
。
鈍
…
仰

と
は
ち
が
い
・
手
品
す
。
そ
こ
の

t
こ
ろ
が
非
常

に
難
し
い
。
し
か
し
、
空
の
思
想
を
理
解
し

な
け
れ
ば
、
仏
教
は
絶
対
に
わ
か
ら
な
い
と

言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
の
最

高
の
一
冊
だ
と
思
い
ま
す
」

次
は
平
川
彰
の
『初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』

で
す
ね
。
こ
れ
は
小
乗
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教

(
※
注
②
)
へ
の
転
換
期
の
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
の
か
な
。

「
そ
の
通
り
で
す
。
大
乗
仏
教
の
起
源
に
つ

い
て
、
限
ら
れ
た
資
料
に
き
わ
め
て
鋭
い
社

会
学
的
考
察
を
加
・
λ
て
い
ま
す
。
後
代
の
浄

土
思
想
や
法
華
経
に
つ
い
て
知
る
う
え
で
も

重
要
な
テ
ク
ス
卜
で
す
ね
。
さ
ら
に
、
こ
れ

を
読
め
ば
、
な
ぜ
日
本
人
が
本
当
の
意
味
で

仏
教
を
受
容
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
ひ
い
て

は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
自
称
す
る
よ
う
な
仏

教
教
団
で
は
あ
り
・
λ
な
い
、
』

t
ま
で
が
応
用

問
題

t
し
て
わ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
す

寸
れ
た
本
な
の
で
す
よ
」

ど
う
し
て
な
ん
で
す
か
。

「
教
え
た
げ
ま
せ
ん
。
て
っ
と
り
早
く
教
え

る
と
奥
昧
が
半
減
し
ま
す
か
ら
。
ヒ
ン
ト
は

日
本
人
も
オ
ウ
ム
真
理
教
も
、
釈
迦
の
定
め

た
2
5
0
の
戒
律
を
守
っ
て
い
な
い

t
い
う

点
に
あ
り
ま
す
。
後
は
各
自
で
考
・
λ
て
み
ま

⑪タ:明ンチ



I I し
て
も
上
り
い
た
い
な
」

カ
ル
ヴ
ア
ン
と
い
え
ば
、
救
済
預
定
説
の

人
で
す
よ
ね
。
神
に
救
わ
れ
る
か
救
わ
れ
な

い
か
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
て
、
人

聞
の
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
っ
て
や

つ
で
し
ょ
う
。
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る

な
ら
、
信
仰
な
ん
か
し
て
も
仕
方
な
い
と
思

う
ん
で
す
が
。

「
い
い
え
。
確
か
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
神
学
で

'しょ・
7
」

仏
教
の
最
後
は
鎌
田
茂
雄
の

『中
国
仏
教

史
』
で
す
ね
。

「
ご
ぞ
ん
じ
の

t
お
り
、
仏
教
は
イ
ン
ド
で

生
ま
れ
、
中
国
を
通
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た

わ
け
で
す
が
、
中
薗
を
通
る
こ
と
で
大
き
く

変
わ
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
も
っ
と
も

変
化
し
た
の
は

w
出
家
。
に
対
す
る
考
え
方

で
す
。
中
薗
で
は
、
な
ん
と
出
家
を
す
る
の

に
政
府
の
許
可
が
必
要
だ
っ
た
ん
で
す
。
本

来
出
家
と
は
、
社
会
の
外
、
す
な
わ
ち
宇
宙

や
彼
岸
に
価
値
を
見
い
だ
し
て
、
社
会
の
枠

か
ら
脱
出
す
る
尊
い
行
為
、
で
す
。
し
か
し
、

中
国
人
は
社
会
の
外
側
、
言
い
か
え
れ
ば
、

政
治
の
及
は
ね
世
界
に
価
値
や
意
味
を
見
い

だ
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
ゆ
・λ
に
、
出
家

を
尊
い
こ
と
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
う
し

た
政
治
性
の
強
い
中
国
人
の
本
質
が
、
実
に

よ
く
わ
か
る
本
な
の
で
す
よ
、
こ
れ
は
」

欧
米
人
の
本
当
の
怖
さ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
を
知
ら
な
い
と
、

理
解
で
き
な
い

自
慢
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ウ
ェ
l
パ
ー

の

コノ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資

本
主
義
の
精
神
』
(以
下
コノ
ロ
倫
』
※
注
③
)

ぐ
ら
い
は
読
ん
で
ま
す
。

「た
し
か
に
自
慢
す
る
ほ
ど
の
・』
t
じ
ゃ
あ

り
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し

『プ
ロ
倫
』
を
読
ん

で
い
る
の
な
ら
、
引
き
続
い
て
カ
ル
ヴ
ア
ン

の
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
百
E
に
、
ぜ
ひ
目
を
通

は
、
救
済
は
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
必
ず
救
済
の
。
し
る
し
み

が
あ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、

自
分
が
救
済
さ
れ
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
信

仰
や
労
働
を
お
こ
た
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま

ま
神
か
ら
見
放
さ
れ
た
者
の
砂
し
る
し
。
と

見
な
さ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
神

学
に
お
い
て
は
、
信
仰
を
続
け
ら
れ
る
こ

t

自
体
が
神
の
思
寵
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
意

(

w

叙
吊
床
凶
出
コ
ノ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本

土
義
的
精
神
』

M
・ウェ

l
バ
ー
の
著
電
ウ
ェ

l

パ
ー
は
こ
の
著
書
の
中
で
、
近
代
資
本
軍
事
轄
と
そ
の

合
理
的
組
織
の
形
成
玄
孫
を
小
・
中
生
産
者
層
に
求

酌
た
可
彼
ら
小
・
中
生
産
者
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ム
の

世
俗
肉
盟
意
思
想
に
影
響
を
受
け
、
神
が
与
え
た

天
鞍
に
殉
じ
て
額
に
汗
し
て
働
き
、
利
潤
を
得
る
こ

と
こ
そ
、
神
へ
の
奉
仕
で
あ
り
、
信
仰
そ
の
も
の
で

あ
る
と
確
信
す
る
に
至
る
.
こ
ニ
に
お
い
て
、
資
杢
主

義
は
そ
の
倫
理
的
正
当
性
を
覆
得
し
、
近
代
賢
一
本
言
葉

が
ス
ア
l
卜
す
る
一
-
と
に
な
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
.

おまけ

外国人と
うまく'コきあうための

宗教本
10冊

『イスラムのj去』
ハッラーフ/著中村贋治郎/訳

東京大学出版会 4200円
イスラム社全の法枠は、その法?原紙御湖却を宗

教においている.言うまでも主〈第一法i原はコーラン

であり、個々の裁判官はようや〈第四溺原であるにす

ぎなt、イスラム社会を十全に理解するためには イ

スラム法の基劫剥な理絵制世呈する必要があり、本舎

はそのために五詰車の一冊である.

『中国仏教史』全 5巻
鎌田茂雄 ※l・2・3巻は品切れ

東京大学出版会 l万300円~
中国社全に急速に浸透するWI主伝:11fiCJ晴雄事を、精密な
資制祈t理1制追跡仁よって碍臨する.インドか

らの畠呈用廿の釆机酪孟母惣如ニもとづ〈令長1L)主の成
立吾らにliill教なEの土f鵠仰と仏教tの接占なE、

中国仏教の理解にカ・かせない一冊.

fAERA MOOK12社会学がわかる。 J1996.2. 10発行 PP.174朝日新聞

橋爪大三郎 一一

「言語ゲームと

社会理論」
劫lMIVJ・1985年

われわれをl!iI.り巻〈世界は ヶーンシユタインの「言語ゲ-

r言語ケ・ームJの巨大な渦巻の ムJ の発想に依拠しつつ、さ

ようなものとして存主してい らにはハートやJしー マンの;去

る。世界の中，し、をなすはずの 王宮古を援用することで、法や

主体の育長象もその中でのみ生 偉力といった仕討宵象の言

み出されるa したがって主体 語約成り立ちを明ら桝こする.

が言語をお屋するのではない。 いわゆる「言語論的転回」の

むしろ逆に言言苦こそが主体を 成果をいち早〈取り入れたも

掌謹するのだ。本害はゥ・ィト のとしてμ匂σトイ冊である。

『シク教の教えと文イヒ』
保坂俊司 自

平河出版社 2800円
日本においては宗獅甘テロPズムの担廠のみが強調さ

れがちだったインドのシク教の実際の教えしその独

特な文化形態についτ、よt井忠宗教学約な立場から実証

的<:分析した日本で初めての空Lインド社会において、

相t拍ワにアンフェアな扱いを受けてきたシク教の実情、

ひいτはインド社会の開1血肉をギペる一冊.

『反密教学』
津田真一
リブロポート 2987円
密教は、仏教におりる正細切教理t呪術土1惜仰

とのダイナミァクな結合によって成立した一種の判秘

.¥!!.Rである. 7世紀ごろに成立した大日紘全両順経

を中L教典とする芭教の里担を 'Wすlブたn.原

始仏教の，[I，，~~t偶者の核に迫る.
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思
な

E
認
め
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
信
者
は

必
死
で
信
仰
を
続
け
、
ざ
る
を
λ
な
い
の
で
す
。

ま
さ
に
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
原
還

に
も
つ
な
が
る
世
界
観
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
シ
ビ
ア
な
考
え

方
だ
と
は
思
い
ま
す
。

「
よ
〈
わ
か
ら
な
く

t
も
、
こ
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
理
論
が
、
欧
米
人
の
、
さ
ら
に
資

本
主
義
の
根
本
精
神
を
形
成
し
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
す
か
ら
ね
。
こ
の
理
論
の
緊
張
感

が
わ
か
ら
な
い
と
、
欧
米
人
の
考
え
方
は
わ

か
り
ま
せ
ん
よ
。
た
と
・
λ
ば
、
拝
め
ば
利
益

が
あ
る
と
い
う
宗
教
な
ら
、
利
益
が
あ
が
れ

ば
、
人
は
拝
む
こ

t
を
忘
れ
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
理
論
に
従
う
か
ぎ
り
、
人
は
休
み
な
く

信
仰
し
、
神
に
奉
仕
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
欧
米
人
は
無
限
に
富

を
集
め
、
そ
れ
を
紳
に
捧
げ
よ
う

t
し
ま
す
。

「初期大乗仏教の研究』
平川彰

春秋社 7767円
小乗からチd削教への随時行It.仏教の初動首選鈎切

な発展契機として研究する魚崎油可菜い.本智では原始

仏孜奇lilidLA1.，大乗仏教の教理の上回刻樹、 社会~t-~~
や宇'!1M負clftfL)妓証到の形成過程の綿密な分析を通Lて、

仏教の忠世明百干上金的部車の桜C'iこせまみうとしてL‘る.

資
本
主
義
の
精
神
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に

裳
打
ち
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
」

考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
欧
米
人
の
経
済

活
動
を
邪
魔
す
る
や
つ
は
、
神
の
敵
と
い
う

理
屈
も
成
り
立
ち
ま
す
ね
。
お
|
こ
わ
。

「
そ
れ
か
ら
、
こ
の
本
と
あ
わ
せ
て
、

『キ
リ

ス
ト
教
喜
も
読
む
と
い
い
で
す
。
カ
ソ
リ

ッ
ク

t
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
関
係
を
知
る
た

め
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
押
さ
λ
て

橋爪以三郎{はしづめ・fごいきぷみう)

1948年輔君告川県生まれ，
耳D?".I業チ持社会理エキニ研宮古干紺呈.

学生時代から構造主援を踏まえた

‘言語ili¥.社会学みの樹立を目指して執m...絞りる.

11.言語.憶力を基盤こした記号室捌誌を展l札
7Yーて叩糊苛古重加fι

89何，r8~~長防総呈。後に教授。

著書11'言語ゲームと社会理論ーヴィトゲンシュタイン・ハート./Vーマン』

(勤平i!!=)，;).q]険tしての社会干袖勺{毎日制日l社)なE多数.

お
か
な
い

t
ね」

宗
教
の
熱
た
け
世
界
が
あ
る

信
仰
の
熟
た
け
対
立
が
あ
る

神
の
た
め
に
人
は
闘
い
続
け
る

キ
リ
ス
ト
教
を
考
え
る
以
上
、
イ
ス
ラ
ム

教
と
の
か
か
わ
り
は
見
逃
せ
ま
せ
ん
よ
ね
。

湾
岸
戦
争
に
せ
よ
、
最
近
の
中
東
和
平
に
せ

よ、

宗
教
が
理
解
で
き
な
い
と
、
見
え
て
こ

『キリスト教綱要』
力Jレウ.ァン/著

新教出版品切れ

カルヴアン停車による本告は.キリスト教神学のk転

換占である U b仁、近代資本主義続神の中掠形成に

寄与した点において、世界史的な価値をbっτいる.

千平河内正否はさておく tして.注目すべきは.その論

碍:t"'~:主であり.世界観である.ウェーパーの苛作な E
u桝売すると、より理解剖革まるだろう.

『論語の新研究』
宮崎市定/著
岩波書庖品切れ

西，芋のJW~~::(こ〈句べ匂れる )W芋の舎をあげれば 言 う

tでLな<r:i歯Mbo~<の解釈注釈によ って発展し
てきた論府青究1"ヵ1今L、ちE原典にたちカ・えり.論

語、そして孔干'-，~，~!の本貨を見極めようとする一冊.
アジアの思;.，!.!t/f;j主を理解するうえでKかすこ tのでき

ないテーマを扱ってL、る.

F古代ユダヤ札
M.ウェーパー/著内田預liV訳

みすず書房 6695円
古代イスラエル宗教の1000年の発展過程守、自然廓寛、

Ui1開放j兄宗教信夜量動百倫理なEの観相・ら分析

した名著。後にキリスト教を生むユダヤ教の恨み原理

(ー神扶契約の観念等)について社全勃'Jな考察を

与えている.

『キリスト教史』
J ・ダニエJレ、アンリ・イレネ・マルーほかン/著
上智大学中世思想研弼庁/訳 諜 華 社

新ほE割出の時代からま尉tに至るキリスト教の全体

像引所長に解き明かす帥包唯一の総併ヲキリスト教

史.ギリシア・ローマ曹1.. :t，IJ.tの激しい対立を乗り越え.

ついに公認さ代ヨーロァ~~.~~!}の核 t なっτぃ〈プ

ロセスを正確にIEllitτきる.

『ナーガールジュナ」
中村元/著
訴訟社品切れ

仏教m，巴におげる「主の.r!~!J Z.、大来仏教の巴I.;tl.~基

盤としそのtT:7f;t!~J ・理;副首附!i; rUのえたのがナ
ーガールジュナである.ヰ;::;~t.では、 この人物の以H

思想の両面に光をあて、その若作に Lて、インドm想

史上bっH!踊草なむのtされる r中:あの理解へt
導(.大車仏教瑚早のための第→同苫(P.

オロギーであり、家族内部の

分離さえま出寺されれば原則的

に不要なものであること、「近

親穏姦の葉止」は分晋弘有理が

家族内部に写像されたことの

効果であることなどカ司月色か

にされる.さらにはフェミ ニ

ズムの動きに言及する中で、

性愛倫理の彼岸への方甫討さが

模実される性愛そのものべ

の切実なfちむに引き寄せられ

た人たちJにおすすめOトイ冊。

…

郎

時

三
私
m

hu
岳
民
底

制

加

山

地

定価880円著:山口宏
イラスト:松田大秀
ドラマティック ・アクシ ョンRPG

fガンハザード』の戦中秘話

性愛とは自介が他者の身体

を欲する現象であり、人間は

句の動物よりも高度で主除草な

止のかたちを持つ。本書は、

この性愛をめぐる謎に社会科

令官約な方法で迫ろうとするZえ
メである.そこでは「性愛の

分裂公理J(=性愛鐸或が他の

ま士会領勤、ら隔てられている

ーと)を軸に、 lm力覗象す

るのは当諸井士会力守主愛唱声或を

公民芹異議から介護したことの

』結であること、性別はイデ
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な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

「
そ
う
い
う
意
味
で
も
先
ほ
ど
あ
げ
た

『キ

リ
ス
ト
教
夫
』
は
得
る
も
の
が
大
き
い
で
す

よ
。
イ
ス
ラ
ム
と
の
対
立
に
も
ふ
れ
ら
れ
て

い
ま
す
か
ら
」

な
ん
で
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
は
あ

あ
も
仲
が
悪
い
ん
で
す
か
ね
。

「歴
史
的
に
見
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
責
任
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
、で
し
ょ
う
。
も
と
も
と
、

ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
イ
ス
ラ

ム
教
は
同
系
の
宗
教
な
ん
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
教

の
ヤ
ハ
ウ
エ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
父
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
の
ア
ラ
ー
も
同
じ
神
様
な
ん
で
す

よ
。
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
イ
エ
ス
を
重
要
な
預

言
者
の

一
人
と
認
め
て
い
る
寸
ら
い
で
。
し

か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
教
会
と
い
う
組
織
と
、

そ
れ
を
保
護
す
る
国
家
を
背
景
に
発
展
し
て

き
た
の
に
く
ら
べ
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
あ
く

ま
で
コ

l
eフ
ン
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
ま

す
。
極
請
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ

て
は
、
コ

l
ラ
ン
と
宗
教
裁
判
所
さ
・
λ
あ
れ

ば
国
家
な
ど
必
要
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
、
国
家

t
教
会
の
二
人
三
脚
で
や
っ

て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
見
る
と
、
教
化

す
べ
き
低
級
民
族
に
映
っ
た
ん
、
で
し
ょ
う
」

自
分
た
ち
こ
そ、

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
(
世
界

市
民
)
と
思
っ
て
い
た
イ
ス
ラ
ム
教
突
か
腹

を
立
て
る
の
も
当
然
で
す
ね
。

「ま
あ
、
そ
れ
以
外
に
も
複
雑
な
問
題
が
多

多
あ
り
ま
す
が
ね
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
も
、

ハ
ッ
ラ
l
フ
の
『
イ
ス
ラ
ム
の
法
』
か
ら
始
め

て
く
だ
さ
い
。
ま
ず
、
こ
れ
を
読
ん
で
イ
ス

ラ
ム
教
の
考
え
方
ぞ
よ
く
理
解
す
る
、
』
t
.で

す
。
さ
ら
に
あ
わ
せ
て
ウ
ェ

l
パ
|
の

『古

代
ユ
ダ
ヤ
教
』
も
読
む
。
ウ
ェ

l
パ
l
は
『プ

ロ
倫
』
が
あ
ま
り
に
も
有
名
で
す
が
、
ニ
れ

も
彼
の
優
れ
た
業
綴
の
ひ
と
つ
で
す
。
ユ
ダ

ヤ
、
キ
リ
ス
ト
、
イ
ス
ラ
ム
を
貫
〈
一
神
教
の

ダウ'1/1@

理
論
構
造
が
綴
密
に
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
」

こ
れ
だ
け
読
ん
で
、
し
か
も
き
ち
ん
と
理

解
す
る
の
は
容
易
じ
ゃ
な
い
っ
て
気
が
し
ま

す。「な
ん
の
、
な
ん
の
。
世
界
に
は
実
に
多
〈

の
宗
教
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
ん
な
の
は
序

の
口
で
す
よ
。
こ
れ
以
外
で
は
、
保
坂
俊
司

の
『シ
ク
教
の
教
λ
と
文
化
』
、
宮
崎
市
定
の

『詳
細
語
の
新
研
究
』
、
津
田
真
一
の
『
反
密
教

学
』
な
ど
を
あ
げ
て
お
き
た
い
で
す
ね
。
特

に

『反
密
教
学
』
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
ヴ

ア
ジ
ラ
ヤ
|
ナ
(
金
剛
乗
)
の
考
え
方
を
理

解
す
る
の
に
も
必
軍
奈
L

す
か
ら
、
興
味
深
く

読
め
る
で
し
ょ
う
。
〈
り
か
・
λ
し
ま
す
が
、

宗
教
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
田
主
4444ι

支
配
す
る
最
大
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
た
ず
ね
る

知
性
の
旅
な
ん
で
す
。
特
に
日
本
人
は
宗
教

へ
の
理
解
が
不
足
し
て
る
わ
け
で
す
か
ら
、

意
識
し
て
や
ら
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う

で
な
い

t、
本
当
に
世
界
の
人
々
と
つ
き
あ

っ
て
い
り
ま
せ
ん
よ
。
わ
か
っ
て
い
た
だ
け

ま
す
よ
ね
」

は
、
も
う
十
分
に
:

E主~

属議議事関
⑪タ?的ンチ

E .... 園田冒冨司・

1mrMrffil 
著:伊東麻紀 蓄・ 小筆隆生

イラスト .米国仁士 イラスト:前田真宏

定価880円 CG デンキゴンゾ

定価880円
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Hashizume Daisaburo 
東京工業次学工学部籾畳。

1948年神奈川県生まれ。

東京大学大学院社会学研究科博士課樹彦7.
著舎に r言書ゲームと社会王監甫」

r仏教の言説細書Jrはじめての街宣主義」

「橋爪大三郎コレヲシヨン全3巻」
r性愛論Jr;社会学講義」など。

(¥  

困
葬
だ
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
理
論
の
状
況

そど?
のん;
魅なー
力学
は間
か

社
会
学
の
研
究
分
野
は
、
大
き
く
言
う

と
理
論
/一
実
証
に
分
か
れ
て
い
る
。
実
証

と
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
実
地
調
査
の

こ
と
で
、
麦
藁
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
農
村
を

と
び
回
っ
た
り
、
デ
ー
タ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
で
統
計
的
に
処
理
し
た
り
す
る
。
そ

れ
以
外
は
、
ひ
と
く
く
り
に
理
論
と
よ
ば

れ
る
。
理
論
と
言
っ
て
も
実
際
に
は
、
外

国
の
理
論
(
横
文
字
)
を
単
に
紹
介
す
る

だ
け
の
人
び
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
本
当
に

理
論
的
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
は
ほ
ん
の

ひ
と
握
り
に
す
ぎ
な
い
。

理
論
の
任
務
は
、
ご
く
少
数
の
基
本
的

な
前
提
か
ら
出
発
し
て
、
現
象
の
全
体
を

説
明
す
る
モ
デ
ル
を
つ
く
り
出
す
こ
と
。

こ
の
点
、
自
然
科
学
も
社
会
科
学
も
同
じ

で
あ
る
。

社
会
現
象
の
特
徴
は
、
再
現
性
が
な
い

こ
と
。
現
象
が
歴
史
的
で
あ
る
た
め
、
厳

25j 
だ@。
よ

か

ま
ず
、
し
っ
か
り
し
た
古
典
を
読
む
こ

と
。
読
む
に
値
す
る
古
典
の
数
は
限
ら
れ

て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
、
ヴ
ェ

l
パ

l
、
デ

ユ
ル
ケ
ム
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
、
ホ
ッ
プ
ズ
、
べ
ン
サ
ム
、
ジ
ン

メ
ル
、
モ

l
ス
、
レ
ヴ
イ
u
ス
ト
ロ
ー
ス
を

つ
け
加
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
古

典
の
解
説
は
た
い
て
い
間
違
っ
て
い
る
か

ら
、
鵜
呑
み
に
し
て
は
い
け
な
い
。
二
流

以
下
の
学
者
の
書
い
た
も
の
も
、
信
用
し

て
は
い
け
な
い
。
よ
く
あ
る
社
会
学
の
教

科
書
は
、
読
ま
な
い
ほ
う
が
い
い
も
の
が

多
い
。
こ
う
し
た
古
典
を
、
ひ
と
り
で
読

む
の
は
大
変
だ
か
ら
、
読
書
会
形
式
で
数

人
で
読
む
の
が
よ
い
。
同
じ
も
の
を
読
む

密
に
考
え
れ
ば
二
度
と
同
じ
こ
と
が
起
こ

ら
な
い
。
ま
た
現
象
が
文
化
的
で
あ
る
た

め
、
社
会
ご
と
に
規
則
性
が
異
な
る
。
こ

の
た
め
、
説
明
す
べ
き
現
象
が
き
わ
め
て

複
雑
で
、
そ
れ
を
う
ま
く
単
純
化
し
な
い

と
手
に
負
、
え
な
く
な
る
。
こ
の
あ
た
り
を

腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
に
し
て
努
力
を
重
ね
て

い
る
の
が
、
理
論
社
会
学
だ
。

社
会
学
の
理
論
は
い
ま
、
あ
っ
て
な
い

に
等
し
い
状
態
で
、
圏
内
は
お
ろ
か
世
界

的
に
も
ろ
く
な
理
論
が
な
い
。
そ
れ
だ
け

困
難
な
領
域
な
の
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、

も
し
も
な
に
か
こ
こ
で
成
果
を
出
せ
ば
、

そ
れ
が
ま
る
ま
る
理
論
家
個
人
の
貢
献
と

し
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
チ
ャ
レ
ン

ジ
ン
グ
な
状
況
は
な
い
。

テいf
lま2
マ関ー
は心
の
あ
る

当
然
の
こ
と
だ
が
、
私
の
理
論
的
立
場

を
完
成
さ
せ
る
こ
と
。

と
、
一
人
ひ
と
り
の
遠
い
や
能
力
の
有
無

が
よ
く
わ
か
る
。
互
い
に
刺
戟
し
あ
っ
て
、

三
倍
く
ら
い
よ
く
中
身
が
吸
収
で
き
る
。

つ
ぎ
に
、
自
分
の
頭
で
よ
く
考
、
え
る
こ

と
。
社
会
学
は
、
物
理
学
の
よ
う
な
意
味

で
現
象
の
説
明
に
成
功
し
て
い
る
わ
け
で

な
い
か
ら
、
既
存
の
知
識
や
枠
組
み
で
説

明
で
き
な
い
現
象
を
、
い
く
ら
で
も
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
な
か
で
、
自

分
に
興
味
の
あ
る
現
象
に
注
意
し
、
考
え

抜
く
。
何
か
思
い
つ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
文
章
に
書
い
て
み
る
。
そ
し
て
友
人

と
討
論
す
る
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
の
が
、

標
準
的
な
や
り
方
だ
。

社
会
は
人
間
の
集
ま
り
だ
か
ら
、
人
間

に
対
す
る
理
解
力
が
な
い
と
、
社
会
の
こ

と
は
わ
か
ら
な
い
。
社
会
に
対
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
見
方
を
カ
ヴ
ア

ー
し
て
い
る
こ
と
が
、
社
会
学
者
の
ク
リ

行
為
、
関
係
、
意
味
な
ど
が
、
社
会
現

象
を
記
述
す
る
基
礎
概
念
と
な
り
う
る
こ

と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
私
は

そ
れ
に
、
身
体
、
言
語
を
つ
け
加
え
る
べ

き
だ
と
考
え
た
。
ま
た
そ
れ
ら
と
の
関
連

で
、
権
力
の
概
念
を
構
成
す
べ
き
だ
と
考

え
た
。
性
(
こ
れ
は
、
身
体
の
直
接
的
な

相
互
関
係
を
い
う
)
/
言
語
/
権
力
と
い
っ

た
基
本
的
要
因
の
複
合
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
集
団
や
制
度
と
い
っ
た
社
会
形
象
を

再
構
成
し
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
〈
言
語
〉

派
社
会
学
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
現
実
的
な
テ
ー
マ
と
し

て
は
、
半
世
紀
を
経
て
解
体
し
た
冷
戦
世

界
の
ゆ
く
え
。
ポ
ス
ト
冷
戦
の
世
界
は
、

特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
制
度
枠
を
欠
い

た
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
世
界
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
既
存
の
社
会
科

学
は
、
こ
う
し
た
世
界
の
出
現
に
、
ほ
と

ん
ど
な
ん
の
準
備
も
な
い
。
こ
の
世
界
を

待
ち
受
け
る
環
境
危
機
や
南
北
対
立
と
い

っ
た
問
題
と
、
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

ア
す
べ
き
ひ
と
つ
の
条
件
で
あ
る
。
人
間

に
対
す
る
理
解
カ
を
鍛
え
る
に
は
、
す
ぐ

れ
た
文
学
を
糧
と
す
る
こ
と
。
文
学
は
人

間
の
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
か
ら
発
信
さ

れ
る
、
第

一
級
の
情
報
で
あ
る
。
こ
れ
を

利
用
し
な
い
手
は
な
い
。
そ
し
て
、
実
際

に
生
き
て
い
る
人
間
と
つ
き
あ
う
機
会
を

逃
さ
な
い
こ
と
。
他
人
に
興
味
を
持
た
ず

人
聞
が
苦
手
な
タ
イ
プ
の
ひ
と
は
、
社
会

学
に
向
か
な
い
。

社
会
学
は
実
験
が
で
き
な
い
と
い
う
が

そ
れ
は
嘘
で
、
実
は
、
自
分
が
生
き
る
こ

と
そ
れ
自
身
が
実
験
で
あ
る
。
社
会
科
学

者
で
あ
る
自
分
を
自
覚
し
な
が
ら
日
々
を

生
き
れ
ば
、
論
文
の
ネ
タ
な
ど
、

一
日
に

何
ダ
ー
ス
も
み
つ
か
る
。
と
に
か
く
沢
山

書
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
正
確

に
も
の
ご
と
を
観
察
し
、
思
考
す
る
こ
と

に
慣
れ
て
く
る
は
ず
だ
。

忘れがたき

¥ノ
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-一00
0
7記
念

ア
ン
ケ
ー
ト

ω年
代
の
-
衣
現
〉
を
問
‘
っ

-y' 
一武
蔵
野
美
術
一創
刊
一

O
O号
記
念
と
し
て
開
催
さ
れ
た
わ
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
I
l
l
-九
八
0
年
代
の
表
現
領
域
」
と
同
一
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、

私
た
ち
は
各
界
の
表
現
者
や
批
評
家
や
、
雑
誌
や
書
籍
の
編
集
者
、
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
学
芸
員
や
キ
ユ
レ
1
タ
!
の
方
が
た
に
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
回
答
を
依
頼
し
ま
し
た
。

そ
の
設
問
は

-
⑨
あ
な
た
に
と
っ
て
一
九
八
0
年
代
と
は
何
で
す
か
?
あ
る
い
は
何
で
し
た
か
0

2
e
一
九
八
0
年
代
に
も
っ
と
も
印
象
的
だ
っ
た
表
現
や
出
来
事
は
何
で
す
か
。

3
(⑨
一
九
九
0
年
代
以
降
の
表
現
を
ど
ん
な
ふ
う
に
予
測
し
て
い
ま
す
か
。

の
三
点
で
、
二
五
O
名
の
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
送
り
、

五
七
名
の
方
か
ら
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
回
答
者
は
つ
ぎ
の
方
が
た
で
す
(
玄
a
ウ
エ
オ
順
)
0

.
天
野

一
夫
・
天
久
聖

一
・
飯
沢
耕
太
郎
・
石
井
達
矢
・
い
と
う
せ
い
こ
う
・
伊
藤
誠
・
井
上
明
久
・
宇
佐
美
圭
司
・
内
田
勝
・
梅
本
洋

一
・
大
熊
敏
之

-
大
嶋
浩
・
大
島
洋
・
大
月
隆
寛
・
勝
井
三
雄
・
加
藤
雅
久
.
北
上
次
郎
・
北
見
隆
・
児
玉
一房
子
・
小
西
信
之
・
小
林
康
夫
・
サ
イ
ト
ウ
・
マ
コ
ト

・
捧
公
士
山
朗
・
サ
ダ
ヒ
ロ
カ
ズ
ノ
リ
・
ス
l
ジ
l
甘
金
・
杉
浦
茂
・
鈴
村
和
成
・
高
梨
隻
・
高
橋
大
助
・
建
畠
折
田
・
谷
川
渥
・
近
国
春
夫
・
千
葉
宏
樹

・
長
井
勝

一
・
夏
皇
房
之
介
・
西
嶋
憲
生
・
橋
爪
大
三
郎
・
林
牧
人
・
日
比
野
克
彦
・
平
田
俊
子
・
福
田
浩
子
・
藤
校
晃
雄
・
藤
田
新
策
・
松
尾
羊一

-
丸
尾
末
広
.
三
浦
俊
彦
・
三
上
豊
・
=
一
回
格
・
港
千
尋
・
根
岸
芳
郎
・
安
原
頭
・
柳
幸
典
・
山
内
直
樹
・
山
田
太
一

・
山
本
和
弘
・
吉
田
直
哉
・
四
方
回
犬
彦

(
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
一
九
九
五
年
一

O
月
か
ら

一
一
月
に
か
け
て
実
施
し
ま
し
た
)
。

-e特
集
ゐ
-
解
体
説
話
一
⑨

1996.4.15.発行

武蔵野美術大学

『武蔵野美術.! No. 100 

pp.30、46-47[
橋
爪
大
三
郎
]
浦町長間続可工業

ー
ー
ポ
ス
ト
冷
戦
の
ま
え
に
始
ま
っ
た
ポ
ス

ト
冷
戦
の
時
代
だ
っ
た
。
-

2
1中
国
の
改
革
開
放
墓
県
。

一
九
七
九
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
郡
小
平
の
実

験
は
、
見
事
な
成
功
を
お
さ
め
、
冷
戦
の
半
世

紀
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
直
接
の
き
っ
か
け
を
与

え
た
。改

革
開
放
墓
凧
の
前
提
は
、
米
中
和
解
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
中
ソ
対
立
で
あ
る
。
中
ソ
対
立

そ
の
も
の
が
、
冷
戦
の
前
提
で
あ
る
国
際
共
産

主
義
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
、
奇
妙
な
出
来
事
で

あ
っ
た
。
国
際
共
産
主
畿
の
原
則
か
ら
言
え
ば
、

-
おまけrAERA MOOK12社会学がわかる。 j 1996.2. 10発行 pp.174朝日新聞

橋爪大三郎
「言語ゲームと
社会理論」
勤草書房・ 1985年

民
族
よ
り
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
国
際
的
団
結
が

優
先
す
る
。
し
か
し
、
中
国
と
ソ
連
の
対
立
は
、

実
際
に
は
そ
の
逆
、
つ
ま
り
民
族
国
家
・
国
民

国
家
の
ほ
う
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
国
際
的
団
結

よ
り
も
優
先
す
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
た
。
こ

う
し
て
中
国
と
ソ
連
の
あ
い
だ
の
戦
争
の
危
険

が
切
迫
し
た
も
の
に
な
る
と
(
少
な
く
と
も
毛

沢
東
は
そ
う
感
じ
た
)
、
米
中
和
解
の
客
観
的

な
条
件
が
生
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ

は
中
国
と
同
盟
す
る
こ
と
で
、
共
産
主
義
陣
営

に
ク
サ
ピ
を
打
ち
込
み
、
対
ソ
戦
略
で
中
国
カ

ー
ド
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
中
国
は

中
国
で
、
劣
勢
な
軍
事
力
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
ア

メ
リ
カ
の
望
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
、
加
孤
立
を
脱

し
て
国
際
社
会
へ
復
帰
す
る
道
筋
と
を
獲
得
し

た
の
で
み
の
る
。

こ
う
し
て
ベ
ル
リ
ン
の
鮮
当
か
崩
れ
る
よ
り
も

ち
ょ
う
ど
一

O
年
早
く
、
中
国
の
市
場
経
済
化

(
要
す
る
に
資
本
主
義
化
)
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

こ
れ
が
中
国
経
済
の
潜
在
力
を
引
き
出
し
、
ソ

連
の
計
画
経
済
シ
ス
テ
ム
に
と
ど
め
を
刺
し
た
。

ポ
ス
ト
冷
戦
よ
り
も
ひ
と
足
先
に
始
ま
っ
た
ポ

ス
ト
冷
戦
の
時
代
が
、
八

0
年
代
だ

っ
た
。
ァ

マ

ゲンシュタインの「言語ゲー

ム」の発想に依拠しつつ、さ

らにはハー トやルーマンの法

王監粛を援用することで、法や

t~といった社会的現象の言
語的成り立ちを明らかにする。

いわゆる「言語論的転回」の

成果をいち早く取り入れたも

のとして必銃σ〉冊である。

われわれを取り巻〈世界は

「言語ゲーム」の巨大な渦巻の

ようなものとして存在してい

る。世界の中心をなすはずの

主体の耳簿もその中でのみ生

み出される。したがって主体

が言語交掌握するのて怯ない。

むしろ逆に言語こそが主体を

掌握するのだ。本書はヴィ卜

ローw
 

w
 

供
唱
団
出真写

メ
リ
カ
は
レ

ー
ガ
ン
の
5
D
ー
に
よ
っ
て
、
軍

事
産
業
を
ハ
イ
テ
ク
技
術
で
も
っ
て
バ

ー
ジ
ョ

ン
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
は
か
り
(
そ
の
成
果
は

湾
岸
戦
争
で
試
さ
れ
た
)
、
ソ
連
は
無
謀
な
軍

拡
で
も
っ
て
自
分
の
首
を
し
め
て
い
た
。
日
本

は
軍
事
費
た
っ
た

1
%の
お
気
楽
な
消
費
社
会

を
車
問
喫
し
て
い
た
。
各
国
の
ち
ぐ
は
ぐ
は
そ
れ

ぞ
れ
関
連
か
な
い
よ
う
に
見
え
た
が
、
深
ま
っ

た
矛
盾
の
行
会
主
届
い
た
果
て
は
つ
い
に
ベ
ル
リ

ン
の
壁
の
崩
壊
と
な
っ
て
表
れ
た
。
そ
こ
に
聞

け
た
の
は
、
地
球
大
の
ひ
と
つ
の
市
場
の
可
能

性
で
あ
る
。
国
際
分
業
も
や
り
直
し
と
な
り
、

中
国
や
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
よ
う
に
相
変
わ
ら
ず

好
調
な
国
々
も
あ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
よ
う
に
立

ち
直
る
の
が
む
ず
か
し
い
打
撃
を
受
け
た
国
も

あ
る
。
日
本
は
五
年
連
続
の
不
景
気
に
低
迷
し

て
い
る
。
そ
う
い
う
九
0
年
代
へ
の
前
奏
だ
っ

た
の
だ
。

橋爪大三郎
「性愛論」
岩t廃書底・ 1995年

WAERA MOOK12社会学がわかる。』 ii

おまけ1996. 2. 10発行 pp.177朝日新聞

3
1美
的
表
現
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
の
で
、
思
想
表
現
に
つ
い
て
の
べ
て
み
よ
う
。

八
0
年
代
は
、
面
白
け
れ
ば
な
ん
で
も
あ
り

の
価
値
相
対
主
義
が
ぢ
鹿
的
だ
っ
た
。
マ
ル
ク

ス
主
義
は
特
権
的
な
地
位
を
失
い
、
そ
の
他
も

ろ
も
ろ
の
思
想
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。

さ
ま
ざ
な
思
想
の
断
片
が
流
通
す
る
ば
か
り
で
、

構
築
的
な
努
力
は
ほ
と
ん
ど
放
棄
さ
れ
た
。
燭

熱
し
つ
く
し
た
テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
。
分
衆
少
衆

に
タ
l
ゲ
y

ト
を
切
り
刻
ま
れ
た
雑
誌
叫
個
人

の
好
み
で
あ
る
と
言
え
ば
、
ど
ん
な
趣
味
で
も

許
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
そ
の
糾
川
町
慨
に
あ
る
公
共

の
領
域
は
、
ま
す
ま
す
貧
相
に
な
っ
た
。
情
報

の
洪
水
の
な
か
で
、
も
の
ご
と
を
こ
う
考
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
想
の
輪
郭
は
見
失

わ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
虚
妄
を
打
ち
砕
い
た
の
が
湾
岸
戦
争
。

そ
し
て
、
阪
神
大
震
災
と
オ
ウ
ム
・
地
下
鉄
サ

リ
ン
事
件
だ
っ
た
。

面
白
け
れ
ば
い
い
だ
け
の

も
の
が
、
面
白
い
は
ず
が
な
い
。
思
想
と
し
て

流
通
し
た
も
の
が
、
思
想
と
は
限
ら
な
い
。
消

費
社
会
の
現
実
性
は
、
そ
れ
が
消
費
さ
れ
る

(H
貨
幣
に
変
換
さ
れ
る
)
こ
と
を
根
拠
に
結
ば

れ
て
い
た
。
デ
フ
レ
で
消
費
か
縮
小
し
、
そ
う

し
た
現
実
性
が
雲
散
霧
消
し
た
あ
と
、
残
っ
た

わ
ず
か
の
も
の
か
ら
、
九
0
年
代
以
降
が
出
発

す
る
。
そ
れ
は
多
く
の
点
で
過
去
の
さ
ま
ざ
ま

な
時
代
の
リ
パ
イ
パ
ル
に
み
え
る
だ
ろ
う
。
だ

が
そ
れ
は
、

一
周
遅
れ
の
ト
ッ
.
プ
ラ
ン
ナ
ー
を

追
い
抜
い
て
ゆ
く
、
本
当
に
先
端
的
な
試
み
の

数
々
な
の
で
あ
る
。

オロギーであり、家族内部の

分離さえJ樹寺されれば原則的

に不要なものであること、「近

親穏姦の禁止」は分離公理が

弱気有部に写像されたことの

効果であることなどが日月%か

にされる。さ らにはフェミニ

ズムの動きに言及する中で、

性愛倫理の彼岸への方向性が

模索される。「性愛そのものへ

の切実な感心に引き寄せられ

た人たち」におすすめσ〉ー冊。

， 

一，
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幅
広
、
素
養

決
断
で
き
る

d!!IIO... 

に
対
し
て
決
断
が
で
き
な
い
。
必

う
場
が
な
い
の
で
、
我
々
の
手
で

要
な
の
は
、
人
間
文
化
に
対
す
る

そ
し
て
、
そ
れ
を

や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
新
設
し
た

幅
広
い
素
養

わ
け
で
す
。

隠しづめ・だいさぶろう 194日年、神奈川県生まれ。 77年、東京

大学穴学院社会学研究科i専士課程修了。学生時代から、構造主義を

踏まえた「言語派社会学J の樹立を目指し、執筆，舌動在行う。日目年、

東京工業大学工学部助教疲、 95年同大学教疫に就任。署警に r仏教

の言説戦時J r現代思想はいま伺在考えればよいのかJ r冒険として

の社会科学J r自分在活かす思想/社会を生きる思想J (竹田青嗣氏

と共著)r新生日本J (長谷川慶太郎氏と共著) r性愛論J r橋爪大三

郎の社会学講義」などがある。

ベ
ー
ス
に
し
た
決
断
力
で
す
。

た
と
え
ば
、
あ
る
問
題
が
生
じ
、

時
間
が
た
つ
に
つ
れ
て
広
が
り
を

み
せ
た
場
合
、
そ
れ
に
対
処
す
る

に
は
、
人
類
の
歴
史
や
文
明
、
芸

術
や
宗
教
の
知
識
と
い
っ
た
、
幅

広
い
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
必
要

き
な
動
機
の

一
つ
で
す
。

昔
は
、
真
の
リ
ー
ダ
ー
が
い
た

い
ま
の
社

会
に
は
真
の
リ
ー
ダ
ー
が
い
な
い
、

ー
ー
そ
の
背
景
に
は
、

と
い
う
問
題
認
識
が
あ
っ
た
の
で

す

か

?

橋
爪

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
が
大

に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
う
い
う
も

と
思
う
の
で
す
。
明
治
維
新
の
こ

ろ
の
政
治
家
た
ち
は
、
最
新
の
科

学
技
術
を
習
得
す
る
た
め
に
、
語

学
を
学
び
、
欧
米
に
渡
っ
て
、
見

聞
を
深
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
、

学
校
教
育
制
度
が
始
ま
っ
て
か
ら
、

0
0学
部

O
O専
攻
科
で
一
つ
の

こ
と
だ
け
や
っ
て
い
れ
ぽ
い
い
、

の
を
削
り
落
と
し
て
、
条
文
の
解

釈
だ
け
や
っ
て
い
る
よ
う
な
教
育

の
あ
り
方
が
問
題
な
の
で
す
。

い
ま
や
合
理
的
、
科
学
的
知
識

の
裏
付
け
な
し
に
は
リ
ー
ダ
ー
た

り
え
な
い
時
代
で
す
。
こ
う
し
た

知
識
を
身
に
つ
け
る
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
が
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
必
須

と
い
う
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
。

軍
部
な
ら
軍
部
の
こ
と
だ
け
、
官

条
件
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
〉
つ
い

東
京
工
業
大
学
教
授
(
社
会
学
)

|

|
東
京
工
業
大
学
で
こ
の
四
月

か
ら
、
社
会
理
工
学
研
究
科
価
値

シ
ス
テ
ム
専
攻
J
v
A
L
D
E
S
H

と
い
う
コ
ー
ス
を
新
設
し
た
そ
う

で
す
が

そ
の
目
的
は
何
で
す

カ、
? 

橋
爪

V
A
L
D
E
S
で
は
、
数

学
と
哲
学
を
二
本
柱
に
ト
レ

ー
ニ

ン
グ
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
材
料

に
基
づ
い
て
決
断
の
で
き
る
リ
ー

ダ
ー
を
養
成
す
る
つ
も
り
で
す
。

確
か
に
現
在
で
も
リ
ー
ダ
ー
は
い

ま
す
が
、
真
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
は
い

ま
せ
ん
。
従
来
型
の
リ
ー
ダ
ー
は
、

東
大
の
法
学
部
を
出
た
人
な
ど
が

多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
法
学
部

で
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、

条
文
の
解
釈
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
、
目
の
前
の
問
題

タ;PFn
吊を

か身
必疋

僚
な
ら
官
僚
の
こ
と
だ
け
し
か
考

え
ら
れ
な
い
タ
イ
プ
の
人
た
ち
が

出
て
き
た
。
確
か
に
、
普
通
に
や

っ
て
い
た
の
で
は
身
に
つ
か
な
い

こ
と
を
集
中
し
て
勉
強
す
る
必
要

は
あ
り
ま
す
が
、
専
門
知
識
と
同

時
に
幅
と
い
う
も
の
が
不
可
欠
で

す。
明
治
維
新
の
こ
ろ
は
、
そ
う
い

う
も
の
を
学
校
で
は
な
い
と
こ
ろ

で
教
わ
っ
て
き
た
し
、

リ

ダ

の
聞
に
も
厳
し
い
生
存
競
争
が
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

い
ま
は
学

校
は
も
と
よ
り
、

ど
こ
も
教
え
て

く
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

V
A
L
 

D
E
S
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
た

い
の
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
を
出
れ

ば
安
泰
、

か
な
る
、

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
何
と

と
い
う
よ
う
な
甘
い
考

え
で
は
い
け
な
い
。

|

|

「
社
会
理
工
学
研
究
科
」
と

い
う
、
理
系
と
文
系
が
同
居
し
た

よ
う
な
名
称
を
つ
け
た
の
は
な
ぜ

で
す
か
?

橋
爪
日
本
で
は
、
理
系
と
文
系

が
結
び
つ
い
て
い
る
と
あ
ま
り
思

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
人
間
も
社

会
も
科
学
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

物
事
を
系
統
的
に
み
る
「
科
学
」

と
い
う
点
で
は
同
じ
で
、
対
象
が

違
う
だ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
理
系

と
文
系
と
を
分
け
る
こ
と
が
お
か

し
い
の
で
あ
っ
て
、

V
A
L
D
E
 

S
は
本
来
の
姿
を
追
求
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
す
。

一
つ
の
学
問
だ
け
を
や
っ
て
い

る
と
、
一
応
そ
の
分
野
の
専
門
家

に
は
な
れ
る
け
れ
ど
も
、
視
野
が

狭
く
な
り
、
本
当
の
意
味
で
の
問

題
解
決
が
難
し
い
の
で
は
な
い
で



E"'!'<I・ ，他国木曜日

大
学
が
。
ぞ
う
げ
の
港
。
と
い

わ
れ
、
社
会
と
か
か
わ
り
な
く
存

一在
で
き
た
の
は
、
は
る
か
過
去
の

町
一
話
。
大
学
・
知
大
へ
の
逃
学
率
が

3
一四
O
%を
組
え
、
十
八
放
人
口
の

四一
減
少
で
五
O
%の
火
台
に
采
る
の

利
一も
時
間
の
問
題
と
な
っ
た
今
、
大

町
一
学
は
激
し
い
変
革
の
泌
に
洗
わ
れ

哨
一て
い
る
。
一
一
十

一川
一紀に
向
け
た

子
一新
し
い
大
学
と
は
何
か
、
各
大
学

台
、
一
日
一

の
検
一
策
が
始
ま
っ
た
。

p
d
/
ぺ

9

的
U

Q

U

ム幻
1

ネゴま Lナ

A

守
大
学
の
顔
に

主茅!

と耳訴
し、ノ可「

う JレイiIIi
r~目ラ， fn直
きスシ
償 ・ス
れ V 午

tci. A 1. 
L、L 亭f
学 D 攻
科 EL
が S'""'
今'--'¥絡

し
よ
う
か
。

原
著
な
の
で
す
が

主

「医師と患者、先生と生徒、いずれも、それぞれの立場を乗り越える
ことは無理です。だからこそ、患者の立場を理解するために、入院
体験学習のようなものがあってもいいと思いますJ (東京・大岡山の

東京工業大学研究室にて)

人
間
の
行
動

た
と
え
ば

経
済
学
者
と
し
て

理
理
を
考
え
て
い
く
う
ち
に
、
合

マ
ー
ケ
ッ
ト

知
ら
れ
て
い
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

は
、
も
と
は
倫
理
学
者
で
し
た
。

の
的
な
交
換
行
動

役
割
と
い
っ
た
分
野
に
テ

1
マ

移
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。

『
道
徳
感
情
論
』
と
い
う
の
が
彼
の

春
、
東
工
大
(
木
村
孟
学
長
)
・
大

学
院
に
開
設
さ
れ
た
。
「
社
会
の

ト
ッ
プ
に
立
つ
リ
ー
ダ
ー
に
必
要

な
資
質
(
価
値
シ
ス
テ
ム
)
と
能
力

(
意
思
決
定
能
力
)
を
身
に
つ
け
る

た
め
の
大
学
院
」
(
説
明
会
資
料
)

だ
。
同
時
に

「人
間
行
動
シ
ス
テ

ム
専
攻
」
学
科
も
新
設
さ
れ
た
。

共
に
、
理
工
系
と
人
文
社
会
系

の
学
聞
を
融
合
さ
せ
た
、
附
}
界
で

も
初
め
て
の
領
峨
で
、
理
工
系
大

学
と
し
て
、
米
の
M
I
T
(
マ
サ

ヵ=

突
に
も
力
を
人
れ
て
い
る
。

こ
の
新
学
科
が
生
ま
れ
る
ま
で

に
は
、
長
い
時
聞
が
か
か
っ
た
。

平
成
元
年
に
出
さ
れ
た

「東
工
大

の
将
来
計
画
」
と
い
う
報
告
容
が

あ
る
。
こ
の
中
で
、
従
米
の
学
問

の
研
究
だ
け
で
な
く
、
「
人
間
社

会
と
利
和
す
る
社
会
技
術
」
を
強

調
し
た
新
学
科
の
開
設
が
、
提
案

さ
れ
た
。

「
関
境
問
題
へ
の
関
心
が
高
ま

っ
て
き
た
時
期
で
、
便
利
さ
だ
け

や
情
報
学
部
な
ど
が
提
案
さ
れ
た

が
、
機
が
以
…
さ
ず
、
実
現
し
な
か

っ
た
。
外
的
な
姿
因
と
し
て
は
、

行
政
側
が
新
学
科
の
必
要
性
を
感

じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
れ
が
、
一
九
九

一
年
に

出
さ
れ
た
『
設
間
一
基
準
の
大
綱
化
』

が
追
い
風
と
な
っ
た
」

「
大
綱
化
」
と
は
、
大
学
審
議

会
の
答
申
を
指
す
。

「大
学
教
育

の
改
善
」
「
大
学
院
の
整
備
充
実
」

な
ど
を
柱
と
し
た
も
の
で
、
国
際

質
の
低
い
医
療
機
関
ほ

淘
汰
さ
れ
て
い
く

橋
爪

昔
、
医
師
は
非
常
に
高
度

な
専
門
技
術
職
で
、

社
会
的
な
威

信
も
極
め
て
高
か
っ
た
。

医

師

自

|

|
医
師
も
、

一
つ
の
学
聞
を
集

身
も
プ
ラ
イ
ド
を
も
ち

畏
れ
多

中
的
に
学
ん
で
き
た
と
い
う
面
が

い
存
在
で
し
た
。

い
ま
は
、

私
た

あ
り
ま
す
。
医
療
あ
る
い
は
医
師

の

世

界

を

ど

う

み

て

い

ま

す

か

?

ち
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
に
医
師

が
増
え
て
き
て
お
り

誰

で

も

橋
爪

教
育
と
医
療
の
世
界
を
比

ど
こ
の
病
院
に
で
も
行
け
る
世
の

べ
る
と
、

医
療
の
ほ
う
が
進
ん
で

中
に
な
っ
た
。

い
ま
や
患
者
に
選

い
て
う
ら
や
ま
し
い
面
が
た
く
さ

択
権
が
あ
っ
て

医
師
は
普
通
の

ん
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
競
争
が

職
業
の

つ
に
な
っ
て
き
て
い
る

あ
る
か
ら
で
す
。

ん
で
す
ね
。

」
れ
は
、

問
題
点
と

子
ど
も
た
ち
は
、
高
校
ま
で
は

い
う
よ
り
、

む
し
ろ
自
然
な
流
れ

行
く
と
こ
ろ
が
だ
い
た
い
決
ま
っ

だ
と
思
い
ま
す
。

て
い
る
か
ら

学
校
が
ど
ん
な
に

医
師
の
労
働
実
態
を
み
て
も
、

質
の
低
い
教
育
を
し
て
も
生
徒
が

給
料
は
そ
ん
な
に
高
く
な
い
し
、

集
ま
ら
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

休
み
も
少
な

い
。
結
構
き
つ
い
仕

一
方

医
療
機
関
は

質

の
低
い

事
だ
と
い
う
こ
と
が

一
般

に

も

医
療
を
提
供
し
て
い
た
ら

患

者

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヤ
」

が
減
っ
て

し
ま
い
に
は
倒
産
し

う
い
う
流
れ
を
み
て
い
る
と
、
今

て
し
ま
う
。

医
師
た
ち
は

技
術

弘
主
牛
車
、

4
1

l

 

専
門
的
な
高
度
技
術
を
持

面
で
も
、

患
者
に
対
す
る
サ

1
ビ

つ
医
師
、
地
域
医
療
を
担

う
医

師
、

予

防

・
健
康
増
進
の
分
野
で
働
く

ス
の
面
で
も
努
力
が
要
求
さ
れ
る

構
造
に
な
っ
て
い
る
。

医
師
と
い
っ
た
よ
う
に

い
く
つ

|
|
い
ま
の
医
師
あ
る
い
は
医
療

か
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
て
い
く
の

に
つ
い
て
、
ど
ん
な
問
題
点
が
指

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

摘

で

き

ま

す

か

?

(
聞
き
手
一
本
誌
・
戸
祭
智
之
)

う
試
案
が
一
挙
に
現
実
味
を
都
び
従
来
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
活
飽
で
ン
ケ
l
ト
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
反

た
。
が
、
問
題
は
ど
ん
な
学
科
に
き
る
人
物
を
送
り
出
し
た
い
」
と
応
は
非
常
に
良
か
っ
た
と
い
う

す

る

か

だ

っ

た

。

橋

爪

教

授

。

が

、

「

こ

こ

を

出

た

か

ら

と

い

っ

「
理
系
と
文
系
を
合
わ
せ
た、

。

百
人
を
超
え
る
志
航
者
の
中
、
て
社
会
で
山
政
泊
さ
れ
る
わ
け
で
は

新
し
い
学
問
領
域
が
あ
る
の
で
は
パ
ル
デ
ス
に
合
格
し
た
の
は
、
修
な
い
か
ら
、
静
w誕
生
を
待
っ
て
る

な
い
か
と
模
索
が
続
い
た
」
と
語
士
、
博
士
課
程
合
わ
せ
て
十
八
人
。
の
は
い
ば
ら
の
道
。
が
、
道
を
切

る
同
学
科
の
橋
爪
大
三
郎
教
授
。

中
に
は
民
間
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
に

り

聞
く
武
田
川
は
こ
こ
で
与
え
、
送

籍
を
置
い
て
い
る
学
生
や
マ
ネ
汐
り
出
す
。
合
一言
説
は
、
『
二
十

一

メ
ン
ト
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
を
開
世
紀
に
は
、
一
人
と
言
わ
ず
、
何

詰
問
し
て
い
る
人
な
ど
多
彩
な
顔
触
人
か
の
首
相
古
伊
出
そ
う
』
で
す
」

れ
が
そ
ろ
っ
た
。
と
橋
爪
教
授
の
拶
は
広
が
る
。

学

科

開

設

に

伴

い

、

企

業

に

ア

(

削

向

指

紋

)

。
多
彩
な
学
生

変
革
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
ざ

ん
新
な
学
科
を
と
、
関
係
者
に
よ

る
長
い
討
議
が
練
り
返
さ
れ
、
そ

の
結
邸
前
が
パ
ル
デ
ス
と
な
っ
て
結

実
し
た
。
新
学
科
創
設
の
狙
い
は
、

こ
れ
ま
で
エ
リ
ー
ト
の
代
名
詞
だ

っ
た
東
大
法
学
部
卒
を
超
え
る
、

リ
ー
ダ
ー
の
養
成
だ
。

「エ
イ
ズ
問
題
で
厚
生
大
臣
と

し
て
は
目
覚
ま
し
い
指
導
力
を
発

揮
し
た
菅
直
人
氏
は
、
東
工
大
出

身
。
評
論
家
大
前
研
一
氏
も
東
工

大
大
学
院
卒
。
こ
の
よ
う
な
理
数

系
の
合
程
的
な
思
考
が
で
き
て
、

チユ
|
セ
ツ
ツ
工
科
大
学
)
と
並

ん
で
世
界
に
知
ら
れ
る
同
大
の
新

し
い
顔
に
、
と
期
待
が
集
ま
っ
て

い
る
。
パ
ル
デ
ス
に
は
、
ユ
ニ
ー

ク
な
音
楽
論
で
知
ら
れ
る
細
川
周

平
氏
を
助
教
授
に
起
用
、
文
化
人

類
学
の
上
回
紀
行
助
教
俊
を
愛
妓

大
か
ら
招
く
な
ど
ス
タ
ッ
フ
の
充

で
な
く
、
人
に
や
さ
し
い
技
術
が

話
題
に
な
り
は
じ
め
た
こ
ろ
で
し

た
」
と
語
る
の
は
森
川
陽

・同
大

原
子
炉
工
学
研
究
所
長
。
新
学
科

設
置
準
例
会
の
座
長
だ
っ
た
。

令
追
い
風

「こ
の
と
き
は
、
文
明
科
学
部

化
、
学
際
化
が
進
む
中
で
、
よ
り

柔
軟
な
大
学
教
育
を
推
し
進
め
よ

う
と
い
う
犯
い
で
出
さ
れ
た
。
具

体
的
に
は

一
般
教
育
と
専
門
教
育

の
科
目
区
分
は
廃
止
し
、
各
大
学

で
自
由
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
後
、
各
大
学
は
教
養
部
の
廃

止
な
い
し
改
組
、
ま
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
改
革
す
る
な
ど
、
大
学
改

革
が
活
発
化
。
新
学
科
設
偉
と
い

.、.・
.、

東

工

大

正

門



今
の
日
本
の
学
校
シ
ス
テ
ム
は
、

社
会
の
変
革
に
合
っ
た
『
新
し
い
モ
ノ
を
創
り
出
す
人
材
』
を

育
成
し
て
い
る
.
た
ろ
う
か
。

現
在
の
教
育
の
問
題
点
.
具
体
的
な
学
校
教
育
改
革
私
案
を
、

東
京
工
業
大
学
で
大
学
院
改
革
を
実
施
し
た

橋
爪
大
三
郎
教
授
に
.
聞
い
て
み
た
。

『
学
生
が
学
校
に
合
わ
せ
る
』
か
ら

『
学
校
が
学
生
に
合
わ
せ
る
』
ヘ

|て的つり就 「でなてた 間 度
タがにて 、職 あ大すけ格差ちので学
ル 密結い手しと学かれ能は競学力
に接ぴる分て ‘lまら 1まし 、争力 l立
科にっかけ今支す‘どて入にをと
学結いらしり玄べ卒のいつも伸も
すぴ て 、 て 、 ヂ て 業 講 なたつば か ，ー

るつい巷会理理ので座いとな し くも 教竹汰たそし校にるる
態いる弓社系系人きもときがて‘つも膏けさうても競いわま
度てのがをは爪にな単いのるあまとちがるれす 、生 争にりた
が いで独支筏送開い位う学 ・ げ ず 自 ろ よ ぞ でれ自徒原かに
必て す 立 え 術 別 か 人 は こ 力「る入自 んくつい lま 白数理け‘さ
要、 .しま部」れも取と を入ーり化 小なこく 、に が が 、教 ま
であ物たし門もて勉れじ まる Eたす中る そはい学確働教 育ざ
す; る 理 く よ や や い 強 ま やつのがい る高の‘ずい校 保か育はま
「現とてう研めきしせあ たは、 人へたで学で 教をでず機自な
創象経 も と 究 る ー た ん り く重量教をき けて絞て 育 選 き 、会自分
造を 済でい所 宇」こ 。ま伸 し 膏 受 でで 同 をぱまいを化野
性解 ‘きう、さとと勉せ ばく俊けてな 士 誰 しせす い奪さで
」き 数な、文で gは強ん さ出関 入 く がも なる 。教 つ れ 規
を明学い予系し骨身のかな ると れ 、 競が いよそ育てて制
い か ・・ 定 lまよ想に目 。いのし ‘ 大 争自学うこをいい緩
うす論本調営三 2つ 標 も しはて急 学 し宅校にでするま和
の た理来和業ーだくはち、簡の角 も て い は し 、 る 。 せ ゃ
だめ 学 、なや」 L .寧ろ大単役圃し一一一一一一一一、生て現努そん自
つにと学の人の忌夫業ん学」割 圃・ 徒は在力の 'EIJ
たは哲問で事区い学だ 、はとで ・置がど のを結学化

‘学はす・別まのけレ教いあ 歯菌圃'同盟問集 う学し果絞が
‘そ なす 。総 l突す自でべ育うる 瞳軍属r..星島園 まで区て 、が 叫
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橋
爪
大
三
郎
教
授

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、
集
団
の
ガ
ン
ハ
リ
ズ
ム
が
生
産
を
向
上
さ
せ
て
き
ま

J
た。

そ
一
」
で
教
育
現
楊
も
、
集
団
全
体
が
踊
っ

て
学
力
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
重
視
し

て
き
た
の
で
す
・
と
こ
ろ
が
こ
れ
か
ら
は
‘
自
分
の
目
的
を
自
覚
し
‘
実
行
に
移
し
て

い
く
能
力
の
あ
る
人
材
で
な
け
れ
ば
役
に
立
た
な
い
a

で
は
、
教
育
は
、
変
わ
っ
た
の

量
国
国
回
顧
盟
国
園
留
置
で
し
ょ
う
か
。
何
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

語

圏

豊

富

彊

人

聞

は

ス

ひ

と

り

発

達

テ

ン

ポ

も

違

え

ば

、
能
力
も
遺

贈
蝿
掴
薄
面

J
J謹

-つ
の
に
、
相
変
わ
ら
ず
、
人
間
を
集
団
と
み
て
、
同
じ
こ
と

輔
韓

民

p
fを

や
れ
と
言
い
同
じ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
叱
る
。
ま
っ

た
く
お
か
し
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
「
教
科
選
択
制
」
を
も
っ
と
ど
ん
ど
ん
導
入
す
る

引
き
だ
と
思
い
ま
す
。
社
会
に
出
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
能
力
で
あ
る
国
語
と
ま
臥

は
必
修
に
す
る
。
そ
れ
以
外
は
個
性
や
興
味
に
合
わ
せ
た
選
択
科
目
と
す
る
@
つ
ま
り

「
学
;
学
校
に
合
わ
せ
る
」
の
で
は
な
く
「
学
校
が
学
生
に
合
わ
せ
る
」

べ
き
な
の
で
す
。

さ
と
「
文
系
・
理
系
」
の
垣
根
を
取
り
払
わ
な
い
と
ダ
メ
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
私
個
人
に
で
さ
る
こ
と
か
ら
ま
ず
は
じ
め
よ
う
と
思
っ
て
昨
年
‘
東
京
工

業
大
学
大
学
院
で
「
V
A
L
O
E
S
」
と
い
う
専
攻
を
つ
く
り
ま
し
た
・
こ
こ
で
は
白
「
文

一
、
ん
と
ん

系
・
理
系
」
の
枠
を
取
り
払
っ
て
い
ま
す
.
混
沌
と
し
て
入
り
組
ん
だ
日
本
と
い
う
社

会
を
一
再
組
織
す
る
人
材
、
も
っ
と
全
体
の
こ
と
が
見
通
せ
る
人
材
が
切
実
に
求
め
ら
れ

て
い
る
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
問
題
の
数
理
的
な
把
握
が
で
き
る
「
数
学
』
的
素
養
と
、

価
値
観
の
異
な
る
人
と
の
対
話
の
中
か
ら
解
決
を
導
く

「
哲
学
」
的
素
養
を
兼
ね
備
え

た
人
材
を
育
て
た
い
の
で
す
。
今
年
の

4
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
な
の
で
、
結
果

が
出
る
の
は
こ
れ
か
ら
な
の
で
す
が
、

V
A
L
O
E
S
か
ら
新
し
い
社
会
的
リ
ー
ダ
ー

そ
育
成
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一-aeeE時
醤
暴
町
魁

ZRanhN胃
t
as
s-調
信
温
写
遺
書
‘
.az
a宮
古包
帯
紙A

，書
留
調
理
帽
‘
z
a
当

aga-実

橋
爪
大
三
郎
(
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
)

1
9
4
8
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
・
東
京
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
得
士
課
程
修
7
・
現
在
、

東
京
工
業
大
学
数
値
目
・
司
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
』
『
現
代
恩
忽
は
い
ま
何
を
考
え
れ
ば
よ
い

の
か
』
な
と
、
著
書
多
数
・
教
育
問
題
か
ら
政
治
‘
国
際
問
題
、
恋
愛
に
い
た
る
ま
で
‘
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
に
わ
た
る
見
解
を
発
信
し
て
い
る
・
こ
の
4
月
、
文
系
・
理
系
の
枠
を
取
り
払
っ
て
学
ぶ

東
京
工
業
大
学
・
社
会
理
工
学
研
究
科
価
値
シ
ス
テ
ム
V
A
L
O
E
S
専
攻
(
大
学
院
)
を
新
設
・

論-.，.，
B

・・置
g

・2
・6
賓‘a
'
S
2
e

学
綬
教
育
改
革
に
向
け
て
の
文
留
省
の
勤
き

学
佼
教
育
改
革
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
.
大
き
な
動
き
は
記
ζ

っ
て
い
な
い
.
今
年
度
よ
り
改
定
さ
れ
た
文
部
省
『
高

等
学
授
措
置
嘩
要
領
」
に
よ
る
と
「
基
程
的
・
基
本
的
な
内
容
の
指
導
を
徹
底
し
.
個
性
を
生
か
す
教
育
の
充
実
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
あ
リ
.
画
一
的
教
育
か
ら
の
鋭
却
を
包
み
て
い
る
が
‘
そ
の
効
果
の
ほ
ど
は
ま
だ
わ
か

ら
な
い
.
し
か
し
.
「
高
等
学
佼
指
事
要
領
』
自
体
.
鐘
本
的
改
革
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
の
声
も
多
い
の
が
現
状
.

の
る
の
ろ
と
進
み
つ
つ
あ
る
大
学
改
革

1
9
9
1
-ヲ
文
部
省
の
「
大
学
設
置
基
準
』
が
改
定
さ
れ
.
大
掌
の
個
性
を
生
か
し
た
講
座
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
.
同
省
の
調
査
で
は
.
全
国
の
国
公
立
払
立
大
掌
の

m・6
%
が
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
に
着

手
し
て
い
る
」
と
答
え
て
お
り
.
大
竿
改
革
が
じ
わ
じ
わ
と
進
ん
で
い
る
園
帽
子
が
わ
か
る
.
し
か
し
‘
掌
生
定
員
を

基
礎
と
す
る
現
制
度
の
も
と
で
は
入
民
改
革
は
事
実
上
不
可
能
で
、温情
爪
教
疫
の
い
う
『
謹
に
で
も
聞
か
れ
た
大

牢』は
.
ま
だ
存
在
し
な
い
.
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