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有害図書を通して

道 徳 の 存在を示す

とだのはいいこ

橋爪大三郎(東京工業大学教授)
そもそも有害図書とは何なのか?表現の自由と有害図書の関係は?

情報社会におけるH系図書の問題点とは?r公共性」の回復という視

点から社会学者が語る

インタビュー/構成:編集部

/川

「
公
共
性
の
解
体
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
有
害
な
の
で

す
」
と
、
橋
さ
ん
は
嘆
く
。
そ
れ
を
回
復
す
る
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
「
有
害
規
制
」
は
、
そ
の

色
町

た
め
の
と
っ
か
か
り
に
な
り
う
る
も
の
だ
と
い
う
。

. 
有
害
は
社
会
道
徳
に
関
わ
る
問
題
だ

ー

l
「
有
害
図
書
」
指
定
を
受
け
た
も
の
と
、
そ
う

で
な
い
も
の
を
見
比
べ
て
み
て
も
、
な
か
み
に
大
し

た
違
い
が
な
い
。
そ
も
そ
も
有
害
図
書
の
指
定
な
ん

て
、
恋
意
的
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

橋
爪
あ
の
ね
、
有
害
図
書
と
そ
う
で
な
い
も
の
の

線
引
き
が
あ
い
ま
い
だ
と
い
う
問
題
と
、
有
害
図
書

の
考
え
方
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
〉
つ
主
張
は
、
別
の

こ
と
な
ん
で
す
。
た
と
え
ば
犯
罪
に
し
て
も
、
ど
ち

ら
と
も
い
え
な
い
「
グ
レ

1
ゾ
1
ン
」
が
あ
る
で
し

ょ
う
。
そ
れ
で
も
た
し
か
に
、
犯
罪
は
犯
罪
だ
。
連

続
な
も
の
に
あ
え
て
線
引
き
す
れ
ば
、
グ
レ

1
ゾ
ー

ン
が
で
き
る
の
は
当
た
り
前
で
す
が
、
そ
れ
は
、
れ

っ
き
と
し
た
犯
罪
、
れ
っ
き
と
し
た
有
害
図
書
が
存

在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

ー
よ
取
近
は
「
有
害
図
書
」
と
い
う
概
念
が
、
ひ
と

り
歩
き
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
有
害

、
一
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図
書
」
と
は
何
な
の
か
、
そ
れ
を
ど
う
考
え
る
べ
き

な
の
か
教
え
て
下
さ
い
。

橋
爪
誰
か
が
あ
る
本
を
「
有
害
」
だ
と
考
え
る
か

ら
、
有
害
図
書
で
す
ね
。
で
は
、
誰
が
有
害
と
考
え

る
の
か
。
誰
に
そ
う
決
め
る
権
利
が
あ
る
の
か
。

有
害
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
作
り
た
い
人
が
あ
る
本

を
作
り
、
そ
れ
を
見
た
い
人
が
買
っ
て
み
る
。
作
る

側
/
読
む
側
、
ど
ち
ら
も
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ
て

い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は
当
人
に
と
っ
て
右
益
で

こ
そ
あ
れ
有
害
な
わ
け
は
な
い
。
本
人
の
自
由
で
あ

る
。
第
三
者
に
迷
惑
が
及
ば
な
い
限
り
、
当
事
者
同

士
の
問
題
を
と
や
か
く
言
わ
な
い
の
が
、
近
代
社
会

の
大
原
則
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
が
そ
れ
を
「
有
害
」

と
決
め
つ
け
て
よ
い
の
は
、
ど
う
い
う
場
合
か
。

ひ
と
つ
は
、
麻
薬
の
よ
う
な
場
合
。
本
人
は
幸
せ

気
分
で
も
、
羽
島
県
恒
や
悪
い
副
作
用
が
あ
り
、
廃
人

に
な
っ
て
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
る
。
本
人
の
利
益
に

も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
法
律
を
定
め
、
刑
法

犯
と
し
て
取
り
締
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
有
害
図
書
の
よ
う
な
場
合
。
親

と
し
て
は
、
あ
る
程
度
大
き
く
な
る
ま
で
、
子
ど
も

に
見
て
ほ
し
く
な
い
も
の
が
あ
る
。
子
ど
も
は
判
断

の
自
由
は
、
良
心
の
自
由
、
思
想
・
尼
渠
の
自
由
に

発
展
す
る
。
そ
し
て
、
言
論
の
自
由
、
出
版
・
集

会
・
結
社
の
自
由
と
し
て
俣
証
さ
れ
る
。
表
現
の
自

由
も
そ
の
一
環
で
す
。

大
事
な
の
は
、
表
現
の
自
由
、
言
論
の
自
由
が
、

も
と
も
と
政
府
・
行
政
権
力
に
対
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
人
民
は
、
自
分
た
ち
に
都
合
の
よ
い
政
府
を

つ
く
る
権
利
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
表
現
の
自
由
が
絶
対
な
の
は
政
府
に
対

し
て
で
あ
っ
て
、
人
民
同
士
の
間
で
は
絶
対
で
な
い
。

た
と
え
ば
、
有
害
図
書
は
、
社
会
道
徳
に
反
す
る
表

現
の
一
種
と
し
て
、
一
定
の
制
限
を
受
け
る
。
表
現

す
る
側
に
、
た
し
か
に
表
現
の
自
由
は
あ
る
け
れ
ど
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ポ
ル
ノ
雑
誌
を
書
庖
の
庖
頭
に

積
み
上
げ
て
い
い
わ
け
は
な
い
。
表
現
の
自
由
と
、

有
害
図
書
を
子
ど
も
に
見
せ
な
い
親
の
権
利
を
両
立

さ
せ
る
た
め
に
は
、
き
ち
ん
と
ゾ
l
ニ
ン
グ
(
棲
み

分
け
)
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ル
ノ
類
は
流
通
の

径
路
を
別
に
し
て
、
特
定
の
本
屋
さ
ん
や
ポ
ル
ノ
シ

ョ
ッ
プ
で
し
か
手
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
な
の

で
す
。
「
有
害
」
表
現
の
あ
る
雑
誌
/
な
い
雑
誌
の

予
想
が
つ
け
ば
、
読
者
は
自
分
で
判
断
で
き
る
。
ふ

つ
う
の
週
刊
誌
だ
と
思
っ
た
ら
な
ぜ
か
へ
ア
・
ヌ
ー

力
が
十
分
で
な
く
、
何
を
見
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

か
ら
、
当
人
に
代
わ
っ
て
親
が
決
め
る
。
親
が
「
有

害
」
だ
と
思
う
本
が
、
有
害
図
書
で
す
。
実
際
に
は

親
も
忙
し
い
の
で
、
親
に
代
わ
っ
て
誰
か
が
有
害
図

書
を
指
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

』
|
ー
な
る
ほ
ど
、
「
有
害
」
か
ど
う
か
は
親
の
一
方

的
な
主
観
に
よ
る
の
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
都

道
府
県
の
担
当
官
が
代
行
し
て
い
る
。

橋
爪
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
下
さ
い
。
一
人
ひ
と
り
の

親
の
考
え
は
主
観
で
も
、
世
の
親
た
ち
会
葎
の
考
え

に
は
お
の
ず
か
ら
並
遇
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
が

道
徳
で
す
。
道
徳
は
客
観
的
で
す
。
有
害
図
書
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
成
り
立
つ
の
は
、
子
ど
も
を
教
育

す
る
う
え
で
性
道
徳
が
意
味
を
も
つ
か
ら
で
す
。

三
番
目
に
、
嫌
煙
権
の
よ
う
な
場
合
。
体
に
悪
い

た
ば
こ
を
吸
う
の
は
本
人
の
勝
手
で
も
、
周
り
の
人

に
煙
を
吸
わ
せ
て
は
い
け
な
い
。
有
害
図
書
や
ポ
ル

ノ
も
電
車
の
な
か
で
拡
げ
て
、
そ
ん
な
も
の
を
見
た

く
な
い
人
を
嫌
な
気
持
に
さ
せ
る
権
利
は
な
い
の
で

す
。
た
ば
こ
を
吸
い
た
い
人
が
集
ま
る
喫
煙
コ
ー
ナ

ー
の
よ
う
に
、
ポ
ル
ノ
を
売
る
場
所
を
決
め
、
自
宅

に
持
ち
帰
っ
て
読
む
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。

で
は
ど
う
や
っ
て
、
有
害
図
書
を
規
制
す
る
か
。

ド
が
載
っ
て
い
た
、
な
ん
て
い
う
の
が
一
番
困
る
。

有
害
図
書
の
問
題
は
、
道
徳
の
問
題
。
毛
沢
東
風

に
言
え
ば
「
人
民
内
部
の
矛
盾
」
だ
か
ら
、
政
府
は

口
を
出
さ
ず
に
民
間
で
解
決
す
る
の
が
筋
だ
。

ー
l
輩
埠
府
県
も
、
公
の
権
力
、
行
政
に
違
い
は
な

い
で
vレ
よ
〉
つ
。

橋
爪
中
央
政
府
で
な
く
地
方
自
治
体
、
す
な
わ
ち

住
民
代
表
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
表
現
の
自
由
は

憲
法
で
、
国
レ
ヴ
ェ
ル
で
保
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

が
不
都
合
な
場
合
-
子
ど
も
の
自
に
ふ
れ
な
い
よ
う

に
、
町
や
村
と
い
っ
た
自
治
体
が
、
特
別
の
条
例
を

定
め
て
そ
れ
を
売
れ
な
く
す
る
。
ど
こ
か
の
町
や
村

で
「
有
害
」
図
書
を
売
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
言
論
・
表
現
の
自
由
へ
の
影
響
は
少
な
い
。

情
報
洪
水
が
精
神
の
危
機
を
も
た
ら
す

|
|
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ポ
ル
ノ
が
流
れ
る
な
ど
、

ひ
と
昔
前
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
性
的
表
現

は
質
量
と
も
に
拡
大
し
、
コ
ン
ビ
ニ
に
も
氾
濫
し
て

い
る
。
情
報
化
社
会
な
ら
で
は
の
新
た
な
問
題
が
起

こ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪
情
報
化
社
会
の
特
徴
は
、
情
報
が
安
く
誰
に

規
制
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
権
力
的
な
行
為
で
す

が
、
有
害
か
ど
う
か
は
社
会
話
穏
に
関
わ
る
問
題
で
、

行
政
権
刀
が
介
入
し
な
い
ほ
う
が
い
い
。
と
い
う
の

は
、
表
現
の
自
由
と
い
っ
た
も
っ
と
基
本
的
な
権
利

と
、
こ
の
問
題
は
関
わ
る
か
ら
で
す
。
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週
刊
肱
の
へ
ア
・
ヌ
l
ド
は
困
る

|
|
規
制
に
反
対
す
る
側
が
決
ま
っ
て
持
ち
出
す
の

が
、
「
表
現
の
自
由
」
で
す
。
表
現
の
自
由
と
有
害

図
書
の
関
係
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

橋
爪
「
表
現
の
自
由
」
は
近
代
社
会
の
最
も
根
本

的
な
権
利
だ
か
ら
、
最
穴
限
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
誰
か
が
「
有
害
」
だ
と
考
え
た
だ
け
で

は
、
ま
し
て
国
家
や
行
政
権
力
が
「
有
害
」
だ
と
考

え
た
く
ら
い
で
は
、
そ
う
い
う
表
現
に
ス
ト
ッ
プ
を

か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

け
れ
ど
も
「
表
現
の
自
由
」
が
あ
る
か
ら
、
何
で

も
や

n放
題
と
考
え
る
の
も
間
違
い
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
な
ぜ
表
現
の
自
由
が
大
事
な
の
か
と
い
え
ば
、

そ
の
根
本
は
「
信
仰
の
自
由
」
。
自
分
が
何
を
信
じ

る
か
、
自
分
の
頭
の
な
か
み
を
他
人
や
政
府
に
指
図

さ
れ
な
い
自
由
が
、
近
代
の
出
発
点
だ
っ
た
。
居
間

で
も
手
に
入
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
情
報
の
洪
水
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
精
神
的
な
危
機
で
も
あ
る
。
す
べ

て
の
情
報
に
通
じ
る
な
ど
不
可
能
だ
し
、
時
間
も
な

い
。
そ
し
て
自
分
が
な
に
も
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な

る
。
そ
こ
で
若
い
人
び
と
は
、
受
け
取
る
情
報
の
枠

を
自
分
で
狭
め
、
他
人
と
違
う
こ
と
に
し
て
対
応
し

て
い
る
と
思
う
。

O
O系
な
ど
と
、
自
分
の
受
け
取

る
情
報
を
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
関
心
を
払

わ
な
い
。
オ
タ
ク
は
そ
の
極
端
な
か
た
ち
で
す
。

性
に
関
す
る
情
報
で
も
、

S
M、
同
性
愛
、
フ
ェ

チ
、
ス
カ
ト
ロ
、
ロ
リ
コ
ン
と
い
っ
た
性
的
少
数
者

の
晴
好
が
、
多
く
の
若
者
を
引
き
つ
け
て
い
る
。
コ

ン
ビ
ニ
は
独
身
者
の
牙
城
で
あ
り
、
独
身
者
は
親
の

視
点
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、
性
は
刺
戟
的
で
面
白
け

れ
ば
よ
い
。
情
報
は
、
個
人
の
欲
望
に
照
準
を
合
わ

さ
れ
て
送
り
出
さ
れ
る
。
個
々
人
の
精
神
世
界
は
、

共
通
点
を
持
た
な
い
よ
う
に
寸
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

情
報
の
な
か
に
公
共
の
場
が
な
い
。
こ
れ
が
、
情
報

社
会
の
も
た
ら
す
弧
立
感
の
宮
奇
態
で
す
ね
。

|
|
有
害
図
書
は
、
本
当
に
青
少
年
に
と
っ
て
「
有

害
」
な
の
で
し
ょ
う
か
?
規
制
す
る
意
味
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
?

橋
爪
ポ
ル
ノ
の
せ
い
で
犯
罪
が
増
え
る
の
か
、
そ
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れ
と
も
防
止
に
役
立
つ
の
か
は
笠
珊
が
出
て
い
ま
せ

ん
。
有
害
図
書
が
犯
罪
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
を

証
明
し
た
け
れ
ば
、
統
計
を
き
ち
ん
と
と
っ
て
数
字

を
示
す
必
要
が
あ
る
。
で
も
そ
う
し
た
図
書
が
「
有

害
」
な
の
は
、
犯
罪
を
誘
発
す
る
か
ら
と
い
う
よ
り
、

道
徳
的
で
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
親
の
目
か
ら
見
て
、

好
ま
し
く
な
い
も
の
は
見
せ
な
い
。
そ
う
い
う
配
慮

が
道
徳
で
、
社
会
令
葎
と
し
て
も
そ
う
い
う
配
慮
を

し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
子
ど
も
に
伝
わ
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
た
め
の
規
制
で
す
。

ー
ー
で
も
、
四
歳
と
い
え
ば
、
子
ど
も
と
い
う
よ
り

も
う
大
人
で
は
な
い
で
す
か
。

橋
爪
当
然
、
個
人
差
が
あ
る
。
で
も
法
律
は
、
人

聞
を
一
律
に
扱
う
も
の
な
の
で
、
ゆ
と
り
を
み
て
、

た
と
え
ば
日
歳
と
決
め
る
。
昔
は
元
服
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
あ
る
日
を
境
に
急
に
大
人
扱
い
に
な
っ

た
。
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
移
行
は
連
続
的
で
も
、

そ
こ
に
象
徴
的
な
切
れ
目
を
入
れ
て
、
本
人
の
向
覚

を
う
な
が
す
の
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
。

早
熟
な
子
は
、
親
が
隠
し
て
も
、
読
む
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
子
ど
も
の
責
任
に
な
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ

い
と
思
う
。
そ
う
し
た
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
た
め
に

も
、
規
制
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。

そ
れ
を
承
知
で
、
私
が
こ
こ
に
原
稿
を
載
せ
て
い

る
の
は
、
情
報
が
寸
断
さ
れ
た
い
ま
の
日
本
で
、
公

共
の
言
論
を
述
る
の
に
場
所
を
選
ん
で
い
ら
れ
な
い

か
ら
だ
。
『
文
善
春
秋
』
や
『
中
央
公
論
』
に
は
た

し
か
に
立
派
な
原
稿
が
な
ら
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
若

者
は
そ
ん
な
も
の
を
読
ま
な
い
。
こ
う
い
っ
た
問
題

で
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
本
を
手
に
と
る
虫
両
生
の
目

に
と
ま
る
こ
と
を
期
待
す
る
わ
け
で
す
。

ー
ー
壁
面
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
若
者
向
け
の
媒
体

に
そ
れ
こ
そ
性
が
氾
濫
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た

現
象
に
文
化
的
背
景
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
?

橋
爪
ま
ず
、
日
本
社
会
の
伝
統
が
背
景
に
あ
り
、

そ
れ
に
、
情
報
化
社
会
が
輸
を
か
け
て
い
ま
す
。

情
報
化
社
会
は
、
め
い
め
い
が
共
通
項
な
し
に
分

断
さ
れ
た
社
会
。
そ
こ
で
は
暴
力
と
性
が
、
格
好
の

テ
1
マ
と
な
る
。
ど
ち
ら
も
、
分
断
さ
れ
た
個
人
同

士
が
じ
か
に
出
会
う
あ
り
方
だ
か
ら
だ
。
氾
濫
す
る

性
は
、
人
び
と
の
あ
り
あ
ま
る
性
欲
で
は
な
く
、
あ

り
ふ
れ
た
孤
独
を
こ
そ
象
徴
し
て
い
る
。
日
本
の
場

合
、
も
と
も
と
棟
体
を
人
目
か
ら
隠
す
習
慣
が
希
薄

だ
っ
た
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
に
性
が
氾
濫
す

る
今
日
の
状
態
を
ま
ね
い
た
。

|
|
駒
治
時
代
や
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
み
た
い
に
、

|
|
ひ
と
萱
別
な
ら
ダ
メ
だ
っ
た
へ
ア
・
ヌ
ー
ド
が

蟹
m
に
な
る
な
ど
、
最
近
は
権
力
の
側
も
変
化
し
て

き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
?

橋
爪
刑
法
の
狽
喪
条
項
の
話
で
す
ね
。
ま
ず
、
権

力
が
人
民
の
不
道
徳
を
取
り
締
ま
る
と
い
う
発
想
は
、

東
ア
ジ
ア
に
特
有
の
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
、
幕
府

は
儒
教
を
取
り
入
れ
て
み
た
も
の
の
、
性
的
に
お
お

ら
か
な
日
本
社
会
の
宮
蚕
と
あ
わ
な
い
。
そ
れ
で
も

春
画
を
取
り
締
ま
っ
て
、
か
た
ち
を
整
え
た
。
そ
の

伝
統
が
、
明
治
以
降
も
残
っ
て
い
る
。

欧
米
で
は
、
道
徳
は
宗
教
の
問
題
、
個
々
人
の
良

心
の
問
題
だ
か
ら
、
国
は
干
渉
せ
ず
、
買
お
う
と
思

え
ば
ハ

l
ド
コ
ア
・
ポ
ル
ノ
も
買
え
る
。
情
報
化
が

進
め
ば
、
海
外
か
ら
そ
れ
ら
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
く

る
か
ら
、
圏
内
の
基
準
も
自
然
に
ゆ
る
む
。
で
も
日

本
の
場
合
、
そ
れ
は
道
徳
そ
の
も
の
が
ゆ
る
ん
だ
と

い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
点
が
問
題
で
す
。
だ
か

ら
ゾ
1
ニ
ン
グ
が
必
要
だ
。

「
本
の
有
害
」
よ
り
「
公
共
性
の
解
体
」
が
有
害
だ

l
lそ
れ
は
わ
か
り
ま
す
が
、

そ
ん
な
に
う
ま
く
ゾ

ー
ニ
ン
グ
で
き
る
で
し
ょ
う
か
?

性
を
ど
こ
か
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
押
し
込
め
て
お
く

よ
り
、
自
に
ふ
れ
る
状
態
に
し
て
お
く
ほ
う
が
健
全

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
回
帰
現
象
は
、
歓
迎

す
べ
き
も
の
な
の
で
は
?

橋
爪
そ
れ
は
同
意
で
き
な
い
な
。
江
戸
時
代
が
健

全
な
社
会
だ
っ
た
と
は
、
と
て
も
い
え
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
の
特
徴
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、

ま
ず
第
一
に
、
自
由
な
言
論
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
こ

と
。
そ
し
て
、
人
び
と
は
あ
え
て
世
黒
情
勢
に
目
を

つ
ぶ
り
、
自
分
の
属
す
る
小
さ
な
集
団
の
繁
栄
と
安

定
だ
け
に
汲
々
と
し
た
。
人
び
と
は
社
会
的
、
空
間

的
な
移
動
の
自
由
を
奪
わ
れ
て
、
極
私
的
な
空
間
に

閉
じ
込
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
人
び
と
が

共
通
に
わ
か
り
あ
え
る
も
の
と
い
え
ば
、
性
し
か
な

い
。
吉
原
を
は
じ
め
と
す
る
性
の
表
象
は
、
そ
う
し

た
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
を
背
景
に
し
て
い
る
。

当
時
が
い
ま
と
似
て
い
る
と
す
れ
ば
、
情
報
化
・

グ
ロ

l
パ
リ
ゼ
l
シ
ョ
ン
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
び

と
が
情
報
の
極
私
的
空
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
。
自
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
手
掛
か
り

が
、
性
で
は
あ
っ
て
も
、
公
共
の
言
葉
で
は
あ
り
え

な
い
。
虫
両
生
が
「
有
害
図
書
」
に
ひ
か
れ
て
し
ま

p

ヰ
且
尽
に
、
そ
う
し
た
状
況
が
あ
る
。
そ
う
し
た
本

橋
爪
そ
こ
で
す
。
有
害
図
書
は
、
お
お
っ
ぴ
ら
に

売
っ
た
り
、
見
た
り
し
て
は
困
る
本
の
こ
と
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
、
ま
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。
そ

こ
に
、
情
報
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
ま
す
。
い
っ
た
い
有

害
図
書
っ
て
、
ど
ん
な
本
な
ん
だ
ろ
う
?
メ
デ
ィ

ア
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
ら
、
み
ん
な
興
味
を

も
っ
。
商
品
価
値
も
出
て
く
る
。

そ
こ
で
こ
の
本
で
す
。
有
害
図
書
に
つ
い
て
考

え
る
、
ま
と
も
な
本
。
だ
か
ら
一
般
書
庖
に
置
か
れ

る
で
し
ょ
う
が
、
中
味
は
と
い
え
ば
、
有
害
図
書
の

リ
ス
ト
や
、
そ
の
さ
わ
り
の
部
分
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
。

い
う
な
れ
ば
、
有
害
図
書
の
カ
タ
ロ
グ
み
た
い
な
も

の
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
有
害
図
書
に
つ
い
て
考

え
る
フ
リ
を
し
な
が
ら
、
結
局
こ
の
本
自
体
が
有
害

図
書
な
ん
で
す
。
そ
こ
へ
こ
の
原
稿
を
寄
せ
て
い
る

私
も
、
共
犯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本
が
売
れ
る
こ
と
自
体
は
悪
い
こ
と

じ
ゃ
な
い
。
だ
が
、
な
ぜ
売
れ
る
の
か
が
問
題
だ
。

こ
の
本
を
手
に
と
る
人
の
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う

が
、
中
に
は

4
T軽
に
有
害
図
書
の
中
味
を
の
ぞ
い

て
み
た
い
。
と
い
う
不
純
(
ロ
)
な
動
機
の
読
者
も

混
じ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
本
の
編
集
者
も
、
そ

の
へ
ん
の
こ
と
は
十
分
計
箆
詰
み
だ
と
思
う
。

が
「
有
害
」
で
あ
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
こ
う
し
た

公
共
性
の
解
体
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
有
害
な
の
で
す
。

|
|
そ
う
す
る
と
、
「
有
害
」
図
書
を
規
制
す
る
こ

と
自
体
に
は
意
味
が
な
い
?

橋
爪
い
や
、
問
題
は
、
極
私
的
に
す
断
さ
れ
た
中

高
生
の
精
神
世
界
に
、
公
共
的
な
言
葉
が
通
じ
る
場

を
つ
く
れ
る
か
ど
う
か
。
だ
か
ら
、
有
害
図
書
の
販

売
を
制
限
し
て
、
そ
こ
に
道
徳
が
存
在
し
う
る
こ
と

を
示
す
の
は
よ
い
こ
と
だ
。
情
報
の
氾
濫
、
価
値
相

対
土
嚢
に
ど
こ
ま
で
も
押
し
流
さ
れ
た
く
な
か
っ
た

ら
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
他
者
や
ル
l
ル

の
存
在
に
一
刻
も
早
く
気
づ
く
こ
と
で
す
。

橋
爪
大
三
郎

一
九
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八
年
、
鎌
倉
生
ま
れ
。
専
攻
、
社
会

学
。
墓
尽
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
租
博
士
課

濃
了
。
現
在
、
棄
工
業
大
学
一
翼
著
書

に
『
言
語
、ゲ
1
ム
と
社
会
理
論
』
『
は
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め
て

の
構
造
主
義
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『
集
金
伊
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ど
他
多
数
。
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