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橋
爪

大

郎東
京
工
業
大
学
被
綬

①
小
室
直
樹
『
小
室
直
樹
の
中
国

原

論

』

(

徳

間

書

庖

)

中
国
が
一

O
O年
の
眠
り
か
ら

覚
め
、
再
び
歴
史
の
舞
台
に
、
巨

大
な
超
大
国
と
し
て
登
場
し
つ
つ

あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
活
路
を
聞
く

た
め
に
も
、
国
際
社
会
の
新
秩
序

を
借
想
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
偉

大
な
隣
邦
を
理
解
し
な
い
で
す
ま

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
、
情
報
が
入
っ
て
く
れ

ば
く
る
ほ
ど
、
中
国
の
理
解
は
混

乱
し
て
い
く
。
あ
る
人
は
、
中
国

人
は
約
束
を
守
ら
ず
信
用
な
ら
な

い
と
い
う
。
ま
た
あ
る
人
は
、
中

国
人
ほ
ど
信
頼
で
き
る
人
び
と
は

い
な
い
と
い
う
。
矛
盾
し
て
い
る

が
、
ど
ち
ら
も
本
当
だ
。
で
は
、

中
国
人
と
は
伺
な
の
か
。

小
室
氏
は
そ
の
カ
ギ
を
、
歴
史

の
中
に
求
め
る
。
と
く
に
注
目
す

る
の
は
『
史
記
』
の
刺
客
列
伝
だ
。

刺
客
は
中
国
に
お
け
る
人
間
関
係

「
鵠
」
の
極
限
形
を
示
す
。
こ
れ
を

補
助
線
に
す
れ
ば
、
中
国
人
が
人

間
関
係
を
形
成
す
る
基
本
原
理
を

解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

氏
の
方
法
は
あ
く
ま
で
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

1
パ

l
の
宗
教
社
会
学
の
方
法
論

を
現
代
中
国
に
適
用
し
た
も
の
で

あ
る
。
読
む
者
が
読
め
ば
、
そ
こ

か
ら
無
尽
蔵
の
合
意
を
酌
み
取
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

信

頼

す

べ

き

合

理

主

義

者

橋
爪
大
三
郎

士
口
木
隆
明
氏
の
文
革
を
通
じ
て
、
三
浦
つ
と
む
氏
の
存
在

一
房
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
著
作
を
何
冊
か
読
ん
で
み
て
、
感
銘
を

書
受
け
た
。
そ
れ
は
学
生
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
が
.
い
ま
で
も

し
仰
ぎ
み
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。

ぶ

ま

ず

一

ぎ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
氏
が
徹
底
し
た
合

こ
理
主
義
考
で
あ
る
こ
と
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
附
物
論
で
あ
り
、

o，
州
叩
物
論
は
Mm
…
神
論
で
あ
り
、
無
神
論
は
徹
夜
し
た
合
理
主
教

ρ
の
信
念
体
系
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
考
や
行
動
を
含
め

P
た
全
人
格
、
全
存
在
を
合
理
的
に
組
織
す
る
と
い
う
気
迫
が

感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
本
物
で
あ
る
、
と
な
は
思
っ
た
。

つ
ぎ
に
氏
が
、
観
念
や
言
語
.
記
号
と

い
っ
た
、
教
条
的

マ
ル
ク
ス
主
義
が
も
っ
と
も
苦
手
と
す
る
分
野
に
果
敢
に
取

り
刻
ん
で
い
る
こ
と
。
ソ
シ
ユ

|
ル
ヤ
時
枝
の
業
約

t
mま

え
、
批
判
し
な
が
ら
、
科
学
的
な
態
度
に
よ
っ
て
精
神
現
象

や
言
語
、
記
号
の
秘
帝
を
解
明
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
氏
の

町
配
向
す
る
弁
証
法
の
あ
ざ
や
か
な
手
放
み
が
、
税
に
は
た
ま

ら
な
い
魅
力
と
な

っ
た
。

そ
の
影
響
-
も
あ
っ
て
、
へ

1
ゲ
ル
を
読
み
、
弁
詞
訟
を
学

ん
で
み
た
が
、
結
局
私
は
た
だ
の
合
理
主
義
考
に
し
か
な
れ

な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
極
限
ま
で
思
考
の
道
す
じ
を
た
ど
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現
実
」
た
る
宗
教
が
じ
つ
は
「
言
葉
の
内
側

に
あ
る
」

ζ

と
な
ど
を
、
現
実
問
題
に
即
し

て
解
き
明
か
し
て
き
た
。
日
本
語
で
社
会
学

を
行
う
の
も
、
「
日
本
社
会
の
作
動
メ
カ
ニ

ズ
ム
は
、
日
本
語
の
与
え
る
現
実
か
ら
独
立

で
友
い
」
と
す
る
認
識
か
ら
。
現
代
思
想
の

移
植
に
扱
h

と
す
る

H

思
想
の
貧
血
症
H

状

況
に
抗
し
、
日
本
独
自
の
言
葉
の
用
法
H

「
暗
黙
の
前
提
」
の
解
明
に
挑
む
。
「
思
想
と

は
、
言
語
の
個
人
責
任
の
制
度
で
あ
る
」

と

語
る
だ
け
に
、
い
ま
最
も
了
解
可
能
な
社
会

学
者
だ
。

著
書
に
『
橋
爪
大
三
郎
の
社
会
掌
諸
我
』

(
夏
目
書
房
、
民
年
)
な
ど
。

東
京
工
業
主
子
教
慢
の
橋
爪
大
三
郎

氏
は
銀
自
の
侵
占.で・』
・つ語
る
.

「
伝
統
的
に
日
本
人
は
『
付
八
‘丘

が

大
好
き
な
民
族
で
、
江
戸
跨
代
ま
で
は

犯
罪
者
を
空
間
的
に
田
閉
経
す
る
別
で
な

る
べ
く
す
ま
せ
て
い
た
.
し
か
し
、
明

治
政
府
が
樹
立
す
る
と
そ
れ
が
で
き
な

〈
な
っ
、

同
時
に
国
家
が
国
民
号
管
理

す
る
た
め
に
死
刑
と
い
う
制
度
は
な
く

て
は
な
ら
な
い
む
の
に
な
っ
て
い
っ
た
a

一

日
本
人
伝
統
の
心
性
か
ら
言
え
ぽ
、
死

刑
ょ
っ

b
無
期
懲
役
刑
の
方
が
な
じ
み

や
す
い
と
も
言
え
る
」

一よ
権
一か
一
一
一一芳

n

私
は
死
刑
を
こ
う
考
え
る

西暦2001年の「幸福」を考える 100人

一
橋
爪
大
三
郎
(
は
パ
ロ
ト
う
)

・
・
東
京
工
業
大
学
教
授

一
九
四
八
年
神
奈
川
県
生
れ
。
東
京
大
学

大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
社
会
学
専
攻
博
士

課
程
修
了
。

八
五
年
に
著
わ
し
た
『
言
語
ゲ

l
ム
と
社

会
理
論
』
(
勤
草
書
房
)
で
デ
ビ
ュ
ー
。
以

来
、
〈
言
語
派
社
会
学
〉
の
立
場
か
ら
、
社

会
シ
ス

テ
ム
や
政
治
制
度
が
い
か
に
「
言
葉

の
用
法
」
と
密
接
不
可
分
に
生
成
さ
れ
る

か
、
あ
る
い
は
、
言
葉
を
超
え
た
「
別
種
の

イ:)，三 ，

麻原オウム裁判と死刑で
誌上大激論

オ
ウ
ム
真
理
教
の
徹
也
・
麻
原
彰
晃

ニ
と
松
本
智
建
夫
滋
告
の
公
判
は
、
よ

う
や
く
京
3
回
を
迎
え
る
と
こ
ろ
だ
が
、

初
公
判

{
4
月
μ
日
)
の
地
下
鉄
サ
リ

ン
、
落
田
さ
ん
リ
ン
チ
綬
人
等
の
罪
状

箆
否
で
は
滋
告
・
弁
軍
団
と
色
に
認
否

J
Z保
す
る
な
ど
、
審
理
は
出
だ
し

r

ら
輔
聞
い
て
い
る
。
も
っ
と
ら
‘
他
の
教

団
副
脚
部
勺
の
裁
判
の
同
冊
子
か
ら
地
察
す

れ
ば
.
い
ず
れ
に
せ
よ
麻
原
日
極
刑

u

ま
ず
免
れ
広
い
状
況
だ
ろ
う
。

本
社
両
は
昨
年
.
こ
の
麻
原
裁
判
を
怠

頭
に
置
串
つ
つ
、
未
曽
有
の
凶
悪
犯
罪

と
死
刑
制
度
と
の
相
聞
に
つ
い
て
4
固

に
わ
た
っ

て
益
争
を
提
起
し
た
。

さ
・』ヲに、

・
加
害
者
の
人
極
と
複
害
者
の
人
極

.
死
刑
制
度
と
室
罪
の
可
能
性

-
世
諸
や
マ
ス
コ
ミ
が
裁
判
官
に
及
ぽ

す
影
響
、
死
刑
判
決
基
準
の
堤
篠
串

'
ー
ー
な
ど
の
テ

1
7
に
聞
し
て
、
役
奮

を
募
っ
た
と
こ
ろ
‘
多
〈
の
同
司
者
庁
ら

ご
意
見
庁
寄
せ
司hJ
れ
た
。
以
下
‘
そ
れ

勺
の
一
部
を
ご
紹
介
す
る
二
と
に
し
よ

一

・

ヲ

。

一



-
橋
爪
大
三
郎
(
東
京
工
業
大
学
教
綬
/
祉
会
学

川
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
(
デ
ユ
ん
ケ
ム
/
古
野

清
人
訳
/
全
二
冊
)

い
わ
ゆ
る
「
未
開
」
社
会
の
人
び
と
の
編
み
だ
し

た
壮
麗
な
精
神
の
大
字
宙
。
レ
ヴ
イ
H

ス
ト
ロ
ー

ス
以
除
の
情
造
主
義
の
源
流
が
と
と
に
あ
る
。

間
『
価
値
と
資
本
|
経
病
理
論
の
若
干
の
基
本
原
理
K

関
す
る
研
究
』

(
J
-
R
・
ヒ
フ
ク
ス
/
安
弁
琢

磨
・
熊
谷
尚
夫
訳
/
全
二
冊
)

田
川
絡
を
鍵
変
数
と
し
て
情
築
さ
れ
た
一
般
均
衡
理

論
の
金
字
塔
。
社
会
科
学
の
最
大
の
成
果
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
社
会
の
科
学
を
志
す
者
は
誰
し
も
ひ

も
と
く
べ
き
名
著
で
あ
る
。

間
『
イ
ン
デ
ィ
プ
ス
の
殿
様
K
つ
い
て
の
簡
潔
な
報

告
』
(
ヲ
ス
・
ヵ
サ
ス
/
染
図
秀
藤
訳
)

西
欧
世
界
が
第
三
世
界
K
ど
れ
ほ
ど
暴
力
的
K
ふ

る
ま
っ
た
か
。
想
像
を
絶
す
る
破
療
と
蛮
行
の
連

続
K
、
絶
句
す
る
し
か
な
い
。
文
明
の
原
罪
が
と

と
K
一
ボ
さ
れ
て
い
る
。
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この l年を握り返るに当たり、
毎月の「雑誌を読む」で時代を読
み解いていただいている 3人に、

年間ベスト 3を挙けてもらった。

目新百十⑤

阪宣投開会三回

毎一⑤
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• 橋
爪
大
三
郎
・

大
理
解
を
超
え
る
?

韓
国
、
中
国
の
官
僚
事
情

で
は
、
共
派
主
義
と
体
制
に
迷
い
が
あ

る
が
、
中
同
の
切
合
は
ど
う
か
?

束
一
以
工
業
大
学
教
回
目
の
橋
爪
ト
〈
二
一郎
氏

が
解
説
し
て
く
れ
た
。

「
な
に
し
ろ
巾
国
の
企
業
は
大
半
が
問
常

企
業
で
、
往
僚
は
そ
う
し
た
企
業
の
桁
仰

監
崎
町
権
を
持
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
山

僚
は
白
分
が
終
，
M
別
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当
然
、
総

力
も
大
き
い
わ
け
で
、
給
料
は
報
酬
の
ご

く
一
郎
、
給
料
以
外
に
多
く
の
現
物
給
付

(
住
民
、
車
、
使
川
人
・
:
・)
が
受
け
ら

れ
る
。
そ
ん
な
社
会
で
日
本
的
な
け
じ
め

な
ん
て
聞
は
併
す
ら
で
き
な
い
で
す
よ
」
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ハ
わ
ま
ヴ

大
学
八
自
由
化
V

の
時
代
へ

高
度
教
育
社
会
の
到
来

鷲
田
小
菊
太
著

車
問
弓
社

二
0
0
0
円

大

学

は

変

わ

り

ま

す

‘

昨

管
田
小
禰
太
(
編
著
)
・
僑
爪
大
三
.
ほ
か

車
問
弓
社
二

0
0
0
円

な
お
『
大
学
は
変
わ
り
ま
す
』
に
は
窓
田
氏

や
待
爪
氏
の
論
以
外
に
、
大
学
教
授
が
女
性
に

と
っ
て
魅
力
的
な
職
業
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
井
上
治
子
氏
の
「
女
性
に
霞
適
職
業
と
し
て

の
大
学
教
授
」
や
、
東
大
理
系
研
究
室
に
お
け

る
人
権
無
視
等
を
院
生
が
告
発
し
た
「
大
学
は

変
わ
り
ま
せ
ん
!
」
な
ど
が
所
収
さ
れ
て
お

り
、
こ
ち
ら
も

一
読
の
価
値
が
あ
る
。
(
茶
)

' 



敬
意
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( 笠井潔『国家民営化論」を読む1

橋爪大三郎
国
民
主
権
(
立
法
権
力
)
と
諸
個
人
の
自
然
権
と
の
矛
盾
を
解
消
す
る
道

奇
妙
な
本
が
現
れ
た
、
と
読
者

は
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

題
名
の
ご
と
く
著
者
・
笠
井
氏

は
、
国
家
の
民
営
化
を
主
張
す
る
。

つ
ま
り
、
裁
判
所
も
警
察
も
刑
務

所
も
民
間
の
企
業
に
経
営
さ
せ
、

議
会
や
軍
隊
や
文
部
省
や
大
蔵
省

や
通
産
蓄
は
さ
っ
さ
と
解
体
し
て

し
ま
お
う
、
と
い
う
大
胆
な
提
案

だ
。
「
な
ん
て
非
現
実
的
な
1

そ
ん
な
こ
と
あ
る
わ
け
な
い
」
と

思
え
ば
、
こ
の
本
か
ら
何
も
汲
み

取
れ
な
く
な
る
。
思
考
実
験
で
あ

る
か
ら
に
は
、
そ
う
い
う
想
定
に

本
気
で
つ
き
あ
わ
な
い
と
だ
め
で

あ
る
。ま

ず
、
著
者
は
な
ぜ
、
国
家
を

解
体
し
よ
う
と
考
え
る
の
か
。
そ

れ
は
著
者
が
、
個
人
の
価
値
を
絶

対
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の

自
由
を
制
限
し
、
個
人
の
思
想
を

抑
圧
し
、
個
人
の
生
命
・
財
産
を

危
険
に
さ
ら
す
国
家
(
国
家
は
つ

ね
に
、
多
数
者
の
専
制
を
帰
結
し
、

抑
圧
的
で
あ
り
、
侵
略
的
で
あ
る
、

と
笠
井
氏
は
考
え
る
)
の
存
在
を
、

著
者
は
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

人
閣
の
尊
厳
の
た
め
に
、
彼
は
国

家
企
対
決
す
る
べ

1

こ
う
言
え
ば
、
は
て
、
ど
こ
か

で
聞
い
た
よ
う
な
、
と
思
い
当
た

ろ
う
。
国
家
の
死
滅
は
か
つ
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
最
終
目
標
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
共
産
党
の
独
裁

権
力
を
う
ち
立
て
、
市
場
を
解
体

す
る
と
い
う
の
が
戦
略
だ
っ
た
。

こ
れ
が
成
算
の
な
い
試
み
で
あ
る

こ
と
は
、
ソ
連
の
崩
壊
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
著
者
は
、
市
場
に
依
拠
し

て
国
家
を
解
体
す
る
戦
略
を
と

る
。
そ
の
た
め
に
、
競
争
市
場
の

自
由
と
効
率
を
最
大
限
に
発
揮
さ

せ
る
。
だ
か
ら
、
資
本
主
義
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
与
す
る
こ
と
を
い
と

わ
な
い
。
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン
ジ
カ

リ
ズ
ム
を
突
き
抜
け
た
、
ア
ナ
ル

コ
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

言
っ
て
い
る
こ
と
が
保
守
派
と
似

通
っ
て
い
て
も
、
「
心
は
左
璽
」

な
の
だ
。

国
家
の
業
務
を
す
べ
て
民
間
に

委
託
さ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
は
、

笠
井
氏
が
初
め
て
の
べ
た
も
の
で

は
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
、
フ
リ
ー
ド

マ
ン
、
ノ

l
y
ッ
ク
ら
の
流
れ
を

汲
む
リ
バ
l
タ
リ
ア
ン
(
絶
対
自

由
主
義
者
)
の
過
激
派
、
ピ
エ
l

ル
・
ル
ミ
ュ
!
や
マ
レ
l
・
ロ
ス

パ
l
ド
と
い
っ
た
人
び
と
が
、A
国

家
に
よ
る
強
制
の
代
わ
り
に
極
端

な
契
約
の
自
由
V

(

一
二
七
頁
)

を
主
張
し
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
著

者
は
、
中
曽
根
時
代
の
国
鉄
民
営

化
を
み
て
、
警
察
民
営
化
を
思
い

つ
い
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
ふ
く

ら
ん
で
い
っ
た
著
者
の
構
想
は
、

A

異
な
る
思
想
的
前
提
か
ら
出
発

し
て
、
具
体
的
な
問
題
に
関
し
て

は
、
偶
然
に
似
た
よ
う
な
場
所
に

出
た
と
い
う
感
じ
V

(

一
三
一

頁
)
で
、
リ
バ
1
タ
ソ
ア
ン
の
思

想
と
接
点
を
も
っ
に
至
っ
た
と
い

う。

1996年 2~3 日(土曜日)第2280号

綾底Lた館λ主義の立場か6
E家ゃあ6ゆd在会制度の
必要濯を疑ラ

そ
ん
な
わ
け
で
、
本
書
は
極
端
え
な
い
と
い
う
複
雑
な
感
想
そ
も

な
左
翼
的
主
張
で
あ
り
、
同
時
に
っ
た
。

右
翼
的
主
張
で
も
あ
る
。
著
者
も
敬
意
を
払
い
た
い
の
は
、
本
書

言
う
よ
う
に
A

「
右
」
と
「
左
」
の
基
調
に
対
し
て
で
あ
る
。
笠
井

の
分
類
が
、
も
は
や
失
効
し
て
い
氏
は
徹
底
し
た
個
人
主
義
の
立
場

る
V

の
だ
。
社
会
党
や
共
産
党
の
か
ら
、
国
家
や
あ
ら
ゆ
る
社
会
制

よ
う
な
A

従
来
の
「
左
」
は
、
経
度
の
必
要
性
を
疑
っ
て
ゆ
く
。
そ

済
的
に
は
「
大
き
な
政
府
」
派
V

の
疑
い
は
、
単
な
る
懐
疑
で
な
く
、

(
二
ニ
O
頁
)
だ
っ
た
が
、
著
者
そ
れ
を
市
場
で
ど
う
代
替
す
る
か

は
そ
の
反
対
に
、
そ
も
そ
も
政
府
と
い
う
具
体
的
な
提
案
を
と
も
な

の
解
体
を
主
張
し
、
す
べ
て
を
個
っ
て
い
る
。
六
0
年
代
に
全
共
闘

人
と
そ
の
契
約
(
民
間
の
保
険
会
と
同
時
代
を
生
き
た
左
葺
的
知
性

社
主
薦
会
社
)
に
解
消
す
べ
き
が
、
そ
こ
か
ら
思
索
を
深
め
発
展

だ
と
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
連
邦
さ
せ
て
、
こ
う
し
た
地
点
に
た
ど

政
府
の
銃
規
制
に
反
対
し
て
武
装
り
つ
い
た
の
は
、
余
人
の
よ
く
な

訓
練
に
は
げ
む
ア
メ
リ
カ
の
極
右
し
え
ぬ
稀
有
な
研
鎮
の
た
ま
も
の

団
体
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
で
あ
る
。

こ
う
し
た
笠
井
氏
の
、
粗
削
り
異
論
は
、
著
者
が
こ
う
も
国
家

だ
が
徹
底
し
た
国
家
民
営
化
論
を
目
の
敵
に
す
る
理
由
が
う
な
ず

に
、
私
は
敬
意
を
払
い
な
が
ら
も
、
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
笠
井
氏
は
、

ど
う
し
て
も
異
論
を
挟
ま
ざ
る
を
市
民
社
会
と
国
家
の
関
係
に
つ
い

図書新聞
L-

宅当:

『
オ
彰
ム
』
生
む
祉
会
審
餌
顕

口

ロ

先
日
行
わ
れ
た
「
宗
教
と
社

会
」
学
会
で
は
、
オ
ウ
ム
を
生

ん
だ
川
町
惜
主
義
な
ど
の
糊
流
が

事
件
の
後
、
衰
退
す
る
ζ

と
な

く
、
拡
大
し
て
い
る
と
報
告
さ

ウ
ム
の
場
合
は
不
幸
が
何
も
な
そ
れ
自
体
は
む
き
出
し
の
ロ
内
向
か
ら
「
日
分
際
し
」
が
鉛
れ
た
。
読
者
た
ち
の
-
山
首
休
ゃ

い
と
い
う
空
淑
さ
が
入
信
動
機
ジ
ッ
ク
だ
が
、
そ
ζ

に
冷
戦
の
ま
り
、
「
自
分
が
変
わ
れ
ば
出
窓
識
を
束
料
と
感
じ
る
感
受

と
な
っ
て
い
る
。
サ
ブ
カ
ル
チ
崩
壊
や
自
殺
本
の
流
行
に
見
る
界
が
変
わ
る
」
と
い
う
こ
ュ
1

性
」
(
汗
沢
氏
)
、
そ
れ
を
来

ャ
1
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
や
空
阪
さ
生
の
無
恕
昧
化
と
い
っ
た
時
代
エ
イ
ジ
の
流
れ
に
合
読
し
て
い
り
魁
え
る
た
め
の
超
能
力
へ
の

の
克
服
が
現
実
の
全
否
定
へ
と
相
そ
重
ね
て
い
く
。
っ
た
|
|
。
臼
本
の
戦
後
五
十
関
心
は
、
む
し
ろ
巡
行
し
て
い

暴
走
し
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
な
評
論
家
の
芹
沢
俊
介
氏
は
年
は
ζ
の
「
自
分
探
し
」
が
採
る
か
に
見
え
る
。
オ
ウ
ム
的
な

の
か
。

「イエ
ス
の
方
向
」を
は
じ
め
、
出
す
る
過
間
目
だ
っ
た
と
い
う
。
も
の
を
い
か
に
し
て
超
え
る

大
沢
氏
は

「近
代
」
の
ル
l

日
本
の
新
し
い
宗
教
に
注
目
し
社
会
学
者
、
情
爪
大
三
郎
氏
か
。
大
沢
氏
は
社
会
学
的
な
考

ツ
を
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の

一神
教
て
き
た
。
近
新
『
「
オ
ウ
ム
引
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
日
叫
ん
、
桝
似
の
果
て
に
「
他
者
に

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

i
象
」
の

m統
』
(
露
震
)
本
人
は
白
ら
の
芯
士
山
で
体
制
を
対
す
る
徹
ほ
し
た
器
」
と
い

オ
ウ
ム
真
理
教
を
論
じ
る
著
作
の
中
で
同
氏
は
オ
ウ
ム
其
政
教
選
ん
で
い
な
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
う
言
説
そ
し
ぼ
り
だ
し
て
い

物
の
刊
行
が
相
次
い
で
い
る
は
突
然
変
以
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ス
を
持
ち
続
け
た
と
い
う
(
市
る
。
文
化
部
内
田
洋
一

戦
後
日
本
の
精
神
構
造
と
連
関

て
A

ル
ソ

1
の
一
般
意
志
論
は
、

へ1
ゲ
ル
の
理
性
国
家
論
に
継
承

さ
れ
る
V

(

一
七
七
頁
)
と
の

ベ
、
そ
こ
か
ら
、
国
民
主
権
(
立

法
権
力
)
と
諸
個
人
の
自
然
権
と

の
矛
盾
を
解
消
す
る
道
を
さ
ぐ
り

始
め
る
。
そ
の
答
え
は
、
諸
個
人

の
自
由
な
契
約
に
も
と
づ
か
な
い

一切
の
制
度
を
否
定
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
A

国
家
を
市
場
に
解
体

す
る
V

こ
と
で
あ
る
。
市
場
で
は
、

諸
個
人
の
合
意
に
も
と
づ
く
契
約

が
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、

遺
産
相
続
を
廃
止
す
る
(
諸
個
人

は
平
等
な
ス
タ
ー
ト
を
切
る
べ
き

だ
か
ら
)
と
か
、
育
児
賞
用
を
社

会
が
負
担
す
る
(

A

結
果
と
し

て
、
核
家
族
の
解
体
は
一
挙
に
加

速
さ
れ
る
だ
ろ
う
V

(

八
O
頁
)

と
著
者
は
予
想
し
て
い
る
)
と
か

い
っ
た
極
端
な
施
策
が
導
か
れ

る
。
納
得
で
き
な
い
箇
所
が
あ
る

た
び
、
本
書
の
欄
外
に
?
を
記
入

し
て
い
っ
た
ら
、
?
だ
ら
け
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
議
論
が
粗
削
り

な
た
め
も
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
、

本
書
の
構
想
そ
の
も
の
に
問
題
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
書
は
、
諸
個
人
が
自
由
に
交

わ
す
契
約
を
基
準
に
と
る
。
そ
し

て、
A

慣
習
法
、
市
場
の
法
、
裁

判
所
の
立
法
機
能
と
い
う
三
つ
の



朝倉書庖帯・扉1996. 11. 20発行『文学を科学する』井口時男・性住彰文・岩山真一著

ア
ン
ゲ
町
一
ト
特
集

第 2165号

山
本
泰
・
山
本
真
鳥
『
儀
礼
と

し
て
の
経
済
』
(
弘
文
堂
)
は
西

サ
モ
ア
の
贈
与
儀
礼
を
題
材
に
、

交
換
を
宿
命
と
す
る
人
聞
社
会
の

モ
デ
ル
を
構
成
し
た
社
会
人
類
学

の
力
作
。
豊
富
な
デ
1
タ
に
も
と

づ
く
六
但
な
仮
説
は
、
わ
が
国
の

従
来
の
水
準
を
越
『
え
る
画
期
的
な

達
成
で
あ
る
。
(
は
し
づ
め
・
だ

い
さ
ぶ
ろ
う
氏
H
東
京
工
業
大
学

教
疫
・
社
会
学
専
攻
)

橋
爪
大
三
郎

J¥d 

12月20日く金曜日〉

小
林
よ
し
の
り
『
新
ゴ

i
マ一一

ズ
ム
宣
言
・
税
正
務
総
』
(
幻
冬

合
)
。
「

H
l
V
訴
訟
を
支
え
る

会
」
と
の
関
わ
り
を
同
時
進
行
で

箔
い
た
『
ゴ

l
宣
』
の
連
践
を
軸

に
、
浅
羽
透
明
、
泉
谷
し
げ
る
、

呉
智
英
氏
と
の
対
談
、
秘
密
・
金

森
由
利
子
氏
の
活
動
日
記
を
収
め

る
。
H

運
動
を
自
己
目
的
化
す
る

な
、
学
生
は
日
常
に
戻
れ
H

と
い

う
呼
び
か
け
は
、
戦
後
市
民
社
会

を
新
た
な
貿
に
高
め
る
も
の
。

小
笠
直
樹
『
こ
れ
で
も
国
家
と

呼
べ
る
の
か
』
(
ク
レ
ス
ト
社
)

は
、
金
融
破
綻
と
巨
額
の
財
政
赤

字
を
生
み
出
し
た
大
蔵
官
僚
の
、

組
織
硬
直
化
を
鋭
く
批
判
す
る
。

処
方
餐
は
、
不
動
産
を
証
券
化
し

不
良
銀
行
を
倒
産
さ
せ
よ
と
い
う

も
の
。
正
論
で
あ
る
。

雫聖F室亮

19 96年〔平成8年〕

eFlJ 手庖

スリリングな知の交響

その決め手は，理系と文系が融合する

ことである.理系人間と文系人間が集ま

って「学際」研究をしてみても，手遅れ

である. 1人ひとつカ'理系，文系の両方

の学問を，学生時代から身につけておく

必要がある.数学と論理学・哲学，物理

学と経済学.情報科学と心理学， …一理

系と文系の学問は，その成立した始めか

ら今に至るまで.連関しあうひとつなが

りの全体だったのだ.

そうした学問本来のあり方弘最先端

の課題に取り組む異分野の人びとの共同

作業として追求する一一 インターレクチ

ュアライブラリ li，そんな楽しみな.ス

リリングなシリーズになりそうだ.

自然科学と，社会科学・人文学は，不

幸な耳IJ居状態を続けてきた.欧米でli必

ずしもそうでなかったのだが，少なくと

も日本では，理系と文系は.学音Eが違い.

"人種"が途、¥交流などないに等しか

った

これは，後進国の態勢である.実験機

材が高価だったので，適性のある(=数

学めできる)人間だけを理工系の学部に

進学させ，効率よく外国の成果を学ばせ

る.残ワ li. 自然科学のわからない文系

人間になる.戦前の高度国防国家も.戦

後の高度経済成長も.これでやってきた.

このやり方の行き詰まりが.最近目に

つくようになった.本来全休的なはずの

知書置が分断されているから，人間として

も中途半端だし，社会をリードする独創

的なアイデアやビジネスが生まれて来な

い. そこでわが国む.遅まきながら「科

学技術創造立国」の看板を掲げることに

なった.

橋爪大三郎

おまけ
rAERA MOOK12社会学がわかる。 』

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

ゲンシユヲインの「言語ゲー

ムlの発想に依拠しつつ、さ

らiこはハート相r マンの法

輸を混同することで、;許

4酌とL、ったヰ土針明象の言

語的成り立ちを明ら肘こする。

いわゆる「言語論的転回」の

成果をいち早〈取り入れたも

のとして必読伶一冊である.

相l度の生成3

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すの

主体の形象もその中でのみ生

ム出される.したがって主体

力、言語を掌握するのて怯なL、-

Cしろ速に言語こそが主体を

堂援するのだ。本書(;j:ヴィ卜

今弘
タ主1二一、可 、
.~~~~. .~み

-

2

1

l
i
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Wi¥ERi¥ MOOK12社会学がわかる。 iJi
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橋爪大三郎
「性愛論」
岩波書庖・ 1995年

オロギーであり、家族内部の

分離さえ樹寺されれば闘リ的

に不要なものであるニと、「近

親程姦の柔止」は介離公翠が

罰主内部=写像されたこ子の

効果であることなど力主日月らか

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世ザ

模柔される.内全愛そのものへ

の切実な!ち心に引き寄せられ

た人たち」におすすめσト冊。
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な
も
の
、
健
全
な
国
家
意
識
が
見
失
わ
一

れ
た
と
す
る
の
が
著
者
の
診
断
で
あ

ι

る。

一

佐
伯
氏
の
指
摘
に
、
な
る
ほ
ど
と
思

う
と
こ
ろ
が
多
い
。
特
に
、
戦
後
の
言

論
が
議
論
を
単
純
化
す
る
点
で
暴
力
的

ー一

だ
と
い
う
指
摘
は
、
そ
の
通
り
だ
。

一

た
だ
、
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
を
指

摘
す
る
本
曹
の
図
式
も
や
は
り
単
純
だ

一

と
言
え
な
い
か
。
繰
り
返
し
出
て
く
る

の
は
、
フ
ラ
ン
ス
(
理
性
主
義
的
な
態
一

法
シ
ス
テ
ム
)
/
イ
ギ
リ
ス
(
慣
習
法

一

的
な
シ
ス
テ
ム
)
の
対
立
。
戦
後
日
本

が
前
者
で
だ
め
だ
っ
た
か
ら
、

ζ
れ
か

ら
は
後
者
で
行
く
べ
き
だ
と
、
要
す
る

に
言
っ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
も
思
え

る
。
戦
後
言
論
の
二
分
法
そ
巧
み
に
ひ

っ
く
り
返
す
の
だ
が
、
そ
の
論
法
が
や

は
り
二
分
法
な
の
で
あ
る
。

保
守
主
義
の
ス
タ
ン
ス
そ
一
ホ
す
と
と

は
、
と
て
も
大
事
で
あ
る
。
だ
が
、
問

-

題
は
い
ま
そ
の
先
に
あ
る
。
憲
法
に
せ

一

よ
戦
争
責
任
に
せ
よ
宗
教
問
題
に
せ

一

ょ
、
日
本
の
直
面
す
る
具
体
的
な
謀
題

に
対
し
て
、
も
う
少
し
著
者
自
身
の
実

一

際
的
な
提
案
を
聞
き
た
い
と
思
っ
た
。
一

(
講
談
社
・
二
、
三

O
O
円

)

一

東
京
工
業
大
学
教
捜
橋
爪
大
三
郎

一

A
A
私
に
と
っ
て
は
、
最
初
の
「
現
代

日
本
に
つ
い
て
の
評
論
集
」

V
と
「
あ

と
が
き
」
に
あ
る
。
冷
戦
の
終
結
し
た

九
0
年
代
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
あ
ら

わ
に
な
っ
て
き
た
戦
後
日
本
社
会
の
矛

盾
そ
、
鋭
く
え
ぐ
る
文
章
が
並
ん
で
い

る。
著
者
の
立
場
は
、
い
わ
ゆ
る
保
守
主

義
。
そ
れ
も
A
レ
ー
ガ
ン
の
お
と
な
っ

た
と
と
は
、
:
:
・
パ
l
ク
に
ま
で
遡
れ

る
イ
ギ
リ
ス
本
流
の
本
来
の
保
守
主
義

と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い

V
と
の
べ
る

ほ
ど
の
、
本
格
的
な
保
守
主
義
だ
。
当

然
、
丸
山
真
男
、
大
江
健
三
郎
を
は
じ

め
と
す
る
戦
後
の
進
歩
的
知
識
人
た
ち

が
残
ら
ず
批
判
の
対
象
と
な
る
。

本
書
の
論
旨
は
、
単
純
か
つ
明
快
だ
。

ま
ず
、
資
本
主
義
市
場
経
済
は
、

A
A
安

定
し
た
社
会
V
(
H伝
統
)
が
ベ

1
ス

に
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
う
ま
く
機
能
す

る
と
考
え
る
。
ま
た
、
国
家
(
公
的
存

在
と
し
て
の
個
人
)
が
あ
っ
て
は
じ
め

て
、
私
的
な
存
在
と
し
て
の
わ
た
し
が

生
ず
る
と
考
え
る
。
ζ
の
ζ
と
そ
忘
れ
、

ひ
た
す
ら
無
制
限
な
権
利
の
主
体
、
欲

望
の
主
体
と
し
て
の
個
人
か
ら
出
発
し

た
の
が
、
戦
後
の
誤
り
だ
っ
た
。

そ
の

結
果
、
経
済
は
繁
栄
し
た
が
、
公
共
的

保守主義的立場から戦後診断

イ左
伯

啓
思
著

霊園

間一一一湖
M

園
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ウ
ォ

l
ラ
l
ス
テ
イ
ン
、
グ
ル
ベ
ン
ヰ
ア
ン
委
員
会
箸

世
界
的
に
権
威
あ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

グ
ル
ベ
ン
キ
ア
ン
問
団
が
、
ウ
ォ
l
ラ

1
ス
テ
イ
ン
氏
を
雌
長
に
十
人
の
社
会

・
人
文
・
自
然
科
学
者
を
集
め
、
川
相
会

科
学
の
将
来
像
に
つ
い
て
徹
底
討
論
し

た
結
果
を
ま
と
め
た
の
が
本
書
だ
。

政
治
学
/
経
済
学
/
社
会
学
。

ζ
の

三
つ
が
十
九
山
紀
以
来
、
社
会
耕
時
十
の

中
桜
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
欧
米
の
先
進

国
で
、
国
家
/
市
場
/
そ
れ
以
外
の
社

会
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
自
律
的
民
運
動
し

て
き
た
の
と
、
表
裏
一
体
の
こ
と
だ
っ

た
。
そ
れ
が
い
ま
、
さ
ま
ざ
ま
に
細
分

化
し
た
専
門
分
野
の
垣
根
を
張
り
め
ぐ

ら
せ
て
、
社
会
料
品
十
を
窒
息
さ
せ
て
い

る
、
と
著
書
た
ち
は
診
断
す
る
。

一
九
四
五
年
以
来
、
ア
メ
リ
カ
は
強

大
な
力
そ
背
震
に
、
政
治
学
/
経
済
学

/
社
会
学
を
、
普
遍
的
な
知
識
と
し
て

世
界
に
押
し
つ
け
て
き
た
。
そ
の
後
、

エ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
1
ズ
、
カ
ル
チ
ユ

ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ

1
ズ
な
ど
、
複
数
の

分
野
に
ま
た
が
る
学
問
が
台
頭
し
て
き

た
。
欧
米
中
心
の
世
界
が
崩
れ
つ
つ
あ

る
い
ま
、
そ
れ
ら
そ
手
本
に
、
刺
分
化

レ
た
専
門
の
垣
根
を
取
り
払
い
、
社
会

判
明
学
そ
再
統
合
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
大
学
の
機
構
改
革
一
に
も
着
手
す

「再統合」提案、歴史性にも注目

べ
き
だ
と
、
本
脅
は
提
案
す
る
。

大
筋
で
賛
成
で
き
る
提
案
だ
。

本
需
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
リ
パ
イ

パ
ル
の
試
み
だ
と
も
言
え
る
。

か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
社
会
制

学
を
庇
史
学
・
哲
学
で
基
礎
づ
け
、
体

系
的
な
知
に
ま
と
め
あ
げ
て
い
た
。
そ

れ
が
衰
退
し
、
社
会
糾
学
は
、
政
治
学

/
経
済
学
/
社
会
学
と
い
っ
た
ア
メ
リ

カ
流
の
法
則
定
立
判
明
学
に
帰
着
し
た
。

そ
こ
で
著
者
た
ち
は
、
新
し
い
歴
史
学

に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
普
遍
的
な
法

則
の
定
立
を
う
た
う
社
会
判
明
学
も
、
歴

史
的
な
偶
然
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
と
す

る
。
委
員
の
一
人
、
自
然
軒
学
者
の
プ

リ
ゴ
ジ
ン
氏
は
、
自
然
和
学
で
も
均
衡

そ
離
れ
た
系
で
不
可
逆
の
時
間
が
無
視

で
き
な
い
以
上
、
社
会
制
学
も
歴
史
そ

無
視
で
き
な
い
は
ず
だ
と
、
ウ
ォ
l
ラ

1
ス
テ
イ
ン
氏
を
応
援
し
て
い
る
。

社
会
割
引
学
の
再
組
織
は
必
要
だ
。
だ

が
そ
れ
は
、
既
存
の
専
門
の
垣
根
そ
取

り
払
え
ば
、
す
ぐ
実
現
す
る
の
か
。
新

し
い
理
論
展
開
も
必
要
な
は
ず
。
来
る

べ
き
社
会
判
明
学
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
書

で
も
ま
だ
漢
と
し
て
い
る
。
山
田
鋭
夫

訳
。
(
藤
原
書
白
・
一
、
八
五
四
円
)

東
京
工
業
大
学
教
捜
橋
爪
大
三
郎

河野浩一
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ま
た
、

若
者
の
宗
教
へ
の
傾
倒
は
、
所
属
す

べ
き
集
団
を
探
す
行
為
だ
と
い
う
の
は
、
翠
尽

工
業
大
学
教
授
の
橋
爪
大
三
郎
氏
だ
。

「
昔
か
ら
日
本
人
は
集
団
に
所
属
す
る
こ
と
で

救
済
を
求
め
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
以

降
、
そ
う
し
た
集
団
は
ま
す
ま
す
見
つ
け
に
く

く
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
既
存
の
宗
教
は

4

0
0年
前
に
息
絶
え
て
い
る
。
今
は
も
う
形
と

し
て
残
っ
て
い
る
存
在
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
脈

打
っ
て
い
る
の
は
、
新
し
い
宗
教
だ
け
な
ん
で

す
。
さ
ら
に
、
新
宗
教
、
新
・
新
宗
教
と
い
わ

れ
る
も
の
は
、
敗
者
復
活
戦
の
場
で
も
あ
る
。

い
い
大
学
、
い
い
企
業
が
目
的
と
な
っ
た
今
の

教
育
の
中
で
は
、
ひ
と
握
り
の
勝
者
が
い
る
一

方
、
大
多
数
の
人
聞
は
敗
者
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
の
彼
ら
に
と
っ
て
、
修
行
で
ス
テ
ー

ジ
を
上
げ
る
の
は
、
親
を
始
め
と
す
る
自
分
の

回
り
の
人
々
と
は
違
う
階
層
の
人
聞
に
な
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
非
常
に
価
値
の
あ
る

こ
と
な
ん
で
す
」

2
A
A
、
日
じ
丸
一寸
、
曲
川
斗

'
4
d
s
V
3
1
1
L
3
"
官

'
S寸
H
L

d
I
F
刷

t
Em
m
d
y
t
H
1
Z旬
』

t
三ロ

4
0
0
.
h
m
t
いう
γ
虎
前
大
の
ミ
リ
オ
ン
t
ラ

l
t
な
っ
た
J

刷
内
市
命
~
官
官
の
存
山
市
民
間
氏
は
テ
レ
ピ
に

訴
前
に
t
引
っ
烈
リ
ド
ミ
で
あ
る
よ
‘
人
な
に
市
レ
キ
な
勺
t
刊
か
れ
て
い
る
こ
t
ψ缶
夜
し
て
み
た
。

主
"
中
川
澗

w
r
n
目
別

n

w

l

|

弘は
・
守
以
内
革
命
、
な
ん
か
よ
り
す
っ
F

ち
す
る
本
を
内
十
て
い
る
段
会
蛾
台
の
情
爪
大

一・一郎
さ
ん
を
紡
ね
た
.

『
人
間
は
み
ん
な
平
凡
な
の
で
す
岡
そ
し
て
・

み
ん
な
現
状
よ
り
よ
〈
な
り
た
い
・
そ
の
方
法

は
レ
乃
レ
ろ
あ
り
ま
す
が
‘
一
帯
干
「
取
り
n

，

hv
の
が
麻
薬
で
す
.
世
界
中
で
麻
薬
の
問

nが
引

を
A
H
則
す
れ
ば
何
惚
人
に
も
の
は
る
だ
ろ
う
.

し
か
し
-
日
本
で
は
.
麻
薬
が
禁
J
H
F

れ
τ

-v
・
1
現
仲
舶
を
仇
り
出
し

τ平
凡
な
内
分
b
z
忘

れ
た
レ
人
た
ち
は
E
う
す
ろ
か
t
h
v
う
t

旅

行
仁
行
司
た
り
釘
い
し
し
γ

も
の
を
食
べ
た
り
・

ギ
守
ン
プ
作
を
や
っ
た
句
-
ち
1
7とせ
-
h
-V

M
法
で
我
慢
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
か
・
き
て
-

そ
二
に
、
麻
薬
M
u
m
の
中
か
ら
山
τ

{
る
L
t

hy
-
3恥
M
V

山
τ
2
r、
.
わ
ぎ
わ
ぎ
高
十
全
を
払

勺
て
限
勺
た
り
打
勺
た
り
し
な
く

τも
わ
レ

わ
り
だ
.
合
法
で
制
作
川
も
な
〈

τ‘
し
か
も
.

ト
リ
ァ
プ
で
き
る
ey凡
な
人
た
ち
に
t
っ
τ.

-
』
れ
は
有
白
四
十
話
で
す
し

先
池
国
家
の
な
か
で
の
U
本
t
h
-
う
聞
の
特

殊
性
が
そ
の
行
財
に
あ
る
・
t
陥
爪
さ
ん

u
m

摘
す
毛
.

『もう
}
つは
.
こ
れ
が
人
中
高
人
中
研
与

の
体
殺
を
そ
な
え

τレる
t
h
v
う-』
t
で
す
.

余
分
な
こ

t
t考・えな〈
τも
二
れ

-mです

む
ん
で
す
・
人
は
知
陣
酬
を
身
に
つ
H
た
り
続
政

令、

mん
だ
り
し

τ
結
局
側
守
支
現
す
毛
か
t

い
・可
t
』人川
の
事
せ
で
す
.
人
間
の
幸
せ
t
は

何か
t
レ・

1
即
物
的
で
す
が
以
内
ヱ
ヒ

品
・
が
山

τト
・
令
状
態
で
す
.

ζ

れ
は
干
っ
取
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h
J
m
γ
h
V
」

つ
th'・
現
主
造
建
が
凶
"
な
国
で
の
安
拐

な副市般の
n
u
v
J
M
内
不
命
L

だ
っ
た
t
ト
ユ
ヲ

‘、.，
L
A刀

『-L
の
本
は
ア
メ
リ
カ
で
は
叱
れ
に
t
しv
t川
中

ぅ
.
ア
メ
リ
カ
に
は
本
物
の
麻
薬
が
あ
，
$
し
‘

宗
教
も
あ
っ

τ.
よ

A
な
み
み
勺
ち
わ
や
句
ん

では
U
し
に
日
常
に
許
し
む
人
ぴ
t
を
州
蝋
し

τ-vsL 

こ
の
抽
間
関
か
ら

w-Vぴ
l
u
v
づ
て
〈
る
の
は

『軍
白
の
帯
阪
を
拘
げ
な
が
ら
病
気
で
悩
ん
で

レ
る
人
は
門
明
弘
hv.
健

直

明

h
r
入
カ
ら
1
0
0

万
川
を
集
め
て
そ
の
資
金
を
週
附
す
も
L
t
レ

・1
失
に円
凶
YJ也
千
世
シ
ス
テ
ム
で
あ
aa
すで

に
昼
前
名
前
の
あ
も
五

F
M
H
E--τ

そ人な・』
t
を
L
K
り
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

ミ
J
A
w
-

情
爪
夫
=
聞
き
ん
は
g
・7
.

『そ
れ
は
h
n
L
V

し
レ
.
医
学
の
器
販
を
掲
げ
る

か
ι
4の
貴
司
会
取
れ
も
の
で
あ
っ
て
‘
治
療

は
し
ま
ぜ
A
t曾
う
の
な
ら
コ
ス
ト
+
事
正

利
潤
U
定
備
の
は
ず
で
す
か
ら
‘
良
心
的
に
や

勺
て
十
も
の
な
ら
1
0
0
万
円
な
ん
か
取
れ
毛

は
f
は
な
い
.
本
b
A
m
んど

t-はも
-
J
1

勺
B
I
T
tもか
t
忠
hv
ま
し
た
り
r
b
L
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は
も
の
を
作
る
こ
と
を
仕
事
に
す
る
人
の
本
で
す
。
た
と
え
ば
、

画
家
の
ア
ト
リ
エ
や
工
房
に
は

ア
ト
リ
エ
に
は
そ
れ
ぞ
れ

"わゆるベストセラーの「こ こがエラ イ!J 

ぞ時間順に

目
って簡単だったのねO

『「超」

整
理
法
』

S
A
P
-
O
』の

づ
林
よ
し
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
け
を

取
っ
て
い
な
い
こ
と
を

し
て
い
ま

納一一男従不議
得緒般性軍満論
でにの的射をが
き語性な妻持男
ま三明視婦ち性
せ l，主点閉ま申
んし盛が題し心
ま事あにた!
う暴り対語
の力 fす小ら
はを足る林れ

安多きて
所ヲんい

と会のき

E i 

む
し
ろ
従
軍
慰
安
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

ιら
え
る
べ
き
で

日
本
の
女
性
も
他
国
の
軍
隊
に
暴
行
を

受
け
た
か
ら
と
い
う
理
由
で

免
罪
と
な
る
も
の
で
は
な
い

「
文
法
」
が

67 

あ
る
。
ど
う
や

っ
て
ア
ト
リ
エ
を
設
計
し
て
い
く
か
に

つ
い
て
の
作
法
を
の
ぞ
け
る
の
が
こ
の
本
で
す
。

い
ろ
い
ろ
と
創
意
工
夫
が
あ
る

か
た
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
、
が
あ
る
。

の
画
家
に
よ

っ
て
絵
の
具
や
画
材
の
並
べ
か
た
や
使
い

考こ日不考単
えの本信元純
ら地のを?でに
れ湾建抱も奪

むかとァ窓
ん付順まシ果

く百円 アド
とにま諸け
は 国か

のら

次あ山わ
回る下し
にのきは
すだん橋
るがの爪

d 意き
(見ん
ザにの
かも意
足度見
り論に
んがも
の
で

べるだけです。

インタヒ‘ュー・橋爪大三郎
interview to Daisaburo Hashizume 

わ
け
で
す
。

日

々
違
っ
た
生
産
物
を
作
り
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。

」れ
が
工
場
な
ら
そ
の
よ
う
な
創
意
工
夫
は

て
均
質
に
な
っ
て
生
産
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
画
家
の
ア
ト
リ
エ
は
そ
う
は
い
か
な
く
て
常
に
新

砂

必
要
な
く
、

初
心
者
が
熟
練
し

F 
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し
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
れ
が
工
房
や
ア
ト
リ
エ
の
特
徴
で
、

そ
こ
に
は
そ
の
画
家
な
り
の
工
夫
が
あ
り
ま
す
。

著
者
の
野
口

悠
紀
雄
さ
ん
は
経
済
学
の
研
究
者
な
の
で
論
文
や
原
稿
を
生
産
し
て
い
ま
す
が
、

研
究
者
と
し
て
の
仕
事
は
常
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
情

報
価
値
を
持
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

研
究
を
仕
事
に
し
て
い
る
野
口
さ
ん
が
、

タ
タ
く
の
経
験
か
ら
得
た
、

庁
3

』
ぷ
寺
院
面
直

キ
市
中
J

7
4
l存
干
J
1
J
l

を
生
む
た
め
の
作
法
が
、
」
の
本
に
は
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。

ア
ト
リ
エ
の
作
法
の
特
徴
は
、

何
よ
り
も
そ
れ
が
生
産
手
段
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
そ
の
生
産
手
段
を
使
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
対
す
る
生
産
の
コ
ス
ト
と
い
う
言
い
か
た
も
で
き
ま
す
。

コ
ス
ト
を
考
え
る
と
き
、
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

(
生
産
性
)
が
重
要
で
、

コ
ス
ト
が

一
定
な
ら
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
多
い
方
が
、

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
一
定
な
ら
コ
ス
ト
は
小
さ
い
方
が
よ

い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
単
純
に
コ
ス
ト
に
か
け
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
『
「
超
」

整
理
法
』
で
は

「簡
単
に
で
き
る
」
こ

と
、
つ
ま
り
コ
ス
ト
を
か
け
ず
に
す
ま
す
こ
と
が
テ

l
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
簡
単
に
吾
一中
え
ば
、

時
聞
を
節
約
す
る
。

よ
け
い
な
こ

と
を
し
な
い
。

そ
れ
で
い
て
生
産
性
は
下
が
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
、

必
要
な
こ
と
は
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の

と
こ
ろ
に
情
報
価
値
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

本
来
ア
ト
リ
エ
の
文
法
は
、

ル
、
不
サ
ン
ス
時
代
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や
、ダ

・
ヴ
イ
ン
チ
の
よ
う
に
、

師
匠
か
ら
弟
子
に
伝
え
ら
れ

て
き
た
も
の
で
す
。

研
究
室
な
ら
教
授
が
プ
ラ
ン
を
立
て
て
研
究
費
を
確
保
し
て
、

助
手

助
教
授
は
研
究
室
の
陣
頭
指
揮
を
す
る
、

や
技
官
が
大
学
院
生
の
尻
を
た
た
き
、

学
生
は
兵
隊
と
呼
ば
れ
て
こ
き
使
わ
れ
る
、

と
い
う
構
図
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
研
究

~ = ニ士二、

ア
ト
リ
エ
ご
と
に
生
産
を
進
め
る
た
め
の
伝
統
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
『
「超」

整
理
法
』
の
よ
う
に
ア
ト
リ
エ
の
作
法
を
教
え

る
本
が
人
気
に
な
る
の
は
、

そ
の
よ
う
な
伝
統
が
弱
ま
っ
た
か
、

ア
ト
リ
エ
や
研
究
室
に
自
分
の
書
斎
を
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
す
る
人

が
増
え
た
か
で
す
。

そ
う
な
る
と
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
な
い
と
こ
ろ
に
、

あ
る
い
は
そ
の
両
方
か
も
し
れ
な
い
。

文
法
を
作
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
伝
統
的
な
親
方

(
マ
ス
タ
ー
)

の
代
わ
り
に
登
場
し
て
く
る
の
が

「整
理
法
の
達
人
」

「
知
的
生
産
の
チ
ャ
ン
ピ

オ
ン
」
で
す
。

そ
れ
が
経
済
学
に
通
じ

文
系
、

理
系
を
ま
た
に
か
け
て
活
躍
す
る
野
口
悠
紀
雄
さ
ん
な
わ
け
で
す
。
こ
の
本
を
読

め
ば
つ
ま
り

知
的
マ
ス
タ
ー
の
作
法
に
従
え
ば
知
的
生
産
性
、
が
上
が
り
、

最
小
の

コ
ス
ト
で
最
大
の
プ

ロ
ダ
ク
テ
ィ
ピ
テ
ィ
が
得

ら
れ
る
と
い
う
幻
想
を
人
々
は
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
こ
の
本
を
買
う
こ
と
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ア
ト
リ

エ
の
文
法
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
自
身
が
情
報
価
値
が
あ
る
と
い
う
現
象
が
こ
の
超
整
理
法
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
背
景
で
す
。

1
9
5
0
1
6
0年
代
に
は
、
川
喜
多
二
郎
さ
ん
の

K
J
法
や
京
都
大
学
の
人
文
研
究
所
の
梅
梓
忠
夫
さ
ん
、
桑
原
武
夫
さ
ん
た

ち
に
よ
る
カ

l
ド
を
使
っ
た
方
法
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
と
現
在
の
『「超」

整
理
法
』

と
で
は

一
見
す
る
と
同
じ
知
的

生
産
の
技
術
と
見
え
て
も
、

め
ざ
す
と
こ
ろ
が
、ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
。
で
は
ど
の
よ
う
な
点
で
違
っ
て
い
る
の
か
。

ま
ず
戦
前
の
知
的
生
産
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
考
え
る
と
、

「超」

整
理
法
な
ど
が
介
在
す
る
余
地
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と

思
う
。
研
究
者
に
と
っ
て
貴
重
な
情
報
源
で
あ
る
洋
書
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
何
よ
り
本
が
少

な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
研
究
室
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
貴
重
な
本
が
集
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
今
と
違
っ
て
コ
ピ
ー
が
な
か

っ
た
か
ら
学
生
た
ち
は
洋
書
を
読
み
な
が
ら
手
書
き
で
大
学
ノ

l
ト
に
写
す
わ
け
で
す
。
そ
う
し
て

1
年
間
筆
記
し
続
け
て
も
、

••• 

つ
ま
り
情
報
量
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
洋
書
を
読
み
そ
れ
を
筆
記
し
て
い
く
の
が
知
的
生
産
だ
つ
だ
ん
で

す
。
こ
れ
で
は
情
報
整
理
の
必
要
も
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

1
9
5
0
1
6
0年
代
ま
で
そ
う
い
う
時
代
が
続
い
た
。
と
こ
ろ
が
ア

メ
リ
カ
で
は

1
9
2
0年
代
か
ら
情
報
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
整
理
法
を
採
用
し
て
い
ま
し
た
。
第

一
次
世
界
大
戦
後
に
は
タ
イ

き
写
せ
る
量
、

プ
ラ
イ
タ
ー
が
標
準
装
備
と
な
り
、
手
で
文
字
を
書
く
こ
と
が
規
格
は
ず
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
、

1
9
4
0
1
5
0年
代
に
ア
メ
リ

カ
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
開
発
さ
れ
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
す
で
に
誕
生
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

日
本
で
の
ワ 室

田
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ー
プ
ロ
の
普
及
が

1
9
8
0年
代
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
約
半
世
紀
の
遅
れ
が
あ
り
、
知
的
情
報
の
体
系
化
に
関
し
て
、

日
本

よ
り
は
る
か
に
先
を
い
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
で
は
日
本
の
知
的
生
産
の
未
来
は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
、

将
来
の
情
報
化
時
代
に

備
え
て
知
の
シ
ス
テ
ム
を
体
系
化
し
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
生
産
性
を
上
げ
よ
う
!
と
し
た
試
み
が
京
都
大
学
の
人
文
研
の
人
び
と
が
考

え
出
し
た
方
法
で
す
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
こ
と

J

で
す
か
ら
、
電
子
的
な
手
段
は
使
わ
ず
カ
l
ド
で
、
個
人
的
な
レ
ベ
ル
で
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
に
基
づ
く
考
え
方
で
情
報
を
体
系
化
し
、

共
有
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

当
時
は
大
学
へ
の
進
学
率
も
現
在
と
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
低
く
、

ま
し
て
研
究
者
な
ど
は
ご
く
一
握
り
の
人
た
ち
で
す
。
つ
ま
り
、

ω年
代
の
知
的
生
産
の
技
術
と
い
う
の
は
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
の
選
ば
れ
た
人
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
、
-
、
て
目
的

と
さ
れ
た
、
』
と
は
、

知
的
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
い
る
人
々
が
さ
ら
に
知
的
生
産
の
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ピ
テ
ィ
を
上
げ
、

シ
ス

テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
研
究
を
行
う
た
め
の
も
の
で
、
普
通
の
人
に
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
が
現
在
の
「
「超
」
整
理
法
』

と
は
決
定
的
に
違
う
点
で
す
。

現
在
の
よ
う
な
過
剰
な
情
報
の
中
で

『「超」

整
理
法
』
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
の
ひ
と
つ
に
は

コ
ピ
ー

の
普
及
が
あ
り
ま
す
。

学
生
。
て
も
使
え
る
よ
う
に
な
る
の
は

1
9
6
0年
代
後
半
か
ら
で
す
。

コ
ピ
l
の
価
格
が
下
が
り
、

そ
し
初

年
代
の
後
半
に
な
る
と
コ
ピ
ー
は
コ
ン
ビ
ニ
で
日
円
に
な
り
、

情
報
が
ど
ん
ど
ん
コ
ピ
ー
さ
れ
て
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ

の
結
果
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
の
貴
重
性
が
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
今
や
社
会
人
や
学
生
に
限
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
で
す
ら
コ
ピ
ー

の
氾
濫
の
中
で
埋
も
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
す
。
紙
が
大
量
に
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
コ
ピ
l
の
普
及
に
加
え
て
、

ワ
ー
プ
ロ
の
普
及
が
情
報
の
供
給
過
剰
に
拍
車
を
か
け
ま
し
た
。

1
9
8
1
年
に
東
芝
の
「卜

ス
ワ
l
、
ド
」
と
い
う
最
初
の
普
及
型
ワ
ー
プ
ロ
が
登
場
し
て
以
来
ど
ん
ど
ん
価
格
が
下
が
り
、

1
9
9
0年
代
頃
に
は
誰
で
も
使
う

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
は
文
字
を
書
く
こ
と
の
コ
ス
ト
を
下
げ
ま
す
。
コ
ス
ト
が
下
が
れ
ば
誰
で
も

が
簡
単
に
書
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
文
字
を
書
く
人
が
増
え
、
結
局
情
報
の
供
給
が
過
剰
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
ど
う
て
も

い
い
よ
う
な
も
の
ま
で
大
量
に
文
字
情
報
と
し
て
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
情
報
の
デ
フ
レ
、
が
起
こ
り
ま
す
。
ゴ
ミ
の
よ
う
な
ま

っ
た
く
役
に
立
た
な
い
情
報
が
増
え
て
い
く
。

こ
れ
が
現
在
の
私
た
ち
を
取
り
ま
く
状
況
で
あ
り
、
現
在
さ
か
ん
に
騒
が
れ
て
い
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
過
剰
な
情
報
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
防
衛
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
自
分
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
そ
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の
ま
ま
に
し
て
、

は
か
か
ら
入
っ
て
く
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
絞
っ
て
し
ま
え
ば
よ
い
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

カヲ

「
整
理
法
」
で
す
。
現
在
情
報
の
整
理
法
が
求
め
ら
れ
る
て
い
る
の
は
、

コ
ピ
ー
や
ワ
ー
プ
ロ
の
普
及
が
も
た
ら
し
た
情
報
の
過

そ
れ
を
ど
う
補
強
す
る
か
と

剰
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
梅
樟
さ
ん
や
K
J法
の
時
代
に
は
反
対
に
情
報
が
不
足
し
て
い
て
、

い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
た
の
で
し
た
。

そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、

そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の

情
報
は
貴
重
で
あ
り
、

『
「
超
」
整
理
法
』
以
前
に
は
情
報
の
過
剰
に
対
応
す
る
ア
ト
リ
エ
の
文
法
を
作
り
出
す
と
い
う
発
想
が
な

、
，
「
ノ
、
，
.
。

カ
ィ
久

い
い
換
え
る
な
ら
、

そ
れ
を
分
類
整
理
し
て
保
存
す
る
た
め
の
方
法
論
で
、

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
方
法
ば
か
り
だ
っ
た
。

情
報
自
身
に
は
価
値

産
性
は
伸
、
び
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、

情
報
量
が
増
え
る
と
あ
る
と
こ
ろ
で
臨
界
点
を
超
え
て
し
ま
う
。

そ
う
す
る
と
コ
ス
ト
が
増
え
た
り
疲
れ
た
り
し
て
、

ま
す
ま
す
生

理
法
』

は
1
年
使
わ
な
か
っ
た
情
報
は
価
値
が
な
い
か
ら
捨
て
て
し
ま
え
、

そ
れ
に
対
し
て
『
「
超
」
整

に
と
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、

そ
こ
に
は
、

と
一
=
一
日
う
。
従
来
の
情
報
に
は
価
値
が
あ
り
、

情
報
は
捨
て
て
も
筒

情
報
の
呪
縛
か
ら
解
放
し
て
く
れ
た
わ
け
で
す
。

単
に
同
じ
も
の
が
手
に
入
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。

そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

後
生
大
事

皮
肉
な
こ
と
に

コ
ピ
ー
で
す
。
「
ど
う
せ
私
が
持
つ

理
は
し
な
く
て
は
い
い
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
情
報
の
呪
縛
か
ら
我
々
を
解
放
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、

て
い
る
の
は
何
か
の
コ
ピ
!
な
の
だ
か
ら
な
く
な
っ
て
も
誰
か
が
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
発
想
の
転
換
が
あ
る
。
超
整
理
法
は

日
に
日
に
増
え
て
く
る
状
態
に
つ
い
て
は
こ
の
本
は
何
も
手
を
打
つ
て
は
い
ま
せ
ん
。

整

コ
ピ
ー
が
、

凡
又
リ
リ
ー
し
主
守
口
以

2

メ
ホ
至

J
L学
、
ヵ

そ
う
い
う
状
態
が
ち
ょ
っ
と
病
的
か
な
と
も

以
前
の
整
理
法
と
は
明
ら
か
に

思
い
ま
す
が
。
情
報
の
成
人
病
に
患
っ
て
い
る
私
た
ち
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
が
『
「
超
」
整
理
法
』
で
す
。

価
値
観
が
違
う
ん
で
す
。

野
口
さ
ん
は
昔
な
が
ら
の
整
理
法
を
自
分
。
て
い
ろ
い
ろ
試
し
て
失
敗
し
た
結
果
、

観
を
逆
転
し
、

す
っ
ぱ
り
割
り
切
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

-
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E
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E
B
E
E
-
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、・・EB
E
e
t
'
t
E
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'
J
E

・E
・-E
・E
・--
Ea

、

実
際
に
野
口
さ
ん
の
よ
う
に
、

過
去
の
整
理
法
の
価
値

i
l
-
-
t
E
F
f
i
マ1
10

も
の
を
生
産
し
て
い
る
人
が
コ
ス
ト
を
節
約
し
て
い
く
な
ら
合
理
化
に
結
び
つ
き
ま
す
が
、

え
て

栄
っ
ぱ
り
感
覚
で
す
。
情
報
時
代
を
生
き
て
い
る
ん
だ
俺
は
、

自
分
が
何
か
を
生
産
し
て
い
る
と
い
う
知
的
ス
タ
イ
ル
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
い
と
い

し

そ
れ
で
お
し
ま
い
。

と
自
分
に
言
い
き
か
せ
な
が
ら
、

わ
ざ
わ
ざ
封

そ
う
い
う
人
に
と
っ
て
は
コ
ス
ト
が
増
え
る
だ
け
で
単
な
る

け
れ
ど
も
、

無
駄
で
す
。

そ
ん
な
人
は
何
も
し
な
く
て
い
い
。

『
ロ
ヨ
∞
』
減
N
融
市
灘

-
d副
疎
∞
咽

た
だ
情
報
を
捨
て
れ
ば
い
い
の
で
す
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おまけ

主恩，

lAは、計

.5F-r千ン

化
し
、
消
費
社
会
の
解
明
に
役
立
て

る
。
そ
の
方
法
は
じ
つ
に
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
で
、
む
し
歪
心
行
儀
が
よ
す

ぎ
る
の
で
は
と
思
え
る
ほ
ど
だ
。

そ
れ
で
は
著
者
は
、
消
費
社
会
を

費
が
広
告
の
な
か
で
実
体
の
な
い
欲

望
に
変
容
し
て
し
ま
う
と
い
う
指

摘
。
消
費
か
ら
社
会
を
批
判
す
る
視

点
と
、
社
会
か
ら
消
費
を
批
判
す
る

視
点
が
、
絡
ま
っ
て
い
る
。
ひ
と
筋

良質の近代主義者

日本的経営も批判
に
な
る
こ
と
。
日
本
企
業
の
実
態
を

こ
の
よ
う
に
厳
し
く
見
す
え
る
著
者

に
、
良
質
の
近
代
主
義
者
を
見
る
思

い
が
す
る
。

終
章
「
消
費
社
会
を
超
え
て
」

で
、
著
者
は
{
経
済
社
会
を
全
体
と

し
て
分
析
し
う
る
理
議
V

の
必
要
性

を
説
く
。
本
書
は
そ
の
作
業
の

一
環

だ
ろ
う
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
素
材

と
な
っ
た
理
論
が
ま
だ
ば
ら
ば
ら
で

有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
う
ら

み
が
あ
る
。
仕
事
は
ま
だ
始
ま
っ
た

ば
か
り
な
の
だ
。

(
岩
波
書
庖
二

六
O
O円
)

社
T
A

由
学
者
橋
爪
大
三
郎

宿

西
武
セ
ゾ
ン
・
グ
ル
ー
プ

豪

い

、
て
き
た
混
蛍
一
氏
が
、
混
迷
す
る
現

代
田
本
社
会
を
正
面
か
ら
論
じ
た
意

欲
作
。
一
九
八

0
年
代
言
論
の
多
く

戸
〕
が
失
速
し
つ
つ
あ
る
な
か
、
経
済

雰
学
、
経
営
学
、
社
会
学
、
人
類
学
ほ

ー、
か
を
縦
横
に
踏
ま
え
た
、
消
費
社
会

日
分
析
の
本
格
的
な
論
烹
峯
場
だ
。

曜
東
京
大
学
ほ
か
で
行
っ
た
講
義

旬

、

書

の

ベ

1
ス
だ
と
い
う
。
大

目
旦
生
産
・
大
岳
梢
貨
の
高
度
成
長
期

O
か
ら
高
度
な
消
費
社
会
へ
の
変
容

官
、
流
通
業
界
の
豊
富
現
場
で
誰
よ

3
 

年8
 

成平年6
 

9
 

9
 

り
も
よ
く
見
届
け
て
き
子
毒
者
な
ら

で
は
の
、
根
底
的
な
消
費
社
会
「
批

堤

清
二
着

判
」
が
本
脅
の
眼
目
で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
理
語
、
記
号
論
、
レ
ギ
ュ

ラ
シ
オ
ン
理
論
、
ポ
ス
ト
僑
造
主
義
、

パ
タ
イ
ユ
、
ボ
i
ド
リ
ヤ
ー
ル
、
ポ
ラ

ン
ニ

l
、
ブ
ル
ド
ュ

1

0

さ
ま
ざ

ま
な
議
論
を
著
者
は
実
に
旺
配
に
消

ど
う
批
判
す
る
の
か
。

二
つ
の
指
摘

が
自
を
引
い
た
。

一
つ
は
、
消
費
は

人
間
本
来
の
活
動
だ
っ
た
が
、
産
業

社
会
で
は
資
本
の
生
産
し
た
商
品
を

買
う
こ
と
に
皆
川
町
中
己
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
亀
摘
。
も
う
一
つ
は
、
消

縄
で
片
づ
か
な
い
問
題
な
の
だ
。

加
え
て
著
者
は
、
日
本
的
経
営
に

も
批
判
の
目
を
向
け
る
。
経
営
者
の

思
想
基
盤
が
貧
弱
な
こ
と
。
従
来
の

集
団
主
義
や
共
同
体
意
識
の
ま
ま
で

は
、
情
報
化
社
会
や
国
際
化
の
障
害


