
社
会
学
者

・

こ
れ
は
戦
後
日
本
に
お
い
て

橋
爪
民
か
九
O

は
、
も
っ
と
も
急
進
的
な
姿
勢
で

年
代
末
か
ら
最
あ
ろ
う
。

「革
新
派
」
は
政
治
に

近
に
か
け
綴
っ
か
ん
す
る
既
成
の
合
意
シ
ス
テ
ム

て
き
た
社
会
時
の
革
新
を
唱
え
て
き
た
が
、
態
法

評
集
。
社
会

・

教
育

・
政
治
の

各
分
野
に
つ
い

て
、
比
較
的
短

い
文
章
を
収
め

手
て
い
る
。

三
.
=

テ

l
マ
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

=
る
。
家
族
問
題
や
ひ
き
こ
も
り
、

パ
主
一
街
つ
く
り
か
ら
レ
ジ
ャ
ー
、
新
宗

Z
一
教
、
大
学
改
革
、

小
泉
人
気
、
歴

J
ニ
史
教
科
書
に
首
相
参
拝
、
改
憲
等

=

、々

一
見
し
た
と
こ
ろ
共
通
点
が

}

=
な
い
。
だ
が
総
じ
て
言
え
る
の
は
、

A
「
民
主
主
義
」
の
観
点
か
ら
改
革

調
昭
二
築
を
提
言
す
る
と
い
う
海
勢
だ
。

諒

一て
」
こ
で
橋
爪
氏
が
「
民
主
主
義
」

，z
一
と
言
う
の
は
、
人
々
が
自
発
的
な

引
I
一
合
意
す
な
わ
ち
「
契
約
」
に
よ
っ

aυ
一
て
自
身
を
拘
束
す
る
ル
l
ル
を
決

η
封
一
め
る
ご
と
。し
た
が
っ
て
、憲
法
さ

=
え
も
そ
れ
が
存
在
す
る
以
前
の
臼

γ

一
紙
状
態
に
遡
っ
て
修
E
案
が
提
案

『
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
た

f
e一
と
え
ば
平
和
に
つ
い
て
検
討
す
る

E
一
の
に
、
「
第
九
条
が
あ
る
か
ら
」と

l
h
一
い
っ
た
論
拠
を
持
ち
出
さ
な
い
と

J
-い
う
乙
と
だ
。
憲
法
が
存
在
し
な

い
地
点
に
戻
り
、
平
和
を
構
築
す

る
す
べ
を
再
考
す
る
の
で
あ
る
。

θ 4ζ ー，).OoJ. 
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「民主主義」の観点から

き
た
。
橋
爪
氏
は
、
そ
れ
ら
の
い
陣
に
積
極
的
に
関
与
す
る
よ
う
舵
ト
ス
を
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
し
、
そ

っ
さ
い
に
つ
い
て
民
主
主
義
に
よ
取
り
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
れ
の
疑
似
等
価
物
で
し
か
な
か
っ

っ

て

改

革

し

よ

う

と

唱

え

る

。

乙

う

。

た

天

皇

制

を

エ

ー

ト

ス

と

し

た

た

れ
に
よ
っ
て
憲
法
か
ら
大
学
、
街
文
部
省
に
よ
る
教
育
制
度
の
一
め
に
日
本
は
改
革
も
ま
ま
な
ら
ぬ

づ
く
り
な

yす
べ
て
の
改
革
を
行
元
管
理
を
緩
和
す
る
こ
と
な
ど
を
反
近
代
的
組
織
し
か
も
て
な
い
の

お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
合
め
、
政
策
論
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
だ
と
い
う
。

味
で
本
書
は
、
ラ
ジ
カ
ル
な
民
主
意
見
に
賛
成
で
き
る
。
た
だ
、
ァ
り
れ
ど
も
、
近
代
と
は
個
人
主

主
義
者
に
よ
る
日
本
改
革
論
だ
と
メ
リ
カ
的
な
教
育
方
式
や
ア
メ
リ
義
の
時
代
で
あ
り
、
民
主
主
義
も

言
え
る
。
カ
を
核
と
す
る
反
テ
ロ
集
団
安
全
資
本
~
幸
裁
も
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の

今
、
こ
う
し
た
立
場
が
打
ち
出
保
障
へ
の
手
放
し
の
賀
意
に
は
、
が
至
よ
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
社

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
も
ま
た
少
々
還
和
感
が
あ
る
。橋
爪
氏
は
、
会
学
の
思
い
こ
み
で
し
か
な
い
。

明
確
だ
。
昨
年
の
九

・一

一
テ
ロ
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
会
議
で
ア
近
代
資
本
主
義
の
エ
ー
ト
ス
と
し

以
降
、
国
際
安
全
保
障
体
制
が
一
メ
リ
カ
と
対
等
に
渡
り
合
う
た
め
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
が
必

変
し
た
か
ら
で
あ
る
。
聞
か
戦
争
に
も
ま
ず
日
本
固
有
の
立
場
を
明
須
だ
と
い
う
ウ
ェ

l
パ
l
説
自
体

や
紛
争
の
主
体
で
あ
る
場
合
に
確
に
打
ち
出
す
必
要
が
あ
る
と
と
が
未
だ
に
反
論
に
さ
ら
さ
れ
て
お

は
、
消
駆
的
に
(
片
務
的
に
)
の
ら
え
る
。
け
れ
ど
も
、
で
は
そ
の
り
、
日
本
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
諸

み
集
団
安
全
保
障
に
つ
き
あ
う
薗
日
本
の
固
有
性
は
と
こ
に
由
来
す
固
ま
で
が
経
済
発
展
し
つ
つ
あ
る

が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
日
差
女
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
橋
爪
氏
は
人
こ
の
時
代
に
は
、
ま
す
ま
す
疑
義

保
は
そ
う
し
て
機
能
し
て
き
た
条
間
関
係
の
根
底
に
言
語
を
置
く
は
深
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
社

約
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
テ
ロ
は
、
が
、
言
葉
は
過
去
に
お
い
て
意
味
会
学
的
思
考
様
式
に
も
、
構
造
改

-

す
べ
て
の
国
が
積
極
的
に
撲
滅
に
を
蓄
積
し
て
き
た
も
の
だ
。
し
た
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

協
力
し
な
い
限
り
、
そ
の
綻
び
に
が
っ
て
ゲ
l
ム
を
ク
リ
ア
す
る
よ
る
。
(
ま
つ
ば
ら
・
り
陥
う
い
ち

寄
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
解
釈
改
う
に
過
去
の
経
験
を
消
去
す
る
こ
ろ
う
氏
H
東
京
大
学
教
授
・
社
会

震
で
は
収
ま
ら
な
い
た
め
、
憲
法
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
方
経
済
学
専
攻
)

第
九
条
を
改
正
し
、
集
団
安
全
保
で
、
氏
は
近
代
資
本
主
義
の
エ
1

合
同
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
崎
博
士
一

課
程
修
了
。
著
書
に
「
言
語
ゲ
一

l
ム
と
社
会
理
論
」
「
現
代
思
一

想
は
い
ま
向
を
考
え
れ
ば
よ
い

の
か
」

「
言
語
派
社
会
学
の
原

理
」
「
世
界
が
わ
か
る
宗
教
社

会
学
入
門
」
な
ど
。
一
九
四
八

(
昭
和
泊
)
年
生
。

~5 
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に
つ
い
て
は
一
切
の
修
正
を
認
め

ず
、
逆
に
「
保
守
派
」
は
政
治
シ

ス
テ
ム
そ
の
他
の
制
度
に
つ
い
て

は
既
成
の
も
の
fぶ
寸
る
が
、
こ
と

憲
法
に
つ
い
て
は
革
新
を
迫
っ
て

著者は、 このトート ロジーをはっきりみつめ、音

裂を「美のブラックボックスJ と置くと ころから始

める 9 美は、側々の楽曲を;維オlてはl年ぞEしない。人

びとが、さまさまな楽曲によずし て示す肯定的なふる

まい{是認の身振り)が、そこに「美Jを存在させ

るのだという。すなわち、人びとのふる まい(言語

ゲーム)ω ほうが実体的で、美はその効果なのであ

る品こうした音:経論の基径は、さらに広い文化的、

人間学的ひろがりのなかで確認されている(第二事

「音条の始原へJ)叫

第三主主「協和・不協和のシステム:見えざる Xと

しての不協filJでは‘西巨大調性音楽ω控史を来事fに、

協和音と美の関係が具体的 ・詳細に検討されている。

こω部分を紹介することは、評者ーの能力を越えてい

るので略するが‘古来史を言語ゲームを補助線にし

て再解釈する果敢な試みとなっているミとは間遅い

ない。さらに第四章!リズム:現前の是認j は.和

音と 相補的な、もラひとつの音楽ω要再三である、!)

~ 

ズムについても考京を加えている。

*さで多少わかりにくい部分があるとすれば、た

とえば、帝来一般の原理論にあたる部分と、間欧調

性音楽の具体的な32併をt&う部分とが、「美jの f言

語ゲームj としど同じものなのか、どのような関係

になるωかという点であろう U また.音楽のどのレ

ヴェルが言語ゲームなめか(ある時代(fj音楽ジャン

n.の全体か、ある浪曲か、:iiE白内fiijのさまざまな渡

来か)も、わかりにくい部分がある。ヴ fトゲンシ

ュタ(ンのすリ ジナ凡な議論へU)参照ち、あっさ判

しすぎているように思う。 ilaけi工、著者はさらに訴

を改めて、構想を発展させているようTJ.ij)で、今後

にも期待したいゆ(点京工業大学)

評者:様爪大三郎

本書は、題名からも明らかなよう に、20佐紀を代

表する哲学務ルー トーヴイ‘ソ ヒ ・ヴィトゲンシュタイ

シの後期fT学の中心概念で忘る「言語ゲーム

la.r.guage g印刷によって、音楽美学を再隣築しよ

うとする野心的、意欲的な試みである 3 この極的試

みがかヲてなされたことがあるのかどうか、専門外

!})t，平者は手手間に Lて知らなL、ω おそ らく、世ー界で初

めての試みではないかと思う。

言語ザームと音楽美学。この組み合わせに、必然

はあるのか。《言語ゲームに関心の深い読者であれば

あるほど、音楽を言語ゲームとみなす発懇に違和感

をもたれあかもL.:f!;な1，¥)) (はしがき)と著者も)s倶

するように、そもそもこうした試みについていけな

い読者もいるかもしれ な~ ~.a第一主主 f事きの介庄をめ

ぐるゲームとしての音楽」は、こうした遺作l感を十

分に意識した うえで、高二:年を言語ゲームとして理解

することで、その 美的 本質がはじめであきらかiこな

るという芸:留め議論を展開する。

著者によれば、従来の音楽美学はみなトートロジ

ーに陥っており、音*0)美を解明することができて

いなかった功ある楽曲が美しいのはなせ:うh。それは、

ある形式(たとえば、協和音)をそなえているから

だと言われるみではなぜひとは、その形式を美しい

と感じるのか。その二とになると、説明に窮する。

せいぜい、「それは美しい形式だからj と言うしカ=な

かッた。すなわちトートロジーで、ある。
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ポ
ス
ト
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
、

現
象
学
の
復
権

• 

竹
田
青
嗣
:
:
【
言
語
的
思
考
ヘ

思
想
家
・
竹
田
青
嗣
が
全
力
投
球
し
た
、
掛
け
値

な
し
に
重
量
級
の
書
物
だ
。

本
書
を
五

O
頁
も
読
み
進
ま
な
い
う
ち
に
、
印
象

深
く
思
っ
た
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
思
想

の
本
質
的
な
営
み
は
、
あ
る
時
代
の
孤
立
し
突
出
し

た
創
造
的
な
達
成
が
、
別
の
時
代
の
孤
立
し
突
出
し

た
創
造
的
な
努
力
と
、
交
響
し
あ
う
と
こ
ろ
に
し
か

な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
創
造
的

で
あ
る
と
は
、
時
代
の
常
識
(
の
あ
る
部
分
)
を
く

つ
が
え
し
、
と
き
に
は
過
剰
な
読
み
込
み
ゃ
誤
読
に

さ
え
も
と
，
つ
い
て
、
世
界
の
新
し
い
像
を
描
き
あ
げ

る
こ
と
。
本
書
は
、
相
前
後
し
て
上
梓
さ
れ
た
柄
谷

行
人
『
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ

l
ク
』
、
東
浩
紀
『
動

・物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
な
ど
と
並
ん
で
、

日
本

に
お
け
る
ポ
ス
ト
・

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
本
格
的
な
到

い
う
。
竹
田
に
よ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
は
た
し
か
に
そ
う

し
た
自
覚
を
も
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
「
語
り
え
ぬ
も

の
L

(

も
と
も
と
の
寸
否
定
神
学
」

る
〉
を
ひ
と
つ
だ
け
想
定
し
実
体
化
し
て
し
ま
う
か

で
は
神
に
あ
た

わ
り
に
多
数
性
の
思
想
を
た
て
よ
う
と
し
た
。
け
れ

ど
も

《
そ
も
そ
も
寸
語
り
え
な
い
も
の
」
と
い
う
中

心
概
念
自
体
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
の
メ
タ
論
理
的

性
格
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

:・
そ
の

点
に
・
:
最
大
の
弱
点
が
あ
る
。
:
・
た
だ
「
幽
霊
」
や

「
郵
便
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
脱
構
築
思
想
を
形

「
禁
止
要
求
」

を
添
付
し

而
上
学
化
す
る
こ
と
へ
の

た
に
す
ぎ
な
い
》
(
二
八
二

J
三
貰
〉
。

竹
田
は
、

哲
学
は

《
必
然
的
に
「
存
在
の
謎
」
と

コ一=ロ話聞の到耕一」

と
い
う
ふ
た
つ
の
ア
ポ
リ
ア
を
呼
び

寄
せ
る
》
(
七
二
頁
)
の
だ
と
い
う
。

本
書
は
こ
の

う
ち
、
寸
言
語
の
謎
L

J

V
一
極
点
ま
で
追
い
詰
め
た
二

人
の
哲
学
者
、
デ
リ
ダ
と
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン

に
焦
点
を
あ
て
、
彼
ら
の
徹
底
し
た
懐
疑
論
の
到
達

地
点
を
ま
ず
確
認
す
る
。
そ
し
て
、

い
わ
ば
そ
の
懐

疑
論
の
手
袋
J
M
」裏
返
す
よ
う
に
し
て
、

現
象
学
的
な

《
「
信
窓
関
係
」

(
H
確
信
成
立
の
構
造
〉
》
(
一
三
二

頁
)
へ
と
再
生
さ
せ
て
い
く
。

《
現
象
学
的
言
語
理

論
は
、
言
語
行
為
の
本
質
を
「
発
語
主
体
|
言
語
表

現
l
受
語
主
体
」
と
い
う
三
項
聞
の
信
窓
構
造
と
し

脱
構
築
と
現
象
学
】

橋
爪
大
ゴ
一
郎

来
を
告
げ
る
書
物
で
あ
る
。

本
書
は
、
著
者
独
自
の
現
象
学
に
立
脚
し
て
、
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
の
方
法
的
核
心
で
あ
る
デ
リ
ダ
の
脱
構

築
(
デ

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
)
に
対
す
る
批
判
を

試
み
る
。
デ
リ
ダ
は
『
声
と
現
象
』
で
、
フ
ッ
サ

l

ル
の
「
音
声
中
心
主
義
」
を
批
判
し
た
。
「
意
識
L

と
「
言
語
」
と
い
う
本
来
は
一
致
し
な
い
も
の
を
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
現
象
学
は
《
「
声
」
の
役
割
の
特
権

性
》
に
よ
っ
て
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
エ

ク
リ
チ
ユ
|
ル
に
お
い
て
は
「
作
者
の
死
」
、
す
な

わ
ち
、
テ
キ
ス
ト
の
完
全
な
多
義
性
が
露
出
す
る
で

は
な
い
か
。
こ
れ
を
根
拠
に
、
デ
リ
ダ
は
脱
構
築
の

方
法
を
確
立
し
、
声
の
特
権
性
の
歴
史
で
あ
っ
た
形

而
上
学
の
系
譜
(
お
よ
び
そ
れ
に
基
礎
を
置
く
資
本

主
義
近
代
の
総
体
)
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
。

て
措
定
す
る
。
》
(
二
五
九
頁〉

乏
し
の
つ
確
信
」
は

本
質
的
に
信
窓
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
絶
対
的
な
確

定
に
至
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
》
(
一
三
五
頁
〉
。

デ
リ
ダ
の
脱
構
築
と
い
う
方
法
の
限
界
と
問
題
点

を
内
在
的
に
批
判
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代

に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
も
っ
。

脱
構
築
に
よ
る

形
市
上
学
批
判
の
方
法
は
、

圧
倒
的
な
優
位
を
人
び

と
に
印
象
づ
け
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
流
行
を
も
た
ら

し
た
。

マ
ル
ク
ス
士
エ

と
こ
ろ
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、

義
に
か
わ
っ
て
資
本
主
義
近
代
を
批
判
す
る
役
割
を

担
う
は
ず
だ
っ
た
が
、
そ
の
批
判
は

「
否
定
神
学
」

的
な
全
面
否
定
と
な
っ
た
。
懐
疑
論
的
な
全
面
否
定

は
、
全
面
的
な
現
状
肯
定
と
変
わ
ら
な
い
。
デ
リ
ダ

の
脱
構
築
の
方
法
を
批
判
的
に
克
服
す
る
こ
と
は
、

思
想
が
現
実
に
対
し
て
積
極
的
な
態
度
を
取
ろ
う
と

す
る
場
合
、

ま
ず
ま
っ
先
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
課
題
で
あ
る
。

本
書
は
こ
の
点
、

画
期
的
な
も

の
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
大
き
な
図
柄
を
描
き
出
し
た
本
書
で

あ
る
が
、
評
者
は
、

本
書
の
論
点
の
す
べ
て
に
同
意

す
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ご
く
簡
単
に
、
論

点
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
著
者
の
現
象
学
は

評
者
が
フ
ッ
サ

l
ル
を
読
ん
だ
と
き
の
印
象
と
か
な

り
異
な
る
。
流
通
し
て
い
る
理
解
を
「
俗
流
」
と
切

し
か
し
竹
田
に
よ
る
と
、
デ
リ
ダ
の
批
判
は
、
言

語
の
本
性
に
つ
い
て
の
誤
解
に
も
と
づ
く
も
の
だ
。

言
語
は
す
べ
て
、
発
語
主
体

(
発
語
者
の
〈
意
〉
〉

↓
一
言
語
表
現
↓
受
語
主
体
(
意
味
の

〈
理
解
〉〉
と

い
う
流
れ
の
な
か
に
あ
り
、
特
定
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト

の
も
と
で
そ
の
意
味
が
確
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
デ
リ
ダ
の
い
う
テ
キ
ス
ト
の
多
義
性
や
さ
ま
ざ

ま
な
哲
学
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
言
語
表
現
か
ら
こ

う
し
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
す
べ
て
は
ぎ
取
り
、

良
一
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般
言
語
表
象
》
へ
と
抽
象
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
う

ま
れ
た
仮
象
で
あ
る
。
正
し
い
現
象
学
の
理
解
に
も

と
。
つ
い
て
言
語
の
本
性
を
考
え
る
な
ら
、
言
語
が
コ

ン
テ
キ
ス
ト
の
も
と
で
人
び
と
に
確
信
を
も
た
ら
す

構
造
が
と
ら
え
ら
れ
る
、
と
い
う
。

本
書
は
ま
た
、
東
浩
紀
『
存
在
論
的
、
郵
便
的
』

の
デ
リ
ダ
擁
護
論
を
、
批
判
的
に
検
討
す
る
。
東
は

《
初
期
デ
リ
ダ
の
形
市
上
学
解
体
の
仕
事
の
う
ち
に

は
;
・
「
否
定
神
学
」
的
要
素
が
見
出
さ
れ
る
が
、
デ

リ
ダ
は
や
が
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
覚
的
と
な

り
、
後
期
に
お
い
て
は
こ
れ
を
超
え
出
る
可
能
性
を

探
究
し
て
い
る
》
(
二
七
二
頁
)
と
言
う
が
、
竹
田

に
よ
る
と
こ
う
し
た
東
の
デ
リ
ダ
擁
護
論
は
成
り
立

た
な
い
。
こ
こ
で
「
否
定
神
学
L

と
は
、
懐
疑
論
的

相
対
主
義
や
批
判
の
た
め
の
批
判
と
い
乃
た
傾
向
を

り
捨
て
る
な
ら
ば
、

い
ち
ど
詳
し
い
論
拠
と
典
拠
を

あ
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
評
者
は
、

仮
に

こ
れ
が
創
造
的
誤
読
で
あ
っ
て
も
、

歓
迎
す
る
。
第

二
に
、
著
者
の
い
う
現
象
学
的
な
言
語
理
論
が
、

号一同

語
の
謎
を
首
尾
よ
く
解
明
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
検

討
を
要
す
る
。
第
三
に
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン

の
言
語
ゲ
ー
ム
を
、
徹
底
し
た
懐
疑
論
と
だ
け
み
て

い
ヲ
ハ
》
ト
口
…
。

評
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、
言
語
ゲ
l
ム
は
現

象
学
よ
り
も
、
著
者
の
い
う
信
窓
構
造
を
は
っ
き
り

示
す
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

な
ど
な
ど
。

著
者
の
文
体
は
、
平
明
そ
の
も
の
と
は
言
え
な
い

が
、
簡
潔
で
適
度
に
厳
密
で
、

明
快
で
あ
る
。

参
照

さ
れ
る
古
典
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
か
ら

へ
|
ゲ

ル
、
カ
ン
ト
、
デ
カ
ル
ト
、

ラ
ッ
セ
ル
、

ハ
イ
デ
、
カ

ー
、
ラ
カ
ン
、

レ
ヴ
ィ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
と
多
彩
を
き

わ
め
、

初
学
者
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
著
者

が
長
年
、

丹
念
に
読
み
進
め
て
き
た
古
典
に
つ
い
て

の
壮
一
器
商
が
、

巧
み
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。
「
哲
学
す

る
批
評
家
」
と
い
う
、
業
界
の
提
を
離
れ
た
筆
者
の

ポ
ジ
シ
ョ
ン
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
、

評

田
山
い

切
っ
た
構
成
の
意
欲
作
で
あ
る
。
今
後
も
広
く
論
議

を
よ
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

書

(
径
書
房
刊
・
本
体
二
二
O
O円
)
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九
百
六
十
六
頁
と
大
部
だ
が
、
中
身
も

重
量
級
だ
。
面
白
い
。
正
月
休
み
に
通
読

す
る
な
ら
、
こ
の
一
冊
で
あ
る
。

『
単
一
民
族
神
話
の
起
源
』
『
〈
日
本

人
〉
の
境
界
』
と
、
過
ぎ
た
時
代
の
言
説

を
丹
念
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
意
想
外
の

図
柄
を
描
き
出
す
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
よ

う
な
仕
事
を
手
が
け
た
著
者
が
、
今
回
は

敗
戦
か
ら
一
九
七
O
年
ま
で
の
戦
後
の
言

(
新
曜
社
・
六
、
三

O
O円
)

V
お
ぐ
ま
・

え
い
じ
回
年
東
京
生

ま
れ
。
東
大
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

慶
応
大
助
教
授
。
『
単
一
民
族
神
話

の
起
源
』
で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
。

熊

芙
ニ
著

公共性の思想を再発見
切
実
な
課
題
を
、
当
時
の
文
脈
の
ま
ま
掘

り
起
こ
す
と
ミ
共
産
党
が
愛
国
を
唱
え
、

保
守
が
憲
法
を
擁
護
す
る
と
い
っ
た
「
ね

じ
れ
」
も
必
然
的
だ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

そ
し
て
本
書
の
圧
巻
は
、
後
半
。
吉
本

隆
明
、
江
藤
淳
、
鶴
見
俊
輔
、
必
田
実
ら
、

よ
り
若
い
知
識
人
た
ち
の
内
実
を
検
証
す

る
各
章
だ
。
彼
ら
は
「
戦
後
知
識
人
』
を

批
判
し
地
歩
を
築
い
た
。
だ
が
、
こ
の
世

代
特
有
の
戦
争
体
験
に
制
約
さ
れ
て
お

り
、
批
判
も
半
ば
は
誤
解
に
も
と
づ
く
と

い
う
。
多
数
の
知
識
人
を
共
通
の
土
俵
に

乗
せ
そ
の
布
置
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
著

者
の
方
法
は
、
独
創
的
で
斬
新
で
あ
る
。

戦
後
思
想
を
縦
覧
し
た
著
者
は
、
言
論

の
根
底
に
、
言
葉
に
な
ら
な
い
心
情
を
発

見
す
る
。
国
家
が
解
体
し
た
以
上
は
、
自

己
が
自
己
の
ま
ま
他
者
と
共
存
す
る
公
共

性
を
構
想
し
た
い
。
そ
れ
が
「
民
族
」
「
国

民
」
と
呼
ば
れ
た
。
本
書
は
〈
民
主
〉
〈
愛

国
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
戦
後
の
時
代
が

模
索
し
た
公
共
性
の
思
想
を
再
発
見
し
た

の
で
あ
る
。

東
京
工
業
大
学
教
授橋

爪
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論
を
扱
う
。
荒
正
人
、
石
母
田
正
、
清
水

幾
太
郎
、
竹
内
好
、
中
野
重
治
、
南
原
繁
、

丸
山
真
男
ら
懐
か
し
い
名
前
の
知
識
人
た

ち
の
言
説
の
断
片
が
、
万
華
鏡
の
よ
う
に

戦
後
思
想
の
情
景
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。

戦
争
は
、
《
敗
戦
後
の
日
本
に
、
:
・

巨
大
な
共
同
体
意
識
を
生
み
だ
し
て
い

た
》
。
そ
の
う
え
で
著
者
は
、
津
田
左
右

吉
ら
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
、
丸
山

真
男
ら
戦
前
派
、
三
島
由
紀
夫
ら
戦
中
派

と
い
っ
た
世
代
の
違
い
に
よ
っ
て
、
微
妙

な
温
度
差
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ど
の
年

代
で
ど
う
戦
争
を
実
体
験
し
、
ど
ん
な
傷

を
受
け
た
か
が
、
各
人
の
言
動
を
規
定
し

e

て
い
る
。
《
戦
後
思
想
と
は
、
戦
争
体
験

の
思
想
化
》
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。

つ
ぎ
に
著
者
は
、
敗
戦
直
後
の
混
乱
期

(
第
一
の
戦
後
)
と
、
五
五
年
以
降
の
第

二
の
戦
後
を
区
別
す
る
。
い
ま
戦
後
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
二
の
戦
後
に

す
ぎ
な
い
。
第
一
の
戦
後
巴
論
じ
ら
れ
た
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沖
縄
、
原
発
、
諌
早
:
:
:
現
実
は
マ
ス
コ
ミ
の
図
式
に
は
ま
う
な
い

か
ら
く
り
民
王
王
義

高橋秀実

ひ
で
み
ね

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
・
高
橋
秀
実
氏

の
、
丁
寧
な
取
材
が
光
る
。
沖
縄
の
米
軍
基

地
、
諌
早
湾
の
干
拓
、
若
狭
湾
の
原
発
:
:
:
。

マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
わ
せ
、
人
び
と
に
よ
く
知

ら
れ
た
事
件
を
追
い
か
け
て
、
そ
の
裏
側
を
掘

り
下
げ
た
。

高
橋
氏
の
取
材
力
に
、
私
は
稔
っ
て
し
ま
っ

た
高
橋
氏
は
、
取
材
を
拒
否
さ
れ
た
経
験
が
ほ

と
ん
ど
な
い
と
い
う
。

《現
地
の
人
々
は
マ
ス

コ
ミ
に
話
し
足
り
な
か
っ
た
様
子
で
、
出
遅
れ

て
き
た
私
を
む
し
ろ
歓
迎
し
て
く
れ
ま
す
。
マ

ス
コ
ミ
批
判
か
ら
始
ま
り
「
実
は
:
:
:
」
と
え

ん
え
ん
と
話
を
し
て
く
れ
る
の
で
す
》
(終

章〉
現
実
の
世
界
は
複
雑
だ
。
取
材
を
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で

文春BOOK倶楽部

青
木
ヶ
原
樹
海
の
地
元
を
訪
ね
る
。
あ
ま
り
自

殺
が
多
い
の
で
、
住
民
は
「
自
殺
」
と
聞
く
と

ぷ
っ
と
吹
き
出
し
、
消
防
団
は
な
る
べ
く
余
計

な
遺
体
〈
お
ま
け
)
を
み
つ
け
な
い
よ
う
に
捜

索
を
行
な
う
。
自
殺
志
願
者
の
マ
ナ
!
の
悪
さ

と
身
勝
手
。
マ
ス
コ
ミ
が
作
り
出
し
た
イ
メ
ー

ジ
と
、
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
検
証
さ
れ
て
い

/、。
高
橋
氏
の
文
章
は
、
適
度
に
乾
い
て
い
て
、

軽
妙
で
、
よ
く
考
え
る
と
お
か
し
い
。
じ
っ
く

り
相
手
に
耳
を
傾
け
る
け
れ
ど
も
、
の
ま
れ
て

し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
適
度
な
距
離
感
と
平
衡

感
覚
が
あ
っ
て
、
読
ん
で
い
て
安
心
で
き
る
。

本
書
に
解
説
を
寄
せ
て
い
る
村
上
春
樹
氏

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
《
僕
に
は

高
橋
さ
ん
の
感
じ
て
い
る
こ
と
、
言
い
た
い

、こ

と
が
と
て
も
よ
く
わ
か
っ
た
。
:
:
:
僕
が
サ
リ

ン
ガ
ス
事
件
を
あ
つ
か
っ
た
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ

ウ
ン
ド
』
(
講
談
社
〉
を
書
い
た
と
き
に
も
思

い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
世
の
中
の
も
の
ご

と
に
は
多
く
の
場
合
、
結
論
な
ん
て
な
い
の

だ
。
:
:
:
で
も
、
僕
は
確
信
し
て
い
る
の
だ
け

れ
ど
:
:
:
物
書
き
の
役
目
は
:
:
:
単
一
の
結
論

を
伝
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
情
景
の
総
体
を
伝

橋爪大三郎
東京工業大学教授

評
者

ま
た
、
取
材
す
る
。
ま
す
ま
す
混
沌
と
し
て
く

る
。
そ
う
や
っ
て
悩
み
苦
し
ん
だ
挙
げ
句
、
そ

の
先
に
突
き
抜
け
る
。
マ
ス
コ
ミ
が
ふ
り
回
す

単
純
な
図
式
な
ど
、
ま
っ
た
く
当
て
は
ま
ら
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
り
あ
え
ず
単
純
な

図
式
が
通
用
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
か
ら
く

り
L

が
、
戦
後
民
主
主
義
の
正
体
で
は
な
い
の

ふ
以

高
橋
氏
の
取
材
は
、
取
材
す
る
側
の
単
純
な

図
式
を
く
つ
が
え
し
、
解
体
す
る
た
め
の
作
業

で
あ
る
。
単
純
な
図
式
を
ひ
き
は
が
し
て
み
る

と
、
現
実
を
た
く
ま
し
く
生
き
る
人
び
と
の
等

身
大
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
第
6
章
「
反
対
の
賛
成
な
の

だ
し
。
マ
ス
コ
ミ
は
、
沖
縄
の
米
軍
基
地
を
め

ぐ
っ
て
、
反
対
派
/
賛
成
派
が
対
立
し
て
い
る

と
い
う
構
図
を
ま
ず
前
提
に
す
る
。
と
こ
ろ
が

え
る
こ
と
に
あ
る
:
:
:
》。

高
橋
氏
の
方
法
に

共
感
し
、
そ
の
本
質
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
思

，っ。
消
費
社
会
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
冷
戦
崩
壊

と
、
価
値
相
対
主
義
と
湾
岸
戦
争
と
オ
ウ
ム
事

件
を
経
た
日
本
で
は
、
戦
後
民
主
主
義
が
歯
周

基
地
の
前
で
反
対
を
叫
ぶ
人
び
と
は
、
地
元
民

か
ら
「
赤
ハ
チ
マ
キ
」
「
赤
旗
ふ
や
!
(
ふ
る

Mo
 

人
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
そ
者
だ
っ
た
り
、
米
軍
却u

 

基
地
用
地
の
借
地
料
(
総
額
で
年
間
八
百
二
十
州

一
億
円
〉
に
反
対
派
を
含
む
か
な
り
の
人
び
と
酬

の
生
活
が
か
か
っ
て
い
た
り
す
る
。
反
対
運
動
叩白

u

が
盛
ん
な
ほ
ど
借
地
料
が
値
上
げ
に
な
る
と
い

う
皮
肉
な
関
係
も
あ
る
。
沖
縄
の
「
美
し
い

心
」
「
苦
難
の
歴
史
L

も、

《踏
み
つ
ぶ
さ
れ
て

き
た
、
と
い
う
考
え
を
増
長
さ
せ
る
こ
と
。

:
:
:
日
本
人
全
体
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
た
せ
る
方
向
づ
け
を
す
る
宣

伝
活
動
、
懐
柔
策
》
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
進

め
た
沖
縄
占
領
の
心
理
作
戦
に
後
押
し
さ
れ
た

も
の
だ
と
い
う
。

第
9
章
「
ぶ
ら
下
が
り
天
国
」
は
、
富
士
山

( 370) 

草思社

1800円

病
に
か
か
っ
て
ぐ
ら
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
で

も
、
持
ち
こ
た
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は

な
ぜ
か
。
高
橋
氏
は
そ
れ
を
、
「
か
ら
く
り
」

と
よ
ん
だ
。
ポ
ス
ト
団
塊
世
代
が
く
ぐ
り
抜
け

た
特
有
の
困
惑
と
、
そ
れ
に
対
す
る
特
有
の
足

の
ふ
ん
ば
り
方
を
、
私
は
そ
こ
に
み
る
。
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その先への
もう一歩

2002.12.1発行

二

O
O
一
年
は
、

日
本
の
思
想
的
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
そ
の
先
へ
も
う
一
歩
踏
み
出
し
た
年

だ
っ
た
。
こ
こ
に
あ
げ
た
三
冊
は
、

9
・
日
テ
ロ
よ
り
も
前
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

9
-
U
テ
ロ
以
後
の
状

況
で
こ
そ
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

柄
谷
氏
の
『
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ

l
ク
』
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
資
本
主
義
批
判
の
発
想
の
根
源
を
、

哲
学
に
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
。
読
解
と
し
て
ど
こ
ま
で
妥
当
か
、
危
う
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
が
、

カ
ン
ト
の

メタローグ

そ
の
仕
事
は

切
実
で
あ
る
。
冷
戦
以
後
の
世
界
で
は
、
世
界
が
単
一
の
市
場
経
済
に
組
み
込
ま
れ
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ
!
シ
ヨ
ン
が
否

応
な
く
進
行
し
、
対
抗
的
な
プ
ラ
ン
を
資
本
主
義
体
制
と
違
っ
た
か
た
ち
で
提
出
す
る
こ
と
が
格
段
に
困
難
と
な
る

か
ら
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
耐
え
が
た
い
矛
盾
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。

東
氏
の
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
は
、
グ
ロ

1
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
を
起
動
さ
せ
る
ひ
と
つ
で
あ
る

I
T革

命
が
、
特
に
若
い
人
び
と
の
日
常
を
ど
の
よ
う
に
変
質
さ
せ
る
か
を
探
る
。

い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
が
、
大
き
な

∞Z年単行本文1;LZMll冊 16rrことし読む本いち押しカ'1~'] p2ト27

物
語
の
崩
壊
の
あ
と
に
生
じ
た
過
渡
的
な
段
階
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
動
物
的
H
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
的
世
界
が
拡
が
る

と
指
摘
す
る
。
氏
の
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
最
近
の
議
論
も
興
味
ぶ
か
い
。

竹
田
青
嗣
氏
の
『
言
日
間
的
思
考
へ
』
は
、
現
象
学
を
ベ

1
ス
に
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
価
値
相
対
主
義
へ
の
原
理

-f
申
が
ど
こ
ま
で
有
効
か
、
を
厳
密
に
吟
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら

的
批
判
の
書
。
デ
リ
ダ
に
よ
る
「
音
声
中
心
主
義
」
比

l

出
発
す
る
。
そ
し
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
の
扱
う
問
題
は
、
言
語
を
そ
の
活
き
活
き
し
た
文
脈
か
ら
切
り
離
し

、
と
批
判
す
る
。
フ
ツ
サ

l
ル
現
象
学
の
正

「
一
般
言
語
表
象
」
と
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
擬
似
問
題
で
あ
る

当
な
読
解
に
も
と
づ
く
「
言
語
的
思
考
」
こ
そ
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
以
後
の
思
想
的
混
迷
を
打
破
す
る
と
主
張
。
ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
言
語
思
想
に
つ
い
て
も
、
突
っ
込
ん
だ
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
私
と
は
見
解
を
異
に

す
る
点
も
あ
る
が
、
大
き
な
達
成
に
敬
意
を
表
す
る
。

(
社
会
学
)
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ウゾの定義は、本当でないことを言

うこと、である。ウソを言う人物を、ウソ

っさという。

ウゾの反対は、本当である。本当の

ことを言う人物は、本当っきということ

になる。ウ、ノと本当が反対概念なのは

よいとして、ゥ・ノっきと本当っきと、 2種

類の人間がいるのだろうか。

冷静に考えてみると、そうではないこ

とがわかる。人聞は、ときにウゾを言い、

ときに本当のことを言うのであって、ひ

とによってその割合がまちまちであるに

すぎない。ひとより高い割合でウゾを

言う人物を、ウ‘ノっきというだけで、な

にもウソつきがいつもウゾを言うわけで

はない。(そういう変なウ、ノつきが実在

すると考えると、「ヲレ~人はウ、ノっきだj
というたぐいのパラド‘ノヴスが生まれ

る。)

ウソだけを言い続けることができるだ

ろうか。

数学に、不動点定理というものか'あ

る。コーヒーを力、き7見ぜても、少なくと

も一点は動かない。ケモノの体表には

つむじ(不動点)ができる。これと似た

メカニスPムによって、言葉が現実をお

おむね写しとるものだとすると、そのす

べてが真実力、らズレてしまうことはあり

えないと言えそうな気がする。

われわれの言語は、大部分の場合

に本当のことを言うように、できている。

それが言語とし、うものなのだ。

ウソ力行毘じっていることを承望日で、相

手の言うことをそのとおりだと思う。こ

れがわれわれの社会の、信頼の基本

的なかたちなのである。
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六
O
年
安
保
闘
争
や
全
共
闘

世
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、

そ
の
後
も
独
自
の
考
務
を
続
け

0
.

、

い
て
い
る
忠
畑
出
家
の
全
体
像
を
読
叶
引
っ

…
み
解
く

「吉
本
隆
明
を
め
ぐ
る
、

d

…
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
、
墓
京
工
、
ン

川
業
大
の
公
開
訴
座
と
し
て
開
催
え
U

川
さ
れ
た
。
「
一
言
語
に
と
っ
て
美

h
v

川
と
は
な
に
か
」
「
共
同
幻
慰

Lr

川
論
」
「
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論」

U
N

「
ア
フ
リ
カ
的
段
階
に
つ
い
四
月

山
て
」

。
一
九
六
O
l九
0
年
代
問
問

…
の
主
要
務
警

手
掛
か
り
に
、
本

…
現
在
の
思
畑
山
の
地
平
か
ら
吉
本
士
ロ

川
剛
山
恕
を
再
構
成
す
る
試
み
だ
。

ー

パ
ネ
リ
ス
ト
は
明
治
学
院
大

山
教
授
・
加
勝
肌
(
洋
、
同
・
竹
田

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
も
の
申
す
が

天
才
的
な
言
語
学
者
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
、

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
徹
底
非
難
す
る
評

弘
田
恒
巳
N
O

-
三
回
全
7

よ
帰
守
、
、

t

H八
品

川

H

出
版
は
1
9
9
9
年
だ
。

9

・
日
テ
ロ
後
に
ぴ
っ
た
り
の
内
容

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
反
対
す
る
の
は
、

2002.12.1発行

シ
ュ
は
、

あ
る
と
き
ア
メ
リ
カ
政
府
の
諜
報

機
関
か
ら
任
務
を
託
さ
れ
た
と
思
い
込
み
、

日
夜
、
暗
号
解
読
と
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
に
明

け
暮
れ
る
。
本
人
が
善
意
に
満
ち
真
剣
で
あ

る
だ
け
に
、
そ
の
痛
々
し
さ
は
倍
加
す
る
。

社
会
生
活
の
不
得
手
な
数
学
的
天
才
、
し
か

も
旺
盛
な
倫
理
観
に
も
と
づ
い
て
課
題
に
遜

進
す
る
と
い
う
点
で
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
通

じ
る
も
の
が
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
似
て
い
る
の
は
、

新
左
翼
過

激
派
の
機
関
紙
だ
。
景
気
指
標
や
政
治
情
勢

な
ど
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
、

断
末
魔
の
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
が
明
日
に
も

崩
壊
す
る
か
の
よ
う
な
主
観
的
な
図
柄
が
描

か
れ
る
。

:
t
、

点
力

偏
執
狂
的
な
書
き
ぶ
り
が
、

ど
こ
か
に
ト
リ
ッ
ク
が
あ
る
は
ず

そ
れ
に

読
を
し
て
し
ま
う
。

文藍春秋・ 1429円

(
東
京
工
業
大
学
教
授
)
橋
爪
大
三
郎

由
主
義
(
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
)
と
い
う
名
の

こ
れ
は
弱
肉
強
食
の
、
ゆ
世

当
時
の

怪
物
で
あ
る
。

紀
の
帝
国
主
義
が
再
来
し
た
も
の
。

帝
国
主
義
と
違
う
の
は
、

民
主
主
義
の
装
い

新
自

を
と
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、

そ
の
な
か
み
は

ア
メ
リ
カ
で
の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
受
け
取

ら
れ
方
は
、

「
プ
ッ
ツ
ン
系
知
識
人
」

っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
理
論
言

と
ν、

語
学
の
輝
か
し
い
業
績
は
別
と
し
て
、

も
に
相
手
に
さ
れ
な
い
の
だ
。

土
品
・
と

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
主
張
に
幾
分
か
の
真
実

が
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

r
h
t
L」
1

1
4
4
H
M
Z
、J
4

に
同
意
し
な
い
理
由
を
考
え
て
み
よ
う
。

メ
リ
カ
の
存
在
と
ふ
る
ま
い
は
、

そ
ん
な
に

も
否
定
す
べ
き
も
の
な
の
か
。

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
が
存
在
す
る
こ
と
に

は
、
位
界
史
的
な
必
然
が
あ
る
と
思
う
。

産
業
革
命
か
ら
2
世
紀
あ
ま
り
、

カ
の
覇
権
が
確
立
し
た
の
は
、

ア
メ
リ

ど
の
よ
う
に

し
て
だ
っ
た
か
。

産
業
革
命
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
始
ま
っ
た
。

歴
史
と
文
化
伝
統
が
豊
か
な
旧
大
陸
で
な
け

れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
だ
っ
た
。
そ
し
て
産

業
革
命
は
、
物
資
の
移
動
を
容
易
に
す
る
。

そ
れ
ま
で
移
住
が
困
難
だ
っ
た
新
大
陸
に
、

伝
統
の
束
縛
を
離
れ
た
移
民
の
新
国
家
が
で

き
あ
が
る
。
人
口
が
稀
薄
な
ぶ
ん
だ
け
、
一

人
あ
た
り
の
資
源
は
豊
か
だ
。
比
較
優
位
に

に
す
ぎ
な
い
。

大
企
業

「
同
意
な
き
同
意
」

が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
繰
り
広
げ
る
プ
ロ
パ

人
び
と
が
操
ら
れ
て
い
る
の
が

ガ
ン
ダ
に
、

実
態
だ
、

と
い
・
ワ
。M

m
年
の
選
挙
で
共
和
党
の
ギ

ン
グ
リ
ッ
チ
は
人
び
と
の
支
持
を
集
め
た

が
、
彼
の
い
う
「
ア
メ
リ
カ
と
の
契
約
」
の

内
容
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
ほ
ど
支
持
率
は

下
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
自
由
主
義

よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
有
権

た
と
え
ば
、

の
ブ
ー
ム
は
、

者
の
盲
動
、

新
自
由
主
義
は
、
ひ
と
握
り
の
金
持
ち
が

ま
す
ま
す
金
持
ち
に
な
る
市
場
万
能
の
政
策

で
、
大
多
数
の
人
び
と
の
人
権
は
無
視
さ
れ

る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
は

利
益
を
求
め
て
世
界
に
進
出
し
、
独
裁
政
権

を
支
持
し
た
り
、
第
三
世
界
の
貧
困
を
拡
大

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
せ
た
り
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
に
対
す
る

全
否
定
が
、
本
書
の
基
調
で
あ
る
。

本
書
を
読
ん
で
思
い
出
し
た
の
は
、

A9と
問i

『
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
マ
イ
ン
ド
』

の
ジ
ヨ

ン
・
ナ
ッ
シ
ュ
だ
。
ゲ
ー
ム
理
論
の

シ
ュ
均
衡
」
に
名
を
残
す
天
才
数
学
者
ナ
ッ

(287 ) 

「
ナ
ッ

よ
っ
て
新
大
陸

(
ア
メ
リ
カ
)
が
凸
聞
を
集
積

(288 ) 

す
る
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
だ
。

ア
メ
リ
カ

の
優
位
は
、

業
文
明
の
優
位
な
の
だ
。

旧
世
界
は
、
歴
史
と
文
化
伝
統
の
差
異
に

よ
っ
て
、
宿
命
的
に
分
裂
し
対
立
す
る
。
そ

旧
世
界
に
対
す
る
新
世
界
の
工

ア

れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
う
し
た
対
立

か
ら
相
対
的
に
自
由
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

ま
す
ま
す
強
大
と
な
り
、
軍
事
的
な
覇
権
を

握
り
、
自
由
貿
易
に
ま
す
ま
す
大
き
な
利
益

を
見
出
す
よ
う
に
な
る
。

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、

ア
メ
リ
カ
が
世
界
の

人
び
と
を
貧
し
く
す
る
と
言
う
。

だ
が
、
も

し
も
ア
メ
リ
カ
と
そ
の
工
業
力
が
崩
壊
す
れ

ば
、
ま
っ
さ
き
に
生
存
が
危
う
く
な
る
の
は

そ
の
貧
し
い
人
び
と
な
の
だ
。

る
世
界
人
口
は
、

印
億
を
越
え

ア
メ
リ
カ
に
象
徴
さ
れ
る

高
度
な
工
業
力
な
し
に
支
え
ら
れ
な
い
。
こ

の
現
実
を
認
め
る
な
ら
、

ア
メ
リ
カ
を
非
蛾

ア
メ
リ
カ
の
行
動

し
攻
脚
弔
す
る
よ
り
前
に
、

原
理
を
丁
寧
に
少
し
ず
つ
組
み
換
え
る
の
に

は
、
ど
う
い
う
糧
煩
の
忍
耐
強
い
努
力
が
必

要
な
の
か
を
考
え
る
ほ
う
が
大
切
だ
。
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側
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H
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十
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都
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|
論
座

9
月

号
|「それこそがアメリカH

悪の図式を裏づける」た

め効果はなく、逆に「テ

ロリストにとって最も裏

切りになる行為」をしな

ければテロリストを除去

，

できないと論じる。国際

U政治的に言えば唐突感は

郎あるが、それは具体的に

だは、テロ国家への「大幅

加な経済援助、贈与」つま

布りギフト作戦となる。

六揮さんもギフト作戦

が「アメリカの基本的な

正義感に反する」ので、

「なかなか受け入れられ

ない」とは認めつつ、自

分たちの「社会システム

をつくっている基本的な

論理」を変えない限り、

根本的な解決にはならな

9
 

-竹一ア口1周年を前に問う

毘
罰

敵への「ギフト作戦」巡り論議

実
斤

9守口テロとは何だっ

たのか。アフガン空爆は

正しかったのか11事件

1周年老前に、テロとア

フガン攻撃の意義を問い

返そうとする論考が月刊

誌で出始めた。『論座」

9月号では、東工大教授

の橋爪大三郎さんと、京

都大学助教授の大津真幸

さんという2人の社会学

者が対論。大津さんが示

す「ギフト作戦」という

ユニークな提案への評価

を軸に、議論している。

E
ヨ

著
~

2
5
 

ぉ
J
rI

 

大
津

真
幸

さ
ん

橋爪さんは、9・1テ

ロ後の世界秩序そ回復す

るために戦争がいかに意

味があるかを強調してき

たという。「戦争をしな

かった場合の危険」のほ

うがはるかに大きいから

で、「戦争の不可避性」

を考えるべきだという立

場だ。さらに国際法とし

て「テロに対抗して戦争

を起こしていい」という

先例になったとして、米

国在中心としたアフガン

攻撃を「成功」と見る。

一方、大津さんはアメ

リカの軍事行動が「テロ

リストの予想通り」で、

いという考えだ。その論三

理とは資本主義システム-

の「交換の原理」で、そ一

れを「機軸におくアメリ一

カ的な資本主義を脱構築一

する」必要を訴える。一

橋爪さんは、第2次大一

戦後に日本を占領した米一

国が取った、余剰農産物

配給などの行動を「大津一

さんのギフト作戦によく一

似た作戦」として挙げ、一

「アイデアとしては面白一

い」と認める。だが、ア一

メリカが世界の中心、文

明の象徴だからこそ、そ

の存在が憎悪の的になる

という構図を「構造的

鵬頭性」と呼び、それ

は「アメリカがテロリス

ト国家にギフトをしたぐ

らいでは解決しない」と

断じる。
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ギフト作戦の発想は、

対人関係か、人類学が扱

う共同体聞の力学には応

用できるが、「幻世紀の

国際社会に持ち込むのは

かなり乱暴」とする橋爪

さんの批判に、大津さん

は、冷戦以降「国際関係

に人間関係のような愛情

や憎悪の論理が短絡的に

直結するようになった」

と反論している
。一
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