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活
力
は
衰
え
て
い
な
い
か
。
再
生
の
カ
ギ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
圃

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
戦
後
ド
・
東
欧
の
経
済
成
長
が
始
ま
つ

も
す
ぐ
さ
ま
め
ざ
ま
し
い
経
済
成
た
。
投
資
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
に

長
を
と
げ
、
欧
米
諸
国
に
並
ぶ
先
縄
市
す
る
。
先
進
国
で
あ
る
日
本

進
国
へ
と
成
熟
し
た
。
は
、
投
資
さ
れ
る
側
か
ら
投
資
す

そ
の
日
本
が
こ
こ
叩
年
以
上
る
側
に
回
る
し
か
な
い
。
当
然
、

も
、
低
迷
し
て
い
る
。
長
期
化
す
か
つ
て
の
よ
う
な
成
長
は
望
め
な

る
景
気
の
停
滞
、
成
長
の
鈍
化
、
く
な
る
。
日
本
を
取
り
巻
く
環
境

巨
額
な
国
債
発
行
残
高
、
進
ま
な
は
変
わ
っ
た
の
だ
。

い
構
造
改
革
、
急
速
な
少
子
高
齢
出
歳
以
上
が
ピ
l
ク
時
で
人
口

化
、
地
域
社
会
の
解
体
:
:
:
。
豊
の
お
悌
を
超
え
る
極
端
な
高
齢
化

か
さ
に
慣
れ
、
ぬ
る
ま
湯
に
つ
か
や
、
労
働
人
口
の
減
少
、
地
方
の

っ
て
情
性
で
動
い
て
き
た
日
本

一室
温
な
ど
、
圏
内
も
こ
と
叩
年
ほ

は
、
制
度
疲
労
に
み
ま
わ
れ
、
目
ど
が
臨
し
い
。
ほ
か
の
先
進
国
と

標
を
見
失
っ
て
い
る
。
比
較
に
な
ら
な
い
、
日
本
だ
け
の

目
先
の
対
策
が
あ
れ
と
れ
と
ら
重
荷
で
あ
る
。

れ
た
が
、
事
態
は
か
え
っ
て
悪
く
乙
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
日
本

な
っ
た
。
問
題
の
根
本
に
さ
か
の
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
分
野
に
全
精

ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
力
を
集
中
す
べ
き
だ
と
思
う
。

冷
戦
が
終
わ
り
、
中
国
・
イ
ン
第
一
に
、
教
育
で
あ
る
。
明
治

橋
爪
大
三
郎

東
京
工
業
大
教
授

(
社
会
学
)

はしづめ・だいさぶろう

1948年生まれ。東京

大大学院博士課程単

位取得退学。者蓄に

「言語派社会学の原

理Jr ~心』はある
のかJ r人聞にとっ

て法とは何か」など。

国
の
命
運
か
か
る
科
学
技
術
に
投
資
を
集
中

自
分
の
言
葉
を
も
ち
、
世
界
に
語
り
か
け
よ

凶
世
紀
か
ら
別
世
紀
に
か
け
て

世
界
史
の
大
事
件
は
、
日
本
が
近

代
巴
に
成
功
し
た
こ
と
だ
。
西
欧

以
外
の
地
域
が
ほ
と
ん
ど
値
民
地

に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
中
で
、
独
立

を
守
り
と
お
し
、
教
育
を
普
及
さ

せ
、
活
発
な
産
業
と
強
力
な
軍
院

が
育
て
た
。
照
諜
と
は
い
え
大
国

，.-、
1 

ア
メ
リ
カ
を
相
手
に
4
年
近
く
も

戦
い
、
戦
争
末
期
も
戦
争
直
後
も

法
と
秩
序
を
よ
く
保
っ
て
い
た
こ

と
は
、
こ
の
近
代
化
が
本
緒
的
だ

教
育
と
政
治
力
が
鍵
に

ノ

ノ

J 

ノ

日
本
は
、
初
等
中
等
教
育
に
力
を

入
れ
、
近
代
産
業
の
基
踏
を
作
っ

た
。
こ
れ
に
加
え
、
い
ま
高
等
教

育
の
大
胆
な
改
革
が
蓮
め
、
科
学

伎
術
に
思
い
切
っ
た
投
資
を
行
う

べ
き
だ
。
た
と
え
ば
、
有
力
理
工

系
大
学
は
教
員
の
半
数
を
外
国
人

と
レ
、
授
業
も
英
語
に
す
る
。
高

い
付
加
価
値
を
う
む
先
端
産
業

.が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
経
済
の
原

」ノ

、ノ
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動
力
だ
。
国
家
の
命
運
も
こ
乙
に
一

か
か
っ
て
い
る
。
地
方
眼
興
や
新
一

幹
線
に
、
税
金
を
無
駄
づ
か
い
し
一

て
い
る
場
合
で
は
な
い
。

第
二
に
、
日
本
の
政
治
力
を
強

巴
す
る
。

ω年
代
、
短
命
な
政
権

が
突
代
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
日

本
を
新
し
い
軌
道
に
乗
せ
る
た
め

の
、
戦
略
の
練
り
直
し
と
政
策
の

見
直
し
を
す
る
貴
重
な
時
闘
を
失
一

っ
た
。

2
大
政
党
が
、
政
権
を
か

け
た
政
策
論
争
を
行
っ
て
、
選
挙

で
決
着
す
る
。
政
治
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
も
と
に
予
算
や
長
期
政

策
を
決
め
る
。
半
白
河
不
随
の
政
治

を
よ
み
が
え
ら
せ
広
い
と
、
日
本

の
再
生
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。

こ
の
ニ
つ
の
課
題
を
な
し
と
げ

る
前
提
に
な
る
の
が
、
日
本
人
が

自
分
の
言
葉
を
も
っ
と
と
だ
。
自

分
の
理
想
や
価
値
観
を
語
る
一
百
葉

(
自
学
)
。
自
分
の
来
歴
と
現
在

を
諮
る
言
葉
(
歴
史
)
。
出
界
の

あ
り
方
を
精
密
に
表
現
す
る
言
葉

(科
学
)
。
自
分
を
諮
る
ど
れ
だ

け
の
言
葉
を
侍
て
る
か
が
、

文
化

で
あ
り
文
明
だ
っ
そ
し
て
政
治
力

の
基
礎
で
も
あ
る
。
こ
の
一
言
誌
の

訓
練
を
、
戦
後
社
会
は
お
ろ
そ
か

に
し
て
き
た
。
自
分
の
言
葉
を
手

に
入
れ
、
日
本
人
が
世
界
に
語
り

か
け
始
め
る
な
ら
、
引
世
紀
の
未

来
は
明
る
い
と
き
え
よ
う
。
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、

除

後

の

日

本

社

会

は

、

多

く

の

大

に

グ

差

に

お

け

る

『

子

育

て

リ

ス

ク

』

誌

が

給

糾

が

多

い

か

少

な

い

か

と

い

人

が

「

自

分

は

罪

で

あ

る

」

と

融

制

一

品

織

の

研

き

が

そ

れ

だ

o

う
「
盤
的
格
差
」
に
と
ど
ま
ら

、

う

恕

織

を

持

つ

こ

と

が

で

き

。

.

希

「

あ

な

た

自

身

の

生

活

は

経

済

ず

、

例

え

ば

正

社

員

を

続

け

ら

れ

た
。
す
で
に
男
前
に
あ
る
ル
l

執
払
朴
日

ι

的
に
ど
う
な
る
か
」
。
そ
ん
な
設
る
人
と
一
生
フ
リ
l
タ
l
で
過
ご

ト

に

従

っ

て

そ

こ

そ

こ

の

努

力

を

砧

判

一

五

時

間

に

ぎ

、

「

オ

以

上

に

強

か

に

さ

ざ

る

を

え

な

い

人

と

い

っ

た

具

し

て

い

け

ば

、

人

並

み

の

生

活

を

回

文

パ

の

会

な

る

」

と

伴

え

7
若
者
は
全
体
の
合
に
「
立
場
(
ス
テ
ー
タ
ス
)
の

き
こ
と
が
で
き
て
、
老
後

2

.fi
-
-¥
立
明

学

「

ル

社

わ

ず

か

約

誌

に

す

ぎ

ず

、

逆

に

格

差

、

「
質
的
絡
差
に
つ
な

活
も
年
金
で
安
心
だ
と
い
う
社
会

-

-
E
r
l
i
l
i
-
-
|

「今
よ
り
豊
か
で
な
く
な
っ
て
い
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。

だ
っ
た
。
こ
の
中
流
認
識
と
生
活
軒
っ
た
企
業
は
さ
か
ん
に
リ
ス
ト
ラ
な
い
」
と
実
感
す
る
若
者
た
ち
だ
。
る
」
と
の
回
答
は
約
U
%に
よ
つ
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

実

態

に

ず

れ

が

な

い

状

間

伝

初

年

会

を

進

め

た

。

そ

の

こ

と

を

W

説
付
け
る
調
査
デ
た
。
戦
後
、
若
者
が
経
験
し
た
こ
「
大
企
業
に
入
れ
ば
大
丈
夫
」
と

ご
ろ
ま
で
に
人
々
の
閥
に
広
ま
矧
こ
う
し
た
産
業
構
造
の
大
転
換
1
夕
日
ク
ラ
フ
H
が
あ
る
。
私
自
と
の
な
い
事
態
だ
っ
た
。
い
っ
た
よ
う
に
、
従
来
は
生
活
の

り
、
防
年
ご
ろ
ま
で
続
い
た
。

-
-
d

罰
を
受
け
て
新
た
に
出
現
し
た
の
身
が
厚
生
労
働
省
の
助
成
を
受
け
今
起
き
て
い
る
現
象
を
二
つ
の
保
降
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
リ
ヌ

そ
れ
が
設
す
る
の
は
町
、
戸
ぷ
甑
は
、
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
て
実
施
し
た
も
の
で
、
議
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
で
重
し
て
み
た
ク
を
伴
っ
た
も
の
に
変
化
す
る

年
ご
ろ
か
ら
だ
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
山
間
四
柑
中
流
の
生
活
に
手
が
届
か
な
い
、
引
品
歳
ま
で
の
未
婚
の
若
者
約
午
人
い
。
一
つ
は
生
活
水
準
の
他
差
が
「
リ
ス
ク
化
」
だ
。

こ
ろ
、
大
量
生
産
・
大
盤
還
を
日
昌
世
話
あ
る
い
は
親
が
純
持
し
て
い
草
を
対
象
に
、
東
京
と
裏
で
望
広
が
る
こ
と
を
意
味
す
る
三
磁
器
成
長
の
時
代
に
は
、
現
在

旨
と
す
る
「
モ
ノ
作
り
経
済
」
か
時
流
の
生
活
を
「
自
分
は
維
持
で
き
に
実
施
し
た
「
若
者
の
将
来
設
計
化
」
だ
。
重
要
な
の
は
こ
の
絡
善
一
の
収
入
が
少
な
く
て
も
「
い
つ
か

ら

、

多

様

な

商

品

を

よ

り

安

く

提

だ

回

出

東

白

i

，

.
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供

す

義

争

に

企

業

客

室

れ

時

山

古

ゴ

雪

こ

B
H
E
目
L
E
h
H
H
E
目

る
「
ニ
ュ
l

エ

コ

ノ

ミ

ー

喜

多

f
i
f
l
制
刑
也
剥
刷

2
弓
引
亡
劃
山
中

へ
の
一
般
挽
が
起
き
た
。
余
裕
を
失

は
人
並
み
の
レ
ベ
ル
に
追
い
つ
け

る
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
た
。
と

こ
ろ
が
「
二
極
化
」
と
「
リ
ス
ク

化
」
は
互
い
に
絡
み
合
い
な
が
ら

若
者
の
甘
い
思
い
を
打
ち
砕
い
て

い
く
。
今
の
日
本
社
会
は
、
将
来

に
希
望
を
持
て
る
人
と
将
来
に
絶

望
し
て
い
る
人
に
分
裂
す
る
プ
ロ

セ
ス
(
「
希
望
俗
差
社
会
」
)
に

入
っ
て
い
る
の
だ
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

ヵ。
自
分
の
能
力
と
防
戦
し
て
、
過

大
な
夢
を
持
つ
が
ゆ
え
に
帥
刷
業
に

つ
か
な
い
人
々
へ
の
対
策
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
米
国
の

大
学
で
は
自
分
の
将
来
に
対
す
る

若
者
の
過
剰
な
期
待
を
冷
静
に
再

考
さ
せ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
制
度

が
あ
る
。

日
本
の
学
校
教
育
の
現
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経
済
評
論
家

序
列
化
ス
ト
レ
ス
甘
受
を

一
口
に
「
戦
後
日
本
」
と
言
っ

て
も
、

1
9
7
0年
頃
を
腕
に
し

た
前
半
と
後
半
で
性
栴
が
か
な
り

到
な
る
。
前
半
は
「
人
々
が
巡
っ

て
い
る
の
が
当
た
り
前
」
、
後
半

は
「
巡
っ
て
い
な
い
の
が
当
た
り

前
」
の
社
会
だ
。

終
戦
後
の
前
半
期
は

「
都
市
と

山
村
」
「
山
の
手
と
下
町
」
な

ど
、
グ
ル
ー
プ
川
の
逃
い
が
朋
帥

だ
っ
た
。
そ
の
凶
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
「
附
級
」
。
後
半
の
キ
ー
ワ
ー

ド
が
「
附
附
」
だ
ろ
う
。

附
級
は
「
資
本
家
対
労
働
者
」

の
よ
う
に
倣
対
関
係
で
あ
る
こ
と

が
特
徴
で
あ
る
。
中
間
的
な
存
在

を
許
さ
な
い
。
附
級
と
い
う
言
誌

が
制
御
力
を
も
っ
社
会
で
、
人
々

は
「
私
が
貧
し
い
の
は
彼
ら
の
せ

い
だ
」
と
考
え
た
。

階
級
闘
争
で
な
し
に
「
自
分
が

地
か
に
な
れ
れ
ば
い
い
」
と
考
え

た
多
数
派
の
人
々
の
、
民
大
公
約

数
的
な
欲
望
を
実
邸
し
た
の
が
高

度
成
民
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
高
度

成
長
は
、
グ
ル
ー
プ
聞
の
逃
い
を

閉
め
た
。
「
一
悩
総
中
流
」
と
い

う
社
会
イ
メ
ー
ジ
は
そ
こ
か
ら
作

ら
れ
た
。

め

τ、

「
階
回
」
は
附
級
と
剛
山
な
り、

山
劃
多
く
の
レ
ベ
ル
が
あ
っ
て
、
そ
れ

は
釘
怖
ら
が
上
か
ら
下
ま
で
序
列
他
さ
れ

与

ιi
V

F

守
一一‘・革

f
c
口
氏

や

野

い

椛

ょ

育

分

て
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陪
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ノ

て
い
る
。
「
中
流
」
内
に
も
多
く

の
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
相
互
の
敵
対

関
係
は
な
い
。

附
脳
他
は
自
由
佑
の
産
物
で
も

あ
る
。
近
代
が
成
熟
す
る
に
つ
れ

て
「
組
の
臓
を
子
が
継
ぐ
」
の
で

な
く
、
峨
業
選
択
の
自
由
で
、
純

が
ど
の
仕
事
に
就
い
て
も
よ
い
社

会
に
な
っ
た
。
実
際
に
は
人
々

は
、
お
お
む
ね
学
校
の
成
制
の
順

に
、
人
気
の
あ
る
臓
に
就
い
て
い

く
。
そ
の
結
果
、
順
番
が
後
の
人

ほ
ど
「
不
事
芯
就
峨
」
に
な
る
、

と
い
う
序
列
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
人
々
は
序
列

の
問
題
に
敏
感
に
な
り
、
階
同
の

意
識
が
高
ま
っ
て
き
た
。
自
由
佑

と
附
内
花
は
コ
イ
ン
の
一
長
表
で
、

ど
ち
ら
か
だ
け
そ
取
り
除
く
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
。

附
昭
社
会
で
は
、
削
人
の
ス
ト

レ
ス
が
深
刻
侶
す
る
。
自
由
社
会

で
は
機
会
が
均
等
に
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

ノ

ノ

ノ

J 
/ 

.J 

自
分
が
社
会
的
に
恵
ま
れ
て
い
な

い
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
自
分
の

せ
い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

そ
れ
を
社
会
の
せ
い
に
し
た
い

と
思
え
ば
、
「
附
同
の
中
に
附
級

が
隠
れ
て
い
る
」
と
い
う
告
発
に

な
る
。
い
わ
ば
附
級
ス
ト
ー
リ
ー

の
リ
パ
イ
パ
ル
だ
。
「
高
い
附
府

の
家
出
の
子
弟
は
や
は
り
高
い
附

胞
に
な
る
」
と
い
っ
た
時
制
固
定

の
言
説
や
、
「
社
会
は
勝
ち
組
と

負
け
組
に
分
か
れ
た
」
と
い
う
格

謹
拡
大
の
言
説
が
流
布
し
や
す
く

な
る
。し

か
し
、
附
間
的
な
序
列
で
思

い
通
り
の
地
位
を
得
ら
れ
な
い
ス

ト
レ
ス
は
、
本
来
、
自
由
な
社
会

に
伴
う
コ
ス
ト
と
し
て
甘
受
す
べ

き
も
の
だ
ろ
う
ο

階
層
誌
が
あ
ろ

う
と
、
そ
れ
が
本
人
の
せ
い
な
ら

仕
方
が
な
い
。

問
題
は
「
組
の
附
鴎
に
よ
っ
て

子
の
附
隠
が
決
定
さ
れ
て
し
ま

う
」
と
い
う
社
会
に
な
っ
て
し
ま

¥ 

場
に
も
そ
う
し
た
も
の
を
導
入

し
、
自
分
の
能
力
と
現
実
と
の
問

の
制
強
を
し
て
そ
の
人
に
合
っ
た

臓
に
就
か
せ
る
こ
と
が
犬
切
だ
。

ま
た
、
身
に
つ
け
た
能
力
が
経

済
界
か
ら
本
当
に
必
要
と
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
、
実
態
に
即
し
た
職

業
訓
練
教
育
施
設
を
新
た
に
つ
く

る
こ
と
も
重
要
た
ろ
う
。

中
流
の
生
活
を
送
る
親
に
パ
ラ

サ
イ
ト
(
答
生
)
す
る
若
者
は

「
自
分
は
ま
だ
中
流
だ
」
と
思
っ

て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は

「船
出
」
の
先
送
り
に
す
ぎ
な

い
。
凶
年
後
、
初
年
後
に
、
彼
ら

を
支
え
て
い
た
朝
酬
を
な
く
し
た
不

安
定
-
一
躍
用
の
若
者
が
社
会
に
大
盤

に
あ
ふ
れ
る
。
総
合
性
と
ス
ピ
ー

ド
の
あ
る
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
(
聞
き
手
・
松
本
一
弥
)

っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

別
状
で
は
、
日
本
の
附
阿
川
併
誌
が

位
代
間
で
固
定
他
し
て
し
ま
っ
て

い
る
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
し

な
い
。
ど
の
似
を
脳
え
た
ら
川
凶

が
「
深
刻
で
、
僻
決
す
べ
き
レ
ベ

ル
」
な
の
か
に
つ
い
て
の
議
論

を
、
具
体
的
に
進
め
る
べ
き
だ
。

た
と
え
ば
子
の
学
四
を
却
が
負

担
す
る
従
来
の
方
法
で
は
、
子
の

学
際
は
組
の
所
得
に
M
W
山
閉
門
さ
れ
る

附
向
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
「
学
生

が
自
身
の
名
誠
で
学
抗
ロ
I
ン
を

組
め
る
よ
う
に
す
る
」
制
度
そ
つ

く
る
な
と
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。

私
か
ら
見
れ
ば
日
本
で
は
、
附

間
他
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
よ
り
、
実

力
が
あ
る
の
に
旧
来
の
組
織
の
論

即
に
制
ら
れ
て
能
力
を
発
仰
で
き

な
い
人
々
の
ス
ト
レ
ス
の
方
が
深

刻
だ
。
自
由
佑
に
よ
る
ス
ト
レ
ス

で
な
く
、
自
由
他
が
足
り
な
い
た

め
の
ス
ト
レ
ス
で
あ
る
。

附
同
化
の
話
よ
り
、
こ
の
川
起

を
解
決
す
る
こ
と
の
方
が
愈
務
だ

と
思
う
が
、
い
か
が
だ
ろ
う
。

(聞
き
手
・
制
約
俗
)

コ
J 

¥ 
ノ
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ラ
イ
ブ
ド
ア
と
フ
ジ
サ
ン
ケ
イ
グ
ル
ー
プ
の

攻
防
は
、
買
収
す
る
側
/
さ
れ
る
側
と
い
う
以

前
に
、
資
本
主
義
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
食
い
違

い
が
根
本
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
さ
ら
い
を
す
れ
ば
、
資
本
主
義
と
は
、
資

本
・
労
働
・
土
地
を
自
由
に
売
買
で
き
る
市
場

経
済
の
乙
と
。
だ
か
ち
資
本
と
経
営
も
分
離
し

て
い
る
。
資
本
を
所
有
す
る
資
本
家
(
株
主
)

が
経
営
者
を
雇
っ
て
企
業
を
運
営
さ
せ
る
。
企

業
の
目
的
と
は
、
高
い
利
潤
を
あ
げ
て
株
主
に

配
当
を
す
る
乙
と
。
乙
れ
が
資
本
主
義
だ
と
、

ど
の
教
科
書
に
も
書
い
て
あ
る
。

要
す
る
に
、
企
業
は
株
主
の
も
の
な
の
だ
。

株
式
を
買
え
ば
誰
で
も
株
主
に
な
れ
る
。
大
部

分
の
株
式
を
入
手
す
れ
ば
、
企
業
は
そ
の
人
の

も
の
。
資
本
主
義
の
ル
l
ル
に
従
っ
て
い
る
堀

江
社
長
に
、
経
営
者
や
従
業
員
が
文
句
を
言
つ

で
も
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
日
本
の
企
業
は
ち
っ

と
も
株
主
の
も
の
で
な
か
っ
た
。
複
数
の
企
業

が
株
式
を
持
ち
合
い
、
ほ
か
の
株
主
を
無
視
し

て
き
た
。
配
当
も
低
か
っ
た
。
経
営
者
や
従
業

員
は
、
企
業
を
自
分
の
も
の
み
た
い
に
思
っ
て

き
た
。
乙
れ
で
は
企
業
は
ま
る
で
「
共
同
体
」

だ
。
日
本
特
有
の
企
業
文
化
で
あ
る
。

「
共
同
体
」
の
特
徴
は
、
内
と

…
…
…
鐙
務
…
…
外
を
分
け
る
こ
と
。
そ
し
て
、
む

…
…
…
閣
闘
拡
.
…
一
や
み
に
外
が
入
り
込
ん
で
く
る
の

・
…
…
ぷ
民
…
…
一
一
一
一
を
警
戒
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か

撚

……しに…一

に
も
い
ろ
い
ろ
歪
ロ
理
な
慣
行
が

:
:
 

…
司
司
・
-
…
は
び
こ
っ
て
い
る
。

一
…
甲
小
説
…
…
乙
う
し
た
「
共
同
体
」
の
論
理

…
.
一
川
川
猿
…
。
は
、
資
本
主
義
の
ル
l
ル
に
矛
盾

-
一
以
降
…
…
す
る
。
外
に
聞
か
れ
て
い
な
け
れ

ー…一一一丸刈
……………………
…
ば
、
資
本
主
義
で
は
な
い
か
ち
だ
。

ラ
イ
ブ
ド
ア
の
堀
江
貴
文
社
長

¥ 

¥ 

共同体に

挑戦し
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東京工業大学教授(社会

学)0 1948年生まれ。東大

大学院博士課程単位取得退

学。著書に『その先の日本

国へ~ w言語/ 性 /権力』

など。

が
注
目
を
集
め
た
の
は
資
本
主
義
の
原
則
に
忠

実
だ
か
ち
で
あ
る
。
不
思
議
だ
が
、
こ
ん
な
人
物

は
日
本
に
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
。
外
国
で
資
金

を
調
達
し
「
あ
い
さ
つ
な
し
」
で
企
業
買
収
を
仕

掛
け
る
強
引
な
手
法
に
、
企
業
を
共
同
体
だ
と

思
っ
て
い
た
人
び
と
は
拒
絶
反
応
を
示
し
た
。

堀
江
社
長
の
若
さ
も
し
ゃ
く
の
種
で
あ
る
。

「
共
同
体
」
企
業
で
は
、
年
功
序
列
で
、
若
く

て
能
力
の
あ
る
人
材
を
押
さ
-
界
込
ん
で
き
た
。

堀
江
社
長
を
の
さ
ば
ち
せ
て
は
示
し
が
つ
か
な

い
。
だ
か
ら
乙
そ
の
パ
ッ
シ
ン
グ
で
あ
る
。る

す

す

写

見

晋

会

本

て

山

才

、
受

日
を
お

定

月

決

3
の

=

、h

裁

長

崎
誠

一
局
社

〆

京

江

:
l
h
一

川
字

東

堀

!
J
鱗

乙
れ
と
裏
腹
な
か
た
ち
で
、
ホ
リ
エ
モ
ン
人

気
も
盛
り
あ
が
っ
た
。
日
本
企
業
の
お
か
し
な

制
度
や
慣
行
に
あ
き
れ
て
い
る
人
び
と
は
、
実

は
多
い
。
堀
江
氏
は
こ
れ
に
、
正
面
か
ら
ぶ
つ

か
っ
て
い
る
。
企
業
の
内
実
を
よ
く
知
っ
て
い

る
団
塊
世
代
を
中
心
に
、
共
感
す
る
層
が
広
が

っ
て
い
る
。

ラ
イ
ブ
ド
ア
の
主
張
を
認
め
、
ニ
ッ
ポ
ン
放

送
の
新
株
予
約
権
発
行
を
差
し
止
め
る
仮
処
分

の
決
定
を
下
し
た
東
京
地
裁
は
、
だ
か
ら
、
日

本
市
場
で
も
資
本
主
義
の
ル
l
ル
を
守
り
な
さ

い
と
宣
言
し
た
よ
う
な
も
の
だ
(
高
裁
も
と
の

ノ

決
定
を
支
持
)
。
反
対
の
決
定
だ
っ
た
ら
、
日

本
経
済
が
大
打
撃
を
受
け
た
ろ
う
。
株
主
の
権

利
が
守
色
れ
な
い
国
に
、
わ
ざ
わ
ざ
資
金
を
投

入
す
る
海
外
の
投
資
家
は
い
な
い
。
海
外
の
投

資
が
な
け
れ
ば
、
経
済
成
長
は
お
ぼ
つ
か
な
い

か
ら
だ
。

か
つ
て
リ
ク
ル
ー
ト
は
、
未
公
開
株
を
政
治

家
に
配
っ
て
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
と
「
あ
い
さ

つ
」
を
し
た
。
官
庁
の
許
認
可
を
か
い
潜
る
た

め
だ
っ
た
。
「
あ
い
さ
つ
」
は
癒
着
や
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
の
温
床
。
新
興
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
し

て
不
徹
底
だ
っ
た
。
「
あ
い
さ
つ
な
し
」
の
ラ

イ
ブ
ド
ア
は
よ
ほ
ど
す
っ
き
り
し
て
い
る
。

ど
は
言
え
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
の
買
収
の
ね
ち
い

が
、
新
規
事
業
の
立
ち
ょ
げ
な
の
か
、
た
だ
の

マ
ネ
l
ゲ
l
ム
な
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
わ
か
り

に
く
い
。
新
規
事
業
の
見
通
し
も
、
は
っ
き
り

し
な
い
。
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、

挑
戦
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
既
存
の
企
業

が
手
が
け
な
か
っ
た
新
規
事
業
に
、
ど
ん
ど
ん

手
を
そ
め
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
た
く
さ
ん
現

れ
な
い
と
、
日
本
経
済
の
先
行
き
は
暗
い
。

と
れ
ま
で
年
配
の
人
び
と
は
、
最
近
の
若
者

は
元
気
が
な
い
、
独
立
の
意
欲
が
な
い
、
な
ど

と
好
き
な
よ
う
に
批
判
を
し
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
、
い
ざ
才
能
の
あ
る
若
者
が
現
れ
る
と
む
っ

と
し
て
、
礼
儀
を
知
ら
な
い
、
常
識
が
な
い
な

ど
と
批
判
す
る
。
ホ
リ
エ
モ
ン
現
象
は
、
リ
ト

マ
ス
試
験
紙
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
イ
ン
チ
キ

さ
加
減
を
あ
ぶ
り
出
し
て
く
れ
る
。

今
回
の
買
収
劇
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
は
結
構
面
白

そ
う
だ
と
考
え
る
若
い
世
代
が
増
え
た
な
ら
、

堀
江
貴
文
社
長
は
表
彰
も
の
で
あ
る
。〆

¥

、
) 

J 
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血
統
よ
り
存
続
願
う
伝
統

わ
が
国
の
天
皇
シ
ス
テ
ム
は
、
主

権
の
一
種
で
あ
る
。

主
権
と
は
、
王
が
い
て
、
人
び
と

を
(
た
と
え
名
目
的
に
で
も
)
統
治

し
、
そ
の
地
位
を
血
統
に
よ
っ
て
世

襲
す
る
も
の
を
い
う
。
世
襲
は
そ
れ

な
り
に
厳
格
な
ル
l
ル
に
従
う
。

な
ぜ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
に

即
位
で
き
る
人
間
在
、
王
の
近
親
者

ご
く
少
故
に
限
っ
て
お
か
な
い
と
、

人
び
と
が
納
得
し
な
い
か
ら
だ
。
王

の
血
統
は
尊
い
、
だ
か
ら
王
子
は
次

の
王
に
ふ
さ
わ
し
い
(
誰
で
も
王
に

な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
)
、
と
い
う

観
念
が
こ
れ
を
補
強
す
る
。

こ
の
結
果
、
王
の
血
統
は
、
し
ば

し
ば
断
絶
す
る
。

即
位
で
き
る
人
間
の
範
囲
を
広
げ

て
も
、
女
性
の
継
承
を
認
め
て
も
、

断
絶
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

も
そ
も
、
王
位
を
継
承
で
き
る
人
聞

を
、
王
の
近
親
者
ご
く
少
数
に
限
る

の
が
、
王
権
だ
か
ら
だ
。

イ
ギ
リ
ス
を
例
に
あ
げ
て
も
、
王

朝
が
何
回
か
交
代
し
た
。
こ
れ
は
、

人
び
と
が
王
権
を
な
い
が
し
ろ
に
し

た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
王
権

を
承
認
し
、
王
の
血
統
を
尊
い
も
の

皇
族
の
人
権
尊
重
を

議論のために

と
考
え
た
結
果
だ
。
王
の
血
統
を
尊

い
と
考
え
る
か
ら
、
ふ
つ
う
の
誰
か

を
王
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
王
朝
が
断
絶
し
た
ら
、
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

よ
く
あ
る
方
法
は
、
よ
そ
の
国
の

王
(
ま
た
は
王
族
の
誰
か
)
を
連
れ

て
き
て
、
新
し
い
王
に
な
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ち
こ
ち
に
王
家

が
あ
っ
た
時
代
は
、
こ
う
い
う
こ
と

が
や
り
や
す
か
っ
た
。
園
内
に
や
ん

ご
と
な
い
血
統
の
貴
族
が
い
た
ら
、

貴
族
に
頼
ん
で
も
よ
い
。

王
朝
の
連
続
性
が
途
絶
え
て
も
、

統
治
さ
れ
る
側
の
国
民
の
連
続
性
が

保
た
れ
て
い
れ
ば
、
問
題
な
い
。
こ

れ
も
王
権
の
あ
り
方
な
の
だ
。

柔
軟
性
も
つ
継
承
ル

l
ル

さ
て
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
天

皇
シ
ス
テ
ム
を
考
え
て
み
る
と
、
ど

う
な
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
明
瞭
な
王
朝
の
断
絶
(
交

代
)
が
な
い
。
こ
れ
は
、
継
承
の
ル

ー
ル
が
か
な
り
「
柔
軟
」
に
適
用
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
い
み
す
る
。
た
と

え
ば
、
天
皇
に
は
ふ
つ
う
妻
に
あ
た

る
多
数
の
女
性
が
い
て
、
誰
が
産
ん

だ
子
も
皇
位
を
継
承
で
き
た
。
教
会 大三郎橋爪

東京工業大教授

(社会学〉

が
認
め
た
正
式
な
結
婚
の
子
で
な
い

と
、
王
位
を
継
震
で
き
な
い
キ
リ
ス

ト
教
聞
と
は
違
う
。
ま
た
女
帝
も
決

し
て
一
時
し
の
ぎ
で
な
く
、
皇
位
継

承
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

王
朝
か
断
絶
し
な
い
の
は
、
誰
が

天
皇
と
な
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
厳

格
な
原
則
が
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、

誰
で
あ
れ
天
皇
が
続
い
て
ほ
し
い
と

女性天皇をめぐる議論を進める「皇室典範
に関する有識者会議」の初会合=今年1月

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
必
年
生
ま
れ
。
東
京
大
大
学
院
修

了
。
著
書
に
『
言
語
/
性
/
権
力
』
(
春
秋
社
)
、
加
藤
典
洋
、
竹

田
青
制
民
と
の
共
著
『
天
皇
の
戦
争
責
任
』
(
径
書
房
)
な
ど
o
a
ー

人
び
と
が
願
っ
て
き
た
こ
と
を
い
み

す
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
天
皇
の
血
統

そ
の
も
の
を
尊
い
と
考
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
伝
統
を
、
明
治
政
権
は
「
万

世
一
系
」
と
よ
び
換
え
た
。
皇
室
典

範
で
は
女
帝
も
禁
じ
た
。
継
承
の
ル

ー
ル
が
あ
い
ま
い
で
だ
ら
だ
ら
続
い

て
き
た
だ
け
の
も
の
を
、
あ
た
か
も

西
欧
の
主
家
の
よ
う
な
男
系
の
血
統

が
伝
わ
っ
て
き
た
と
見
せ
か
け
る
ト

リ
ッ
ク
で
あ
る
。
日
本
人
自
身
も
こ

れ
を
真
に
受
け
て
し
ま
っ
た
。

い
ま
の
皇
室
典
範
は
、
ル
1
ル
が

明
確
だ
。
だ
か
ら
、
適
当
な
皇
位
継

承
者
が
い
な
く
な
る

「お
世
継
ぎ
問

題
」
が
起
き
る
。
で
は
女
帝
を
認
め

る
こ
と
に
し
よ
う
か
と
、
人
び
と
は

あ
わ
て
始
め
た
。
「
誰
で
あ
れ
天
皇

が
続
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
、
音
な

が
ら
の
発
想
で
あ
る
。

共
和
制
移
行
の
選
択
肢
も

天
皇
の
血
統
が
断
絶
し
て
何
が
問

題
な
の
か
と
、
私
は
言
い
た
い
。

天
皇
シ
ス
テ
ム
と
、
民
主
主
義
・

人
権
思
想
と
が
、
矛
盾
し
て
い
る
こ

と
を
ま
ず
み
つ
め
る
べ
き
だ
。

そ
も
そ
も
皇
族
は
、
人
権
が
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。
結
婚
は
「
両
性
の

合
意
」
に
よ
る
の
で
な
く
、
皇
室
会

議
の
許
可
が
い
る
し
、
職
業
選
択
の

自
由
も
参
政
権
も
な
い
。
皇
族
を
辞

め
る
自
由
も
な
い
。
公
務
多
忙
で
、

「
お
世
継
ぎ
」
を
期
待
さ
れ
、
受
忍

限
度
を
超
え
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
さ

ら
さ
れ
続
け
る
。
こ
う
し
た
地
位
に

生
身
の
人
聞
を
縛
り
つ
け
る
の
が
戦

後
民
主
主
義
な
ら
、
そ
れ
は
本
物
の

民
主
主
義
だ
ろ
う
か
。
皇
位
継
承
者

が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
機
会
に
共
和

制
に
移
行
し
て
も
よ
い
と
思
う
。

日
ご
ろ
皇
室
を
敬
え
と
か
、
人
権

尊
重
と
か
主
張
す
る
人
、
ひ
と
が
、
皇

族
の
人
権
侵
害
に
目
を
つ
ぶ
る
の
は

奇
妙
な
こ
と
だ
。
皇
室
に
す
べ
て
の

負
担
を
押
し
つ
け
て
よ
ル
た
す
る
の

は
、
戦
後
民
主
主
義
の
倣
慢
で
あ
ろ

う
。
皇
室
を
敬
い
人
権
を
尊
重
す
る

か
ら
、
天
皇
シ
ス
テ
ム
に
幕
を
下
ろ

す
と
い
う
選
択
が
あ
っ
て
よ
い
。

共
和
制
に
移
行
し
た
日
本
国
に
は

天
皇
の
代
わ
り
に
大
統
領
を
お
く
。

こ
の
大
統
領
は
、
政
治
に
か
か
わ
ら

な
い
元
首
だ
か
ら
、
選
挙
で
選
ん
で

は
い
け
な
い
。
任
期
を
定
め
、
有
識

者
の
選
考
会
議
で
選
出
し
て
、
国
会

が
承
認
。
儀
式
な
ど
の
国
事
行
為
を

行
う
。
ま
た
皇
室
は
、
無
形
文
化
尉

の
継
承
者
と
し
て
存
続
、
国
民
の
募

金
で
周
回
を
設
立
し
て
、
手
厚
く
サ

ポ
ー
ト
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
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弓竜三そ安問主221長」 京寝室 宍室主義が力急懇震建 閉そ宅接2Z児童京三与量塁5塁突富宗管気自意思

言宗門害書記長155;自室長持さEZ皇当時224a語辞時五務会共22F
お23T会担員構男君 主究震 雪空京雪雪lL長話叱空 示題=学託言宗主苦 手長想定。第三 uj三亀裂ZZ:

討論の広場提言主張⑤ l
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判
す
る
の
は
、
む
し
ろ
簡
単
だ
。
ざ
重
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
わ
ば
二
階
建
て
だ
っ
た
。
二
階
に
赴
い
た
の
は
、
そ
れ
が
公
民
本
を
ア
メ
ひ
カ
の
側
に
追
い
や

い
わ
く
、
憲
法
の
政
教
分
離
の
ま
で
考
え
て
み
る
べ
き
だ
。
は
、
い
ま
や
受
け
入
れ
ら
れ
な
の
っ
と
め
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
る
こ
と
は
バ
中
国
自
身
の
利
益
τ

原
則
に
反
し
て
い
る
。

A
級
戦
反
論
の
一
例
。
ア
ジ
ア
諸
国
い
価
値
観
や
政
策
で
で
き
て
い
そ
の
こ
と
に
、
国
民
は
敬
意
を
に
主
り
な
い
。
靖
国
の
件
を
苦

犯
が
合
相
(
ご
う
し
)
さ
れ
て
が
反
対
す
る
か
ら
参
拝
す
る
な
る
が
、
一
階
の
部
分
は
、
公
民
払
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
戦
争
の
当
々
し
く
思
り
な
が
ら
も
、
圏
内

い
る
。
地
裁
、
高
裁
で
憲
法
違
と
い
う
。
で
は
、
自
分
の
判
断
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
た
ふ
否
と
は
別
で
あ
る
。
戦
争
を
美
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
す

歴
史
問
題
は
、
ー壇
泡
改
革
と
い
た
」
は
ず
は
な
い
。
だ
が
、
反
の
判
決
が
出
て
い
る
。
中
韓
や
信
念
抜
き
に
、
隣
国
の
顔
色
つ
う
の
人
び
と
の
努
力
で
で
き
化
し
た
り
歴
史
を
ね
じ
曲
げ
た
る
こ
と
を
避
け
、
冷
静
に
東
ア

一

も
に
二
干
一
世
紀
に
持
ち
「
竪
聞
は
立
派
で
戦
争
は
正
、
な
ど
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
が
反
対
を
う
か
が
っ
て
い
れ
ば
い
い
の
で
い
る
。
そ
れ
な
し
に
、
戦
前
り
す
る
こ
と
と
も
関
係
な
い
。
ジ
ア
の
将
来
像
を
思
い
描
い
て

級
官
眠
綴
越
さ
れ
た
日
本
国
民
の
宿
題
か
っ
た
」
と
も
雪
え
な
い
。
こ
し
て
い
る
。
国
民
の
あ
い
だ
に
か
。

A
級
戦
犯
が
合
相
さ
れ
て
の
日
本
も
ど
ん
な
国
家
も
成
り
中
韓
が
問
題
に
す
る
A
級
戦
い
る
。
小
泉
首
相
は
、
そ
ん
な

お
岨
波
紋
だ
。

小
泉
純
一
郎
首
相
は
、
こ
の
中
間
に
、
ま
っ
と
う
な
歴
史
異
論
が
多
い
。
ア
ジ
ア
外
交

1

か
い
る
か
ら
参
拝
す
る
な
と
い
立
た
な
い
。
い
ま
の
日
本
も
あ
犯
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

中

国
と
、
根
く
ら
べ
の
つ
も
り

一
総
脳
矧
織
の
宿
題
を
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
割
、
識
が
あ
る
は
ず
だ
。
行
き
詰
ま
り
経
済
に
も
影
響
す
う
。
で
は
、

B
C級
戦
犯
は
間
り
え
な
い
。
そ
の
努
力
を
尊
い
戦
勝
聞
か
日
本
を
裁
い
た
東
な
の
か
も
』
れ
な
い
。

一
件…一一

mw“
一
測
と
、
繰
り
返
し
問
題
提
起
を
し
靖
国
参
拝

-

b

i

l

'

E

F

E

'

F

E

V

!

r

京
裁
判
の
、
判
中
国
や
韓
閏
か
靖
国
問
題
に

鱗

て

塁

手

は

ど

駐

日

意

霞

抵

歴

史

問

題

提

超

建

五

註

器

忘
れ
ふ
こ
か
。
そ
れ
は
、
明
治
撃
か
者
に
ど
う
向
き

g

d

I

l

li
-

-

4

司

s
i
-
-
-'
i

判
が
、
護
国
去
、
植
民
地
と
さ
れ
た
過
去
が
、

一
部
詰
勿
制
ら
敗
戦
ま
で
の
日
本
国
と
、
戦
合
一
つ
べ
き
か
、

t
『

際

秩

序

を

つ

く

日
本
の
せ
い
同
で
な
い
の
な
ら
、

一

…

三

宮

の

日

本

国

と

が

、

ど

う

い

う

禁

し

よ

う

と

流

動

の

中

で

中

国

と

根

く

ら

べ

っ

た

。

こ

れ

を

自

国

の

分

撃

弱

さ

の

せ

い

に

…
一
川
町
除
問
関
係
な
の
か
と
い
問
題
だ
。
「
戦
い
一
つ
意
味
が
あ

守
・
・

i

1

4

日
本
も
尊
重
す
な
っ
て
し
事
つ
。
国
民
国
家
の

一
…
喜
一
川
後
は
明
る
い
民
主
主
義
国
家
る
。
る
。
歴
史
認
識
が
誤
っ
て
お
り
題
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
A
級
と
す
る
の
は
、
首
相
も
国
民
も
る
の
は
当
然
だ
。
だ
が
、
過
去
は
プ
ラ
イ
ド
院
か
か
わ
る
の
だ
。

一
叫
んで
町
警
は
す
べ
て
間
違
っ
て
小
泉
首
相
の
靖
国
重
量
反
省
が
足
り
な
い
、
な
ど
な
ど
。
戦
犯
は
本
当
に
棄
裁
判
が
い
共
通
の
は
ず
だ
。
動
か
せ
な
く
て
も
、
そ
れ
を
意
小
泉
首
相
の
ま
ず
い
点
は
自

=

ぺ

'
YE

S

だ
が
、
問
題
は
こ
の
先
だ
ろ
う
よ
う
な
犯
罪
者
な
の
か
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
例
に
す
る
昧
づ
け
る
歴
史
は
見
直
し
が
続
分
の
直
観
や
信
念
を
言
葉
に
で

:
附
円
船
内
問
幽

う
。
第
一
に
、
よ
く
あ
る
批
判
議
論
を
始
め
れ
ば
、
き
り
が
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
く
し
、
国
際
社
会
も
流
動
し
て
き
て
い
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
次

・以一…
…目
ef--一…4

で
満
足
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
な
い
。
前
向
き
に
将
来
を
構
想
い
。
宣
戦
布
告
な
し
に
、
徴
兵
で
い
く
。
だ
か
ら
、
戦
後
国
際
秩
序
の
首
相
の
課
題
だ
。

曙

L
D

最
初
の
宿
題
に
答
え
ら
れ
な
し
て
い
く
た
め
に
、
論
点
を
整
若
者
が
戦
場
に
出
た
点
で
、
日
が
あ
ま
り
に
遠
い
昔
の
話
に
な

-ji---
{:

-

e

 

澗
捌

マ

い
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
批
判
理
し
て
み
る
。
華
事
変
と
似
て
い
る
。
戦
争
に
れ
ば
、
A
級
戦
犯
を
や
が
て
誰
は
レ
づ
劫
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

γι
じ

は
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
い
く
靖
国
の
「
霊
」
と
な
っ
た
疑
問
を
も
っ
若
者
は
悩
む
。
脱
も
問
題
と
し
な
く
な
る
。
中
国

1
9
4
8年
、
神
奈
川
霊

湖
細
川

一

ら
で
も
反
論
の
余
地
が
あ
る
。
人
び
と
と
、
い
ま
の
日
本
国
民
走
す
る
か
、
合
法
的
な
命
令
権
も
、
こ
の
こ
と
を
里
解
し
て
1

ま
れ
。
専
攻
は
社
会
学
。
著
書

3

し
に
「
政
治
の
教
室
」
「
天
皇
の

第
三
に
、
小
泉
首
相
は
こ
う
し
と
の
関
係
を
、
こ
う
考
え
て
み
者
で
あ
る
大
統
領
に
従
う
か
。
る
と
思
っ
。
戦
争
責
任
」
な
ど
。

た
批
判
を
踏
ま
え
て
、
わ
ざ
わ
ょ
う
。
監
削
の
日
本
国
は
、
い
悩
み
な
が
ら
も
大
名
致
が
戦
場
歴
史
問
題
を
こ
じ
ら
せ
、
日

く〉下
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Japan white paper on cnme zeroes In on 

juveniles 

By Masayul<i f<itano 
654 words や

8 November 2005 
13:20 
Reuters News 
English 
(c) -2005 Reuters Limited 

TOKYO， Nov 8 (Reuters)・Japan‘sJustice Ministry zeroed in on juvenile crime in a repo円releasedon 
Tuesday.reflectir19growingconcern about seemingly motiveless mayhem by Children 

In the latest bizarre case， a 16・year-oldgirl was arre~t~~ last .m~~_tl1 on suspicion of feeding l1er mother a 

lethal chemical and recording the results in a deta1led Internet diary 

・Therehave often been cases where iuvenHes commit serious crimes that result in the loss Of life from 
motives that are hard for us tounderstand，"Shingo shibusa，a director for the Justice Ministryes Research 

and Training Institute， told reporters on Monday al1ead of the repoげsrelease. 

The teenage girl， whom media described as a gifted student with e.xcel~ent grad~s and no histo.ry of family 
problems， was suspected 01 having led thallium ~ulphate ， a to~c cl1emi?al used in some rat poison.' to her 
47・year-oldmother over a perlod of MO months from August.Excerpts from a Web logquoted by Japanese 
media reports noted in meUculous， matter-ol-Iact scientific prose t~e ~ppearance of rashes o.n the mother's 
face and'body， her sudden loss of mobility and the onset of hallucinations. The mother remains critically ill 

and in a coma， media said. 

A police official declined to comment on reports of the Internet diary but said the girl has said she is 

innocent. 

Despite such headline-grabbing cases， the number 01 ~eople under .the age o~ 2~_~I~o~ere caught by police 
for penal code violations actually declined 5.2 percent from the previous year in 2004， the white paper 

showed. 

Nor has the number of serious crimes committed by minors risen sharply. The number 01 juveniles caught 
lor murder remains stucl< in recent years at around 100 and totalled 62 in 2004， down 35 percent Irom the 

year before. 

Daisaburo Hashizume， a professor of sociology at the Tokyo Institute of Technology， said the fact that some 
serious and shocl<ing cases of youth crime took place in an age of affluence migl1t make people tl1ink they 

were more common than figures show. 

"It may be tlle case that this shocl<s the adults around them.~ .Iea，d.s to med~~ coverage and is giving a strong 
impression to people that such cases are on the increase，" Hashizume said. 

The Justice Ministry's Shibusa said the fact that the ratio of delinquents among the juvenile population has 

been rising since the late 1990s is a cause lor concern. 

"Juveniles are precious to begin with since they will shoulder (Japan's) f~ture: " SI:ibu~a said. "Coupled with 
Ihe lact that Ja'pan's juvenile population is declining， this rise...is a worrying situation." 

A ministry survey 01 instructors at juvenile reformatories alsopointed 10 ~ome ~ro~bling tr~nd~ ， i~cludi~g a~ 
apparent increase in the number of youth 0行endersWll0 "Iack the capacity to feel sympathy for the pain 01 

others，" Shibusa said. 

The white paper coincides witl1 calls by conservatives to improve classroom discipline and teacl1 traditional 
morals in the nation's schools. 

Japan， which has long prided itself on being relatively crime Iree， enacted a law in 2001 lowering tl1e age of 
criminal responsibility to 14 Irom 16. 

The cl1ange took place after a 1997 inciclent in which a 14・year-oldschoolboy murdered two children and le代
tl1e severed head 01 one 01 tl1em outside the gates of a school in Kobe， western Japan. 

The white paper showed that crime declined overall in 2004 while police did a slightly better job of catching 
offenders. 

The number of penal code offences known to pOlice fell 6 percent to 3，427，606 cases in 2004 while the 
number of offenders caught by police rose by 1.5 percent， it said. 

(Additional reporting by Jonathan Standing) 

CRIME-JAPANILANGENIAFAICSAILBYIRWSAIRWSIREULBIGNSIGIRBNIJIRNPIDNPIPGEISXNA 

DocumentLBA0000020051108e1b80007v 
ゥ2005Dow Jones Reuters Business Interactive LLC (trading as Factiva). AII rights reserved. 

基調講演
『第 27回 国際学生シンポジウム~次代への鼓動~ 2005 . 12 . 16~18 

国際学生シンポジウム運営委員会

第四基調講演講師東京工業大学大学院教授橋爪大三郎氏

[経歴]

守克e1ne

「対話の意義とその可能性

~次代を切り拓く若者たちへ"'J

信neScneau{e 12月16日(金)

会場・受付

1977年、東京大学大学院ι社会学研究科博士課程単位取得退学。

以後、執筆活動を経て、 1989年、東京工業大学工学部(社会学)助教授。

現在、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浸。
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[著書]

「言語ゲームと社会理論J(勤草書房 1985年)

r{ム教の言説戦略J(勤草書房 1986年)

「はじめての情造主義J(講談社現代新書 198B年)

「橋爪大三郎コレクシヨン全3巻J(勤草書房 1993年)

「性愛論J(岩波書庖 1995年)

「橋爪大三郎の社会学講義J(夏白書房 1995年)など多数。
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