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「
家
庭
に
セ
ッ
ク
ス
を
持
ち

こ
ま
広
い
」
こ
と
に
し
て
い
る
夫
婦
、

の
話
を
聞
い
た
。
非
核
三
原
則
に
ひ

っ
か
け
た
、
ょ
く
で
き
た
冗
談
か
と

思
っ
た
ら
、
本
当
だ
と
い
う
。
結
婚

し
た
夫
婦
は
、
適
当
芯
間
隔
で
セ
ッ

ク
ス
す
る
。
世
界
中
の
文
化
で
、
そ

れ
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
最
近
わ
が
国
で
は
、
病
気
で

も
広
い
の
に
、
そ
し
て
嫌
い
合
っ
て

い
る
わ
け
で
も
芯
い
の
に
、
セ
ッ
ク

ス
な
し
で
一
緒
に
暮
ら
す
夫
婦
が
ぼ

ち
ぼ
ち
現
れ
て
い
る
ら
し
い
。

夫
婦
を
役
割
と
考
え
れ
ば
、
セ
ッ
ク

ス
は
義
務
で
あ
る
。
恋
愛
時
代
と
院

選
っ
。
「
義
務
と
演
筏
」
を
こ
な
し
て
、

ひ
と
つ
屋
根
の
下
で
夫
婦
を
演
じ
て

い
る
カ
ッ
プ
ル
が
さ
ぞ
か
し
多
い
こ

と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
自
分
の
姿
を

み
つ
め
、
や
り
た
く
芯
い
こ
と
ほ
し

芯
い
と
決
め
れ
ば
‘
セ
ッ
ク
ス
レ
ス

夫
婦
に
忽
っ
て
も
不
思
議
で
思
い
。

プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
で
は
芯
く
、
セ
ッ
ク
ス

レ
ス
。
道
徳
や
規
範
を
離
れ
て
、
自

由
に
セ
ッ
ク
ス
す
る
フ
リ
ー
セ
ック

ス
の
余
波
が
、
セ
ッ
ク
ス
し
芯
い
自

由
も
た
ぐ
り
寄
せ
て
し
ま
っ
た
の
で

ある。

一緒に暮 らす理由
、島ーペ

人
間
は
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
。
た
っ
た
一
人
で
生
き
て

い
く
こ
と
は
不
可
能
だ
。
野
生
動
物
の
な
か
に
は
、
繁
殖
期

…
を
除
い
て
単
独
で
行
動
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
人
間
は
生
ま

…
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
集
団
で
行
動
す
る
。

そ
れ
で
は
、
人
間
の
つ
く
る
集
団
は
、
動
物
の
群
れ
と
同

…
じ
か
と
い
う
と
、
は
っ
き
り
し
た
違
い
が
あ
る
。
人
間
の
場

…
合
、
共
同
生
活
を
す
る
持
続
的
な
小
集
団
(
家
族
)
と
、
そ
れ

…
ら
が
集
ま
っ
た
全
体
(
社
会
)
と
が
分
か
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
二

…
段
階
と
な
っ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
動
物
の
群
れ
は
、
ベ
ア
と
な
る

…
オ
ス
メ
ス
や
親
子
関
係
に
あ
る
も
の
を
含
め
、
た
だ
単
に
個

…
体
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
、
一
般
に
、
は
っ
き

…
り
し
た
内
部
構
造
を
持
た
な
い
。
家
族
と
は
人
間
に
特
有

…
な
現
象
な
の
で
あ
る
。

家
族
と
は
何
か
?
家
族
の
定
義
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
簡

…
単
に
言
え
ば
、
夫
婦
(
結
婚
し
た
男
女
の
ペ
ア
)
と
そ
の
子
供
か
ら

…
な
る
、
共
同
生
活
の
単
位
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
子
供
な
し
の

…
家
族
や
夫
婦
の
一
方
が
欠
け
て
い
る
家
族
も
あ
る
が
、
も
し

…
死
体
を
放
置
せ
ず
に
、
必
ず
葬
る
。
人
間
の
身
体
が
単
な
る

…
物
体
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
に
は
合
理
的
な
理
由

…
が
み
つ
か
ら
な
い
が
、
し
か
し
人
間
は
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
聞
が
、
家
族
を
営
む
こ
と
と
関
係
が
深
い
と
思

…
う
。
子
供
の
時
か
ら
親
に
育
て
ら
れ
、
長
い
年
月
を
一
緒
に

…
暮
ら
し
た
子
供
は
、
生
活
能
力
を
な
く
し
て
い
く
親
の
老
後

…
を
世
話
し
、
最
期
を
看
取
る
。
そ
し
て
そ
の
亡
骸
を
、
敬
意

…
を
も
っ
て
葬
る
の
で
あ
る
。

家
族
は
、
生
活
能
力
の
な
い
個
体
(
子
供
や
老
人
)
の
面
倒
を

…
み
て
、
彼
ら
の
生
活
を
保
障
す
る
。
そ
う
い
う
機
能
を
も
っ

…
て
い
る
。
生
活
能
力
の
あ
る
個
体
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
は
持

…
ち
出
し
(
面
倒
を
み
る
だ
け
損
)
の
よ
う
だ
が
、
し
か
し
、
自
分
も

…
か
つ
て
(
そ
し
て
い
ず
れ
)
生
活
能
力
が
な
か
っ
た
(
な
く
な
る
)
こ
と

…
を
考
え
れ
ば
、
一
種
の
保
険
に
入
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。

…
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
家
族
の
モ
ラ
ル
は
、
長
期
的
に
み

…
て
、
合
理
的
で
あ
る
。

家
族
は
家
計
を
ひ
と
つ
に
す
る
(
食
料
や
財
産
を
共
有
す
る
)
。
家

…
族
の
外
側
(
一
般
社
会
)
で
は
、
交
換
の
関
係
が
成
り
立
ち
、
資

…
源
を
ど
う
分
配
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
け
れ
ど
も
そ
う

…
し
た
関
係
は
、
家
族
の
内
部
に
は
入
り
込
ま
な
い
。
家
族
の

…
メ
ン
バ
ー
は
互
い
に
、
そ
れ
以
外
の
人
び
と
の
関
係
よ
り
も
強

…
い
粋
で
結
ば
れ
、
互
い
に
助
け
合
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
人
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い
れ
ば
、
家
族
と
し
て
一
緒
に
生
活
す
る
の
が
ふ
つ
う
で

あ
る
。

人
間
は
な
ぜ
、
家
族
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
?

人
間
は
、
直
立
歩
行
す
る
関
係
で
、

M
V
舵
の
一川
が
扶
い
。

そ
れ
な
の
に
知
能
が
発
達
し
、

一服
が
大
き
い
。
当
然
に
も
、

難
産
と
な
る
。
そ
こ
で
人
間
は
、
早
く
生
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
人
間
の
赤
ん
坊
は
、
自
分
で
は
ほ
と
ん
ど

生
活
が
で
き
ず
、
何
年
も
親
に
育
て
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
母
親
は
授
乳
し
な
が
ら
、
子
供
に
か
か
り
っ
き
り

に
な
る
。
で
は
そ
の
期
間
、
誰
が
彼
ら
の
食
料
を
取
っ
て
く

る
か
。
こ
の
必
要
の
た
め
か
、
人
間
の
メ
ス
は
性
周
期
実
情
出

が
な
く
な
っ
て
、
の
べ
つ
セ
ッ
ク
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
母
親
は
、
特
定
の
相
手
(
オ
ス
)
に
セ
ッ
ク
ス
を
さ
せ
て
や

り
、
そ
の
代
わ
り
に
食
料
を
持
っ
て
こ
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
養

育

V
結
婚

V
家
族
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
の
仮
説
で
あ
る
。
[
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ほ
か
に
も
仮
説
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を

い
ち
い
ち
紹
介
す
る
の
は
や
め
て
、
つ
ぎ
に
、
家
族
が
ど
う
い

う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
を
考
、
え
て
み
よ
、
っ
。

動
物
が
行
な
わ
ず
、
人
間
だ
け
が
行
な
う
行
為
と
し
て
、

葬
式
が
あ
る
。
動
物
は
仲
間
が
ラ
イ
オ
ン
に
喰
わ
れ
た
り
、
病

死
し
た
り
し
て
も
、
黙
っ
て
み
て
い
る
。
け
れ
ど
も
人
間
は
、

び
と
は
、
家
族
の
一
員
と
し
て
の
行
動
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。

家
族
の
も
う
ひ
と
つ
の
機
能
は
、
つ
ぎ
の
世
代
を
再
生
産

す
る
こ
と
だ
。

家
族
の
な
か
で
育
っ
た
若
い
メ
ン
バ
ー
は
、
家
族
の
外
に
結

婚
相
手
を
探
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
決
ま
り
を
、
近
親
相
姦

の
禁
忌
(
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
l
)
と
い
う
。
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
子

供
の
少
な
く
と
も
一
方
は
、
親
と
暮
ら
す
こ
と
を
や
め
、
家

族
を
出
て
い
く
。
そ
し
て
、
新
し
い
家
族
に
参
加
す
る
。
家

族
は
こ
う
し
て
、
メ
ン
バ
ー
を
入
れ
替
え
、
新
し
く
で
き
た
り

壊
れ
た
り
し
て
い
く
。

結
婚
し
た
夫
婦
は
、
ど
こ
に
住
む
か
。
夫
の
家
族
と
住
む

父
方
居
住
(
3
E一o
E円

巾
印

E
g
g
。
妻
の
家
族
と
住
む
母
方

居
住

(
2
E一0
2
一
5
E
E
Q
)
。
母
方
の
オ
ジ
と
住
む
オ
ジ
方

居
住

(
2
2
2一o
E
E
E
g
Q
)
な
ん
て
い
う
の
も
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
未
聞
社
会
で
は
、
こ
の
ど
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、

規
則
で
決
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

子
供
が
何
人
か
い
れ
ば
、
新
し
い
家
族
が
い
く
つ
か
で
き
る
。

そ
れ
ら
の
家
族
は
、
互
い
に
連
絡
を
保
っ
て
、
よ
り
大
き
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る
。
こ
れ
を
親
族
と
い
う
。

家
族
は
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
な
ん
だ

ろ
、
っ
か
。

家
族
は
、
夫
婦
と
親
子
か
ら
で
き
て
い
る
。
夫
婦
は
、
相
手
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新
し
い
「
家
篠
」
の
形
館

同
性
愛
(
ゲ
イ
や
レ
ズ
)
の
カ
ッ
プ
ル

も
法
律
的
に
結
婚
で
き
る
と
す
る
判

例
が
、
ア
メ

υ力
で
あ
い
次
い
だ
。

彼
(
女
)
う
が
養
子
を
と
っ
て
、
家
族

と
し
て
暮
ら
す
ケ
ー
ス
も
憎
唱
え
て
い

る
。
結
婚
し
な
い
友
人
同
士
が
、
ル

ー
ム
メ
1

ト
以
上
の
、
家
族
と
し
て

集
団
生
活
す
る
ス
タ
イ
ル
も
珍
し
く

な
し

日
本
の
大
学
生
は
ア
パ
ー
ト
の
一
人

暮
ら
し
を
好
む
の
に
対
し
、
欧
米
の

大
学
生
は
大
き
め
の
借
家
を
シ
ェ
ア

す
る
こ
と
を
好
む
。
家
族
が
人
為
的

な
集
合
で
あ
り
、
役
割
の
束
で
あ
る

と
い
う
観
念
が
行
き
届
い
て
い
る
ゼ

い
だ
ろ
う
。
そ
の
延
長
と
し
て
、
家

族
と
し
て
暮
ら
す
と
と
を
選
択
す
れ

ば
、
誌
と
で
も
そ
う
で
き
る
と
い
う

発
想
が
あ
る
。
子
連
れ
再
婚
同
士
の

大
家
族
。
八
|
フ
ブ
ラ
ザ
ー
、
ハ
ー

フ
シ
ス
タ
ー
は
当
た
り
前
だ
。
そ

ん
芯
背
景
が
あ
る
か
ら
、
ノ
ー
マ
ル

芯
「
家
族
」
に
収
ま
り
切
ら
芯
い
人

び
と
の
集
ま
り
と
し
て
の
、
新
し
い

「
家
族
」
も
受
け
入
れ
う
れ
る

一緒に暮らす理由

ミ・広・社・喜善
二落ー橋 立考
ズ会一爪一花文
ム京九大九隆献

手九=九 『

霊Z五E-z
書近性学
房代愛 の
一家論現

九族 = 在
八と
九フ波平

書凡
…
を
選
べ
る
関
係
だ
け
れ
ど
、
親
子
は
選
べ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
ど
う
い
う
関
係
に
も
と

…
づ
く
か
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
ふ
た
通
り
の
理
由
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。

夫
婦
は
、
互
い
に
相
手
を
選
び
あ
っ
て
、
一
緒
に
住
ん
で
い

…
る
。
昔
は
本
人
に
選
択
の
自
由
が
な
い
結
婚
が
多
か
っ
た
が
、

…
そ
の
場
合
で
も
、
彼
ら
の
親
や
周
囲
が
相
手
を
選
ん
で
い
た
。

…
選
ぶ
か
ら
に
は
、
彼
(
き
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
基
準
が
あ
る
。

…
そ
れ
は
「
愛
情
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
家
柄
」
や
「
資
産
」

…
や
「
政
略
」
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
そ
こ
に
は
、
選
択
が

…
働
く
。
け
れ
ど
も
い
っ
た
ん
選
択
が
働
く
と
、
そ
の
結
果
は

…
固
定
し
た
も
の
(
義
務
)
に
な
っ
て
、
簡
単
に
解
消
(
離
婚
)
で
き
な

…
く
な
る
。
つ
ま
り
夫
婦
が
一
緒
に
い
る
の
は
、
選
び
あ
っ
た
か

…
ら
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
れ
が
義
務
だ
か
ら
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
親
子
は
、
互
い
に
選
択
し
た
わ
け
で
は
な

…
ぃ
。
特
に
子
供
に
し
て
み
れ
ば
、
生
ま
れ
て
み
た
ら
親
が
い

…
た
、
と
い
う
感
じ
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
親
が
子
供
と
同
居

…
し
て
面
倒
を
み
る
義
務
は
、
絶
対
で
あ
る
。
親
が
そ
の
義
務

…
を
放
棄
す
る
か
、
そ
の
能
力
を
失
う
か
、
死
亡
し
た
場
合
で

…
な
い
と
、
親
以
外
の
人
聞
が
親
に
な
り
代
わ
る
(
養
子
を
と
る
)

…
こ
と
は
で
き
な
い
。

夫
婦
、
親
子
の
関
係
で
、
社
会
の
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
が
家

…
族
の
ど
れ
か
に
所
属
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
な
か
な
か
そ
う
は
い

ら
す
能
力
や
必
然
性
は
低
く
な
っ
て
し
ま
、
っ
。

工
業
が
発
達
す
る
ま
で
、
家
族
は
重
要
な
生
産
の
単
位

だ
っ
た
。
農
家
で
も
、
商
家
で
も
、
家
族
労
働
が
中
心
で
あ

っ
た
。
家
族
を
離
れ
て
は
、
誰
も
生
き
て
い
け
な
か
っ
た
。
け

れ
ど
も
産
業
文
明
が
発
達
す
る
と
、
家
族
は
生
産
か
ら
切

り
離
さ
れ
、
単
な
る
消
費
の
単
位
と
な
っ
た
。
子
育
て
や
教

育
や
余
暇
と
い
っ
た
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
周
辺
的
な
役
割

だ
け
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

都
市
勤
労
者
の
家
庭
を
守
る
、
専
業
主
婦
の
一
群
が
登
場
し

た
。
専
業
主
婦
は
、
夫
に
依
存
し
な
い
と
生
活
で
き
な
い
の

で
、
お
と
な
し
く
家
族
の
一
員
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
う
す
る
う
ち
に
も
、
家
族
の
機
能
は
ど
ん
ど
ん
空
洞

化
し
て
い
っ
た
。

産
業
社
会
が
成
熟
す
る
と
、
教
育
水
準
が
高
ま
る
。
学

歴
の
低
い
男
性
よ
り
も
、
高
学
歴
の
女
性
の
ほ
う
が
、
労
働

力
と
し
て
価
値
が
あ
る
(
企
業
が
よ
ろ
こ
ん
で
雇
う
)
の
は
明
ら
か

だ
。
こ
れ
を
女
性
の
側
か
ら
み
る
と
、
仕
事
が
順
調
で
給
料

も
よ
い
の
に
、
下
手
に
結
婚
し
て
専
業
主
婦
に
な
る
と
貧
乏

に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
性
の
社
会
的
地

位
が
高
ま
っ
た
の
に
、
家
族
の
役
割
は
女
性
に
不
利
に
で
き

て
い
る
。
結
婚
し
な
い
シ
ノ
グ
ル
・
キ
ャ
リ
ア
ラ
イ
フ
が
、
女
性
の
ひ

と
つ
の
選
択
肢
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
男
性
の
側
か
ら
言
え
ば
、
結
婚
難
で
あ
る
。
こ
こ
一

か
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
外
の
関
係
の
人
び
と
も
、
家
族
は

抱
え
込
む
。
ど
う
い
う
関
係
の
人
間
を
ど
の
家
族
が
収
容
す

べ
き
か
は
、
文
化
に
よ
っ
て
だ
い
た
い
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
関
係
(
た
と
え
ば
、
妻
の
片
親
を
ひ
き
と
る
場
合
な
ど
)
も
、
や
は
り

義
務
で
あ
ろ
、
っ
。

と
こ
ろ
で
親
子
関
係
は
、
生
物
学
的
な
関
係
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
が
解
釈
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
観
念
的
・

社
会
的
な
関
係
(
血
の
つ
な
が
り
)で
あ
る
。

血
の
つ
な
が
り
は
、
関
係
の
遠
い
人
び
と
に
も
拡
大
さ
れ

る
。
結
婚
を
挟
ん
で
血
の
つ
な
が
る
人
び
と
(
矧
墜
も
、
義
理

の
関
係
と
し
て
こ
れ
に
加
わ
る
。
こ
う
し
て
組
み
あ
が
る
人

び
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
親
族
で
あ
る
。
親
族
は
、
ど
の
範

囲
の
メ
ン
バ
ー
が
同
じ
地
域
に
住
む
べ
き
か
と
い
う
ル
l
ル
を

そ
な
え
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

話
を
親
子
関
係
に
戻
そ
う
。
血
の
つ
な
が
り
が
社
会
的
だ

と
い
う
こ
と
は
、
親
子
関
係
が
「
役
割
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
役
割
」
は
、
学
習
し
な
い
と
身
に
つ
か
な
い
。
親
ら
し
く

行
動
す
る
た
め
に
は
、
努
力
が
必
要
な
の
だ
。
夫
婦
も
「
役

割
」
で
あ
る
。
家
族
は
「
役
割
」
の
束
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
そ
れ
は
、
文
化
や
規
範
と
い
っ
た
、
一
緒
に
暮
ら
す
た
め
の

技
術
の
束
で
あ
る
。

家
族
の
文
化
や
規
範
が
弱
ま
れ
ば
、
人
び
と
が
一
緒
に
暮

0
年
間
で
、
三

O
歳
台
男
性
の
独
身
率
は
、
驚
く
ほ
ど
上
昇

し
た
。
昔
な
が
ら
の
家
族
役
割
に
頭
が
こ
り
固
ま
り
、
専
業

主
婦
の
サ
l
ヴ
ィ
ス
を
期
待
す
る
だ
け
で
は
、
お
い
そ
れ
と
相

手
が
み
つ
か
ら
な
い
。
女
性
に
と
っ
て
、
こ
ん
な
男
性
と
一
緒

に
暮
ら
す
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
三
高
」
な
ど
と
、
女
性
が
男
性
を
選
り
好
み
す
る
。
学

歴
も
収
入
も
高
く
な
い
男
性
は
、
肩
身
が
狭
い
。
な
ぜ
な
ら

男
性
の
場
合
、
シ
ン
グ
ル
で
生
活
し
て
い
る
と
、
結
婚
す
る
甲

斐
性
が
な
い
か
ら
だ
と
い
、
つ
社
会
の
否
定
的
な
評
価
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

大
都
市
の
土
地
や
住
宅
が
高
い
の
も
、
結
婚
難
に
拍
車
を

か
け
て
い
る
。
仕
方
が
な
い
の
で
親
と
同
居
し
よ
う
と
、

二
世

帯
住
宅
が
ブ
1
ム
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
い
ざ
暮
ら
し
て
み
る

と
、
親
も
子
供
夫
婦
も
不
満
が
い
っ
ぱ
い
。
結
局
出
て
い
っ
て、

一
階
が
空
っ
ぽ
と
い
う
話
も
よ
く
聞
く
。

ア
メ
リ
カ
で
は
友
人
や
、
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
同
士
が
共

同
で
生
活
す
る
、
新
し
い
「
家
族
」
が
増
え
て
い
る
。
家
族
が

「
役
割
」
の
束
で
あ
る
と
い
う
根
本
に
立
ち
帰
る
な
ら
、
た
し

か
に
「
血
の
つ
な
が
り
」
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。一

か
ら

「
一
緒
に
暮
ら
す
理
由
」
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
代
に
な
っ
た
。

l
e
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日本人はなぜ，英語が話せないのか
橋爪大三郎

中学，高校と 6年間も英語を学び，難しい入試

問題をくぐり抜け.大学でもまだ英語と付き合っ

た一一ーはずなのに. Iヨ*人は英語が話せなし、。奇

妙なことだが，それが当たりijiHこなって，誰も不

思議に恩わなし、。

なぜ日本人は，英語が身につかないのか? い

ろいろな説がある。日本語の語JII買が，英語と逆さ

まなせいではないか。外国人コンプレックスが強

すぎるせいではないか。入試mの文法ばかり教え

こまれたせいではないか。活きた英語に触れるチ

ャンスが身近に少ないせいて・はないか…・・。ど

れももっともら しいが，本当かどうか怪しい。

なぜすらすらと，英語が自分の頭から出てこな

いのか，この際じっくり考えてみよう。

たまたま 8年ほと清tr.中国語を習い始めた。英

語で懲りたので，とにかく話せるようになりたい

と会話学校に入った。先生は，日本に着いて問も

ないちゃきちゃきの北京っ子で，授業はぜんぶ中

国語。教手ト書をみればz 漢字だからだいたい意味

はわかるが，発音はま ったくちんぶんかんぶん。

テープを繰り返し聞き，巻き舌音や有気音/無気

音を練習して数年経つうちに，どうにか言いたい

ことが口から出てくるようになった。

うまく行った理由。第一。日本語を間にはさま

ず，中国語でものを考え，反応するようにした。

第二。文I去の勉強をしなかった。第三。余計な試

験がないので，言葉を話すこと自体を楽しめた。

第四。 i英字のおかげで\.Qi~hをいちから覚える必

要がなかった。第五。同じア ジアの言葉なので，

背(111びをせず気楽に学べた。

英語もこのやり方でよいはずだ。特に，第一の

原則一ーサト国語だけで、動く厄!日首(とんなに小さく

キャリアガイダンス l!.m "l' ~JJ り

てもいいから)を頭のなかにとにかく{乍ってしま

うーーが，決定的に重要である。

外国詰を話すのと，聞くのでは，話すほうがず

っと簡単である。なんとなくその逆の気がするの

で，このことは強調しておく必要がある。話す場

合は，自分の知っている単語を並べていけばよい

し，ゆっくり話せる。聞く場合にはそうはいかな

い。そして，黙っているよりは，たとえ単語を並

べるだけでも.Mか話したほうがましなのだ。

そのうえで，相手の発言にふさわしい受け答え

をしないと，会話がj並行しない。今度は，聞く力

で、ある。でも心配することはなし、。あなたが何か

話せば，話題の見当がつくじ，あなたのレウ。エル

に合わせて，相手もゆっくり喋ってくれる。

こんな練習を繰り返せば，英語だって必ず話せ

るようになる。中高の6年間で十分だ。だがそれ

にはまず，教師が英語をl柴ってくれないと困る。

PCソフトもよいが，いま出ているものはどうし

ても間取りが中心だ。会話のやり取りを練習で、き

ない。どうしても英語で教えあ英語の授業が，週

にl回は必要だ。そうすれば，どうしても英語に

英語で反応せざるをえない。英語の話せない教師

が国'"1'の教境で英語を教えている珍現象に，終止

符を1'Tってほしし、。

はしつめ・だいさぶろう

1凶年栴ミ)11生まれ。東京大学大学闘士会学研照判牡調室

修了。東京工業大学制畳。(言語〉派社会学を首唱するいっ

ぽう.:j.主討比五平を広〈手がける。主な著書に『言語ゲームと

社会I監晶jr仏教の言説戦略jr.橋爪大三郎コレクション j-

mj佳力草書房u橋爪大三郎の社会学講義j(夏白書房).rは
じめての禍造主義j(講談社1見代新書)など。
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か
け
る
余
裕
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
都
市
の
文
化
は
、
時
間
と
お
金

の
あ
る

O
L、
子
ど
も
(
中
高
生
)
に
採
り
寄

っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

彼
ら
は
、
面
白
け
れ
ば
い
い
し
、
お
い
し
け
れ

ば
い
い
と
い
う
利
那
主
義
で
あ
る
う
え
に
社
会

経
験
が
な
い
の
で
、
何
が
よ
い
か
を
自
分
で
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
メ
デ
ィ
ア
に
依
存
す

る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
都
市
の
文
化
は
育
た
ず
、
地

域
の
発
展
も
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
変
え
る

た
め
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
依
存
し
な
い
作
戦
を

立
て
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
元
の
住
人

が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
月
に
五
回
、
一

O
固
と
出

か
け
る
施
設
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
五

O

O
O人
収
容
で
き
る
施
設
を
つ
く
っ
て
都
市
全

域
か
ら
人
を
集
め
る
発
想
で
は
な
く
、
ニ

O
O

人
で
も
い
い
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
お
客
が
入

る
よ
う
な
、
そ
の
街
の
カ
ラ
ー
に
な
じ
ん
だ
場

所
を
つ
く
る
ほ
う
が
息
の
長
い
効
果
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
最
も
大
事
な
の
は
、
地
域
に
根
づ
く
こ

と
で
あ
る
。
都
市
エ
リ
ア
の
住
人
た
ち
ゃ
外
国

人
も
含
め
た

砂
地
っ
き
。
の
人
々
を
相
手
に
し

て
、
地
域
に
密
着
し
た
開
発
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。き

ぴ

現
在
、
都
市
が
寂
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る

が
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
結
果
と
し
て
地
価
が
下
落
す
れ
ば
、
よ
り

収
益
率
の
低
い
施
設
で
も
立
地
で
き
る
チ
ャ
ン

ス
が
生
ま
れ
、
こ
れ
ま
で
実
現
で
き
な
か
っ
た

ア
イ
デ
ア
を
活
か
す
V

}

と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。

-勿
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド
。
の
考
え
方
が
重
要

と
こ
ろ
で
、
都
市
で
具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
を

活
か
す
う
え
で
重
要
な
こ
と
は
、

9

オ
ン
・
デ

マ
ン
ド
u

の
考
え
方
だ
.
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド
と

は
、
「
誰
で
も
、
ど
ん
な
と
き
に
で
も
、
ほ
し

い
と
思
う
も
の
が
す
ぐ
に
手
に
入
る
」
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
の
典
型
が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
あ
り
、
通
信
で
結
ぼ
れ
た
カ
ラ
オ
ケ
ボ

ッ
ク
ス
で
あ
る
。

こ
の
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド
の
考
え
方
で
、
た
と

え
ば
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
タ
ジ
オ
を
街
角
に
つ
く
っ

て
み
る
と
面
白
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誰

で
も
い
つ
で
も
歌
え
る
カ
ラ
オ
ケ
ス
タ
ジ
オ
の

よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
テ
レ
ビ
番
組

を
制
作
す
る
。
ど
の
場
面
が
放
映
さ
れ
る
か
客

に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
随
時
オ
ン
エ

ア
の
最
中
で
あ
る
か
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
し

て
し
ま
う
。
こ
う
す
る
と
客
は
張
り
切
る
し
、

集
客
と
い
う
点
で
も
競
争
力
は
十
分
に
あ
る
と

思
う
。施

設
を
つ
く
っ
て
人
を
呼
ぼ
う
と
す
る
場
合

に
重
要
な
の
は
、
施
設
の
中
身
が
人
々
に
ど
ん

な
形
で
露
出
さ
れ
、
認
知
さ
れ
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
劇
場
で
も
映
画
館
で
も
、

中
で
何

を
や
っ
て
い
る
か
を
通
り
が
か
り
の
人
た
ち
に

も
見
せ
た
ほ
‘
つ
が
い
い
。
レ
ス
ト
ラ
ン
も
同
様

だ
。
施
設
内
の
様
子
が
見
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
街
は
活
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
個
々
の
施
設

を
返
せ
ば
、
そ
う
し
た
底
は
メ
デ
ィ
ア
に
依
存

し
、
。
な
じ
み
。
の
顧
客
だ
け
で
は
維
持
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
雑

誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ば
ら
く
の
問
は
満
員

に
な
る
が
、
何
年
か
す
る
と
倒
産
し
た
り
、
リ

ニ
ュ
|
ア
ル
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
追
い
込

ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
を
仕
掛
け
な

い
と
街
が
成
り
立
た
な
い
の
は
、
そ
れ
だ
け
都

市
機
能
が
薄
弱
に
な
っ
た
証
拠
で
あ
る
と
い
、
ぇ

ト晶
、っ。

-
地
域
密
着
型
の
都
市
づ
く
り

メ
デ
ィ
ア
依
存
型
の
都
市
と
対
照
的
な
の

が
、
「
地
域
密
着
型
」
の
都
市
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
移
民
受
入
れ
政
策
を
と
っ
て
い
る
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ

ー
な
ど
は
そ
の
典
型
で

あ
ろ
う
。
ア
ジ
ア
系
を
中
心
に
、
そ
れ
こ
そ
世

界
各
国
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
ご
と
に
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
生
活
し
て
お
り
、
そ
こ

で
は
世
界
中
の
食
べ
物
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
レ
シ

ピ
で
調
理
さ
れ
、
し
か
も
安
価
に
提
供
守
れ
て

い
る
。
料
理
す
る
の
も
食
べ
る
の
も
そ
の
地
域

に
住
む
人
た
ち
で
あ
り
、
日
常
的
に
さ
ま
ざ
ま

な
食
文
化
の
交
流
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

'o。
対
し
て
東
京
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
ロ
ー
カ
ル

な
フ
ラ
ン
ス
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
支
え
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
も
フ
ラ
ン
ス

風
日
本
料
理
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日

本
の
食
文
化
は
、
そ
れ
だ
け
危
う
い
立
脚
点
の

う
え
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
。

と
街
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
大
事

な
の
で
あ
る
。

人
々
が
「
自
分
た
ち
の
も
の
で
あ
る
」
と
確

認
で
き
る
街
。
お
互
い
の
顔
の
見
え
る
街
。
そ

ん
な
街
づ
く
り
が
待
た
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
、
っ
か
。

rAERA MOO山1社会学がわかる。』

1996.2.10発行 PP.174朝日新聞おまけ

橋爪大三郎
「言語ゲームと
社会理論J

勤草書房 ・1985年

た
だ
し
最
近
、
東
京
・
大
久
保
周
辺
に
イ
ラ

ン
人
街
や
韓
国
人
街
・
中
国
人
街
な
ど
が
形
成

さ
れ
つ
つ
あ
り
、
教
会
や
モ
ス
ク
な
ど
を
核
に

人
々
が
集
ま
り
、
パ
ザ
|
ル
な
ど
が
開
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
い
う
傾
向
が
発
展
し
て

一
い
け
ば
、
地
域
密
着
型
の
街
が
成
立
す
る
可
能

一
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
:
:
:
。

一

食
文
化
だ
け
で
な
く
、
芸
術
に
つ
い
て
も
同

一
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
た
と
え
ば
ロ
ン
ド
ン
に

一
は
、
芸
術
家
ば
か
り
が
集
ま
る
エ
リ
ア
が
あ

一
り
、
才
能
は
あ
る
が
お
金
の
な
い
ア
ー
チ
ス
ト

一
が
世
界
中
か
ら
集
ま
っ
て
き
て
生
活
し
て
い

る
。
そ
の
都
市
の
魅
力
に
引
か
れ
て
住
み
つ

き
、
そ
の
街
で
デ
ビ
ュ
ー
し
よ
う
と
頑
張
ウ
て

オ
能
を
開
花
き
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う

し
た
人
た
ち
を
地
域
が
支
え
て
チ
ャ
ン
ス
を
与

え
る
。
こ
れ
が
文
化
的
な
都
市
の
役
割
で
あ

る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
・
ビ
レ
ツ

ジ
や
ソ
|
ホ

l
に
し
て
も
、
世
界
の
大
都
市
に

は
必
ず
こ
う
し
た
エ
リ
ア
が
あ
る
も
の
だ
が
、

残
念
な
が
ら
東
京
に
は
な
い
。

-
地
元
の
住
人
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
訪
れ
る
施

設
開
発
を

東
京
で
文
化
が
育
た
ず
、
芸
術
に
集
客
力
が

な
い
原
因
の
一
つ
は
、
産
業
・
文
化
の
担
い
手

で
あ
る
大
人
た
ち
か
ら
、
文
化
を
支
え
る
た
め

に
必
要
な
時
間
と
お
金
が
奪
わ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
通
勤
に
時
聞
が
か
か
り
、
会
社
は
定

時
に
終
わ
ら
な
い
。
主
婦
の
夕
方
は
子
ど
も
の

世
話
に
追
わ
れ
て
、
と
て
も
オ
ペ
ラ
観
賞
に
出

ヶ・ンシュタインの「言古書ゲー

ムJの発想に依拠しつつ、さ

らにはハートやJ!.--ーマンの法

理論を録用することで、 法や

4勧といった宇埠古甥象の言 l

語的成り立ちを明ら制こする~ i 
いわゆる「言語論的転回，(1)

牒をいち早く取り入丸山

のとして必滋σト冊て・ある。

われわれを取り巻〈世界は

「言書ゲーム」の巨大な渦巻の

ようなものとして存をしてい

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

が言語を掌握するのではないa

仁しろ逆に詩こそが主体を

割屋するのだ。本容はヴィト

. ， 
・r・
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情
報
化
時
代
の
情
報
リ
テ
ラ

、
ン
!

人
聞
は
、
言
葉
を
使
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
人
間
と
情
報
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。

人
闘
が
見
聞
き
す
る
も
の
、
す
べ
て
は
情
報
だ
と
言
え
る
。
特
に
、
ほ
か
の
人
間

を
通
し
て
知
り
え
た
知
識
が
、
大
き
な
比
率
を
占
め
る
こ
と
で
、
人
間
の
知
能
と
文

明
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
を
加
速
す
る
の
が
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
で
あ
る
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
発
明
に
よ
り
、
情
報
が
機
械
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

が
人
類
社
会
に
及
ぽ
す
影
響
は
、
巨
大
な
も
の
が
あ
る
。
「
情
報
リ
テ
ラ
シ

l
」
は

今
や
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

・
リ
テ
ラ
シ

I
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

リ
テ
ラ
シ
!
と
は
本
来
、
「
読
み
書
き
が
で
き
る
」
と
い
う
意
味
。
古
代
、
中
世
、

近
代
、
い
ず
れ
の
社
会
も
、
文
字
が
読
め
る
人

・
読
め
な
い
人
の
落
差
、
す
な
わ
ち
、

リ
テ
ラ
シ

l
・
ギ
ャ
ッ
プ
を
当
然
の
前
提
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
。

現
代
の
情
報
化
社
会
は
、
字
の
読
め
な
い
人
こ
そ
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
も
の
の
、

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
が
使
え
る
、
使
え
な
い
と
い
う
、
新
た
な
リ
テ
ラ
シ

1
・
ギ
ャ
ッ
プ

を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
人
び
と
を
疎
外
す
る
恐
れ
は
な
い
の
か
。

二
十
世
紀
半
ば
に
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
が
発
明
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
わ
が
国
は
八

0

年
代
に
ワ
ー
プ
ロ
が
普
及
、
九

0
年
代
に
入
っ
て
パ
ソ
コ
ン
ブ

1
ム
が
起
こ
っ
た
。

特
に
こ
こ
数
年
、
パ
ソ
コ
ン
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
し
て
使
、
っ
、
本
格
的
な
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
が
到
来
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
ユ
ー
ザ
に
と
っ
て
は
、
キ
ー
ボ

ー
ド
、
カ
タ
カ
ナ
の
ジ
ヤ
ル
ゴ
ン
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
英
語
と
い
う
三
つ
の
大
き

な
壁
が
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
敷
居
が
高
い
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
敷
居
と
は
、
裂
を
返

せ
ば
リ
テ
ラ
シ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
は
じ
め
て
、
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

世
界
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
も
そ
も
、
そ
ん
な
敷
居
は
必
要
な
の
か
。

の
閉
ま
で
は
パ
ソ
コ
ン
の
機
能
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
い
ま
で
は
ス
イ
ッ
チ

を
入
れ
た
ら
、
真
っ
先
に
メ

l
ル
を
読
む
と
い
う
人
が
大
部
分
だ
。

何
を
さ
せ
た
ら
い
い
の
か
。
何
を
言
っ
た
ら
い
い
の
か
。
い
つ
も
考
え
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
機
械
な
ん
て
、
初
め
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
中
国
語
で

「電
脳
」
と
い
う
。
も
の
を
「
考
え
る
」
機
械
、

ど
こ
か
人
間
と
相
似
の
存
在
と
、
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
よ

う
に
も
の
を
考
え
て
く
れ
る
、
と
思
う
の
は
錯
覚
だ
。
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
だ
け
で

は
何
も
し
て
く
れ
な
い
と
焦
る
が
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
も
し
か
し
た
ら
自
分
の
責
任

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
高
級
な
イ
メ
ー
ジ
、
も
の
を
考
え
る
機

械
と
い
う
幻
想
を
与
え
て
し
ま
っ
た
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
と
お
り
で
な
い
と
焦
り
を

感
じ
て
し
ま
う
。
自
分
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
自
分
を
責
め
る
。
こ
う
い

う
心
理
が
は
た
ら
く
と
、
リ
テ
ラ
シ

l
の
欠
如
が
耐
え
が
た
い
重
荷
に
な
っ
て
く
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
気
に
病
む
の
は
や
め
よ
う
。
情
報
化
社
会
は
、
人
間
で
は
な
し
に
、

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
が
リ
テ
ラ
シ

1
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
な
の
だ
。
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
が
、
自
分
が
限
定
的
な
知
能
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
し

て
、
リ
テ
ラ
シ

l
を
身
に
つ
け
て
、
自
分
が
な
に
を
や
れ
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
に
わ

橋
爪
大
三
郎

パ
ソ
コ
ン
が
も
っ
と
身
近
な
存
在
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ユ
ー
ザ
の
願
い
を
受

け
て
、
機
械
は
日
進
月
歩
で
バ

ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
て
い
く
。
作
る
側
か
ら
い
え
ば
、

同
じ
も
の
を
作
る
と
い
う
の
は
進
歩
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
。
よ
り
安
く
、
よ
り
機

能
の
高
い
新
製
品
が
ぞ
く
ぞ
く
発
売
さ
れ
る
が
、
ユ

ー
ザ
に
と
っ
て
は
、
前
に
習
っ

た
こ
と
が
無
駄
に
な
り
、
ま
た
一
か
ら
覚
え
直
し
、
と
い
う
結
果
に
な
る
。

し
か
し
当
面
は
こ
れ
も
や
む
を
え
ま
い
。
機
械
の
ほ
う
は
、
少
し
ず
つ
だ
が
、
人

間
の
ほ
う
に
歩
み
よ
っ
て
来
て
く
れ
て
い
る
。
ま
だ
ま
だ
機
械
と
人
間
の
ギ
ャ

y
プ

は
大
き
い
が
悲
観
す
ま
い
。
も
は
や
機
械
な
し
に
は
日
常
生
活
が
成
り
立
た
な
い
と

い
う
次
元
に
ま
で
、
機
械
が
日
常
生
活
に
織
り
込
ま
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

わ
ざ
わ
ざ
技
術
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
感
覚
な
し
に
、
日
常
生
活
を
過
ご
し
て
い
た

ら
自
然
に
パ
ソ
コ
ン
も
使
い
こ
な
し
て
い
た
と
い
う
日
が
訪
れ
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も

が
フ
ァ
ミ
コ
ン
で
遊
ん
で
い
て
、
気
が
つ
い
た
ら
パ
ソ
コ
ン
を
採
っ
て
い
た
、
と
い

う
具
合
に
い
く
な
ら
理
想
的
だ
。
情
報
リ
テ
ラ
シ

l
の
理
想
(
な
い
し
、
極
限
形
)

は
、
リ
テ
ラ
シ

l
不
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
あ
る
と
意
識

さ
れ
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
理
想
の
状
態
で
あ
る
。
パ
ソ
コ
ン
と
日
常
生
活
が

一
体
化

し
、
消
費
も
生
産
も
一
体
化
し
て
い
く
と
い
う
世
界
が
、
い
ま
始
ま
っ
て
い
る
。

で
は
昨
今
、

ろ
う
か
。

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
の
機
能
は
、
ど
こ
ま
で
使
っ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
使
わ
れ
て
い
な
い

部
分
の
ほ
う
が
多
い
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
終
わ
り
が
な
い
。
自
動
車
な
ら
、

何
の
役

に
立
つ
の
か
、
大
変
に
明
確
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
は
、
何
の
役
に
立

つ
機
械
か
が
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
だ
使
い
こ
な
せ
て
い
な

い
の
で
は
、
と
い
う
感
覚
を
人
聞
に
与
え
続
け
る
。
た
と
え
ば
電
子
メ

l
ル
も
、
こ

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
が
な
ぜ
こ
う
も
話
題
と
な
る
の
だ

か
る
言
葉
で
発
信
し
て
く
れ
る
。
比
験
的
な
言
い
方
だ
が
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め
る
こ
と
が
、
二
十
一
世
紀
の
課
題
と
な
る
。

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
は
ま
す
ま
す
小
型
化
し
、
単
機
能
な
も
の
、
よ
り
日
常
生
活
に
密

着
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
キ
ー
ボ
ー
ド
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
も
、
そ
の
う
ち
な
く
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
音
声
入
力
が
可
能
に
な
れ
ば
、
た
ま
ご
つ
ち
感
覚
で
身
に
つ
け

ら
れ
る
し
、
価
格
も
た
ま
ご
つ
ち
並
み
に
な
れ
ば
、
爆
発
的
に
普
及
す
る
で
あ
ろ
う
。

例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
・
ト
イ
レ
」
み
た
い
に
、

ト
イ
レ
で
毎

日
の
健
康
状
態
を
判
定
し
て
く
れ
る
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
。
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
か
ら
反
応
が

返
っ
て
く
る
の
を
待
て
ば
よ
い
か
ら
、
人
間
の
側
に
リ
テ
ラ
シ

l
は
必
要
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
と
一
体
と
な
っ
て
行
動
し
て
く
れ
る
も
の
、
機
能
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
も
の
ほ
ど
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
と
っ
て
自
分
の
リ
テ
ラ
シ

l
を
高
め
や

す
い
。
医
療
介
護
、
住
居
、
食
事
。
衣
食
住
に
密
接
に
関
わ
る
も
の
が
有
望
で
あ
る

と
思
う
。
ま
た
電
子
メ

1
ル
の
普
及
に
よ
り
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
の
特
性
に
適
合
し
て

人
間
関
係
が
再
組
織
さ
れ
、
新
た
な
マ
ナ
ー
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
手
紙
の
書
き

方
。
会
議
の
進
め
方
。
意
思
決
定
の
あ
り
方
。
企
業
か
ら
「
管
理
職
」
と
い
う
概
念

が
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
は
、
タ
テ
割
り
社
会
か
ら
双
方
向
社
会
へ
の
移
行
で
も
あ
る
。

今
ま
で
一
部
の
人
が
、
重
役
で
あ
る
、
専
門
家
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
で
一
人
占
め

に
し
て
い
た
情
報
が
、
ど
ん
ど
ん
人
び
と
の
問
に
広
が
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、

組
織
は
フ
ラ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
く
。
企
業
の
内
側
/
外
側
、
国
家
の
内
側
/
外
側
、

そ
う
い
う
垣
根
を
越
え
て
、
情
報
が
瞬
時
に
伝
わ
っ
て
い
く
時
代
の
幕
が
開
け
た
。

情
報
が
よ
り
大
量
に
、
素
早
く
、
安
く
伝
わ
る
と
い
う
基
盤
が
で
き
て
き
た
。

今
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
れ
は
、

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
社
会
の
利
点
を
、
と

こ
と
ん
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
こ
れ
に
着
手
し
た
国
も
あ
る
。
日
本
は
、

政
治
改
革
も
は
か
ど
ら
ず
、
行
革
も
こ
れ
か
ら
だ
。
企
業
改
革
。
金
融
改
革
。
税
制

も
改
革
が
急
が
れ
て
い
る
。
同
じ
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
を
導
入
し
て
も
、
ヒ
ュ

ー
マ
ン
・

フ
ァ
ク
タ
ー
で
滞
っ
て
い
る
改
革
が
多
す
ぎ
る
。
も
っ
と
根
本
的
な
改
革
の
可
能
性

を
採
り
、
よ
り
生
き
や
す
い
社
会
を
展
望
す
る
。
そ
れ
が
実
行
可
能
と
わ
か
っ
た
ら
、

勇
気
を
持
っ
て
推
進
す
る
。
こ
れ
が
二
十
一
世
紀
を
生
き
延
び
る
道
で
あ
ろ
う
。

橋
爪
大
三
郎
(
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
)
氏

社
会
学
者
。
社
会
病
理
を
社
会
工
学
的
手
法
で
解
析
、
そ
の
明
快
で
ユ
ニ
ー
ク
な
論
法
は
、
学

界
で
も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
も
、
高
い
評
価
を
安
け
て
い
る
。

東
京
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
東
京
工
業
大
学
助
教
授
を
経
て
、

東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科
価
値
シ
ス
テ
ム
専
攻
教
授
。
理
論
社
会
学
専
攻
。

著
書
は
『
橋
爪
大
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
(
全
三
巻
)
「
言
一
語
ゲ
ム
と
社
会
理
論
』
な
ど
多
数
。
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学問的な意味で、
ひと息つける場がほしい

，、

大学 人

東京大 16 

2 慶応義塾大 4 

3 京都大 3 
4 東京外国語大 1 

一橋大 1 
上智大 1 

外務公務員 I種

ran 

人

m一
瑚
一
部
一

n一町一泊一

〈〉資格・採用試験合格者
国家公務員 I種 司法試験

ー..，.圃圃ー
大学

東京大

早稲田大

京都大

慶応義塾大

中央大

一橋大

唱

E
函

ι百
a
E崎一
F
h
u

百
ロ

大学 人

1 東京大 1，374 

E 京都大 246 

3 一橋大 208 

4 慶応義塾大 118 
5 早稲田大 74 

東京外国語大 74 

司法試験(49"-'96年)

大学 人

中央大 4，514 

E 東京大 4，386 

3 早稲田大 2，541 

4 京都大 1，873 

5 慶応義塾大 886 

B 明治大 811 

7 一橋大 515 

B 東北大 464 
g 大阪大 377 

10 九州大 361 

11 日本大 328 

12 関西大 325 

13 名古屋大 204 

14 大阪市立大 103 

外務公務員 I種(47'"'-'何年)

。一
6
一6
一5
一3
一O
一O
一9
一9
一8
一7
一7
一6
z
u
=
2
4
一3
一3
一3
一2
-
2
一2
一2
一2
一2

n
L

一'
i

一τ
i

一旬i
一旬i
一唱i
一噌i
一

7 
B 

22 
23 

大阪大

九州大

上智大

10明治大

11 名古屋大

121同志社大
t 東北大

141立命館大

'関西大

16神戸大

17北海道大

大阪市立大

19創価大

20 日本大

i去政大

学習院大

立教大

東京都立大

国際基督教大

26 岡山大

ハ横浜国立大

東京工業大

千葉大

関西学院大

駿河台大

大学 人

1 東京大 437 
2 京都大 221 
3 早稲田大 89 

4 名古屋大 81 
5 東京工業大 73 

8 東北大 60 

7 北海道大 54 

8 慶応義塾大 53 
大阪大 44 
九州大 44 

11 東京理科大 40 

12 筑波大 31 

13 一橋大 29 

14 神戸大 24 

15 東京農工大 22 

16 中央大 18 

17 広島大 16 

18 明治大 13 

19 横浜国立大 12 

}
・
1
1
5

p
p
 /

 

資格、採用試験
ランキンク

A 

Jqa J 
叫 ¥jy/3J

21' )ノ ，

東京工業大学大学院社会理工学研究科教授

橋爪大三郎

国家公務員 I種(85'"'-'何年)

大学 人

1 東京大 6，016 

E 京都大 2，537 

3 早稲田大 1，153 

4 東京工業大 1，034 

5 東北大 1，003 

B 北海道大 984 

7 名古屋大 716 
B 九州大 678 
g 大阪大 625 

10 慶応義塾大 563 

11 東京理科大 555 

ところが、そもそも、東大法学部はこの

ような役割を持っていませんでした。法律

家ではなしに、官僚をつくるために生まれ

たので、す。法律の解釈を統一するためには、

どうしても政府主導で、法律家を養成しな

ければならない。それを法学部が担うとい

う考え方があったのです。一方で、裁判官

や弁護士などは司法試験で採用する。こう

いう二元的な体制になっていました。

官僚の人数は限られ、しかも、そのほと

んどは東大出身者で占められます。ほかの

大学にすれば、法律にかかわる仕事として、

司法試験をパスして法律家になるか、ある

いは地方公務員になるかということになり

ます。とくに司法試験は、だれにでもチャ

レンジでき、受験者の人数制限もないので、

注目度は高いものがあります。

そうすると、合格者がたくさんいる大学

にいけば、勉強がすすむのではないか。そ

ういう需要が生まれてきます。司法試験に

役に立つ大学へ行こうと、だれだって考え

ます。司法試験に強い中央大法学部の人気

が高かったのは、そのためです。

ところが、人気は長続きしませんでした。

、，h;.っか格、採用試験には大事な機能があ

.... /)-rります。専門職や特定の技能の、

Fミ期待できる水準を定める。だれも

が信頼して資格のある専門家に任せること

ができるように。医師の看板を出していれ

ば、最低限の治療は受けられるし、床匡さ

んならば耳を切られることはないだろう、

といった信頼です。

では、大学と資格はどのような関係にあ

るのでしょうか。ある職種は、大学を卒業

すると資格が与えられます。神学がそうで

す。また、医学も大学での専門教育が前提

になっているので、国家試験はありますが、

ややそれに近い。アメリカでは、ロースク

ールがそうです。卒業すれば、法律家と し

ての資格があるとみなされます。

では、日本の大学の法学部はどうでしょ

うか。資格、採用試験の受験で主役になる

法学部について考えてみます。

本来、法学部というのは、法律の専門技

術を伝授する学部です。その専門家を育て

てしかるべきで、卒業生は弁護士、司法書

士、税理士など法曹関係に進出する。これ

が法学教育のあるべき姿です。

，
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中央大にはいい先生も、そうでない先生も

いる。そんな玉石混清の授業を受けるより、

自分ぞ授業を完全に選べる司法試験予備校

へ行った方が効率がいい。中央大法学部の

プランドが色あせていきました。

予備校で良い成績をとって、司法試験に

楽々パスするような人は、受験秀才といっ

ていいでしょう 。偏差値と法学部の司法試

験の成績は、ある程度連動する傾向がある

ので、偏差値を高めようとする法学部は、

予備校の真似をするわけです。わが法学部

は予備校とそっくりに作るので、ぜひきて

ください。そんな大学まで出てきました。

たいへん奇妙です。試験にパスすること

と法律家として有能であることとは、無関

係とは言いませんが、別のことで、試験に

パスしたけれども、弁護士として、法律の

運用、解釈ができない、いや、それ以前に、

基本的な教養や一般常識に欠ける、どうし

ようもない人もいます。そのあたりは、大

学で教養や一般教育をどうすべきかとい?

問題にもかかわってきます。ここで、大学

教育のあり方を考えてみます。

私が合宿授業を
取り入れる理由

戦前の高等教育制度でよかったのは、一

般教育と専門教育がきちっと分かれて、つ

まくかみ合っていたことです。旧制高校3

年間は全寮制で、文系理系の人間がごっち

ゃになり、朝から晩まで一緒にすごし、知

識とは何か、哲学とは何か、生きるとは何

かなどを真剣に考えました。それから専門

に進むわけですが、この 3年間が、教養、一

般教育の役割を果たしていたといえます。

戦後、このシステムが解体され、大学4

年間で一般教育と専門教育を詰め込むこと

になりました。ところが、最初の 2年間の

一般教育は、中身が高校とそう変わりなく

て退屈だ、専門教育は 2年間では短すぎて

中途半端だという批判が強まり、大学教育

のあり方が関われるようになりました。

大学設置基準の大綱化、大学改革です。

大学改革の一つの柱は、一般教育と専門

教育は折り合いが悪いので、まぜこぜにし

ようというものです。とくに専門教育側か

らは、これを機会に一般教育をつぶそうと

いう動きがありますが、そうなると、ます

ます基礎的な一般知識、教養をもたない専

門家ができてしまいます。

では、どうしたらいいか。文系理系を融

合させたカリキュラムのなかで、コア部分

は強制的に学ばせるけど、あとは、本人の

選択で専門科目をとらせる。そこで卒業し

たければすればいいし、専門をより追究し

たければ、大学院に進めばいい。そういう、

学問的な意味で一息つけるような場となれ

ば、大学はよみがえると思います。

それから、キャンパス内に寮を作る。旧

制高校的な人間関係を深めるためです。現

状ではサークルがそれにあたりますが、こ

こでのつきあいは希薄なもので、深いつき

あいが少なく、フラストレーションがたま

るばかりのようです。

そこでオウム真理教に走るわけです。オ

ウムは合宿をとおして、全人格的変革が期

待できる。オウムはとんでもないけれども、

ああいう形で自分を巻き込んでほしい、と

期待する若者はたくさんいます。

私自身、そういう需要を感じているから、

合宿や旅行といった参加型の授業に、ある

程度、力をいれています。ただ、下手な人

がやるとマインドコントロールになってし

まい、よくない場合もある。それは、まず

いですが、そういう場を提供することaも、

大学人の義務であると思います。

(構成、編集部小林哲夫)
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外務省専門職員

大学 人

1 慶応義塾大 8 

上智大 6 

早稲田大 6 

4 東北大 3 
筑波大 3 
千葉大 3 
東京外国語大 3 
青山学院大 3 

公認会計士

大学

1|慶応義塾大

E|早稲田大

3 中央大:

4 一橋大

5 明治大

B 京都大

7 関西学院大

8 東京大

g 横浜国立大

101神戸大

国家公務員 II種

大学 人

日本大 236 

E 早稲田大 228 

3 中央大 214 

4 明治大 168 

5 立命館大 148 

B 同志社大 144 

7 東北大 132 

B 法政大 131 
g 広島大 115 

投資格・採用試験合格率
教員就職率(期限付き採用含む) 薬剤師

大学

ran 

住詰育大
開設言育大

詰芸大
将詰大

I 大

z J#慧2育大
; 

66 

60 

57 

57. 

57. 

56. 

56. 

54. 

52. 

52. 

51 

50. 
50.2 

48.0 

46.3 

46.2 

45.2 

44.6 

44.3 

44.1 

43.8 

43.5 

42. 7 

42.5 

41. 7 
41. 5 
41. 0 
40.9 

40.6 

40.2 

39. 7 

38.5 

38.1 

37.9 

37.3 

教員就職率は国立大学教員養成系学部のみ

大学 % -1 1 摂南大 95.9 

.9 E 共立薬科大 89.2 

.9 3 神戸学院大 88.4 

8 d 武庫川女子大 88.2 

3 51 ~ヒ里大 87.5 

6 B 福山大 87.4 
2 7 徳島文理大 86. 7 

9 日 神戸薬科大 84.9 

9 g 東京理科大 84.8 

6 10 東京薬科大 84.7 
北海道大6 11 84.6 

5 12 大阪薬科大 82.9 

13 京都薬科大 82.0 

14 昭和大 79.8 

15 新潟薬科大 79.2 

16 東邦大 78.6 

17 日本大 78.4 

18 明治薬科大 78.0 

19 帝京大 77.1 

20 昭和薬科大 76.5 

21 北海道薬科大 76.2 

22 静岡県立大 75.9 

23 富山医科薬科大 75.1 

24 近畿大 75.0 

25 星薬科大 74.4 

26 名城大 74.1 

27 城西大 73.0 

28 北陸大 72.9 

29 福岡大 72.8 

30 長崎大 72.5 

31 京都大 71.8 
広島大 71. 8 

33 岡山大 71.3 

34 東北大 71. 0 

a------d・E

・E

・周
a
E
E
E

・E

・--
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ご〉資格・採用試験合格率
医師

大学 % 大学

1 筑波大 100.。36 鳥取大

E 自治医科大 98.1 37 宮崎医科大

3 群馬大 97.9 38 愛媛大

4 京都府立医科大 97.2 39 滋賀医科大

5 札幌医科大 97.1 40 岡山大

慶応義塾大 97.1 和歌山県立医科大

7 昭和大 97.0 東京女子医科大

B 東京慈恵会医科大 96.6 兵庫医科大

g 名古屋大 96.5 44 東京大

10 新潟大 96.4 45 徳島大

名古屋市立大 96.4 46 長崎大

12 日本大 96.3 47 福井医科大

13 三重大 96.2 48 山口大

産業医科大 96.2 49 金沢大

15 大阪大 96.0 奈良県立医科大

広島大 96.0 51 東京医科歯科大

17 高知医科大 95.6 52 旭川医科大

18 琉球大 95.5 53 岐阜大

19 山梨医科大 95.3 54 東京医科大

20 北海道大 94.6 55 防衛医科大学校

福島県立医科大 94.6 56 香川医科大

22 大阪市立大 94.4 57 富山医科薬科大

23 大分医科大 94.1 58 藤田保健衛生大

24 信州大 93.8 59 熊本大

25 横浜市立大 93. 7 60 岩手医科大

26 神戸大 93.6 61 東北大

27 弘前大 93.3 62 鹿児島大

28 浜松医科大 93.2 63 東邦大

29 九州大 92.9 64 京都大

30 関酉医科大 92.7 杏林大

31 千葉大 92.4 66 大阪医科大

32 順天堂大 92.3 67 山形大

33 佐賀医科大 92.1 日本医科大

34 川崎医科大 91. 8 69 秋田大

35 北里大 91. 4 島根医科大

~唱 150 

歯科医師

% 大学 % 

91.1 東北大 100.。
91. 0 E 北海道大 98.4 
90.9 3 広島大 98.2 
90.6 4 新潟大 98.0 
90.5 5 大阪大 97.3 
90.5 B 日本歯科大・新潟歯 97.1 
90.5 7 九州大 96.9 
90.5 自鹿児島大 96.8 
90.3 徳島大 96.8 
90.1 10 岡山大 96.4 
90.0 11 九州歯科大 96.2 
89.9 12 北海道医療大 95.9 
89.5 13 東京医科歯科大 95.3 
89.4 14 日本大・歯 93.2 
89.4 15 東京歯科大 92.4 
89.3 16 日本大・松戸歯 91. 9 
89.2 日本歯科大・歯 91. 9 
89.0 18 長崎大 91.8 
88.8 19 朝日大 89.8 
88.7 20 愛知学院大 87.9 
88.5 岩手医科大 87.9 
88.4 22 奥羽大 85.3 
88.2 23 福岡歯科大 85.2 

87.9 24 大阪歯科大 84.1 

87.5 25 明海大 83.7 
87.3 26 鶴見大 83.0 

87.1 27 神奈川歯科大 82.4 
87.0 28 昭和大 81. 0 
86.8 |松本歯科大 81. 0 
86.8 

86. 7 

86.0 

86.0 

85.6 
85.6 

~ー
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島
田
問
題
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
報
道
被
害
と

言
い
切
る
の
は
東
京
工
業
大
学
の
橋
爪
大
三
郎
教

授
で
あ
る
。

「
法
律
問
題
に
絞
っ
て
も
、
報
道
機
関
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
、
コ
メ
ン
テ
1
タ
ー
を
含
め
、
一
言
論
に

携
わ
る
職
務
に
あ
る
人
達
が
事
実
の
裏
付
け
を
取

ら
ぬ
ま
ま
、
あ
る
言
論
人
の
言
動
に
つ
い
て
著
し

く
偏
っ
た
判
断
(
オ
ウ
ム
の
手
先
と
い
う
決
め
つ

け
)
を
も
と
に
コ
メ
ン
ト
を
繰
り
返
し
た
。
そ
の

結
果
、
彼
が
パ
ッ
シ
ン
グ
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま

F

う
。
本
人
が

E
う
申
し
ひ
ら
き
を
し
て
も
、
反
省

の
色
が
な
く
け
し
か
ら
ん
と
抗
議
が
殺
到
し
て
、

職
も
辞
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
島
田
氏
が
報
道
被
害
者
で
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
が
加
害
者
な
の
は
間
違
い
な
い
。
許
し
が

た
い
不
法
行
為
で
す
。
け
れ

E
も
オ
ウ
ム
報
道
の

渦
中
で
は
、
オ
ウ
ム
が
加
害
者
で
一
般
民
衆
が
被

害
者
、
『
オ
ウ
ム
は
こ
ん
な
に
ひ

E
い
L

と
報
道
し

て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
被
害
者
の
味
方
と
い

う
構
図
だ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
加
害
者
の
一
味

成
人
し
た
大
学
生
に
は
信
仰
の
自
由
が
あ
り
、
あ

る
教
団
に
入
信
す
る
の
も
本
人
の
自
由
。
教
員
は

怪
し
げ
な
教
団
だ
と
思
え
ば
注
意
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
が
、
法
律
上
の
義
務
で
は
な
い
。

③
第
7
サ
e

ア
イ
ア
ン
見
学
オ
ウ
ム
に
利
用
さ

れ
た
だ
け
。
オ
ウ
ム
は
島
田
氏
の
よ
う
な
宗
教
学

者
に
見
学
し
て
も
ら
っ
て
、
宗
教
施
設
と
言
っ
て

も
ら
い
た
か
っ
た
。
オ
ウ
ム
の
立
場
に
立
て
ば
、
世

間
の
人
々
が
島
田
氏
を
オ
ウ
ム
の
手
先
と
考
え
て

い
た
の
で
は
困
る
。
つ
ま
り
こ
の
件
は
、
島
田
氏

が
オ
ウ
ム
の
手
先
で
な
い
と
い
う
証
拠
に
な
る
。

騎
さ
れ
た
か
ら
悪
い
と
い
う
が
、
そ
れ
な
ら
、
輔

さ
れ
た
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
一
般
人
が
ど

れ
だ
け
い
る
こ
と
か
。
で
も
大
衆
心
理
と
し
て
は

誰
か
悪
者
が
い
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
こ
で
祭
り

rメディアデマ」の研究固

放
送
界
は
瀕
死
、
ク
ス
リ
は
あ
る
か
W

と
信
じ
ら
れ
た
島
田
氏
も
パ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
て
当

然
と
皆
が
思
っ
て
し
ま
う
の
で
、
加
害
者
と
被
害

者
の
関
係
が
完
全
に
逆
転
し
て
み
え
る
わ
け
で
す
。

で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
そ
の
自
覚
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
誤
報
は
ゼ
ロ
に
は
で
き
な
い
の
で
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
は
、
万
一
誤
報
を
行
っ

た
場
合
は
、
キ
チ
ン
と
そ
の
こ
と
を
謝
罪
し
、
経

緯
を
説
明
し
、
名
誉
回
復
の
措
置
を
講
ず
る
。
そ

れ
が
信
頼
を
取
り
戻
す
唯
一
の
道
な
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
島
田
氏
の
場
合
、
疑
惑
の
裏
付
け
を

取
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
以
前
に
、
誰
が
考

え
て
も
あ
り
つ
こ
な
い
誤
報
を
尾
ひ
れ
を
つ
け
て

流
し
て
し
ま
っ
た
」

橋
爪
氏
は
こ
れ
に
続
け
て
、
島
田
パ
ッ
シ
ン
グ

で
問
題
と
な
っ
て
い
る
3
点
に
つ
い
て
も
次
の
よ

う
に
反
論
す
る
(
要
約
)
。

①
ホ

1
リ
l
ネ

l
ム
ま
っ
た
く
の
誤
報
だ

が
、
百
歩
譲
っ
て
島
田
氏
が
知
ら
な
い
う
ち
に
オ

ウ
ム
が
勝
手
に
ホ

l
リ
l
ネ

l
ム
を
与
え
て
い
た

と
し
て
も
、
島
田
氏
に
責
任
は
な
い
。
さ
も
な
け

上
げ
ら
れ
た
ス
ケ

l
プ
ゴ

1
ト
が
島
田
氏
な
の

だ。パ
ッ
シ
ン
グ
当
事
者
を
か
わ
す
テ
レ
ビ

法
的
問
題
の
有
無
を
離
れ
た
場
合
、
争
点
に
な

る
と
思
わ
れ
る
の
は
新
興
宗
教
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
と
し
て
学
生
を
行
か
せ
て
い
る
点
。
取
り
よ

う
に
よ
っ
て
は
入
信
の
機
会
を
作
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
実
は
島
田
氏
自
身
も
学
生
時
代
、
担
当

教
授
が
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ラ
l
(社
会
学
者
で
新
興

宗
教
の
潜
り
込
み
調
査
を
行
っ
て
い
た
)
と
仲
が

良
か
っ
た
関
係
で
、
島
田
氏
が
大
学
で
実
践
し
た

も
の
と
は
比
較
で
き
な
い
ほ

E
の
本
格
的
な
潜
入

調
査
を
、
そ
れ
は
宗
教
団
体
と
は
い
え
な
い
が
、

か
つ
て
の
山
岸
会
で
経
験
し
て
い
る
。
調
査
手
法

-
本
体
価
格

1
5
5
3
円
(
税
別
)

れ
ば
オ
ウ
ム
は
陥
れ
た
い
言
論
人
に
次
々
と
ホ
l

リ
!
千
l
ム
を
勝
手
に
贈
り
、
社
会
か
ら
抹
殺
で

き
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

②
教
.
え
え
子
疑
惑
結
論
か
ら
吾
一

オ
ウ
ム
に
入
信
し
て
も
彼
が
そ
れ
を
勧
め
た
わ
け

で
も
何
で
も
な
〈
、
責
任
の
生
じ
よ
う
が
な
い
。

rビッグトゥテ2イJ (フジテレビ系)に出演して疑惑に答える島田氏

に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
問
題
は
テ
レ
ビ
で
あ
る
。
新

聞
記
事
を
も
と
に
裏
を
取
ら
ず
に
間
違
っ
た
報
道

を
す
る
。
加
害
者
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
放
送
法
を
盾
に
ビ
デ
オ
テ
ー
プ

を
出
き
な
い
。
一
方
、
自
ら
は
自
己
検
証
番
組
を

作
っ
て
弁
明
す
る
。
報
道
被
害
に
あ
っ
た
人
間
の

名
誉
回
復
の
余
地
は
な
い
と
来
て
い
る
。
加
え
て
、

「
ワ
イ
ド
シ
ョ

l
の
作
り
手
の
問
題
が
あ
る
。
オ

ウ
ム
を
や
れ
ば
数
字
が
取
れ
る
と
い
う
狙
い
で
企

画
し
て
い
た
か
ら
ね
。
伊
藤
さ
ん
や
有
田
さ
ん
が

島
田
批
判
を
や
り
た
い
か
ら
番
組
を
作
っ
て
〈
れ

と
言
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
(
二
木
啓
孝
氏
)

島
田
パ
ッ
シ
ン
グ
問
題
で
当
事
者
と
し
て
矢
面

に
立
っ
て
い
な
い
の
は
テ
レ
ビ
だ
け
で
あ
る
。

田
原
総

園
田
聞

T
B
S
の
オ
ウ
ム
・
ビ
デ
オ
問
題
、
日
テ
レ
猿
岩
石
の
途
中
パ
ス
無
銭
旅
行
:
:
:

-
a間四

F

テ
レ
ビ
の
も
つ
可
能
性
と
問
題
点
を
鋭
く
え
ぐ
る
、
イ
ン
サ
イ
ド
ス
ト
ー
リ
ー

円
い
1
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1
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ベンチャー企業を 「金の成る木Jtこ

橋爪大三郎・東京工業大学教授

ハイリスク・ハイリターン(大博打)なのである。

ベンチャー企業の側から言えば，競争を生き

残るために，資本が必要である。なるべく多額

の投資を集めたい。投資する側から言えば，リ

スクを分散するため，複数の企業に分散投資し

たいし，そのうちどれかがつまずけば，すぐに

も切り捨てて資金を回収したい。大部分のベン

チャー企業は潰れる運命にあり，それ以上「育

成」する必要などないのだ。

となれば，ベンチャー企業の育成とは，競争

のための適切な環境を用意すること。特に，競

争力のある企業に雪だるま式に資金が集中する

仕組みを用意すること，につきるだろう。もち

ろん，そういう自然なプロセスを，どこかの大

企業が邪魔だでしたり，官庁が余計な口出しを

したりしないことも大切だ。

そこで大事になるのが，投資家の自己責任の

原則をはっきりさせること。そのうえで，投資

家に大きな収益を保証すること，である。

私財を投じてベンチャー企業を起こし，成功

させた。そういうオーナ←創業者が，巨額の利

益をおさめるのは，当然の報酬であるし，社会

正義にもかなったことである。そういう企業に

いち早く，リスクを冒して投資し，成功を助け

た投資家も， (オーナー創業者ほどではないにせ

よ)大きな収益をおさめて当然である。そのた

め必要なら，配当や株式売買益に対する特別減

税措置を講ずる。少し遅れて駆けつけ，この企

業は成功しそうだとわかった段階で投資した投

資家払そこそこの収益をおさめる。こういう

ふうに，早い者勝ちの投資のルールを用意する

ことが，ポイントだ。ペンチャー企業を「金の

成る木」にしなければならない。

よちよち歩きのベンチャー企業は，資金力が

ない。企業資産もない。あるのはペンチャー精

神と，技術力(アイデア)だりだ。この企業の

将来性を，証券(株券)にする。その額面は最

初，出資した金額に応じたものだろう。しかし

その将来性が市場で評価されるにつれ，時価は

額面の何十倍，何百倍，時には何万倍にも膨れ

あがっていく。上場前の株式を庖頭で公開し，

手軽に売買する仕組み，そして，そうした株式

を売買した場合の利益を減税する仕組みが必要

であり，それで十分なのだ。

ビノレ・ゲイツ氏は，アメリカ長者番付のト ッ

プを飾っているが，それは氏が，マイクロ・ソ

フト社の株式を大量に保有しているからだ。氏

とともに創業に加わった社員たちも，自社株を

保有することで，大きな資産を手にした。早期

に同社に投資し，株式を取得した人びとも同様

である。このメカニズムは一見，天下一家の会

やKKCなどのネズミ講に似ているけれども，

きちんとした経営実態があり，その収益を株主

に配当している点が根本的に異なっている。

ベンチャー企業への投資は，億万長者への早

道だ。皆がそう思うようになれば，企業の将来

性に関する情報が大きな商品価値をもつように

なる。ベンチャー企業の情報がこうして人びと

のあいだに行き渡れば，競争はますます織烈を

きわめ，ビッ グ ・カ ンパニーにのし上がるまで

の期間もぐんと短縮される。マイクロ・ソフト

社のようなサクセス・ストーリーがいくつも生

まれるだろう。

最大の利潤を求めて，投資を行なう。資本主

日本のピル・ゲイツ，いでよ! 相も変わら

ず，ベンチャー企業育成のかげ声が高い。どん

な地方都市の振興計画を見ても，ベンチャー企

業育成やハイテク産業団地の青写真が載ってい

る。すぐにもシリコン・バレーが出現するかの

ような計画を，自治体に売り込んで回る無責任

なシンクタンクも後をたたない。しかし，さま

ざまな育成策は，ことごとく失敗してきた。

どうしてだろうか? 私に言わせれば，それ

は，ベンチャー企業の本質を理解していなし3か

らである。

ベンチャー企業とは何か。それは，新技術を

核に，まったく新しい市場を開拓し，急速に拡

大していく企業のことである。ベンチャー企業

として成功することを目指す，小さな企業の参

入はひきも切らない。その大部分は，激烈な競

争の果てに淘汰されてしまい，ごくごく一部だ

けが生き残っていくのだ。

これは，生態学でいうニツチ(棲分け)の変

更と似ている。たとえば大昔，生き物は水と離

れて生きていけなかったから，乾燥した陸地は

がら空きだった。そこへ肺呼吸ができ，殻に包

まれた卵を産む順虫類が進出する。乾燥に強い

新技術をそなえた，ベンチャ一生物である。そ

ういう生物がつぎつぎ陸地に這いあがり，弱肉

強食の生存競争を繰り広げた。そして生き残っ

た恐竜が，陸の王者として繁栄を謡歌した。

数多くのベンチャー企業がひしめくなか，ど

の企業が生き残るかは，結果論でしかない。事

前にぞれを予測するのは不可能である。しかし生

き残った場合，その企業が獲得する市場と利益は

莫大である。ベンチャー企業は，投資先として，

2 企業会計 '97VoJ.49 No.7 
(867) 企業会計 '97 VoJ.49 No.7 3 (866) 

義はこうでなくてはならない。ベンチャー企業

を育成する場合も同じである。

この点，持株会社が公認されたのは，よい傾

向だ。

戦後の企業は，不採算部門を切り捨てて，利

益の見込める部門に投資を集中するのか苦手だっ

た。余剰人員を社内で再配置したり，少しずつ事

業部門を縮小したりするのがせいぜい。配当を削

って，雇用を増やしたりボーナスを弾んだりして

も，文句を言ってどなり込む資本家はいなかった。

持株会社は，関連会社の株式を一手に保有し

て，投資と収益のバランスを管理するのが仕事

である。当然，資本主義のロジックにいっそう

シビアになる。

これが，ひとつの企業をいくつもの事業部に

分ける 「事業部制」に比べていい点は，まず第

lに，各事業部門が別会社として独立している

ので，社員の給与や待遇に差をつけやすい。い

よいよだめとなれば，倒産→解雇もできる。い

っぽう，急成長する会社には集中的に投資。会

社を売ったり買ったりするのも，やりやすくな

る。資本と経営の分離を，持株会社/関連会社

の会社聞の関係として実現するわけである。こ

うして，資本と経営の合理性が貫徹できる。

大企業がこうした機動性を身につければ，ベ

ンチャー企業に投資したり ，買収したり するの

もやりやすくなる。自前で新規事業に乗り出し

たりしなくても，成功した企業を買収すればよ

い。買い手が増えれば，株価が上がるから，ベ

ンチャー企業にと っても歓迎すべきことだ。

ベンチャー企業が「金の成る木」になるかどう

か。日本資本主義の復活が，ここにかかっている。
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落
第
が
教
育
を
救
う

週
刊
誌
が
毎
年
の
よ
う
に
、
東
京
大
学
合
格
者
の
名
簿
を
掲
載

す
る
。
東
大
に
卒
業
生
を
送
り
と
ん
だ
有
名
高
校
の
ラ
ン
キ
ン
グ

も
発
表
さ
れ
る
。
受
験
シ
ー
ズ
ン
の
最
後
を
か
ざ
る
お
祭
り
で
あ

る
。
と
れ
を
誰
も
不
思
議
に
思
わ
な
い
。

一
部
の
有
名
校
が
、
東
大
合
格
者
を
量
産
す
る
の
が
け
し
か
ら

ん
、
と
一
冨
い
た
い
の
で
は
・
な
い
。
合
格
者
の
名
前
や
学
校
ラ
ン
キ

ン
グ
を
発
表
す
る
と
、
受
験
が
過
熱
す
る
か
ら
い
か
ん
、
・
と
言
い

た
い
の
で
も
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
気
に
し
・
な
く
て
い
い
。
東

大
に
入
学
し
た
時
点
で
、
目
標
が
達
成
さ
れ
た
と
考
え
る
。
と
と

が
お
か
し
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
東
大
に
合
格
し
た
ら
喜
ぶ
か
と
い
う
と
、
卒
業
で
き
る

に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ず
か
し
い
入
試
を
く
ぐ
り
抜

け
て
、
合
格
し
た
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
卒
業
で
き
て
当
た
り
前
だ
。

|
|
世
間
や
親
や
、
本
人
は
も
ち
ろ
ん
、
東
大
の
教
員
ま
で
そ
う

を
ど
ん
ど
ん
落
第
さ
せ
る
。
そ
う
、
卒
業
を
む
ず
か
し
く
し
て
・
お

け
ば
、
入
学
試
験
は
い
く
ら
で
も
簡
単
に
で
き
る
。
い
っ
そ
の
と

と
、
な
く
し
て
し
ま
う
ど
と
だ
っ
て
で
き
る
の
で
あ
る
b

東
大
生
は
お
お
む
ね
、
自
分
が
東
大
生
で
あ
る
と
と
を
隠
し
た

が
る
。
世
間
の
人
び
と
も
、
ま
あ
頭
が
お
よ
ろ
し
い
の
ね
、
と
は

言
っ
て
く
れ
る
も
の
の
、
ガ
リ
勉
で
世
間
を
知
ら
な
い
、
性
格
が

偏
屈
、
田
舎
者
で
ダ
サ
ィ
、
と
陰
で
く
さ
し
て
い
る
。
入
学
し
て

は
み
た
も
の
の
、
入
試
と
い
う
目
標
を
見
失
っ
て
、
何
を
し
た
ら

い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
大
学
で
、
専
門
の
学
問
を
学
ん
で
い

橋
爪
大
三
郎

思
い
と
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
教
育
が
空
洞
化
す
る
。
卒
業
で

き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
世
間
の
期
待
が
大
き
い
の
で
、
就
職
が
決

ま
っ
た
学
生
を
単
位
不
足
で
卒
業
さ
せ
・
な
か
っ
た
り
す
る
と
、

・
な
ん
て
不
人
情
な
教
授
だ
ろ
う
と
非
難
が
集
中
す
る
。
大
学
は

共
同
体
に
な
り
、
一
緒
に
合
格
し
た
学
生
は
、
一
緒
に
卒
業
さ

せ
な
い
と
い
け
な
い
。
入
試
は
、
共
同
体
へ
の
加
入
儀
礼
在
の

だ。
大
学
を
教
育
機
関
と
し
て
再
生
さ
せ
る
。
定
員
よ
り
多
め
の
学

生
を
入
学
さ
せ
、
大
学
の
専
門
で
厳
し
く
し
ど
い
て
、
二
疋
の
レ

ヴ
ェ
ル
に
達
し
な
い
学
生
は
ど
し
ど
し
不
合
格
、
退
学
に
す
る
。

卒
業
で
き
る
の
が
、
半
分
た
ら
ず
で
も
か
ま
わ
な
い
。
大
学
に
合

格
し
て
も
、
卒
業
で
き
る
と
限
ら
在
け
れ
ば
、
学
生
は
本
気
で
勉

強
す
る
し
、
入
学
試
験
に
受
か
っ
た
だ
け
で
は
、
世
間
に
通
用
し

・
な
く
な
る
。
日
本
中
の
大
学
が
、
同
じ
よ
う
に
、
で
き
な
い
学
生

る
自
分
K
、
自
信
も
プ
ラ
イ
ド
も
持
て
な
い
の
だ
。

大
学
に
入
学
し
た
時
点
で
ほ
め
る
か
ら
い
け
な
い
。
卒
業
し
て

か
ら
、
ほ
め
れ
ば
い
い
。
そ
う
す
れ
ば
学
生
は
、
評
価
K
値
す
る

人
聞
に
在
ろ
う
、
一
生
通
用
す
る
専
門
の
学
力
を
身
に
つ
け
よ
う

と
頑
張
る
だ
ろ
う
。
そ
の
試
練
K
耐
え
抜
い
た
、
卒
業
生
と
し
て

の
誇
り
も
生
ま
れ
て
く
る
。

妥
協
の
な
い
教
育
は
、
学
生
を
落
第
さ
せ
る
と
と
を
恐
れ
な
い
。

そ
れ
が
学
生
に
自
信
を
取
り
戻
さ
せ
、
教
育
を
再
生
す
る
近
道
な

の
だ
。

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

社
会
学
者

東
京
工
業
大
学
教
授

一
九
四
八
年
生
ま
れ
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いま手を打たなければ破局的事態が到来する

地球が望むのは
「子ど色のいない家庭」だ

橋爪大三郎

れ
以
上
の
子
ど
も
を
も
う
け
る
。
ー
ー

こ
れ
が
有
史
以
来
、
す
べ
て
の
社
会
に

共
通
の
や
り
方
だ
っ
た
。
ど
ん
な
権
力

も
、
こ
こ
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
「産
め
よ
、
殖
や
せ
よ
」
と
出
産

を
奨
励
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の

逆
に
子
ど
も
の
数
を
直
接
制
限
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
生
活
苦
や
飢
僅

や
税
金
の
た
め
、
人
び
と
が
自
発
的
に

人
口
を
制
限
す
る
、
と
い
う
間
接
的
な

や
り
方
だ
っ
た
。
や
が
て
こ
れ
で
は
追

い
つ
か
な
く
な
る
こ
と
が
、
目
に
見
え

て
い
る
。

そ
れ
で
は
政
府
が
直
接
に
、
人
口
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
し
ま
お
う
。
そ
の

試
み
が
、
中
国
の
「
ひ
と
り
っ
子
政
策
」

で
あ
る
。
毛
沢
東
時
代
の
人
口
政
策
の

誤
り
の
結
果
、
中
国
で
は
人
口
が
爆
発

的
に
増
加
し
た
。
そ
こ
で
七

0
年
代
か

ら
、
子
ど
も
は
一
人
ま
で
と
い
う
計
画

東京工業大学教授・社会学

r 、.
| 特集 . 

人生に 目
子どもは必要か I 
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第
三
世
界
の
人
口
爆
発
が

危
梅
的
状
況
を
生
み
出
す

そ
の
昔
、
人
び
と
は
子
ど
も
が
い
な

く
な
る
こ
と
を
心
配
し
た
。
旧
約
聖
書

は
「
産
め
よ
、
殖
え
よ
、
地
に
満
て
よ
」

と
、
神
が
祝
福
の
言
葉
を
の
べ
た
と
記

し
て
い
る
。
飢
謹
、
戦
争
、
疫
病
、
:
:

気
ま
ぐ
れ
な
災
難
の
一
撃
で
、
そ
れ
ま

で
繁
栄
し
て
い
た
民
族
が
た
ち
ま
ち
地

上
か
ら
姿
を
消
し
た
。
そ
う
な
ら
な
い

た
め
に
も
、
子
ど
も
を
し
っ
か
り
産
ん

で
、
育
て
る
必
要
が
あ
っ
た
。

い
ま
人
聞
は
、
殖
え
す
ぎ
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
増
え
続
け
る
と
、
百
億
人
を

突
破
し
、
二
百
億
人
に
近
づ
く
と
い
う

予
測
も
あ
る
。
地
球
の
容
量
を
オ
ー
バ

ー
す
る
の
は
間
違
い
な
い
。

ど
う
し
て
こ
う
な
る
の
か
。
第
三
世

界
に
医
療
が
普
及
し
、
死
亡
率
が
下
が

っ
た
の
が
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
出
生
率
も
下
が
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、

そ
れ
に
は
タ
イ
ム
・
ラ
グ
が
あ
る
。
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
先
進
国
の
場
合
、
出
生
率
が

下
が
っ
て
人
口
が
安
定
す
る
ま
で
に
、

数
百
年
ほ
ど
か
か
っ
た
。
そ
の
聞
に
、

人
口
は
数
倍
に
ふ
く
れ
上
が
っ
た
。
日

本
の
場
合
は
、
そ
れ
が
百
年
に
縮
ま
っ

た
が
、
や
は
り
人
口
は
増
え
た
。
第
三

世
界
は
い
ま
ま
さ
に
、
人
口
爆
発
の
真

つ
最
中
な
の
で
あ
る
。

な
る
。
中
国
は
そ
う
な
る
前
に
、
ま
だ

し
も
人
道
的
な
、
(
つ
ま
り
、
夫
婦
が
親

と
し
て
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
)

②
を
採
用
し
た
ケ
l
ス
だ
と
考
え
ら
れ

る
。つ

〈
ら
な
い
z
dは

肯
定
で
き
る
エ
ゴ
だ

夫
婦
(
も
し
く
は
家
族
)
に
、
子
ど
も

は
不
可
欠
な
も
の
な
の
か
?

こ
れ
は
実
は
、
二
重
の
問
い
な
の
で
、

答
え
も
二
重
に
な
る
。
個
々
の
夫
婦
に

つ
い
て
考
え
れ
ば
、
子
ど
も
が
で
き
な

い
夫
婦
や
、
子
ど
も
を
つ
く
ら
な
い
夫

婦
が
い
て
も
当
た
り
前
で
、
彼
ら
も
立

派
な
夫
婦
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦

に
子
ど
も
は
不
可
欠
で
な
い
。
し
か
し
、

総
体
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
す
べ
て
の

夫
婦
が
子
ど
も
を
持
た
な
い
と
し
た
ら
、

世
代
の
再
生
産
が
成
り
立
た
ず
、
社
会

先
進
国
で
は
、
大
学
進
学
が
当
た
り

前
に
な
り
、
子
ど
も
は
何
か
と
費
用
の

か
か
る
存
在
に
な
っ
た
。
経
済
的
負
担

を
考
え
れ
ば
、
子
ど
も
を
何
人
も
つ
く

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
結

婚
し
な
い
人
び
と
や
、
結
婚
し
て
も
子

ど
も
を
つ
く
ら
な
い
夫
婦
が
増
え
て
き

た
。先

進
国
の
人
口
が
減
り
ぎ
み
で
あ
る

こ
と
は
、
合
理
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

先
進
国
の
一
人
当
た
り
資
源
消
費
は
、

発
展
途
上
国
の
何
倍

1
何
十
倍
に
も
な

っ
て
お
り
、
先
進
国
の
子
ど
も
が
一
人

減
れ
ば
発
展
途
上
国
の
子
ど
も
が
五
人

や
十
人
は
生
き
て
い
け
る
計
算
に
な
る

か
ら
だ
。
も
っ
と
も
、
そ
の
程
度
で
は

焼
け
石
に
水
、
遅
か
れ
早
か
れ
地
球
は

人
間
で
一
杯
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は

あ
る
が
。

90 

「ひと
8
っ
子
政
策
」
は

画
期
的
な
成
果
と
も
い
え
る

人
聞
を
産
む
か
産
ま
な
い
か
は
、
伝

統
的
に
、
家
族
(
夫
婦
)
が
決
定
し
て
き

た
。
ま
こ
と
に
「
分
権
的
」
な
や
り
方
で

あ
る
。
そ
し
て
今
後
も
、
当
分
こ
の
や

り
方
が
続
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
人
口

は
、
こ
う
し
た
決
定
を
集
計
し
て
決
ま

っ
て
い
く
。

つ
ぎ
の
世
代
を
再
生
産
す
る
た
め
、

人
び
と
は
結
婚
し
、
夫
婦
は
二
人
か
そ

[11んとうのl時代 1997.11]

出
産
運
動
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
政
策
は
、

少
な
く
と
も
都
市
部
で
は
か
な
り
厳
格

に
守
ら
れ
て
い
る
。
お
か
げ
で
中
国
の

人
口
増
加
に
、
よ
う
や
く
ス
ト
ッ
プ
を

か
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
画
期
的
な
成

果
で
あ
る
。
が
、
無
理
や
り
避
妊
を
義

務
づ
け
る
な
ど
、
共
産
党
政
権
な
ら
で

は
の
か
な
り
強
引
な
や
り
方
も
目
立
つ
。

よ
そ
の
国
で
簡
単
に
真
似
を
す
る
わ
け

こ
は
い
か
な
い
。

子
ど
も
の
人
数
か
ら
家
族
の
種
類
を

分
類
し
て
み
る
と
、

①
夫
婦
に
子
ど
も
二
人
か
そ
れ
以
上

②
夫
婦
に
子
ど
も
一
人

③
夫
婦
だ
け
で
子
ど
も
な
し

と
な
る
。
こ
れ
ま
で
人
類
は
、
家
族

の
モ
デ
ル
と
し
て
、
例
外
な
く
①
を
採

用
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ま
ま

だ
と
、
や
が
て
否
応
な
し
に
、
③
の
タ
イ

プ
の
家
族
が
大
量
に
生
ま
れ
る
こ
と
に

は
存
続
で
き
な
い
。
だ
か
ら
家
族
は
、

夫
婦
と
子
ど
も
か
ら
な
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
が
文
化
な
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
な
ら
、
子
ど
も
は
不
可
欠

で
あ
る
。

先
進
国
で
は
、
子
ど
も
の
出
生
率
が

下
が
り
、
①
の
代
わ
り
に
、
②
、
③
の
タ

イ
プ
の
家
族
の
割
合
が
増
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
親
(
夫
婦
)
の
エ
ゴ
に
も
と
づ

く
、
自
然
の
成
り
行
き
だ
。
そ
し
て
こ

の
エ
ゴ
は
、
先
進
国
か
ら
発
展
途
上
国

へ
の
資
源
の
移
転
と
い
う
意
味
あ
い
を

持
つ
か
ら
、
地
球
環
境
の
視
点
か
ら
見

て
も
肯
定
で
き
る
エ
ゴ
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
よ
い
こ
と
な
の
だ
。

問
題
は
、
先
進
国
の
一
部
分
が
、
①
か

ら
②
、
③
に
シ
フ
ト
し
た
ぐ
ら
い
で
は
、

間
に
あ
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
世

界
の
国
々
が
こ
ぞ
っ
て
い
ま
た
だ
ち
に
、

①
↓
②
(
ひ
と
り
っ
子
政
策
)
を
と
っ
た

[ほんとうの時代 1997.11]

伝
え
た
い
ヲ
」
と
が
い
っ
ぱ
い
。
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な
ら
、
人
口
増
は
ス
ト
ッ
プ
で
き
る
が
、

そ
ん
な
強
力
な
権
力
は
存
在
し
な
い
。

個
々
の
家
族
に
と
っ
て
も
、
子
ど
も
の

人
数
を
制
限
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
特
に
な

、b
w

そ
こ
で
、
自
然
の
成
り
行
き
(
親
の
エ

ゴ
)
に
ま
か
せ
る
以
上
に
、
子
ど
も
の
人

数
を
制
限
す
る
シ
ナ
リ
オ
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
先
進
国

で
、
半
数
以
上
の
夫
婦
が
子
ど
も
を
持

た
な
い
(
③
)
選
択
を
す
る
。
ま
た
は
、

発
展
途
上
国
で
、
過
半
数
の
夫
婦
が
子

ど
も
を
一
人
に
止
め
る
(
②
)
選
択
を
す

る
。
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
、
地
球
環

境
が
も
た
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。

こ
の
現
実
は
、
各
国
の
政
府
(
や
国
際

機
関
)
と
、
家
族
(
や
伝
統
文
化
)
と
の
あ

い
だ
に
、
大
き
な
緊
張
を
生
み
出
す
だ

ろ
う
。
重
要
な
の
で
繰
り
返
せ
ば
、
世

代
の
再
生
産
は
、
人
類
の
誕
生
こ
の
か

た
家
族
に
ま
か
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が

人
間
社
会
の
、
伝
統
文
化
の
中
核
で
あ

っ
た
。
人
聞
は
、
や
が
て
父
・
母
と
な

る
で
あ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
、
社
会
的
役

割
を
習
得
し
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
歩
み
出
す
。
社
会
は
家
族
と
、
そ
れ

を
前
提
に
し
た
行
動
様
式
の
う
え
に
組

み
立
て
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
伝
統

文
化
の
シ
ス
テ
ム
の
根
幹
が
、
い
ま
脅

か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
人

類
は
、
新
し
い
行
動
様
式
を
習
得
す
る

こ
と
を
迫
ら
れ
る
。

日
本
'
』
そ
未
来
の
規
範
を

開
拓
す
る
の
に
う
っ

τつ
防

と
い
っ
て
も
、
誰
も
が
誰
か
を
親
と

し
て
生
ま
れ
る
と
い
う
や
り
方
は
、
ま

だ
し
ば
ら
く
維
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
子

ど
も
で
あ
る
こ
と
は
、
人
生
の
出
発
点

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
子
ど
も
で
あ

る
こ
と
は
人
生
に
不
可
欠
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
逆
|
|
子
ど
も
を
持
つ
こ

と
は
、
も
は
や
人
生
に
不
可
欠
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
人
類
に
子
ど
も
は
不
可

欠
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
自
分
で
産
み

~、

仁金曜旦2¥

ぼ
く
は

以
前
か
ら

橋
爪
大
三

郎
の
文
体

に
、
倫
理

的
な
断
念

の
明
断
さ

と
で
も
よ

ベ
る
質
を

感
じ
て
き

た
。
そ
れ

は
余
分
な

こ
と
、
た

と
え
ば

「
自
己
」
の
よ
う
な
決
着
の
つ

か
な
い
問
題
を
考
え
な
い
決
意

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。だが、

そ
の
質
は
橋
爪
が
社
会
現
象
全

般
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
す

る
よ
う
に
な
っ
て
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
だ
ろ
う
か
。

『
社
会
学
講
義
』
の
続
巻
で

あ
る
本
書
で
は
、
社
会
問
題
に

つ
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
橋

爪
の
積
極
姿
勢
が
特
に
目
立
っ

て
い
る
。
銀
わ
れ
て
い
る
テ
ー

マ
は
大
学
の
改
革
か
ら
宗
教
、

破
防
法
、
そ
し
て
い
ま
岐
路
に

さ
し
か
か
っ
た
日
本
の
進
路
に

ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、

橋爪大三郎著

橋爪大三郎の社会学講義2
新しい社会のために

宮亮 宅F

1~~~年〔平旦竺空) _ 7月25日

Fリ主題，

「
日
本
は
、
む
ず
か
し
い
場
所

に
さ
し
か
か
っ
た
と
思
う
」
と

い
う
認
識
が
橋
爪
を
っ
き
動
か

し
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
こ

れ
ま
で
の
本
に
く
ら
べ
と
の
本

は
、
問
題
点
と
ち
ょ
っ
と
し
た

処
方
箆
の
羅
列
と
し
て
し
か
ぼ

く
に
は
読
め
な
か
っ
た
。
そ
れ

く
、
「
自
分
が
生
き
て
い
く
た

め
に
、
多
く
の
人
が
共
に
生
き

て
い
く
」
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
「
シ
ン
プ
ル
・
イ
ズ
・

ベ
ス
ト
。
思
想
は
、
単
純
な
方

が
い
い
」
、
乙
れ
が
橋
爪
の
言

う
思
想
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
中

身
で
あ
る
。
と
の
立
場
は
同
時
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育
て
る
こ
と
は
、
一
部
の
人
び
と
の
賛

沢
に
す
ぎ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
状
況
下
で
も
、
子
ど
も
の
い

な
い
夫
婦
は
、
喪
失
感
に
悩
ま
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
親
の
い
な

い
子
ど
も
や
、
妻
と
死
別
し
た
夫
が
喪

失
感
に
襲
わ
れ
る
よ
う
に
。
そ
れ
は
、

営
々
と
子
ど
も
を
産
み
育
て
て
き
た
伝

統
的
な
家
族
の
役
割
期
待
に
、
ま
だ
捕

ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
そ
う
な

ら
な
い
た
め
に
は
、
地
球
上
の
多
く
の

人
び
と
が
、
家
族
の
新
し
い
規
範
|
|

ど
の
よ
う
に
個
人
生
活
を
営
め
ば
よ
い

の
か
と
い
う
新
し
い
行
動
の
指
針
ー
ー

を
示
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

急
速
に
高
齢
化
が
進
み
、
出
生
率
も

劇
的
に
低
下
し
て
い
る
日
本
や
ド
イ
ツ

こ
そ
、
こ
う
し
た
新
し
い
家
族
の
規
範

を
示
す
の
に
う
っ
て
つ
け
な
の
で
は
な

い
か
。
グ
地
球
に
や
さ
し
く
。
し
た
け
れ

ば
、
ま
ず
先
進
国
が
人
口
を
劇
的
に
減

少
さ
せ
、
そ
れ
で
も
社
会
や
経
済
の
活

力
を
失
わ
な
い
と
い
う
実
例
を
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
高
学
歴

の
夫
婦
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
は
な
く
、
二

十
一
世
紀
の
人
類
が
遭
遇
す
る
歴
史
的

必
然
で
も
あ
る
。
高
齢
化
し
た
先
進
国

の
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
人
口
構
成
も
、
発

展
途
上
国
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
人
口
構
成

と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
正
常

の
範
囲
内
だ
。
養
子
、
出
稼
ぎ
、
国
際

i
'
s
il
l
i

-

-

i

i

ー

分
業
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
手
立
て
を
つ

く
し
て
、
先
進
国
と
発
展
途
上
国
の
共

生
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
子
ど
も
の
い
な
い
家
族
の
ほ
う
が

標
準
的
だ
と
考
え
る
、
生
活
ス
タ
イ
ル

や
価
値
観
を
打
ち
立
て
る
。
こ
う
い
う

意
識
革
命
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
が
、

来
る
べ
き
世
紀
な
の
だ
。

こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
と
、
ま
さ
か

本
気
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
と
か
、
非

現
実
的
す
ぎ
る
よ
と
か
言
わ
れ
る
。
な

る
ほ
ど
、
非
現
実
的
と
思
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
こ
う
し
た

手
を
打
た
な
け
れ
ば
、
い
ま
は
想
像
さ

え
で
き
な
い
よ
う
な
破
局
が
現
実
の
も

の
と
な
ろ
う
。
そ
れ
を
確
実
に
予
期
で

き
る
な
ら
、
こ
う
し
た
家
族
の
変
貌
を

人
び
と
が
選
択
す
る
決
断
が
生
ま
れ
る

の
だ
。人

生
に
子
ど
も
は
必
要
か
。
も
し
も

人
び
と
が

Y
E
S
と
し
か
答
え
ら
れ
な

け
れ
ば
、
将
来
世
代
の
人
び
と
は
人
生

そ
の
も
の
を
失
う
可
能
性
が
高
い
の
だ
。
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大学文学部社会学科卒業。東京

大学大学院社会学研究科博士課

程修了。現代社会の動きを踏ま

えて、新しい社会の展望をわか

りやすく説〈力量には定評があ

る。主な著書に「橋爪大三郎の

社会学講義 <1 • 2> J (夏目書

房)、 「大問題!J (幻冬舎)、 「性

愛論J(岩波書庖)、 r現代思想、は

いま何を考えればよいのかJ(勤

草書房)、 「冒険としての社会科

学J (毎日新聞社)など多数があ
る。

の
で
は
な
く
、
社
会
学
と
い
う
乙
と
と
、
思
想
が
、
だ
か
ら
と

知
識
の
累
積
を
、
応
用
し
て
い
い
っ
て
共
通
の
も
の
に
は
な
か

る
の
だ
と
い
う
自
負
が
背
景
に
な
か
な
り
が
た
い
と
と
の
聞
を

あ
る
だ
ろ
う
。
『
社
会
学
講
義
』
ど
う
い
う
ふ
う
に
つ
な
い
で
い

が
「
日
本
語
で
社
会
学
す
る
た
け
ば
よ
い
の
か
。
物
事
の
過
剰

め
」
の
本
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
意
味
づ
け
を
断
念
し
、
日
常

こ
の
本
は
日
常
だ
れ
も
が
つ
か
的
な
現
実
、
あ
る
い
は
ぼ
く
た

う
用
語
で
社
会
を
科
学
的
に
解
ち
が
生
き
て
い
く
、
2
え
で
前
提

明
し
よ
う
と
し
た
本
だ
と
橋
爪
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
現

は
一
冨
う
。
だ
が
、
社
会
を
「
科
実
」
に
立
脚
す
る
と
い
う
の
は

学
的
に
解
明
す
る
」
と
は
ど
の
た
し
か
に
ひ
と
つ
の
方
法
で
は

，よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ぼ
く
あ
る
。
そ
う
い
う
橋
爪
の
勇
気

に
は
、
社
会
学
が
累
積
し
て
き
と
努
力
を
評
価
し
な
い
わ
り
で

は
な
い
。
だ
が
こ
の
本
の
な
か

で
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ

ア
」
。

-

一

た
と
え
ば
、
橋
爪
は
将
来
予

想
さ
れ
る
南
北
対
立
を
念
頭
に

お
い
て
、
「
先
進
国
の
気
弱
な

若
者
た
ち
が
、
気
の
迷
い
で
す

が
り
つ
く
タ
イ
プ
の
宗
教
な

社
会
問
題
へ
の
積
極
的
な
発
言

そ
の
ス
タ
ン
ス
に
ち
ょ
っ
と
し
た
違
和
感
が

は
橋
爪
が
考
え
た
「
結
果
」
の

み
を
見
せ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

が
、
啓
蒙
書
と
い
う
性
格
か
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
ぼ
く
に
は
よ

く
見
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
む

し
ろ
現
実
的
な
諸
問
題
に
目
を

つ
ぶ
ら
な
い
市
民
主
義
と
い
っ

た
政
治
的
ス
タ
ン
ス
が
見
え
て

くる。そ
う
い
っ
た
橋
爪
の
方
法

は
、
「
思
想
の
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
」

と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て

い
る
。
思
想
は
思
想
自
身
に
魅

い
ら
れ
る
た
め
の
も
の
で
は
な

阪

に
、
異
質
な
他
者
に
た
い
し
て

思
想
を
聞
く
と
い
っ
た
橋
爪
の

決
意
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
う
い
っ
た
ミ
ニ
マ

リ
ズ
ム
が
ど
れ
ほ
ど
共
有
の
も

の
と
し
て
成
立
可
能
な
の
か
、

そ
れ
は
ど
乙
か
で
社
会
を
抽
象

的
な
諸
個
人
の
交
通
関
係
と
し
4

て
と
ら
え
る
、
理
念
的
な
市
民

-社
会
の
発
想
に
移
行
し
で
は
じ

め
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
の

か
。
ぼ
く
に
は
そ
う
い
う
疑
い

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
橋
爪
に
は
、

個
人
の
思
想
を
展
開
し
て
い
る

:修

平

た
概
念
と
方
法
以
よ
、
以
下
の

も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
え

る。
ぼ
く
た
ち
が
、
共
通
の
制
度

的
現
実
の
な
か
で
生
き
て
い
る

A5判・ 394頁・ 20∞円
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ど
、
わ
た
し
に
は
ど
う
で
も
よ

い
。
わ
た
し
が
興
味
が
あ
る
の

は
、
人
口
爆
発
に
苦
し
む
地
球

で
、
軽
す
ぎ
る
生
命
に
ま
っ
と

う
な
意
味
を
あ
た
え
る
た
め

[11んとうの時代 1997.I1J

に
、
必
死
で
編
み
出
さ
れ
る
宗

教
た
」
と
言
う
。
た
し
か
に
地

球
の
将
来
を
考
え
る
と
い
っ
た

立
場
に
立
て
ば
、
橋
爪
の
言
う

と
お
り
だ
ろ
う
。
だ
が
、
と
う

い
っ
た
ス
タ
ン
ス
は
、
た
と
え

結
論
が
出
な
い
と
し
て
も
考
え

る
べ
き
問
題
を
考
え
る
べ
き
だ

と
い
う
ぼ
く
の
ス
タ
ン
ス
と
は

異
な
る
。
と
の
ち
ょ
っ
と
し
た

違
和
感
は
、
ど
こ
か
で
、
個
人

レ
ベ
ル
の
意
味
だ
廿
で
は
な

く
、
制
度
的
な
意
味
の
レ
ベ
ル

を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
そ
の
た

め
の
視
線
を
ど
う
い
う
ふ
う
に

設
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に

も
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

最
後
に
、
と
の
本
に
は
ア
ジ
ア

と
い
う
課
題
が
底
を
流
れ
て
い

る
と
い
う
と
と
も
評
価
し
て
お

き
た
い
。
(
こ
さ
か
・
し
ゅ
う

へ
い
氏
H
哲
学
専
攻
)

-Rはし
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ

う
氏
は
東
京
工
業
大
学
教
授

・
社
会
学
専
攻
。
東
大
大
学

院
博
士
課
程
修
了
。
著
書
に

「
言
語
ゲ
l
ム
と
社
会
理
論
」

「
は
じ
め
て
の
構
造
主
義
」

「
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
」

「
民
主
主
義
は
震
高
の
政
治

制
度
で
あ
る
」
「
橋
爪
大
三

郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
(
会
3

巻
)
」
「
性
愛
論
」
な
ど
。

一
九
四
八
(
昭
和
お
)
年
生
。
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我々にできること
なすべきこと
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地
域
と
教
育
を
蘇
ら
せ
る

「
家
族
連
合
」
の
ス
ス
メ
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-蛮化1;70年代に始まった・

戦後、日本社会は貧困から抜け

出すために、国民一丸となって突っ

走ってきた。

70年代に入り、豊かさが当たり前

になったとき、社会は進むべき方向

を、個人は人生の目標を見失った。

そのとき確実に信じられるものは何

か。ただ一つ、自分の感覚や欲求

である。こうしてこの国には、社会

や国家に対する関心も、他人に対

する責任や思いやりもない、自分の

ことだけを考える“自分に素直で忠

実な"人間類型が確実に増加してき

たのである。

こうした現状を教育について解き

ほぐしてみよう。

戦前、教育は大部分の人々にと

ってあまり縁のないものだった。旧

制中学への進学率は 1割程度。今

の大学進学率よりもはるかに低い。

ましてや高校や大学に進む人は一

握りのエリートで、大部分の人は初

等、中等教育を終わるか、終わらな

Uミかのうちに働いた。

ところが経済の高度成長と共に、

教育は爆発的に普及した。皆、高

い教育を受ければ、よりよい職に就

くことができ、より豊かな生活を約束

されると考えたのである。

70年代以降には、偏差値教育が

登場した。偏差値は、同年齢の人

間があたかもすべて大学まで進学

するかのように成り立っている。もは

や大学を出ただけではエリートでも

イ可でもない。

子供たちには、小学校の頃から

自分の進学可能な大学のレベルが

示され続けた。「さほどの偏差値が

得られないのなら、なるべく楽しく過

ごし、大卒の肩書きだけを得ればよ

い」、偏差値とは、そうした省エネ

装置で、もあった。

偏差値の登場は、若者の気質を

根本的に変化させた。大学は、教

育機関というよりも骨休めの場所へ

とその地位を低下させ、中学や高

校は完全に大学の予備校と化した。

予備校化が禁じられている公立学

校はレベルが低下するから、皆、塾

や予備校へと通う。学校は勉強す

る場所ではなく、友だちと遊ぶ場所

になったのである。

今の中学・高校では、学習意欲

のない生徒たちをおとなしく教室に

座らせておくことさえできない。欠席

する生徒が増え、授業中に生徒た

ちが、トランプや麻雀までやっている。

「出て行け」と言おうものなら、これ

幸いと帰ってこない。それが教室の

実態である。

今、子供たちは、あまりに長い青

少年時代を生きている。何か面白

いことはないかと、先も見えす、目的

もなく若者たちはさまよっている。こ

の時期を過ごすために、一体何を

すればいいのか。一体自分は何者

なのか。そうした社会の期待と本人

の自覚を促す明確な方法を、我々

の社会はいまだ手に入れていなし、。

こうした背景の中で、少年犯罪に変

化が現れ始めた。

戦争直後、多くの青少年が犯罪

に走った時代があった。戦後の混

乱期、経済力の乏しい青少年にと

って、犯罪は自力で問題を解決す

るための方法のーった、った。こうし

た青少年の犯罪は日本の経済成

長と歩調を合わせて激減していく。

環境要因による犯罪は、環境が改

善されれば減少する。

ところが70年代を境に状況は一

変する。従来なら犯罪に走るはず

のなかった中流階級の青少年が、

好きこのんで犯罪を起こすというケ

ースが増え始めたのである。

例えば、暴走族。暴走するには

自動車やバイクがいる。だから暴走

族にしても、相対的に恵まれた環境

が必要なのだ。校内暴力も援助交

際もオヤジ狩りも、今の少年犯罪は

経済的な図窮とは、おおよそ無関係

に行われている。法に触れることに

頓着せず、犯罪そのものを目的とし

て犯罪を犯す。

・ 学校改造計画 ・

今、我々がなすべきことは、学校

も、家族も、地域も、もう一度、根本

から考え直していくことだ。

学校は、まず教育機関としての機

能を取り戻すことが必要だ。それに

は親や子供が学校を選択できるよう

にすると同時に、学校も子供を選べ

るようにすべきである。

現在は、義務教育の公立小中

学校はもとより、高校も偏差値で輪

切りにされ、一定のレベルの生徒た

ちカf割り当てられるようになってい

る。どんなに学校に不適格な生徒

であろうと、退学させることもできな

ければ、体罰も厳禁である。これで

は学校はなす術がなし、。

手伽、足伽をつけたまま、子供を

何とかしろと学校に要求し続けてい

たのでは、学校は本来の機能をま

すます低下させるだけである。学

校はもともと学力を伸ばすためにあ

るのだ。

変わる地域社会と家族のすがた・PART5
家庭・学校・地主主社会

我々にできること、取すべきこと

学校が生徒を選べるようにするに

は、学校に個性や特徴が必要だ。

それには、まず校長に教師の採用

から処遇までのすべての人事権を

与えるべきだと思う。校長は、算数

の学力を高めるとか、楽しい学校

生活を約束するなどの独自の教育

目標を掲げる。公約が満たされな

ければ交替させる。目標を達成す

るには、良い教師を選ばなければ

ならないし、教師にもプロとしての

自覚とプライドが芽生えてくるはず

である。

. “家族トレード"のススメ・

教育の主体は本来家庭だが、

今は、家庭も教育に対応できなくな

っている。大家族の頃は、子供は

様々な状況を家族の中で学ぶこと

ができた。しかし今は核家族・少子

化が進み、しかも父親はほとんど子

供と接する機会がない。すべては

母と子の1対1の力関係で決まって

いく。そして男子の場合、腕力に

おいて母親を圧倒した瞬間に、何

でも子供の思い通りとu、う状況が発

生する。

その上、かつて家族がもっていた

隣近所や親戚とのつながりも失わ

れ、家族は個室という名の箱の中

で孤立している。これが異常な状

況であることを、まず意識しなけれ

ばならない。

そうした自覚をもった両親で、あれ

ば、できることはたくさんある。

例えば、週末におEいの子供を

取り替えて、相手の家に宿泊させる。

そこで子供はよその家のルールを知

ることができる。また、子供を一つ

の家庭に集めて泊め合えば、そこ

で擬似兄弟関係ができあがる。い

ずれの場合も、子供をお客さんとし

てではなく自分の子供同様に扱うこ

とが大切だ。

一つの家庭の手に余れば、いく

つかの家族が連合することだ。そう

した家族の連合があれば、地域社

会は自ずと蘇ってくるだろう。

中高生になると居場所がないとい

う問題がある。

学校と家庭の往復か、学校と家

庭と盛り場の往復か一一いずれに

しても居場所がない。

アメリカには非行一歩手前の子

供たちを預かつて、家族同様に面

倒を見てくれるオープンドアやホーム

ドクターの制度がある。親の言うこ

とは聞かなくても、他人の言うことは

受け入れやすいものなのだ。

求められているのは必要性があ

って機能する、主体性のある地域

社会の形成である。地域が学校と

家庭の孤立をサポートし、様々な中

間段階をつくっていけば、本来犯罪

を犯すはずのない人間が犯罪を犯

すことを食い止めることができるよう

になるだろう。

1

1

1

1
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圃ライオンとペリカンの会・講演会⑮・期日:11月8日{土)圃

【橋爪大三郎・竹田青嗣両氏による車座講演会】

<自分>を生きるための社会科学
個・社会・歴史をめぐって一一橋爪社会学vs竹田現象学

秋の講演会を開催する時期になりました。今回は、橋爪大三郎さんと竹田青嗣さんのお二人

からお話を伺います。

講師として初めてお迎えする橋爪さんは、みなさんご存じのように、東京工業大学工学部教

授であり、「社会現象と言語とは本質的に相関している」という“言語派社会学"の立場から、

明快かつ実践的な社会学を推進・構築してこられた、今注目の方です。主な著書に、 『言語ゲ

ームと社会理論』、『はじめての構造主義』、『冒険としての社会科学』、「橋爪大三郎コレクショ

ンJ(全3巻〉、『性愛論』、『社会学講義J( 1ーll)があります。

これまで橋爪さんと竹田さんには、対談集『自分を活かす思想・社会を生きる思想J(1994年、

径書房〉がありますが、今年7月に刊行された小林よしのり氏を交えた鼎談『ゴーマニズム思

想講座正義・戦争・国家論J(径書房〉では、従軍慰安婦問題や戦争責任、差別、市民運動な

どアクチュアルな話題の他、“個と社会"の関係像について本質的な論議を展開されています。

社会学と哲学という、ある意味では対極的な領域をご専門とされる橋爪さんと竹田さんです

が、独自の思考原理に貫かれた明断な語り口、生の現場から課題を汲み取りそれを社会に還元 ー

していこうとされる姿勢、そして何より、ー言葉と思想に対する誠実さが私たちに大きな勇気を

与えると~ ~.う点において、 ， お二人に共通のものを感じずにはいーられません。

今回の講演会では、まず橋爪さんに、個々の生にとうて社会科学的な思考がどのような意味

をもつのか、さらに社会思想において私たちが今何を考えるべきなのか、などについて語って 。

いただき、続いて竹田さんに、 二“欲望ーエロス論への立場からその論点を引き継いだお話をし

ていただこうと考えています。 -

これまで私たちは、主として、「く確信〉成立の根拠と条件」という現象学の根本的な考え方

を竹田さんから学んできたのですが、そういった考え方を個々の現実や社会の中でどのように

活かしてL、けばいいのか一。個・社会・歴史をめぐって、二つの思考原理の討論と交歓の場

になることと確信します。

講演会の後は、博多湾の夜景を眺めつつ、鍋を囲んで大いに意見交換を行いたいと思います。

会場及び事務処理の関係で、 「予約いただいた方のみ/前金制」ということにさせていただき

ます。どうぞご了承下さい。もちろ'ん初めての方も大歓迎ですので、ふるってご参加下さるよ

うお願いいたします。

1997年10月

主催=ライオンとペリカンの会

世話人代表=森本旗江・高田雄造・別府大信

ダダメ三Ai!Jëf/Úえか 6~クメグ τl;? :/ 

経済学、政治学など、社会現象をさまざまな角度から研究する活動を、社会科学とい

う。私の専門・社会学も、そのなかに入る。

社会科学は、地上のすべての人びとが、なるべく幸せに生きていくことができるため

に、役立つもののはずである。しかし、昨今の社会科学は専門化していてとっつきが悪

く、自分とどんな関係があるのかわかりにくい。これは困ったことだと思う。

社会科学には、社会という現象を厳密に考えるという「科学」の面と、社会をよりよ

く運営するための「思想」の面と、両面があると思う。そして、専門化すればするほど、

後者がなおざりになってL、く。もともと社会科学は、自分たちの生きる社会がどういう

ものなのかという、共通了解を与えるものだったはずなのに。

私は、集団で生きる人聞が人間であるための条件は何かと考え、それは言語であると

思った。そして、人聞が社会を営むあり方を考え、それは規則であると気づいた。そし

て、もっとも人聞が生きやすいのは、規則が必要最小限である社会だと考えた〈規則の

ミニマリズム〉。ここに、竹田さんとの接点があると思う。今回は、そういうあたりを

語りたい。

グ2矛液d/U;j)6~フメグ τl;? y' 

かつて、ある対談で、 「自分はある時点で、一度社会の問題については一切考えるの

をやめようと決めた」と橋爪さんに言ったことがある。彼の応え。「ぼくもある時点で、

もう自分のことをあれこれ考えるのは、いったんやめにしようと，思った」……。以来わ

たしは、なぜか橋爪さんの思想をとても信頼している。

これも、橋爪さんがどこかで言った言葉〈うろ覚えだが〉。一われわれが考えるべ

きことは 2種類。一つは、社会生活を営む上で考えておかないと困るような問題。もう

一つは、人間として生きる上で考えておいたほうがよいようなこと-。

これは、橋爪と竹田の考え方の違いをとてもよく表現している気がする。おそらく、

橋爪さんは前者から出発し、 -竹田は後者から出発している。いまのところ、わたしとし

ては、両者は相当近い場所lこ近づきうづある気がする。でも、ひょっとしたら、すれ違っ

ていくかもしれない。ともあれ、社会原論と人間原論を交錯させられると面白いのだが。
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文学

か
ぎ鍵

は
、
「
物
語
」
に
あ
る
。

作
家
村
上
春
樹
が
、
初
め
て
ノ
ン
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
を
手
掛
け
た
。

十
四
日
発
売
の
、
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ

ウ
ン
ド
』
(
講
談
社
)
。
二
年
前
の
三

月
二
十
日
に
起
き
た
、
オ
ウ
ム
真
理
教

に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
題
材
に

し
て
い
る
。
地
下
鉄
に
乗
り
合
わ
せ
た

こ
と
で
、
被
害
に
遭
い
、
今
な
お
後
遺

症
に
苦
し
む
人
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

集
で
あ
る
。

村
上
春
樹
と
い
え
ば
、
文
学
の
意
味

-e
い
ま
い

や
必
要
性
が
、
陵
昧
に
ぼ
や
け
て
し
ま

っ
た
今
の
日
本
で
、
若
い
人
に
も
共
感

を
も
っ
て
読
ま
れ
る
、
稀
有
な
「
物

語
」
の
書
き
手
だ
。

優
れ
た
翻
訳
者
で
も
あ
り
、
い
く
つ

か
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
訳
し
て
い

る
。
だ
が
、
彼
の
小
説
の
主
人
公
は
、

デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
(
か
か
わ
り
の
な

さ
)
を
求
め
る
象
徴
の
よ
う
で
、
羊
男

や
「
や
み
く
ろ
」
と
い

っ
た
、
な
ぞ
め

い
た
存
在
が
登
場
す
る
乙
と
も
多
い
。

「
村
上
ワ
ー
ル
ド
」
と
呼
ば
れ
る
現
実

か
ら
浮
遊
し
た
独
特
の
作
品
世
界
に
な

じ
ん
だ
読
者
に
と
っ
て
、
現
実
社
会
に

コ
ミ
ッ
ト
す
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

執
筆
は
、
か
な
り
意
外
に
う
つ
る
。

村
上
春
樹
は
、
な
ぜ
、
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。

彼
は
そ
の
こ
ろ
、
米
国
に
住
み
、
事

件
の
前
後
は
一
時
帰
国
し
て
い
た
。

「
事
件
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
(
略
)

オ
ウ
ム
真
理
教
関
係
の

ニ
ュ
ー
ス
が
蹴

濫
し
て
い
た
。
(
賂
)
で
も
私
の
知
り

た
い
ζ
と
は
、
そ
こ
に
は
見
当
た
ら
な

か
っ
た
」

立ち上がる
亘E菖.lI\r~量E

時:1#，唱務，園田j
村上春樹、ノンフィクションを書く
地下鉄サリン事件。そこで何が起きたのか。

小さな物語を集めて、新しい物語が紡がれる。

普通の人々が語る、普通の言葉を武器に

作家・村上春樹が「オウムの物語」と対決する。

そ
き
と
}

。
て
ん
ら

る
つ
つ
か

見
や
が
』

ず
肝
を
ド

必
初
頭
ン

釦
の
ウ

た

2
僕
ラ

見
む
で
グ

を
町
-
一

夢
沼
マ
ダ

ず
れ
ン
ン

必
師
一
い
け

と
っ

E

(

る
い
大
」

眠
も
、
〈

「
れ
て
叩

ノ
ペ
羽
1
九

一

，.. ・・・圃・・圃

パ
ニ
ッ
ク
の
中
で
、
乗
客
同
士
に
よ

る
救
助
の
試
み
が
、
か
な
り
、
な
さ
れ

て
い
た
乙
と
。
身
体
的
な
後
遺
症
だ
け

で
な
く
、
事
件
に
よ
る
心
的
外
傷
性
ス

ト
レ
ス
障
害
、
い
わ
ゆ
る

P
T
S
D
に

苦
し
h
u
人
が
多
く
、
職
場
を
変
わ
っ
た

り
、
管
理
職
を
は
ず
れ
た
り
し
て
い
る

乙
と
。

「
後
遺
症
の
苦
し
み
か
ら
『
死
に
た

い
』
と
い
う
言
葉
を
聞
く
こ
と
も
た
び

た
び
で
す
。
サ
リ
ン
事
件
で
は
被
害
者

の
視
点
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ま

す
。
だ
か
ら
、
簡
単
な
ζ
と
で
は
な
い

る

が
、
敢
え
て
被
害
者
の
話
を
聞
こ
う
と

い
う
村
上
さ
ん
の
姿
勢
に
共
感
し
ま

す」
と
、
言
う
。

い
ま
だ
に
「
怖
か
っ
た
」
と
口
に
出

せ
な
い
人
が
い
る
。
言
葉
に
で
き
な
い

こ
と
で
身
体
に
異
常
が
出
て
く
る
。

人
間
へ
の
信
頼
感
が
不
条
理
に
た
た

き
嬢
さ
れ
た
。
そ
こ
を
ど
う
回
復
し
て

い
く
か
が
問
題
な
の
に
、
周
囲
の
理
解

は
得
ら
れ
ず
、
無
遠
慮
な
一
言
葉
を
投
げ

ら
れ
、
さ
ら
に
傷
を
深
め
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
登
場
す
る
、
あ
る

被
害
者
は
ζ
う
諮
っ
て
い
る
。

「
乙
っ
ち
は
苦
し
か
っ
た
け
ど
、
逆
に

周
り
は
い
さ
さ
か
面
白
が
っ
て
い
る
よ

う
な
部
分
さ
え
あ
り
ま
し
た
ね
。
面
白

お
か
し
く
と
い
う
か
・・::」

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
事
件
を
眺

め
て
い
る
人
聞
は
、
オ
ウ
ム
に
対
し

未
だ
癒
さ
れ
ぬ
苦
し
み

あ
る
被
害
者
の
男
性
は
、
犯
行
を
指

い
の
号
え
よ
し
ひ
ろ

揮
し
た
と
さ
れ
る
オ
ウ
ム
の
井
上
嘉
浩

被
告
と
高
校
の
同
級
生
だ
っ
た
。
事
件

後
そ
の
こ
と
を
知
り
、

「
す
げ
え
腹
が
立
っ
た」

と
言
う
一
方
で
、
教
組
と
対
決
姿
勢

を
見
せ
る
井
上
に
関
す
る
報
道
は
目
を

離
さ
ず
に
見
て
い
る
、
と
い
う
。

一
時
は
植
物
人
間
の
状
態
に
ま
で
な

り
、
今
も
病
院
で
リ
ハ
ビ
リ
の
過
程
に

あ
る
女
性
に
も
、
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
を
試

み
て
い
る
。

サ
リ
ン
被
害
者
の

P
T
S
D治
療
に

あ
た
っ
て
お
り
、
今
回
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

〈
だ
ん
な
か
の

も
受
け
た
、
九
段
中
野
ク
リ
ニ
ッ
ク
の

むらかみ・はるき/1949年生ま
れ、阜大卒。ジャズ喫茶経営を
経て、執筆活動に。 rノルウェ
イの森』が大人気を集め、 「現
代の夏目激石」との声も

『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
の
長
い
長

い
著
者
あ
と
が
き
(
「
目
じ
る
し
の
な

い
悪
夢
」
)
に
、
村
上
は
そ
う
書
く
。

事
件
が
起
き
た
時
、
地
下
鉄
の
列
車

の
中
に
乗
り
合
わ
せ
た
人
は
、
何
を
見

て
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
、
何
を
考
え

た
の
か
。

「
知
り
た
い
乙
と
」

の
答
え
を
探
し
て
、
村
上
は
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
開
始
し
た
。

語
ら
れ
ぬ
「
物
語
」
を
求
め

サ
リ
ン
事
件
で
は
、
十
一
人
が
亡
く

な
り
、
三
千
八
百
三
十
三
人
の
被
害
者

が
出
た
、
と
さ
れ
る
。
村
上
は
、
二
人

の
リ
サ
ー
チ
ャ

l
の
カ
を
借
り
て
被
害

者
百
四
十
人
余
り
を
探
し
出
し
、
承
諾

の
得
ら
れ
た
五
十
二
人
と
、
遺
族
や
関

係
者
八
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
取

-
材
に
は
、
ま
る
一
年
か
け
た
。

多
く
の
証
言
を
丹
念
に
集
め
、
そ
乙

か
ら
事
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
村

上
の
取
材
は
、
不
条
理
な
犯
罪
に
巻
き

込
ま
れ
た
人
々
が
、
「
被
害
者
た
ち
」

と
い
う
ひ
と
く
く
り
の
枠
組
み
の
中
に

置
き
去
り
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
確
信
と
、

一
人
ひ
と
り
に
諮
ら
れ

て
い
な
い

「物
語
」
が
あ
る
、
と
い
う

う つ が 智ちるので
。た 、津づ 。お

乙あ夫おおか薄
とま被そし気
とり告らみ昧
関 Fのく、を悪
係主生捕さ
v 荒Eみ日未完'可?と
ぞ震t出原Zυ 同

嶺むし彰Eて 時
い譜:Uc 晃F~ ie 
るで-， c.，ま
の稚物とつあ
だ拙語松5てる
ろだ」本Eい 種

事
件
を
描
く
第
四
の
場
所

怯
し
づ
め
だ

い
さ
ぶ
ろ
ラ

東
京
工
業
大
の
橋
爪
大
三
郎
教
授

(
社
会
学
)
は
、
村
上
春
樹
が
ゐ
と
が

き
で
た
び
た
び
使
う
、
「
大
き
な
乗
合

馬
車
」
と
「
ジ
ヤ
ン
ク
」
と
い
う
言
葉

に
着
目
す
る
。

麻
原
は
、
「
ジ
ヤ
ン
ク
」

(ゴ
ミ
や

ま
が
い
も
の
)
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
悪

意
の
「
物
語
」
を
提
供
し
た
。
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
は
、
正
義
が
悪
を
告
発
す
る
、

と
い
う
立
場
の
「
大
き
な
乗
合
馬
車
」

で
人
々
を
運
ん
だ
。

麻
原
と
被
害
者
、
麻
原
と
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
対
立
関
係
に
あ
る
。

乙
れ
を
ひ
と
つ
の
三
角
形
と
す
る
な

ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
向
か
い
合
う
見

え
な
い
「
対
角
線
」
上
に
、
第
四
の
場

が村
illl 
;，1. 
樹

LJCサ地
f'r-リ干
。シ鉄

砲
瓜
の

，17
'
K14 

7
i
t
 

前
提
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
は
、
地
下
鉄
の
路
線

ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

冒
頭
に
出
て
く
る
千
代
回
線
の
乗
客

の
証
言
は
、
乗
り
合
わ
せ
た
航
空
会
社

の
女
性
社
員
、
営
団
職
員
、
テ
レ
ビ
局

と
契
約
し
た
車
の
運
転
手
、
と
い
っ
た

順
に
続
け
ら
れ
て
い
く
。
一
人
の
記
憶

に
出
て
く
る
人
物
が
、
後
で
証
言
者
と

し
て
登
場
す
る
。
証
言
が
つ
な
が
り
、

あ
る
い
は
交
錯
す
る
こ
と
で
、
事
実
が

立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

名

-ゆっ

た
だ
し
、
証
言
が
す
べ
て
綴
密
に
構

成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
被
害
者
の

総
数
に
対
し
て
証
言
者
は
圧
倒
的
に
少

な
く
、
証
言
で
構
成
さ
れ
る
べ
き
事
実

に
は
、
少
な
か
ら
ず
死
角
が
で
き
て
い

る。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
い
く
つ
も
の

興
味
深
い
事
実
、
深
刻
な
実
態
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

所
が
あ
る
。

「
村
上
春
樹
は
乙
乙
に
場
所
が
あ
る
乙

と
に
気
付
き
、
乙
の
位
置
に
立
っ
て
す

る
べ
き
乙
と
が
わ
か
っ
た
。
彼
害
者
の

ミ
ク
ロ
の
物
語
を
集
め
、
マ
ク
ロ
の
物

語
を
書
く
こ
と
で
す
。
彼
に
と

っ
て

は
、
本
質
的
で
必
然
と
も
い
え
る
試
み

だ
と
思
う
」

オ
ウ
ム
の
事
件
が
起
き
た
持
、り

よ
ろ

が

「
現
実
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
凌
駕
し

た
」と

、
言
わ
れ
た
。
村
上
春
樹
は
、
新

聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で

「僕
は
そ
う
は
思
わ
な
い
」

と
話
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
分
の

や
り
方
で
、
現
実
と
対
決
し
た
。

か
や
ま

精
神
科
医
の
香
山
リ
カ
さ
ん
は
、

「
事
件
後
、
日
本
の
小
説
や
演
劇
は
変

わ
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
ま

っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
影
響
を
受

け
て
い
な
い
。
日
本
を
離
れ
て
い
る
乙

と
も
多
か
っ
た
村
上
春
樹
一
人
が
、
問

題
意
識
を
純
化
さ
せ
、
持
ち
続
け
た
と

い
う
乙
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
」

zbz
:
 

と

、

話

す

。

編

集
部
山
脇
文
子

u' A E R A ~ 

ら-I¥n 
れ見'11"

る L 、 ーー
のい dヘ
If~コ

??に
警ど〆、ミ
E dy  
精い♂フ
キ申や 'ン
科 な /
医気森
が持埜

身旨 奇
近せ 訳

プ
l
ラ
ン
・
デ
ヴ
ィ
/
武
者
圭
子
訳

最
下
層
カ

l
ス
ト
と
し
て
数
々
の
虐
待
を
受
け
た
少

女
は
、
つ
い
に
盗
賊
団
を
率
い
て
復
讐
に
立
ち
上
が

る
!
獄
中
生
活
を
経
て
国
会
議
員
に
な

っ
た
元
女

盗
賊
が
散
防
憾
の
半
生
を
語
る
。

定
価
各

1
6
4
8円

込

山
川
辺

税

，

V

日

脚

お
お

定↑
nr

品

L
宮
行

4
全

神
凹

ヨ
ぬ

区
醤

E
川市

谷
振

草
問問東

刊
干
剖

M
・
メ
イ
リ
ア
/
白
須
英
子
訳

強
大
に
み
え
た
ソ
連
は
、
な
ぜ
ト
ラ
ン
プ
の
家
の
よ

う
に
あ
っ
け
な
く
崩
壊
し
た
の
か
?
そ
の
真
因
を

明
ら
か
に
し
た
画
期
的
労
作
。
読
み
始
め
た
ら
や
め

ら
れ
な
い
ほ
ど
の
面
白
き
!

定

価

各

3
6
0
5円
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