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F 構造主義
20世紀精神田忠拡散する<知>第3部

橋
爪
大
三
郎

ニ
O
世
紀
後
半
の
思
想
界
は
、
構
造
主

義
を
軸
に
動
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
現
代

思
想
と
言
え
ば
ふ
つ
う
構
造
主
義
、
そ
し

て
ポ
ス
ト
構
造
主
義
を
意
味
す
る
。

「
構
造
主
義
(
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ズ
ム
ど

と
い
う
奇
妙
な
名
前
の
思
想
が
フ
ラ
ン
ス

に
登
場
し
た
の
は
、
一
九
六
O
年
ご
ろ
。

落
ち
目
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
入
れ
代
わ
り

に
、
だ
ん
だ
ん
人
び
と
に
浸
透
し
、
八
0

年
代
に
は
最
も
有
力
な
思
想
と
な
っ
た
。

心
理
学
の
J
ニ
フ
カ
ン
、
歴
史
学
の
M
・

フ
l
コ
l
、
哲
学
の
L
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
、
記
号
学
の
R
・
バ
ル
ト
、
人
類
学
の

c・
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー
ス
ら
が
、
構
造

主
義
の
有
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ

H
ス
ト
ロ
ー
ス
の
住
事
を
中
心
に
、
構
造

主
義
と
は
何
だ
っ
た
か
を
ふ
り
返
っ
て
み

よ
う
。

-「
未
開
」
は
無
根
拠

レ
ヴ
ィ

H
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
ブ
ラ
ジ
ル

奥
地
の
原
住
民
な
ど
乙
れ
ま
で
「
未
開
」

と
さ
れ
て
き
た
社
会
の
親
族
構
造
や
神
話

を
調
べ
、
そ
こ
に
構
造

(U挙
し
も
意

識
で
き
な
い
数
学
的
な
秩
序
)
が
隠
さ
れ

て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
た
と
え
ば
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
住
民
が
結
婚
相
手
を

決
め
る
た
め
の
規
則
は
、
ど
う
い
う
わ
け

か
、
現
代
数
学
の
「
群
」
の
構
造
を
そ
な

え
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
人
閣
の
精
神
は

だ
ん
だ
ん
進
歩
し
て
い
く
と
い
う
よ
り
、

は
じ
め
か
ら
完
成
し
て
い
る
と
考
え
た
ほ

う
が
い
い
。
人
間
・
社
会
が
進
歩
す
る
と

考
え
る
近
代
主
義
、
歴
史
の
発
展
法
則
を

根
本
に
据
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
ま
っ

た
く
違
っ
た
発
想
、
す
な
わ
ち
構
造
主
義

の
誕
生
で
あ
る
。

構
造
主
義
は
、
思
想
界
に
衝
撃
を
与
え

た
。
な
ぜ
な
ら
、
西
欧
の
近
代
資
本
主
義

社
会
も
、
人
類
学
者
が
扱
う
「
未
開
」
社

会
も
、
同
じ
人
間
精
神
の
所
産
で
あ
り
、

レヴィ= ストロース 1935年ブラジルのサンパウロ
大学に講師として赴任し、南米の原住民を調査した。
第二次大戦でフランスに帰国し応召eしたがドイツ軍に
敗れ、ユダヤ系のため危険を逃れて米国に亡命。戦後
パリに戻り、 59年コレージュ ・ド・フランス教授に就
任した。親族の研究や神話の構造分析により構造主義
人類学を確立レ、現代思想に大きな影響を与えた。

フーコ一 高等師範学校で哲学を専攻後、心理学や
精神医学を学び、 1970年からコレージュ・ド・フラン
ス教授を務めた。著書 r言葉と物』の成功で構造主義
を代表する哲学者とみられたが、方法論的にはニーチ
ェの系譜学の影響下に「アルケオロジー」という独自
の記述・分析手法を開発。とれにより、狂気と理性、
知と権力などについて歴史的研究を行った。

価
値
の
優
劣
は
つ
廿
ら
れ
な
い
。
そ
れ
な

の
に
西
欧
が
非
西
欧
世
界
を
遅
れ
た
も

の
、
劣
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
植
民
地
に

し
た
り
す
る
な
ど
何
の
根
拠
も
な
い
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

構
造
主
義
の
ア
イ
デ
ア
は
、
ど
の
よ
う

に
生
ま
れ
た
の
か
り
・
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ

ー
ス
は
、
人
類
学
の
研
究
を
進
め
て
い
る

と
き
に
、
言
語
学
の
R
・ヤ
l
コ
ブ
ソ
ン

と
知
り
合
い
、
ーニ
O
世
紀
初
め
の
思
想
家

F
・
ソ
シ
ュ

l
ル
の
言
語
思
想
を
詳
し
く

紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
レ
て
、
言
語
を

分
析
す
る
方
法
を
、
親
族
や
神
話
や
社
会

れ
な
い
。
複
雑
な
現
代
社
会
の
分
析
が
で

き
な
い
。
言
語
に
な
ら
な
い
人
閣
の
深
い

'

欲
動
の
部
分
を
ど
う
す
る
。
と
う
し
て
、

0
・
ド
ゥ
ル
l
ズ
&
F
・
ガ
タ
リ
、

J
-

デ
リ
ダ
、

J
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
、

J
・
リ

オ
タ
1
ル
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の

人
び
と
が
登
場
す
る
。

ポ
ス
ト
構
造
主
義
は
、
も
と
の
構
造
主

義
と
ど
う
違
う
の
か
。

「
ポ
ス
ト
」
と
は
、
構
造
主
義
を
踏
ま

え
、
そ
し
て
乗
り
越
え
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
構
造
主
義
の
方
法
は
当
然
と
し
て
、

そ
の
う
え
で
現
代
社
会
(
二

O
世
紀
末
の

の
研
究
に
応
用
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
着

想
し
た
。
乙
れ
が
う
ま
く
行
っ
て
、
レ
ヴ

イ

H
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
人
類
学
が
生
ま

れ
、
バ
ル
ト
や
ラ
カ
ン
と
い
っ
た
へ
ひ
と

の
仕
事
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
構
造
主

義
は
、
人
閣
の
生
み
出
し
た
も
の
す
べ
て

を
、
言
語
と
同
じ
く
記
号
の
シ
ス
テ
ム
と

み
な
し
、
そ
れ
を
な
る
べ
く
形
式
的
に
取

り
扱
う
と
い
う
方
法
を
も
っ
て
い
る
。

-
ポ
ス
ト
構
造
主
義

さ
て
、
構
造
主
義
が
広
ま
る
に
つ
れ
、

そ
の
限
界
に
不
満
を
抱
く
人
び
と
も
現
れ

て
き
た
。
歴
史
や
社
会
の
変
化
を
論
じ
ら

高
度
資
本
主
義
社
会
)
の
現
実
に
肉
薄
し

よ
う
と
す
る
。

ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
人
び
と
に
共
通
す

る
の
は
、
現
代
社
会
を
と
ら
え
る
の
に
、

形
式
論
理
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
る
乙
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
¥
自
己
言
及
。

「私

は
嘘
つ
き
で
す
」
は
、
も
っ
と
も
単
純
な

自
己
言
及
の
例
だ
が
、
形
式
論
理
で
は
真

偽
が
決
定
で
き
な
い
。
高
度
資
本
主
義
社

会
に
特
有
な
現
象
、
た
と
え
ば
バ
ブ
ル
経

済
も
、
自
己
言
及
(
み
な
が
値
上
が
り
す

る
と
思
う
か
ら
値
上
が
り
す
る
)
の
構
造

を
持
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
形

式
論
理
で
は
歯
が
立
た
な
い
の
で
は
な
い

か
。
記
号
の
シ
ス
テ

ム
を
形
式
的
に
取
り
扱
つ
だ
貯

の
構
造
主
義
で
は
、
十
分
で
な
い

と
い
う
わ
り
で
あ
る
。

そ
乙
か
ら
先
は
、
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
だ
。
ひ
と
つ
は
、
フ
ロ
イ
ド
の
自
我

論
や
自
己
生
成
の
モ
デ
ル
な
ど
を
下
敷
き

に
、
形
式
論
理
を
は
み
出
す
モ
デ
ル
を
こ

し
ら
唱
え
る
こ
と
。
乙
の
方
向
は
、
矛
盾
を

基
礎
に
世
界
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
マ
ル

ク
ス
主
義
と
、
再
び
接
近
す
る
乙
と
に
な

る
。
わ
が
国
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
思
想

家
た
ち
が
、
湾
岸
戦
争
の
際
に
、

旧
左
翼

の
人
び
と
と
声
を
合
わ
せ
て
日
本
の
「
国

際
貢
献
」
に
反
対
し
た
の
は
、
乙
の
と
と

と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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-
価
値
相
対
の
限
界

乙
う
し
た
な
か
、

M
・
フ
l
コ
I
の
仕

事
が
注
目
に
値
す
る
。
彼
は
構
造
主
義
と

と
も
に
登
場
し
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

フ
l
コ
l
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
の
枠
組

み
、
す
な
わ
ち
エ
ピ
ス
テ
l
メ
l
の
成
立

を
問
題
に
し
た
。
そ
し
て
、
監
視
や
刑
罰
、

告
白
、
規
律
訓
練
と
い
っ
た
権
力
の
働
き

が
、
近
代
的
主
体
の
形
成
に
あ
ず
か
っ
て

い
る
と
考
え
た
。
歴
史
学
者
の
フ
I
コ
ー

は
、
そ
の
こ
と
を
、
古
典
時
代
や
近
代
初

頭
と
い
っ
た
過
去
の
社
会
に
つ
い
て
実
証

し
て
み
せ
た
。

知
の
あ
り
方
が
あ
る
特
定
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
主
張

は
、
自
己
言
及
的
な
知
(
知
が
ど
う
作
ら

れ
る
か
と
い
う
知
)
で
あ
る
。
そ
の
主
彊

を
現
代
社
会
に
あ
て
は
め
よ
ラ
と
す
る

と
、
主
彊
の
真
偽
が
決
定
で
き
な
く
な
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
せ
い
で
、
フ
i
コ
l
に
続

乙
う
と
し
た
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
思
想
家

た
ち
は
ち
現
代
社
会
に
対
し
て
積
極
的
な

発
言
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
ポ
ス
ト
構
造

主
義
は
、
価
値
相
対
主
義
で
、
ど
ん
な
主

彊
も
そ
れ
な
り
に
成
立
す
る
と
考
え
る
。

し
か
も
、
ど
れ
か
の
主
張
を
肯
定
し
た
り

否
定
し
た
り
で
き
な
い
の
で
、
結
局
、
現

状
維
持
的
に
な
る
。
仕
方
が
な
い
の
で
、

最
新
の
知
的
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
頼
っ
て
優

位
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
以
上
に
進
む

と
と
が
む
ず
か
し
い
。

ポ
ス
ト
構
造
主
義
が
こ
う
し
て
停
滞
し

て
い
る
う
ち
に
も
、
冷
戦
の
終
結
や
民
族

紛
争
、
ア
ジ
ア
の
金
融
不
安
と
い
っ
た
新

た
な
変
化
が
続
発
し
た
。
二

O
世
紀
末
の

思
想
界
で
は
い
ま
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の

つ
ぎ
を
狙
う
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
が
、
し
の

ぎ
を
削
っ
て
い
る
。
そ
の
決
着
が
つ
く
二

一
世
紀
に
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の

「ポ

ス
ト
」
構
造
主
義
の
時
代
が
始
ま
る
は
ず

ぷ一。争心(は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
H
東
京
工

業
大
学
教
授
・
社
会
学
)
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中
小
毎
週
月
曜
に
掲
載



ツ
ク
は
開
催
す
る
色
と
に
種
目
が
増

ε

ぇ
、
選
手
団
が
膨
れ
上
が
り
、
テ
レ
ビ

の
放
映
権
料
が
か
さ
ん
で
い
く
。
水
膨

れ
も
い
い
と
こ
ろ
で
す
よ
9

何
回
も
節

-

約
五
輪
だ
と
か
縮
小
だ
と
か
い
わ
れ
た

が
、
う
ま
く
い
っ
た
た
め
し
が
な
い
。

と
い
う
乙
と
は
、
関
係
者
の
だ
れ
も
が

水
膨
れ
に
よ
っ
て
、
な
に
が
し
か
の
お

と
ぼ
れ
に
あ
ず
か
る
と
い
う
構
造
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
本
来
の
目
的
と
関
係
な
い
こ
と
で

'

す
ね
ー
ま
ず
五
輪
改
革
が
売
だ
と
思
い

ま
す
。た

と
え
ば
中
国
の
よ
う
な
国
で
は
、

五
輪
誘
致
は
国
際
社
会
へ
の
登
場
と
か

，
国
威
発
揚
と
か
、
国
益
が
絡
ん
で
い
る

か
ら
仕
方
な
い
で
し
ょ
う
が
、
大
限
の

よ
う
な
町
で
そ
ん
な
意
味
が
あ
る
と
も

思
え
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
東
京
に
比

べ
て
地
盤
沈
下
の
目
立
つ
大
阪
の
経

済
に
、
カ
ン
フ
ル
注
射
に
な
れ
ば
と
い

う
程
度
の
思
惑
だ
貯
。
オ
ひ
ン
ピ
ッ

-

画

I
l
l
l

圃

P

R

v

h

，

・

置

園

(
I
O
Cは
ど

剛
一
割
、
間
醐
闘
関
陣
戸
副
主
爾
S
E
E
M
う
す
べ
き
か
V

悶
-
犠

4
4，
田
岡
-R盛
岡
恥
悶
回
閥
園
、
町
閣
議
‘
サ
マ
ラ
ン
チ
会

す
葉
支
苓
倍
、
掴
m
d
日
即
日

t

持

ク
に
便
乗
し
よ
う
と
い
う
考
え
な
ん
で
ピ
ッ
ク
の
組
織
原
則
を
徹
底
討
議
し
て

す
。
そ
の
副
作
用
を
考
え
る
と
、
立
整
理
・
縮
小
す
べ
き
だ
。
オ
リ
ン
ど

y

俣
捕
を
断
念
レ
て
何
の
問
題
-9
な

い

ん

グ

は

マ

イ

ナ
イ
な
踊
技
に
巽
中
ず
お

じ
ゃ
な
い
で
す
か
吋
'他
に
有
力
な
候
補

・

か
ベ
逆
に
陸
土
や
水
上
の
基
本
競
技
に

も
あ
る
乙
と
だ
し
、
勝
算
が
な
い
な
ら
、

e

限
る
。
と
に
か
く
思
い
切
っ
て
小
さ
く

な
お
さ
ら
や
め
た
ほ
う
が
い
い
で
す
す
る
と
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

ね。

，

l

;

(橋
爪
教
授
は
県
職
員
が
国
の
役
人

ス
ポ
ー
ツ
の
イ
ベ
ン
ト
で
国
威
発
揚
を
接
待
す
る
「
官
官
接
待
」
に
つ
い
て

し
よ
う
と
い
う
の
は
昔
使
わ
れ
た
方
法
「
じ
ば
し
ば
報
道
さ
れ
る
が
事
件
に
な

で
ペ
国
家
や
社
会
と
し
て
は
、
極
め
て

白

り
に
く
い
。
地
元
の
利
益
の
た
め
な
ら

幼
稚
で
未
熟
な
段
階
に
あ
る
と
考
え
な

j

伺
を
し
て
も
い
い
わ
り
で
は
な
い
』
と

り
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
経
済
的
欝
鐘
を
鳴
ら
し
で
い
る
)

な
波
及
効
果
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
ぞ
れ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
は
切
η

離
し
て
合
理
的
に
都
市
整
備
な
ど
を
進

め
て
い
く
と
い
う
と
と
が
大
事
だ
と
黒

い
ま
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ょ
っ
な
、

来
る
か
来
な
い
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な

大
イ
ベ
ン
ト
で
、

‘そ
れ
に
つ
れ
て
お
令

が
出
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

経
済
不
視
の
乙
の
時
期
に
は
、
お
じ
ゃ

ま
虫
以
外
の
何
も
の
で
も
な
わ
ん
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
J

地
元
利
益
に
関
し
て
い
え
ば
圏
内
白

限
ら
れ
た
資
源
が
ご
そ
っ
と
地
元
に
投

下
さ
れ
る
と
い
う
乙
と
で
し
ょ
う
が
、

ぞ
れ
は
他
の
地
域
の
犠
牲
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
わ
げ
で
、
そ
ん
な
も
の
は

大
部
分
の
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
い
い

迷
惑
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
体
も

同
じ
で
、
地
元
持
ち
回
り
の
タ
ナ
ボ
タ

利
権
は
と
の
際
、
思
い
切
っ
、で
整
理
す

る
ほ
う
が
す
っ
き
り
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

はしづめ・だいさぶろう
1948宮年、神奈川県。生まれ。葉該宗
大文学部社会学科卒。東大大
学院社会学研究科博士課程修
了。フリーで執筆活動を続け
た後、88年から東工大助教授。
現在、東工大3た学院社会理王
学研究科教授。著書に「橋爪大
三郎の社会学講義tJr性愛論j

など。

稿用大三郎
東京工業大教授
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モ夕刊b

繰
り
議
内
二
議

s，
《
S
意
，
S

‘
S
醤

思

凶

S

る
。
そ
れ
が
I
O
Cの
権
限
内
に
あ
る
‘

を
離
ね
た
公
共
的
な
課
題
に
応
え
る
だ

と
す
る
と
、

I
O
C委
員
は
名
誉
職
で
め
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
サ
ミ
ッ
ト
(
主

は
あ
る
が
、
同
時
に
大
き
な
権
溢
を
持
要
国
首
脳
会
議
)
で
あ
札
ば
、
そ
の
当

っ
て
い
る
と
と
に
な
り
ま
ず
か
ら
?
彼
脳
会
議
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
一

ら
に
食
い
込
も
う
と
い
ろ
い
ろ
な
刺
益
番
大
事
に
な
る
。
乙
の
目
的
か
ら
す
れ
.

供
与
の
方
法
が
考
え
ら
れ
て
、
今
回

ω

ば
候
補
地
は
お
の
ず
か
ら
隈
ら
れ
て
く

よ
う
な
事
態
に
な
。つ

℃
レ
ま
う
。

I
U

る
し
、
乙
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ

.

C
は
N
G
O
(非
政
府
組
織
V

だ
か
ら
、
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
‘

贈
収
賄
罪
に
も
該
当
し
な
い
し
、
株
主

・

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
地
も
同
様

代
表
訴
訟
や
背
任
罪
で
も
追
及
で
き
な

‘

で
、
あ
る
べ
き
大
会
を
い
ろ
い
ろ
な
側

い。

‘
。

面
か
ら
考
慮
し
て
決
め
る
J

そ
れ
は
地

-

e

-
O
Cの
よ
う
な
公
共
性
の
高
い
団

a

元
の
利
益
と
は
独
立
し
た
も
の
で
b
ょ

体
ほ
ど
、
公
務
員
に
準
じ
る
社
会
的
買
う
。
地
元
の
利
益
は
そ
ね

'

任
が
求
め
ら
れ
る
。
開
催
地
決
定
の
ょ
と
し
て
、
意
思
決
定
が
本

う
な
大
き
な
決
定
に
か
か
わ
る
場
合
に
来
の
目
的
に
従
っ
て
行
お
「
正
密
訟

は
、
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
を
確
れ
た
か
ど
う
か
が
大
事
で
ミ
求
書
当

保
す
る
必
要
が
あ
る
。
ど
う
い
う
乙
と
す
。
決
定
に
向
り
て
、
大

.
1
L
d

を
手
掛
か
り
に
し
て
決
め
た
の
か
、
だ
会
の
目
的
に
ど
う
ア
ピ
l

一
一
一

れ
が
賛
成
し
、
だ
れ
が
反
対
し
た
の
か
、
ル
す
る
か
を
競
争
す
る
0

5

《
公
努

そ
の
理
由
は
何
な
の
か
、
関
係
す
る
人

一

も
し
接
待
な
ど
の
方
法
で
一

d

J
，
ι

び
と
が
知
り
う
る
よ
う
に
す
る
。
そ
し
襲
撃
を
左
右
し
ょ
っ
〆
名
答

て
事
務
局
の
活
動
に
対
し
て
も
、
株
主
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ

J
L
一

総
会
や
議
会
の
決
算
委
員
会
に
あ
た
る
ば
、
そ
れ
だ
け
で
開
催
地

γ

ゆ

4

第
三
者
機
闘
が
任
意
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
乙
し
て
の
資
格
を
疑
わ
れ

一

M
-

勧
告
を
行
う
。
と
の
こ
つ
を
行
え
る
よ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
一
一

4
一

う
に
す
る
の
が
当
面
の
解
決
策
で
は
な
ょ
う
か
。

r

h

-

-

い
で
し
ょ
う
か
。

・

(
2
0
0
8年
五
輪
の

J
L
V
-
3

確
か
に
地
元
に
し
て
み
れ
ば
大
き
な
大
阪
誘
致
に
つ
い
て
)
，
Y
酬
寸
町

イ
ベ
ン
ト
か
来
る
か
ど
う
か
は
大
事
な

‘

ま
ず
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

0

・
-Etd

問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ

-

が
本
当
に
必
要
な
の
か
ど

ん
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
事
業
が
ど
う
し
う
か
、
そ
ろ
そ
ろ
考
え
直

て
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
地
元
し
た
ら
い
い
。
オ
リ
ン
ピ

.

"コ》

え・渡辺正義



の
ま
ま
で
も
、
ぞ
れ
を
ま
た
別
に
解

釈
し
て
、
君

H
日
本
国
の
主
権
者
国

民
、
と
か
、
そ
の
統
合
の
象
徴
で
あ

る
天
皇
、
の
意
味
に
と
れ
ば
よ
い
。

い
ま
君
が
代
を
歌
う
国
民
は
、
そ
う

思
っ
て
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

h
N

。二
人
称
の
「
君
」
は
わ
れ
わ
れ
国

民
の
意
味
に
な
ら
な
い
か
ら
不
満

だ
、
と
の
声
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
た

と
え
ば
、
君
が
代
nv我
ち
が
代
、
と

色

Z
Z

変
え
て
み
れ
ば
、
歌
調
全
体
は
倣
慢

な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
変
わ
っ
て
し
ま

う
。
一
人
ひ
と
り
は
有
限
な
命
し
か

な
い
国
民
が
、
む
し
ろ
「
君
」
と
い

う
二
人
称
に
託
し
て
、
自
分
個
人
と

公
的
な
共
同
社
会
、
国
家
と
の
結
び

つ
き
を
歌
う
。
そ
乙
に
は
、
己
の
世

界
の
あ
り
方
を
写
し
た
真
実
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

日
の
丸
、
君
が
代
が
こ
の
よ
う
な

か
た
ち
で
議
論
に
な
る
の
は
、
戦
後

日
本
の
抱
え
る
罪
買
感
〈
出
ル
テ
ィ

ー
・
コ
ン
シ
ャ
ス
)
に
触
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
日
の
丸
、
君
が
代
が
よ
く

な
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
の
は
、

日
本
国
民
が
、
日
本
国
の
成
り
立
ち

を
、
心
の
底
か
ら
納
得
し
て
い
な
い

た
め
だ
。

大
日
本
帝
国
の
正
統
な
後
継
国
家

で
あ
る
日
本
国
の
、
主
権
者
(
当
事

者
)
で
あ
る
自
覚
を
持
っ
と
と
。
大

日
本
帝
国
と
の
連
続
性
を
、
歴
史
の

負
の
遺
産
も
ろ
と
も
に
引
き
受
け
る

と
と
。
軍
部
や
天
皇
や
責
任
の
あ
る

誰
か
を
見
つ
り
、
非
難
す
る
と
と
で

罪
責
感
を
解
消
し
よ
う
と
せ
ず
、
む

し
ろ
そ
の
罪
責
感
を
パ
ネ
に
、
日
本

国
の
統
治
能
力
(
民
主
主
義
の
実
質
)

を
高
め
る
こ
と
に
全
力
を
注
ぐ
ζ

と
。
ー
ー
こ
う
い
う
課
題
を
、
今
回

の
法
制
作
叫
が
う
や
む
や
に
し
て
し
ま

う
の
で
あ
れ
ば
1

残
念
で
あ
る
。

ハ
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
H
東

京
工
業
大
学
教
授
・
社
会
学
)

体
性
を
組
織
で
き
る
わ
り
で
は
な

い
。
日
本
国
民
と
し
て
の
主
体
性
が

な
け
れ
ば
、
新
し
い
国
旗
や
国
歌
を

制
定
で
き
な
い
。
②
の
よ
う
に
主
張

す
る
だ
げ
だ
と
、
た
だ
の
ア
ナ
キ
ズ

ム
で
あ
る
。

<下>

6 
〉
'川
、唱
肱
の
法

下
さ
ヵ
指
習
肥

に
日
思
=
慣
t
m

o

一

U
自
意
と
い
る
る

一

叫
川
口
」
合
配
な
作
ベ
一

明

即

答

都

品

一

日
の
丸
を
国
旗
、
君
が
代
を
国
歌

礼
、
一
民
習
り
数
、
一
と
定
め
る
法
案
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
議

似
者
国
債
作
多
い
一
論
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
法
案
の
意
味

ヨ
学
「
る
て
、
重
日

同
会
に
い
し
が
も
…
を
考
え
て
み
た
い
。

載
社
も
て
思
う
り
…
国
旗
と
は
何
か
。
国
家
も
、
国
民

連
は
と
っ
意
ほ
よ
叫

…
も
、
目
に
み
え
な
い
存
在
で
あ
る
。

持

』

一
ぞ
れ
に
、
目
に
与
え
る
形
(
象
徴
)

-

-

一
を
与
え
る
も
の
が
、
国
旗
で
あ
る
。

場

圃
一
国
旗
は
た
だ
の
旗
だ
が
、
へ
ひ
と
は

と
壬
岨
一
と
れ
に
対
.す

る
と
き
、
国
家
や
国
民

い
お
と

に
対
す
る
よ
う
に
す
る
。
乙
れ
が
、

1
-

国
旗
に
対
す
る
「
敬
意
」
の
原
点
で

圃
一
あ
る
。

-
印

一

国

歌
は
、
国
旗
を
貫
け
て
犠
式
を

-
曜
一
行
う
と
き
に
演
奏
さ
れ
る
。
国
歌
に

一
味
一
よ
っ
て
固
な
ら
び
に
国
旗
に
対
す

-
日

一
る
敬
意
を
表
現
す
る
。

-4
-一ど
の
国
家
も
国
旗
・
国
歌
を
持

-
H

つ
。
そ
し
て
互
い
に
敬
意
を
払
う
。

-
7

と
れ
は
、
近
代
の
国
際
社
会
の
確
立

-

弓

さ

れ

た

ル

l
ル
だ
。
民
主
主
義
国
家

-
レ
だ
ろ
う
と
独
裁
国
家
だ
ろ
う
と
、
と

-
リ
れ
に
従
っ
て
き
た
。
日
本
も
国
家
な

一
朝
色
、
と
れ
に
従
う
の
は
当
然
で
あ
ろ

圃

(

う

0

.

H

一
伴
国
際
社
会
が
乙
の
き
で
あ
る
以

-
9

上
、
学
校
教
育
の
場
で
、
国
旗
・
国

-
9

歌
に
つ
い
て
教
え
る
の
は
自
然
だ

し
、
必
要
な
と
と
で
あ
る
(
た
だ
し

そ
れ
を
、
政
府
が
指
図
す
る
乙
と
は

な
い
)
。

で
は
な
ぜ
、
日
本
の
国
旗
は
日
の

丸
、
国
歌
は
君
が
代
で
な
け
れ
ば
い

り
な
い
の
か
。

日
の
丸
、
君
が
代
で
な
貯
れ
ば
い

け
な
い

'浬
曲
は
ど
と
に
も
な
い
。
主

権
者
で
お
内
閣
国
民
が
そ
う
と
決
め
れ

ば
、
ど
ん
な
国
旗
・
国
歌
で
も
よ
い
。

乙
れ
が
日
本
国
憲
法
の
原
則
で
あ

る。

逆
に
言
え
ば
、
日
の
丸
、
君
が
代

で
い
け
な
い
理
由
も
な
い
。
ぞ
と
で
、

乙
と
か
ら
先
は
議
論
が
分
か
れ
る
。

①
日
の
丸
、
君
が
代
は
、
侵
略
戦

争
を
戦
っ
た
大
日
本
帝
国
の
象
徴
で

あ
っ
た
。

②
そ
の
よ
う
な
歴
史
に
汚
れ
て
い

る
の
で
、
日
本
国
の
国
旗
・
国
歌
と

し
て
適
当
で
な
い
。

「日の丸・君が代JO

い
っ
ぽ
う
④
は
、

慣
習
よ
り
も
制
定
法

の
ほ
う
が
重
い
と
考

え
て
い
る
よ
う
だ

が
、
ぞ
の
反
対
で
は

な
い
だ
ろ
っ
か
。
制

定
法
は
、
多
数
を
制

し
た
政
権
与
党
が
作

り
だ
せ
る
。
そ
れ
応

対
し
て
、
慣
習
は
、

意
思
し
て
作
り
だ
せ

る
も
の
で
は
な
い
。

そ
と
に
は
、
国
民
の

集
合
意
思
が
宿
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

と
の
ほ
か
に
も
、

白
の
丸
と
君
が
代
を

区
別
し
、
日
の
丸
は

た
だ
の
旗
だ
か
ら
罪

が
な
い
が
、
君
が
代

は
歌
詞
(
意
味
)
が

あ
る
か
ら
、
国
歌
と

し
て
ふ
さ
わ
し
く
な

い
(
歌
調
を
変
え
る

べ
き
だ
)
と
い
う
意

見
が
あ
る
。

ぞ
れ
を
言
う
な

ら
、
有
か
代
(
の
歌

詞
)
も
罪
が
な
い
、

と
私
は
思
う
。

も
と
も
と
と
の
歌

調
は
、
古
い
恋
歌
だ

っ
た
。
そ
の
一
部
が

変
わ
っ
た
も
の
(
わ
が
君
。
君
が
代
)

を
、
明
治
の
は
じ
め
に
国
歌
と
し
た
。

君
日
明
治
国
家
の
主
権
者
天
皇
、
と

は
、
元
歌
の
「
君
」
を
読
み
か
え
た

ひ
と
つ
の
「
解
釈
」
な
の
で
あ
る
。

ぞ
れ
な
ら
、
君
が
代
の
歌
調
は
そ

議論が示す戦後日本の罪責感

も
う
い
っ
ぽ
う
で
は
、
次
の
よ
う

に
も
言
わ
れ
る
。

③
日
の
丸
、
君
が
代
は
、
慣
習
上
、

日
本
国
の
国
旗
・
国
歌
と
し
て
定
着

し
て
き
た
。

④
法
律
で
、
日
の
丸
、
君
が
代
が

国
旗
・
国
歌
で
あ
る
と
決
め
れ
ば
、

も
っ
と
定
着
す
る
。

橋爪大三郎

今
回
の
論
争
は
、
①
+
②
・
対
・

③
+
④
の
対
立
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
私
は
、
①
も
③
も
事
実

だ
か
ら
認
め
る
が
、
②
、
④
の
よ
ラ

に
は
考
え
な
い
、
と
の
立
場
を
と
る
。

③
は
、
日
の
丸
・
君
が
代
H
国
旗

・
国
歌
、
と
い
う
慣
習
が
成
立
し
て

い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

日
の
丸
、
君
が
代
へ
の
反
対
は
根

づ
よ
い
が
、
代
わ
り
の
国
旗
、
国
歌

は
提
案
さ
れ
て
い
な
い
。
代
わ
り
が

な
廿
れ
ば
、
慣
習
は
く
つ
が
え
ら
な

L
V
 考

え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
だ
が
、

日
の
丸
に
反
対
し
君
が
代
を
拒
否
す

る
だ
け
で
、
日
本
国
民
と
し
て
の
主

(夕刊)⑧ 聞

い
っ
ぽ
う
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ

る
。

新日毎@ 
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-・・E歪JiiiD，浩司・・・・
五輪招致に意義があるか

幻
想
を
捨
て
出
直
せ

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
以
前
に

考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る

橋爪大三郎

はしづめ・だいざぶろう 194日:年掬
奈川県生まれ。東京大学文学部卒、

同大学院社会学研究科槽士課程修了。

フリーで執筆活動ののち89年東京工

業大学助教獲、 のちに教綬。「言語派

社会学」の立場から、性や宗教、権

力を論じている。著書に「橋爪大三

郎の社会学講義Jr言語ゲームと社会

理論Jr民主主義は最高の政治制度で

あるJ r性愛論J r仏教の言説戦略』

などがある。

文芸春秋

近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
内
包
す
る
数
多
く
の
矛
盾

pp.762-765 

古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
各
ポ
リ
ス
か
ら

集
ま
っ
た
若
者
が
、
名
誉
を
賭
け
て
そ
の
身
体
能
力
を
競

い
あ
う
、
晴
れ
や
か
な
祭
典
で
あ
っ
た
。
近
代
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
は
、
こ
の
枠
組
み
を
借
り
て
、
国
民
国
家
か
ら
な
る

国
際
社
会
を
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う
な
、
一
体
感
の
あ

る
人
類
共
同
体
に
組
織
す
る
こ
と
を
理
想
に
し
て
い
る
。

帝
国
主
義
や
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
の
た
だ
な
か
に
あ

る
間
際
社
会
の
現
実
は
、
そ
ん
な
に
甘
い
も
の
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
い
や
、
だ
か
ら
こ
そ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
素

朴
な
理
忽
は
人
び
と
の
共
感
を
集
め
た
。
政
治
の
要
素
を

含
ま
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
政
治

家
に
と
っ
て
、
か
え
っ
て
利
用
価
値
の
高
い
イ
ベ
ン
ト
と

な
っ
た
。
こ
う
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
二

O
世
紀
の
世

『日本の論点2000~r 
ン
ピ
ッ
ク
は
ア
マ
チ

ュ
ア
リ
ズ
ム
を
掲
げ
、
職
業
選
手
を

排
除
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
か
え
っ
て
、
巨
額
の
費

用
を
ま
か
な
う
た
め
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
必
要
に
な
っ
た
。

テ
レ
ビ
中
継
が
始
ま
る
と
、
放
映
効
果
を
ね
ら
っ
た
企
業

の
参
入
も
盛
ん
に
な
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
い
ま
や
、
商

業
主
義
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
の
存
在
。
各
国
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
の
う
え
に
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委

員
会

(
I
O
C
)
が
組
織
さ
れ
、
競
技
種
目
や
開
催
地
、

そ
の
ほ
か
を
決
定
し
て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
は
、

N
G
O
の
は
し
り
だ
が
、

N
G
O
の
つ
ね
と
し
て
、
誰
が

ど
う
や
っ
て
こ
の
組
織
を
監
視
す
る
の
か
あ
い
ま
い
で
あ

る
。
結
局
、
委
員
の
ポ
ス
ト
が
利
権
と
化
し
て
し
ま
う
と

い
う
、
腐
敗
を
招
い
た
。

政
治
や
金
銭
と
無
関
係
に
、
い
ち
ず
に
ス
ポ
ー
ツ
に
打

ち
込
む
若
者
た
ち
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の

l
o
c
-
-こ
れ
が
「
上
げ
底
」
の
幻
想
に
す
ぎ

な
い
こ
と
は
、
み
ん
な
わ
か
っ
て
い
る
。
わ
か
っ
て
い
て

も
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
金
看
板
を
、
下
ろ
す
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
。

ニ
流
の
国
際
大
会
に
落
ち
ぶ
れ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
四
年
ご
と
に
、

華
や
か
に
開
催
さ
れ

国
司
圃
圃
寸
!岨
司
4
圏
司
団
司
岨
圃
ユ
明
d
司
4
司
」
圃
『
岨
『

J
咽

界
史
に
、

て
い
く
。

近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
違
っ

た
特
徴
を
、
い
く
つ
か
そ
な
え
て
い
る
。

第
一
に
、
競
技
種
目
が
、
近
代
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
確
立

し
て
い
る
こ
と
。
競
技
の
結
果
(
タ
イ
ム
や
距
離
)
を
正

確
に
測
定
し
、
記
録
に
残
す
。
測
定
の
や
り
方
は
、
自
然

科
学
と
同
じ
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
と
関
連
し
た
、
政
治
と
ス
ポ
ー
ツ
の
分

離
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
ポ
リ
ス
の
時
代
に
は
戦

闘
の
練
習
で
あ
っ
た
槍
投
げ
や
格
闘
技
が
、
実
際
的
な
意

味
を
う
し
な
い
、
た
だ
の
ス
ポ
ー
ツ
に
な
っ
た
。
近
代
ス

ポ
ー
ツ
は
、
そ
れ
自
身
を
目
的
と
ふす
る
活
動
だ
か
ら
、
政

治
と
関
係
が
な
い
。

第
三
に
、
商
業
主
義
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
侵
入
。

四
年
ご
と
の
く
っ
き
り
と
し
た
足
跡
を
し
る
し

オ

て
い
る
。
だ
が
、

す
る
ば
か
り
だ
。

四
年
に
一
度
、
世
界
中
の
選
手
が
あ
る
都
市
に
集
ま
っ

て
起
居
を
共
に
し
、
親
睦
を
深
め
る
。
情
報
や
交
通
の
未

発
達
だ
っ
た
二

O
世
紀
の
初
め
、
そ
れ
は
貴
重
な
チ
ャ
ン

ス
だ
っ
た
。
旧
植
民
地
の
国
々
が
独
立
す
れ
ば
、
国
際
舞

台
に
お
披
露
目
の
舞
台
で
も
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
独
立
国
が
集
ま
る
舞
台
と
し
て
は
、
国
連

総
会
も
あ
る
。
情
報
や
人
間
の
往
来
も
活
発
と
な
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
競
技
の
世
界
大
会
が
、
毎
月
新
聞
を
に
ぎ
わ

せ
て
い
る
。
サ
ッ
カ
ー
、
ヨ
ッ
ト
、
ゴ
ル
フ
、
テ
ニ
ス
、
・

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
い
ま
や
、
ワ
ン
・
オ
プ
・
ゼ
ム
。
二
流
の

国
際
大
会
に
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
地
盤
沈
下
を
続
け
、
単
な
る
商
業

的
イ
ベ
ン
ト
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
-
開
催
地
決
定
の
舞
台

裏
で
、
買
収
資
金
が
動
い
た
り
、
過
剰
接
待
や
賄
賂
攻
勢

が
行
な
わ
れ
た
り
と
い
う
疑
惑
も
、
実
態
を
し
る
委
員
た

ち
の
気
の
ゆ
る
み
、
モ
ラ
ル
の
喪
失
が
土
壌
に
な
っ
て
い

ヲ

9
0

国
際
行
事
と
し
て
の
重
要
性
は
、

低
下

と
こ
ろ
で
、
賄
賂
や
汚
職
が
法
的
に
問
題
に
な
る
の
は
、

公
共
の
職
務
に
た
ず
さ
わ
る
人
間
に
対
し
て
で
あ
る
。
国

際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
の
場
合
、
何
と
な
く
「
神
聖
」

で
あ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
文
字
ど
お

V
五
輪
招
致
に
意
義
が
あ
る
か

副

副

園

回

国
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*
1
好
荷
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
誕
生

フ
ラ
ン
ス
人
の
教
育
者
、ピ
エール・

ド
・
ク
|
ベ
ル
タ
ン
は
古
代
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
に
な
ら
い
、
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通

じ
、
身
体
と
精
神
を
鍛
錬
し
、
若
い

人
々
が
お
E
い
に
理
解
し
合
い
、
友

好
を
深
め
て
、
さ
ら
に
は
也
界
の
平

和
に
も
寄
与
す
る
』
こ
と
を
理
想
と

し
た
近
代
オ

υン
ピ
ッ
ク
を
提
唱
し
、

一
八
九
四
年
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

委
員
会
(
|
O
C
)
を
設
立
し
た
。

そ
レ
て
二
年
後
の
一
八
九
六
年
、
ア

テ
ネ
に
お
い
て
、
欧
州
を
中
心
に
、

米
国
、
豪
州
な
ど

二
一
カ
国
が
参加

して
、
第
一
回
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
開
催
さ
れ
た
。
開
催
国
・
ギ
リ
シ

ャ
は
、
二
位
・
米
国
二
九
個
)
を

大
き
く
引
き
離
す
、
計
四
七
の
メ
ダ

ルを
獲得
した。

*
E
商
準
+
嚢
の
む
入

朝
日
新
聞
の
九
九
年
一
月
二
七
日
付

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
〈
l
O

C
幹
部
が
ま
と
め
た
調
査
部
会
の
報

告
に
、
こ
ん
な
く
だ
り
が
あ
る
。
「
五

輪
開
催
の
経
湾
的
な
効
果
は
、
テ
レ

ビ
般
映
権
料
と
ス
ポ
ン
サ
ー
契
約
で

劇的
に
変
わ
っ
た
。
叡
十
億ド
ルの

金
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
招
致
に

使
う
資
金
は
必
然
的
に
岨
唱
え
る
。
不

幸
に
も
、
疑
問
復
さ
れ
る
行
動
の
機

会
は
掴
唱
え
た
。
』
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を

導入
し
た
一
九
八
四
年
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
五
舗
以
降
の
変
化
と
、
そ
の
結
果

生
じ
た
ゆ
が
み
を
、
内
部
か
ら
は
っ

き
り
指
摘
し
て
い
る
。
招
毅
費
用
は

い
わ
ば
、
か
け
金
だ
。
開
催
地
にな

れ
ば
何
倍
も
の
見
返
り
が
あ
る
か
ら
、

高
く
て
も
票
を
買
お
う
と
す
る
。
問

題
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
行
き
着
く
の

は
拡
大
し
続
け
る
商
業
主
義
だ
〉

*
3

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
傭
丈

放
映
権
の
高
騰
と
と
も
に
発
言
力
が

唱
し
た
ア
メ
リ
カ
の
紋
送
局
は
、
五

舗
の
開
催
時
期
、
競
授
の
開
始
時
間
、

種
目
の
選
定
な
ど
に
大
き
な
影
醤
力

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
九
六
年
の

ア
ト
ラ
ン
タ
五
舗は
七
月
中
旬
i
八

月
上
旬
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
九
月
に
開
幕
す
る
N
F
し(ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・
リ
ー

グ
)
の
シ
ー
ズ
ン
と
時
期
が
重な
ら

な
い
た
め
の
処
置
だ
っ
た
。
ま
た
シ

ド
-
7
Z輪組
織
委
員
会
は
、
ア
メ
沿

リ
カ
で
人
気
の
高
い
種目
に
つ
い
て
、

7

鏡
妓
開
始
時
間
を
ア
メ
リ
カ
の
ゴ
|

園
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-

り
「
公
共
の
職
務
」
だ
と
は
言
い
に
く
い
。
少
な
く
と
も
、

直
接
に
税
全
を
使
っ
て
運
営
さ
れ
て
は
い
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
、
賄
賂
を
贈
っ
た
側
が
、
半
官
半
民
の
招

致
委
員
会
だ
っ
た
り
地
元
の
自
治
体
だ
っ
た
り
と
、
む
し

ろ
「
公
共
の
職
務
」
に
た
ず
さ
わ
る
人
び
と
だ
っ
た
。

I

o
cが
い
か
に
腐
敗
堕
落
し
て
い
よ
う
と
、
彼
ら
の
ほ
う

は
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

収
入
を
途
上
国
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
役
立
て
よ

出
直
し
的
再
出
発

r-
こ
う
な
れ
ば
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、

を
は
か
る
し
か
な
い
。

改
革
の
貯
一
歩
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
に
、

か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。

な
ぜ
、
巨
額
の
経
費
が
か
か
る
の
か
。
各
国
選
手
団

が
、
一
都
市
(
選
手
村
)
に
集
ま
り
、
た
く
さ
ん
の
競
技

を
行
な
う
↓
競
技
場
が
足
り
な
い
↓
競
技
場
の
建
設
な
ど

に
経
費
が
か
か
る
、
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え

に
、
一
都
市
に
す
べ
て
の
選
手
を
集
め
る
の
を
や
め
れ
ば

よ
い
。
各
国
選
手
が
選
手
村
で
一
緒
に
生
活
す
る
と
、
国

際
親
善
に
役
立
つ
と
い
う
が
、
嘘
で
あ
る
。
選
手
は
練
習

に
明
け
暮
れ
、
試
合
が
終
わ
れ
ば
遊
び
回
っ
て
い
る
。
よ

し
ん
ば
選
手
同
士
が
た
ま
た
ま
仲
よ
く
な
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
で
国
民
相
互
が
理
解
し
あ
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
サ

金
が
か

109斗IOC幸司
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目
的
と
は
何
か
。

わ
が
凶
に
は
、
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
幻
想
」
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。
い
い
加
減
に
、
卒
業
し
よ
う
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
古
代
ロ

l
マ
の
「
パ
ン
と
サ
ー
カ

ス
」
、
人
び
と
の
生
活
実
態
と
か
け
離
れ
た
見
せ
物
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
ま
す
ま
す
多
く

の
人
び
と
が
、
栄
養
失
調
で
苦
し
ん
だ
り
、
運
動
不
足
と

肥
満
で
寿
命
を
縮
め
た
り
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
ギ
ヤ
ツ

11 

ツ
カ

l
や
テ
ニ
ス
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
な
ど
、
ほ
か
に
ち
ゃ

ん
と
し
た
世
界
大
会
が
あ
る
競
技
は
ど
ん
ど
ん
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
種
目
か
ら
外
す
。
陸
上
競
技
や
水
泳
な
ど
、
ご
く
一

部
に
し
ぼ
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
競
技
場

の
あ
る
都
市
で
、
分
散
開
催
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
建
設

費
や
運
営
費
は
い
ま
の
十
分
の
一
ぐ
ら
い
に
抑
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
の
運
営
(
特
に
経
理

の
シ
ス
テ
ム
)
を
、
大
幅
に
改
め
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
国
際
社
会
の

文
化
資
産
(
公
共
財
)
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
た

と
え
ば
、
発
展
途
上
国
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
役
立
て
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
経
費
を
と
こ
と
ん
切
り
詰
め
、
テ
レ
ビ

放
映
権
料
な
ど
の
収
入
が
ま
る
ま
る
黒
字
で
残
る
よ
う
に

す
る
。
大
会
が
す
ん
だ
ら
そ
れ
を
、
有
益
に
分
配
す
る
。

経
理
や
分
配
が
妥
当
で
あ
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
仕
組

み
を
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
に
組
み
込
も
う
。
さ
ら
に
、

第
三
者
機
関
が
監
査
し
、
勧
告
を
行
な
え
る
よ
う
に
す
る
。

た
い
て
い
の
世
界
大
会
は
先
進
国
主
導
で
開
か
れ
て
い

る
こ
と
を
考
え
、
せ
め
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
の
運
営
ぐ

ら
い
は
第
三
世
界
に
任
せ
る
。
開
催
地
も
、
な
る
べ
く
第

三
世
界
の
都
市
に
す
る
。
要
す
る
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、

資
金
集
め
の
ス
ポ
ー
ツ
・
イ
ベ
ン
ト
に
徹
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
案
だ
が
、
そ
も
そ
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
改
革
の

、4'

IQC総会の開会式。その内実はIBf買国の策課が渦巻いている

プ
を
埋
め
る
こ
と
が
、
先
決
で
は
な
い
か
。

「
ス
ポ
ー
ツ
競
技
を
み
る
」
と
い
う
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
あ

り
方
が
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
と
は
思
え
な
い
。
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
は
小
規
模
に
し
て
、
予
算
を
節
約
す
る
。
同

時
に
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
栄
養
と
運
動
を
確
保
し
、
健
康

を
享
受
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
を
考
え
る
。
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
代
わ
る
、
二
一
世
紀
の
国
際
社
会
の
シ
ン
ボ

や
が
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。

1レ
カ£

明九求ル
し年めデ
た九らン
。月れタ
以たイ
降こム
のとに
変を合
更認わ
はめせ
なたる
いが配
と、慮

言九を
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*
4
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
地
盤

Z
F

八
八
年
の
ソ
ウ
ル
五
輸
か
ら
、

-
O

C
は
競
世
間
の
レ
ベ
ル
向
上
と
話
題
性

の
喚
起
を
狙
っ
て
、
テ
ニ
ス
な
ど
の

種
目
で
ブ
ロ
選
手
の
参
加
を
解
禁
し

て
き
た
が
、
す
べ
て
の
競
妓
団
体
が

協
力
的
な
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
サ
ッ
カ
ー
で
は
、

F
1
F
Aが
ワ

ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
維

は
付
す
る
た
め
参
加
資
絡
に
年
齢
制
限

を
つ
け
、
ト
ッ
プ
チ
ー
ム
が
参
加
し

な
い
た
め
、
五
舗
は
倍
下
と
い
う
級

い
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
欧
米
を
中

心
に
、
レ
ー
ス
で
獲
得
し
た
賞
金
で

生
活
す
る
陸
上
競
技
の
プ
ロ
の
中
広

は
、
メ
タ
ル
し
か
綬
与
さ
れ
な
い
五

輪
を
重
禄
せ
ず
、
賃
金
レ
1

ス
の
方

に
ピ
ー
ク
を
合
わ
せ
る
選
手
も
出
て

き
て
い
る
。

*
5
大
阪
市
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関

連
事
業
費
の
総
額

圏
内
候
補
都
市
と
し
て
立
候
縛
し
た

際
の
「
開
催
慨
要
計
画
書
(
掴
提
案
)
』

に
よ
れ
ば
、
大
阪
市
が
想
定
し
て
い

る
費
用
は
、
大
会
運
営
経
費
の
一
部

と
な
る
開
催
都
市
負
担
金
の
六

O
億

円
と
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
タ
ジ
ア
ム
・

屋
内
ブ
ー
ル
の
建
設
費
八

O
O億
円

の
計
八
六

O
億
円
と
計
上
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
主
会
場
と
な
る
舞
洲

の
整
備
費
、
ま
た
夢
洲
に
予
定
さ
れ

て
い
る
選
手
村
の
住
宅
建
設
な
ど
の

予
算
は
、
大
阪
市
が
八
八
年
に
策
定

し
た
「
テ
ク
ノ
ポ
1

ト
大
阪
」
基
本

計
画
と
、
九

O
年
に
策
定
さ
れ
た
二

O
O五
年
を
目
標
年
次
と
す
る
「
大

阪
市
総
合
計
画
引
」
に
沿
っ
て
実
施

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
五
輪
の
た

め
に
整
備
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し

て
、
先
の
試
算
に
は
含
ま
れ
亡
い
な

、.。
liv 

筆
者
が
推
薦
す
る
基
本
図
書
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V
五
輪
招
致
に
意
義
が
あ
る
か


