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「
科
学
技
術
は
地
球
を
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え
る
か
」
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制
門
学
技
術
は
地
凶
怖
を
扱
え
る
か

本
書
は
九
五
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た

「
科
学
技
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

一
自
然
科
学
と

人
文
・
社
会
科
学
と
の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
H
」
(
科
学
技
術
庁
主
催
)
の
分
科
会
の

一
つ
で
あ
る
「
人
類
の
生
存
と
科
学
技
術
」

で
の
討
論
を
も
と
に
新
た
に
書
き
下
ろ
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
環

境
問
題
の
解
決
に
む
け
て
科
学
の
新
し
い

方
向
性
を
探

っ
た
も
の
で
、
出
席
者
ご

五
名
)
の
専
門
分
野
は
、
社
会
学
、
国
際

経
済
論
、
水
理
学
、
大
脳
生
理
学
、
放
射

線
生
物
化
学
|

|
と
多
彩
だ
。

第
一
部
「
地
球
環
境
問
題
を
ど
う
理
解

す
る
か
」
、
第
二
部
寸
生
命
か
ら
地
球
環
境

を
考
え
る
」、

第
三
部
「
中
国
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
」
、
第
四
部
「
持
続
可
能
な
未
来
へ

の
社
会
シ
ス
テ
ム
」
の
四
部
構
成
で
、
第

二
部
が
ユ
ニ
ー
ク
。
例
え
ば
吉
川
研
一

加
藤
陽
両
氏
(
物
質
生
命
情
報
学
)
は
、
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・
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和
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「制
度
論
の
構
図
」
を
読
む

制
度
論
の
新
た
な
地
平
へ 自

然
や
生
物
の
行
っ
て
い
る
現
象
と
「
非

線
形
関
数
」
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
、
従

来
の
科
学
技
術
文
明
は
理
路
整
然
と
し
た

線
形
の
数
学
を
前
提
に
し
て
き
た
が
、
「
持

続
的
発
展
」
と
は
、
混
沌
に
み
え
る
「
非

線
形
」
の
発
想
を
と
り
い
れ
た
科
学
技
術

文
明
の
構
築
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と

指
摘
し
て
い
る
。

一
方
、
第
四
部
の
西
山
賢

一
氏
(
文
化

生
態
学
)
は
、
持
続
可
能
な
社
会
を
考
え

る
新
し
い
経
済
学
の
可
能
性
と
し
て
、
エ

ン
ト
ロ
ピ
ー
経
済
学
、
生
態
学
的
経
済
学
、

制
度
主
義
を
紹
介
。
制
度
主
義
は
慣
習
・

習
俗
・
ル
ー
ル
・
文
化
と
い
っ
た
理
路
整

然
と
し
た
法
則
で
は
割
り
切
れ
な
い
要
素

が
経
済
活
動
に
果
た
し
て
い
る
役
割
を
解

明
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
お
り
、
先
の

吉
川
・
加
藤
両
氏
の
論
文
と
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
興
味
深
い
。

こ
の
例
の
よ
う
に
一
見
関
係
な
さ
そ
う

な
学
問
分
野
が
環
境
問
題
と
い
う
接
点
で

通
い
あ
う
点
が
出
て
く
る
様
子
が
読
ん
で

い
て
面
白
い
。
環
境
研
究
の
今
後
の
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
ρ

2 

本
書
は
、
前
半
の
六
章
と
、
後
半
の
四
章
と
で
、
だ
い
ぶ
印
象
が
違
っ
て
い

る
。
前
半
は
、
従
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
制
度
論
を
批
判
的
に
検
討

し
て
は
、
う
ち
捨
て
て
い
く
と
い
う
作
業
の
繰
り
返
し
で
、
な
か
な
か
本
題
に

入
ら
ず
い
ら
立
ち
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と

思
い
つ
つ
後
半
に
入
る
と
、
よ
う
や
く
、
一
次
理
論
/
二
次
理
論
と
い
う
独
自

の
枠
組
み
が
示
さ
れ
て
、
著
者
盛
山
氏
の
う
ち
立
て
た
「
制
度
論
の
構
図
」
が

見
え
て
く
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
著
者
の
結
論
な
ら
び
に
本
書
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
リ
l
ズ

ニ
ン
グ
は
ま
ず
妥
当
な
も
の
で
、
大
筋
で
賛
成
で
き
る
。
個
別
の
論
点
の
な
か

に
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
と
は
言
え
、

こ
こ
ま
で
大
き
な
見
取
り
の
な
か
で
制
度
論
の
輪
郭
を
デ
ッ
サ
ン
し
た
の
は
、

著
者
の
大
き
な
業
績
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

『倉IJ文』
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と
こ
ろ
で
、
冒
頭
に
の
ベ
た
前
半
と
後
半
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
も
と
も
と
の

相
互
依
存
性
が
レ
レ
グ
ア
ン
ス
を
も
っ
行
為
領
域
を
確

部
分
的
に
見
直
す
余
地
も
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

グ
な
論
述
形
式
に
呼
応
す
べ
く
あ
え
て
批
判
的
な
論
評

れ
が
制
度
を
め
ぐ
る
論
議
の
新
た
な
次
元
を
切
り
開
く

い
て
は
、
広
範
な
合
意
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
今
後
、

り
書
の
挑
戦
を
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
う
さ
み

・
ま
こ
と
中
京
大
学
法
学
部
講
師
/
法
哲
学
)

識
の
骨
密

;

l虚業と環境

つ
問
い

人
に
お
け
る
秩
序
問
題

ωゲ
ー
ム
論

ノ
シ
ヨ
ン
へ
の
懐
疑

師
司
一
調

穴
在
論

押
に
つ
い
て
の
知
識

間
人
主
義
を
超
え
て

」
し
て
の
制
度
論
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構
想
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
。
本
書
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、

著
者
は
《
長
い
間
あ
る
基
本
的
な
問
題
が
引
っ
か
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
秩

序
や
制
度
を
何
ら
か
の
合
理
的
な
選
択
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
と
し
て
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
〉
と
い
う
。

《当
初
の
私
の

個
人
的
な
好
み
は
、
む
ろ
必
「
で
き
る
」
と
い
う
方
向
に
あ
っ
た
》
が
、
一
九

九
二
年
の
夏
に
、

《囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
・
ゲ
l
ム
に
お
け
る
〈
協
調
〉
解
と
い

う
も
の
と
現
実
に
存
在
す
る
「
規
範
」
と
い
う
も
の
と
の
聞
に
は
、
あ
る
絶
対

的
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
こ
と
に
ふ
と
気
づ
い
た
》
た
め
、
「
で
き
る
」
が

「で
き
な
い
」
に
逆
向
き
に
な
っ
た
。
前
半
の
六
章
は
そ
の
方
向
転
換
の
名
残

り
で
、
も
と
も
と
は
そ
れ
を
支
持
す
る
つ
も
り
で
共
感
を
も
っ
て
集
め
た
素
材

(
先
行
業
績
)
が
、
こ
ん
ど
は
否
定
さ
れ
踏
み
台
に
さ
れ
る
側
に
回
っ
た
。
た

だ
急
に
は
整
理
が
つ
か
ず
、
そ
こ
こ
こ
に
か
未
練
。
が
残
っ
た
記
述
に
な
っ
て

い
て
読
者
を
戸
惑
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
前
半
を
読
ん
で
い
る
あ
い
だ
、
私
は
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
か
何
か
を
イ
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-
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メ

l
ジ
し
た
。
新
制
度
学
派
、
取
引
コ
ス
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ

パ
l
ソ
ン
ズ
の

秩
序
問
題
、

囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
・
ゲ
1

ム
に
お
け
る
協
調
解
、

ル
イ
ス
の
コ
ン

ペ
ン
シ
ョ
ン
の
議
論
、

ホ
マ
ン
ズ
や
.
フ
ラ
ウ
の
交
換
理
論
、

:
・:。

入
れ
替
わ

り
た
ち
替
わ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
登
場
し
て
は
、
制
度
論
と
い
う

ボ
ー
ル
を
蹴
り
あ
い
、

反
則
を
犯
し
て
退
場
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
反
則
を
み
つ

け
退
場
を
命
ず
る
の
は
、
一
レ
フ
ェ
リ
ー
で
あ
る
著
者
盛
山
氏
だ
。
な
る
ほ
ど
、

い
つ
も
盛
山
氏
は
正
し
い
。

で
も
な
.
せ
彼
は
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
な
ろ
う
と
し
な

い
の
だ
ろ
う
?

た
ま
に
は
足
元
に
転
が
っ
て
き
た
ボ
l
ル
を
蹴
り
た
く
な
る

」
と
も
あ
る
だ
ろ
う
に
。
学
説
・
論
争
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
点
を
、

レ
フ
ェ
リ

ー
の
よ
う
に
丹
念
に
追
い
続
け
る
著
者
に
感
心
し
な
が
ら
、
議
論
の
ゆ
く
先
が

み
え
な
く
て

い
っ
た
い
何
の
た
め
の
議
論
か
と
い
ぶ
か
し
さ
が
つ
の
っ
た
。

」
の
疑
問
は

第
八
章
「
方
法
論
的
個
人
主
義
を
超
え
て
」
あ
た
り
ま
で
さ

し
か
か
る
と

さ
す
が
に
解
消
す
る
。
本
書
の
前
半
で
検
討
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
社
会
が
諸
個
人
の
行
為
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

点
で
、
総
じ
て
方
法
論
的
個
人
主
義
に
立
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
著
者
は

一回う、

《方
法
論
的
個
人
主
義
と
い
う
社
会
科
学
の
一
戦
略
は
、
社
会
的
に
生

じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
の
経
験
的
現
象
を
記
述
し
説
明
す
る
と
い
う
経
験
論
的

課
題
に
と
っ
て
は
、
明
ら
か
に
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
oY
二
二

O
頁
)
な
ぜ
な

ら
ば

《社
会
制
度
が
人
々
の
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識

が
、
ま
っ
た
く
誤
っ
て
い
る
か
ら
》
(
一
九
八
頁
)
だ
。

な
る
ほ
ど
、
社
会
や
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
、
個
々
の
行
為
か
ら
な
る
と

い
う
の
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
社
会
学
者
が
認
め
る
テ
!
ゼ
で
あ
る
。
な
ぜ

そ
の
認
識
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
?

《行
為
と
い
う
も
の
は
、
自
立
し
た
単

位
を
も
っ
て
も
い
な
い
し
、
自
立
し
た
意
味
を
も
っ
て
も
い
な
い
》
(二

O
三
頁
)

個
々
の
行
為
(
を
な
り
立
た
せ
る
動
作
)
が
客
観
的
に
実
在
す
る
と
言
え
る
ほ

ど
に
は
、
行
為
の
意
味
や
行
為
の
連
聞
は
客
観
的
で
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、
行

為
す
る
行
為
者
た
ち
が
個
々
に
抱
く
「
思
念
さ
れ
た
意
味
」
(
著
書
は
こ
れ
を

《
一
次
理
論
V

と
よ
ぶ
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
科
学
者
が
確
証
し
ょ

う
と
し
て
い
る
理
論
(
た
と
え
ば
、
制
度
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
言

明
)
は
、

《
二
次
理
論
》
で
あ
る
。
両
者
は
視
点
を
異
に
し
、
存
立
の
レ
グ
エ

ル
が
異
な
っ
て
い
る
。

盛
山
氏
は
、
社
会
が

《
二
つ
の
異
質
な
部
分
》
か
ら
な
る
と
考
え
る
。

《
一

つ
は
純
粋
に
経
験
的
な
実
在
の
世
界
で
あ
る
。
:
:
観
念
そ
れ
自
体
、
幸三号

百

L 、
カミ

え
れ
ば
人
々
の
一
次
理
論
そ
の
も
の
は
、
経
験
的
実
在
で
あ
る
。
:
:
:
も
う
一

つ
の
部
分
は
、

こ
う
し
た
一
次
理
論
に
よ
っ
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま

な
理
念
的
実
在
で
あ
る
。
:
・
:
・
制
度
体
、
・
:

・
「
人
」
、
:
:
:
諸
ル

l
ル
、
な

ど
で
あ
る
。
》
(
一
八
九
1
一
九
一
頁
)
噛
み
く
だ
い
て
言
う
と
、
制
度
は
、
数
学

の
扱
う
数
が
そ
う
で
あ
る
の
と
似
た
よ
う
な
意
味
で
、

理
念
的
に
存
在
し
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
数
が
客
観
的
に
実
在
す
る

(
あ
る
い
は
、

人
び
と
が
共

通
の
数
の
観
念
を
抱
い
て
い
る
)

こ
と
を
、
経
験
的
な
意
味
で
確
か
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

数
が
客
観
的
に
実
在
す
る
と
人
び
と
が
信
じ
て
い
る

こ
と
は
経
験
的
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
わ
け
だ
。

す
る
と
ど
う
な
る
か
。

《本
稿
の
よ
う
に
い
わ
ば
理
念
主
義
的
に
制
度
を
概

念
化
す
る
場
合
に
は
、
同
一
性
公
理

(
H
制
度
が

《諸
個
人
に
と
っ
て
:

・
「同一

の
」
し
か
た
で
作
用
す
る
》
こ
と
一
橋
爪
注
)
を
経
験
的
実
在
の
同
一
性
と
は
別
の

し
か
た
で
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
共
同

主
観
性
で
あ
る
。
》
(
二
四
九
頁
)
け
れ
ど
も
、

《共
同
主
観
性
の
成
立
を
根
拠
.つ

け
る
こ
と
は
独
我
論
の
虚
偽
性
を
根
拠
.
つ
け
る
こ
と
以
上
に
困
難
で
あ
り
、
実

際
誰
も
成
功
し
て
い
な
い
》
(
二
五
四
頁
)
の
だ
。
「
制
度
は
(
理
念
と
し
て
)

実
在
し
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
、
人
び
と
が
共
同
主
観
的
に
制
度
の
存
在
を
信
じ

て
い
る
か
ら
」
と
主
張
し
て
も
、
「
何
を
言
う
か
、
共
同
主
観
は
お
ろ
か
、
そ

も
そ
も
(
自
分
以
外
の
)
人
び
と
の
存
在
そ
の
も
の
が
疑
わ
し
い
の
だ
」
と
、

独
我
論
に
論
破
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
が
、
独
我
論
と
対
抗
す
る
た
め
に
、
個
人
主
義
的
な

前
提
か
ら
出
発
し
て
社
会
秩
序
や
制
度
の
成
立
を
導
こ
う
と
試
み
て
は
、
失
敗

を
重
ね
て
き
た
。
パ

|
ソ
ン
ズ
の
秩
序
問
題
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
だ
が
、

著
者
に
よ
る
と

《秩
序
問
題
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
経
験
的
な
問
題
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
理
論
的
に
構
成
さ
れ
た
社
会
の
モ
デ
ル
が
自
ら
作
り
出

し
た
問
題
で
あ
る
。
》
(二
六
七
頁
)
著
者
は
そ
う
し
た
誤
謬
を
、

《
一
次
理
論
の

擬
似
二
次
理
論
化
》
と
よ
ぶ
。
ル
ー
ル
や
制
度
に
従
う
当
人
た
ち
に
と
っ
て
、

そ
れ
ら
が
あ
り
あ
り
と
実
在
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
考
察
す
る
理
論
家
た
ち
に

と
っ
て
、
そ
の
実
在
が
実
証
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
別
々
の
こ
と
で
、
前
者
を
後

者
と
と
り
違
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。

な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
議
論
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
ル
ー
ル
や
制
度
の
実
在
は

ほ
ん
と
う
に
当
人
た
ち
が
め
い
め
い
そ
の
実
在
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

す
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
社
会
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、

自
分
た
ち
の
従
う
ル
l

ル
や
制
度
の
実
在
を
信
じ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、

レ

ー
ル
や
制
度
の
概
念
に
は
個
々
人
を
超
え
た
超
越
的
普
遍
性
と
い
っ
た
意
味
あ

い
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
再
び
著
者
は
言
う
、

《制
度
に
託
さ
れ
た
こ

う
し
た
超
越
的
普
遍
性
は
、

一
次
理
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
制
度
に
自
然
的
実

在
と
同
等
の
存
在
性
能
、

す
な
わ
ち
、
客
観
的
で
外
的
な
存
在
、

を
賦
与
す
る

こ
と
に
な
る
。
》
(
二
六
三
頁
)
そ
し
て
著
者
は
、
本
書
を
こ
う
結
ぶ
。

《制
度
の

研
究
と
は
、

い
か
に
あ
る
べ
き
か
。

そ
れ
は
、
制
度
が
人
々
の
意
味
世
界
を
も

結
局
は
そ
の
意
味
世
界
を
解
明
し
つ

と
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

っ
、
そ
れ
と
行
為
と
そ
ノ
の
体
系
と
の
関
係
を
二
次
理
論
的
に
探
究
し
て
い
く

こ
と
に
他
な
ら
な
い
J

(二
六
九
頁
)

* 

私
は
か
つ
て
、
「
言
語
ゲ
l

ム
の
な
か
で
は
、
そ
の
前
提
が
実
在
し
は
じ
め

る
」
と
の
ベ
、
こ
の

《超
越
的
普
遍
性
》
の
説
明
と
比
較
的
近
い
こ
と
を
考
え

た
。
言
語
ゲ
l
ム
論
の
場
合
、

一
次
ゲ
l
ム
/
二
次
ゲ
l
ム
は
、
実
体
と
し
て

の
区
別
で
な
く
、
相
対
的
な
区
別
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
盛
山
氏
の
制
度
論
で

は、

一
次
理
論
/
二
次
理
論
が
、
実
体
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。

実
体
と
し
て
の
区
別
で
あ
れ
ば
、
一
次
理
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
社
会
を
生
き
る

当
人
た
ち
が
、
，
制
度
が
超
越
的
、
普
遍
的
に
実
在
す
る
。
と
信
じ
て
い
る
こ

と
は
、
(
二
次
理
論
か
ら
み
て
)
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
二
次
理
論
を
営
む
盛

山
氏
は
、

安
心
し
て
、
制
度
の
。
客
観
的
実
在
。
を
前
提
に
し
て
、
研
究
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
一
次
理
論
/
二
次
理
論
が
実
体

的
に
区
別
で
き
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
昔
の
知
識
社
会
学
の
場
合
と
同
じ
く
、
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や
は
り
素
朴
す
ぎ
る
前
提
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
二
次
理
論
は
な
ぜ
べ

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
?

一
次
理
論
の
抱
く
《
意
味
世
界
を
解
明
》
す

言
語
ゲ
l
ム
論
の
場
合
、
そ
れ
は
、
外
部
に

一
次
ゲ
l
ム
の
内
的
視
点
を
と
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
は

ま
'る
ま
る
一
つ
の
ゲ
l

ム
に
内
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
ど
の
ゲ

1
ム
も

必
ず
、
内
的
視
点
/
外
的
視
点
を
う
み
出
す
。
一
次
ゲ
l
ム
〆
二
次
ゲ
l
ム
の

区
別
が
相
対
的
で
あ
る
か
ら
、
「
内
的
」
に
理
解
し
た
意
味
内
容
を
「
外
的
」

に
語
る
と
い
う
ゲ
l
ム
(
言
語
ゲ
l
ム
論
、
な
い
し
、
制
度
論
)
も
可
能
に
な
る
。

い
っ
ぽ
う
、
盛
山
氏
の
一
次
理
論
/
二
次
理
論
の
場
合
は
ど
う
か
。
《
本
稿

と
し
て
は
、
い
っ
た
ん
A
に
内
属
す
る
視
点
を
と
っ
た
上
で
、
そ
こ
で
の
社
会

理
解
を
A
に
内
属
し
な
い
視
点
で
語
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
可
能
だ
と
ま
で

断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
視
点
を
か
り
に
仮
想
し
た
と
き
に
、
そ
の
視
点
に
お

い
て
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
認
識
を
こ
こ
で
は
「
二
次
理
論
」
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
J
(
一
九
五
頁
)
結
論
と
し
て
は
よ
く
似
て
い
て
も
、
微
妙
な
留
保
が
つ

け
加
わ
っ
て
い
る
。
〈
仮
想
V

で
あ
る
か
ら
に
は
、
懐
疑
論
{
独
我
論
)
の
挑
戦

を
受
け
る
が
、
盛
山
氏
は
《
逆
に
・
:
:
独
我
論
を
根
拠
づ
け
る
、
と
い
う
こ
と

も
不
可
能
で
あ
る
〉
(
二
五
三
頁
)
と
指
摘
し
、
挑
戦
を
し
り
ぞ
け
る
。
ゆ
え
に

こ
の
《
仮
想
〉
は
も
ち
と
た
え
、
実
証
的
な
学
説
と
し
て
生
き
延
び
る
と
い
う

の
が
、
盛
山
氏
の
制
度
論
の
構
図
で
あ
る
。

立
つ
者
が
、

* 

こ
う
し
た
記
述
を
読
む
限
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
縦
横
に
砲
火
を
交
え
て

マックス・
ヴヱーパー
「プロテスタン
テイズムの倫理と
資本主義の精神J
大塚久i館尺・岩i皮文庫・ 1991年

おまけ~AERA MOOK12社会学がわかる。 J1996. 2. 10発行 PP.174朝日新聞

橋爪大三郎 社会の静3
「き語ゲームと

南I股の生成3

令書~.
，-'--...-.. 

会u子¥イ、
九アゆ

‘'・.

カや倫理の在り方(それ自体

きわめてけ世紀的なものであ

る)がこれほどまでに人4を

魅了してきたのはなぜか、そ

れを読む者を捉えて離さなか

ったのはなせ'か、と問うこと

もできる.それはひょっとす

ると、この作品か妄濯の記丞

とはさしあたり祭関係なある

覆の文学1さを秘めていること

によるのかもしれない。

禁制力プロテスタンテイズ

ムにおける「出谷内禁欲」の

倫王室とベンジャミン・フラン

クリンにその典型をみる「資

本主義の精神」。本書は、この

二つの問の「連凱自調和佳J

を主題化することにより、近

代の産業資本を支える個人の

倫理(エートス)を浮かび上

がらせた、社会学の古呉中の

古典である。しかし、われわ

れはそこに措き出された親和

ゲンシュタインの「言語吾ゲー

ム」の発想に依拠しつつ、さ

らにはノ、ー トやlレーマンの法

理論を援用することで、法や

権力といった社封慣象の言

語的成り立ちを明ら制こする。

いわゆる「言語論的転回」の

成果をいち早く取り入れたも

のとして必苛dト咽である。

われわれを取り巻く世界は

「言善ケ'ーム」の巨大な渦巻の

ようなものとして存宅Eしてい

る。世界の中心をなすはずの

主体の形象もその中でのみ生

み出される.したがって主体

が言語を掌援するのでなない。

むしろ逆に言語こそが主体を

範屋するのだ。本書はヴィト

ω設;足量U)甲」、 否D円1

窺成とそれに伴う

，日空の変容が読み取られる

とになる。

つlレキー・j とる協子旬以ハミさ oUJ

を鮮やかにj手かじておデらせる

方法となっている，第一章で

は既存の盛り場訴完の系譜が

概観さ札第二重では明治の
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い
る
な
か
で
の
《
二
次
理
論
》
の
微
妙
な
危
う
さ
に
、
著
者
は
よ
く
気
づ
い
て

ω
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ
の
わ
り
に
は
ほ
か
の
場
所
で
、
二
次
理
論
が
あ
た

か
も
確
立
し
た
立
場
で
あ
る
か
の
よ
う
な
顔
を
し
て
あ
ち
こ
ち
に
登
場
す
る
l

そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
書
は
、
現
時
点
で
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
に
あ
た

り
、
参
照
し
て
お
く
べ
き
議
請
を
ほ
ぼ
網
羅
的
に
踏
査
し
た
う
え
で
、
著
者
自

身
の
立
場
を
う
ち
立
て
た
、
時
宜
に
か
な
っ
た
力
作
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
『
制

度
論
議
図
』
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
か
つ
て
、
純
数
理
的
モ
デ
ル
や
方
ぷ

信
人
主
義
に
主
と
し
て
コ
、
ッ
ト
し
つ
つ
制
度
の
問
題
を
考
え
て
い
た
著
者

が
、
長
年
に
わ
た
る
格
闘
の
す
え
、
こ
の
よ
う
な
地
平
を
切
り
開
い
た
こ
と
に

敬
意
を
払
い
た
い
。

.... 

42 ~J文 1996.1 ・ 2

最
後
に
異
論
も
の
べ
れ
ば
、
第
六
章
「
ル

l
ル
の
実
在
論
」
で
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
ハ
!
ト
の
解
釈
や
、
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
あ
ま
り
周
到
と
ぱ

言
え
な
い
。
た
と
え
ば
《
ハ

l
ト
の
議
論
の
仕
方
で
は
、
法
が
法
と
し
て
受
け

入
れ

ιれ
る
の
は
二
次
ル

1
ル
で
あ
る
認
知
の
ル

l
ル
に
よ
っ
て
だ
け
と
な
》

i
と
か
、
〈
法
の
一
次
ル

l
ル
を
責
務
の
ル

l
ル
と
同
定
す
る
こ
と
は
、
法
や

ル
ー
ル
を
再
び
命
令
l
服
従
|
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
組
に
帰
着
さ
せ
か
ね
な
い
〉

ご
四
七
頁
)
と
い
っ
た
部
分
は
、
誤
読
で
あ
る
と
言
い
た
く
な
る
。
こ
う
い

う
こ
と
で
は
、
著
者
を
信
頼
し
つ
つ
読
ん
だ
ほ
か
の
章
も
心
配
に
な
る
が
、

ρ

イ
れ
も
結
論
は
私
か
ら
み
て
妥
当
な
も
の
な
の
で
、
こ
れ
以
上
文
句
を

i
う
か

は
さ
し
控
え
よ
う
。
第
六
章
の
論
点
を
め
ぐ
る
詳
細
な
検
討
は
、
別
な
機
会
が

あ
れ
ば
行
な
い
た
い
。は

し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

東
京
工
業
大
学
工
学
部
教
授
/
社
会
学
)

刻ヒ時置13 、 井上俊

「悪夢の選択」
祭摩書房・ 1992年

であり、文明そのものの脆調 |

さを告げるものでもある….1
本容は「文化とコミュニ J

シヨン」を軸に、文f月議・

化論・コミュニケーション詞 ;

の三部から矯成されている.1I 

様々な対象や方法を駆使す

中で「社会学主義をこえる

立講の模索が試みられてし

興味深い一冊。

コンラッドの小説「閣の臭』

のもつ文!lJl論的含意とは間二

それは人生が「悪夢の選択」

の連続である、ということだ。

私たちはいくつか介選択可能

な「悪夢」のうちからいくら

かでもましなものを選んでそ

の中てさきる(;;かはない。そ

れは芭欧近代文明というもの

カ」つの唱夢」として選択

されていることからくる必然

橋爪大三郎
r 性愛論」
を波書庖・ 1995年

オロギーであり、家族内部の

分殺さえ忠告寺されれば原則的

に不要なものであること、「近

続担姦の禁止」は分離公理が

家族内部に写像されたことの

効果であることなどが明ちか

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剛勤4

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〉イ冊。

1996. 2. 10発行 pp.177朝日新聞


