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「講談社現代新書」創刊30周年記念対談

教養とは何か

り
と
て
教
養
と
は
違
う
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
す
る
ん

で
す
。
そ
も
そ
も
専
門
と
教
養
、
あ
る
い
は
細
分
化

さ
れ
た
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
知
識
と
一
般
的
な
知
識
と

い
う
分
け
方
に
は
余
り
意
味
が
な
い
で
し
ょ
う
。

橋
爪
今
の
お
話
の
専
門
/
教
養
と
い
う
対
比
は
、

大
学
で
経
済
学
の
専
門
を
志
す
に
当
た
っ
て
の
お
話

で
、
レ
ベ
ル
が
少
し
上
か
な
と
思
い
ま
す
。
日
本
で

寸
教
養
」
と
い
う
と
き
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
在
の
大

学
の
学
部
で
は
な
く
て
、
旧
制
高
等
学
校
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

一
高
、
二
高
と
い
っ
た
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
は
、

文
科
と
理
科
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
で
、
個
人
の
関
心
で

六
人
ず
つ
に
分
か
れ
て
寮
で
合
宿
生
活
を
送
り
、
今

の
学
部
の
教
養
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
よ
う
な
基
礎
的

な
も
の
を
三
年
間
ば
っ
ち
り
や
る
ほ
か
、
日
常
空
間

を
と
も
に
す
る
こ
と
で
、
生
涯
に
わ
た
る
人
間
関
係

の
よ
う
な
も
の
が
培
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
教

義
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
ず
っ
と
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

争

さ
え
き
け
い
し

佐
伯
啓
思

一
九
四
九
年
、
奈
良
生
ま
れ
。

東
京
大
学
経
済
学
部
卒
業
。

現
在
、
京
都
大
学
総
合
人
間
学
部
教

授。専
攻
は
社
会
経
済
学
、
社
会
思
想
史
。

主
な
著
書
に
、
『
「
欲
望
」
と
資
本
主

義
』
(
講
談
社
現
代
新
書
〉
、

『
隠
さ
れ
た
思
考
』
、
『
偽
装
さ
れ
た
文

明
』
、
『
「
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
の
終
駕
』

な
ど
。

は
し
づ
め
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

橋
爪
大
三
郎

一
九
四
八
年
、
鎌
倉
生
ま
れ
。

東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
科
卒
業
。

現
在
、
東
京
工
業
大
学
助
教
授
。

主
な
著
書
に
、
『
は
じ
め
て
の
構
造
主

義
』
(
講
談
社
現
代
新
書
〉
、

『
橋
爪
大
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』

『
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
』

『
社
会
が
わ
か
る
本
』
な
ど
。

で
す
か
ら
、
私
の
感
じ
で
言
う
と
、
教
養
と
い
う

の
は
、
書
物
で
は
な
く
て
友
人
で
は
な
い
か
。
そ
の

友
人
は
、
自
分
と
別
な
関
心
、
読
書
の
傾
向
を
持

ち
、
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
知
り
、
で
き
な
い
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
友
人
を
得
る
機
会
を
自
分

自
身
の
専
門
を
形
成
す
る
時
期
に
確
保
で
き
る
か
ど

う
か
が
、
教
養
形
成
の
カ
ギ
に
な
る
と
思
う
。

戦
後
の
学
制
改
革
で
、
そ
う
い
う
教
養
の
理
念

は
、
水
増
し
さ
れ
て
旧
制
高
校
か
ら
大
学
の
「
教
養

課
程
」
に
受
け
継
が
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
念
そ

の
も
の
が
い
つ
の
ま
に
か
魅
力
の
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
買
が

L
ま
す
ね
。

佐
伯
旧
制
高
校
的
な
意
味
で
の
教
養
は
ド
イ
ツ
語

の
ピ
ル
ド
ゥ
ン
グ
、
要
す
る
に
、
書
物
に
限
ら
な

い
、
あ
る
種
の
人
格
形
成
の
よ
う
な
も
の
で
、
共
通

の
場
を
与
え
る
書
物
を
背
景
に
、
異
な
っ
た
人
た
ち

が
共
通
の
知
識
に
つ
い
て
議
論
を
闘
わ
せ
、
自
分
の

考
え
を
形
成
す
る
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
た
だ
、
僕

現
代
学
校
教
育
の
社
会
学

片
岡
徳
雄
編
今
日
「
学
校
」
を
と
り
ま
く
厳
し
い
状
況
た
め
に

は
、
「
学
校
」
の
社
会
的
機
能
を
問
い
直
、
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
書

で
は
、
学
校
教
育
の
基
礎
論
的
な
考
察
、
教
室
担
導
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
、
高
等
教
育
の
四
部
編
成
で
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
「
学
校
」
の
社

会
学
的
な
解
明
を
試
み
た
。
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好評発売中

変
化
す
る
教
養
の
意
味

|
|
お
か
げ
さ
ま
で
講
談
社
現
代
新
書
は
今
年
で

創
刊
三
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一

般
に
現
代
新
書
は
、
岩
波
新
書
や
中
、
公
新
書
と
と
も

に
「
教
養
新
書
」
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
が
、
今
日
は
、
現
代
に
お
け
る
「
教
養
」
と
は
何

か
、
ま
た
そ
れ
は
個
人
あ
る
い
は
社
会
に
と
っ
て
い

か
な
る
力
を
も
ち
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

佐
伯
私
に
と
っ
て
、
教
養
と
は
何
か
と
い
え
ば
、

書
物
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
幅
広
く
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
知
る
こ
と
を
通
俗
的
な
意
味
で
の
教
養
と
と
る

と
、
私
は
全
然
教
養
人
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

た
だ
、
自
分
は
専
門
家
と
も
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
私
は
経
済
学
か
ら
出
発
し
ま
し
た

が
、
経
済
学
の
専
門
家
、
例
え
ば
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者

に
な
ろ
う
と
す
る
と
、
山
ほ
ど
あ
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究

書
を
数
年
が
か
り
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ケ

イ
ン
ズ
研
究
書
を
数
年
間
も
読
む
な
ら
、
そ
の
聞

に
、
社
会
科
学
と
.い

う
土
債
で
、
可
岩
波
文
摩
』
の

西
洋
思
想
史
に
関
す
る
も
の
と
か
、
中
央
公
論
の

可
世
界
の
名
著
』
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
だ
け
を
ベ

ー
ス
に
し
て
何
か
仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
た
の
で

す
。
私
に
と
っ
て
学
問
、
知
識
と
い
う
の
は
そ
う
い

う
も
の
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
専
門
で
は
な
い
し
、
」
さ
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は
、
旧
制
高
校
の
教
養
教
育
、
ピ
ル
ド
ゥ
ン
グ
的
な

も
の
が
果
た
し
て
教
養
と
い
う
名
に
値
す
る
か
ど
う

か
、
ち
ょ
っ
と
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

我
々
が
旧
制
高
校
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー

ジ
で
い
え
ば
、
例
え
ば
デ
カ
ン
シ
ョ
(
デ
カ
ル
ト
、

カ
ン
ト
、
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
ア
l
)
を
読
む
こ
と
が
、

旧
制
高
校
の
文
科
系
の
人
間
の
基
本
的
な
教
養
と
さ

れ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
構
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
教
養

が
本
当
の
意
味
で
人
格
に
触
れ
合
う
べ
き
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
例
え
ば
一
高
と
い
う
一
つ
の
世
界
の
中
だ

け
に
閉
じ
こ
も
っ
て
デ
カ
ン
シ
ョ
を
読
ん
で
も
、
本

当
の
意
味
で
人
格
的
な
も
の
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
友
情
が
生
ま
れ
た
と
は
簡
単
に
い
え
な
い
よ
う
な

気
が
す
る
ん
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
日
本
に
は
教

養
主
義
が
本
当
の
意
味
で
成
立
し
た
の
か
と
い
う
気

も
す
る
ん
で
す
。

橋
爪
当
時
と
今
の
一
番
の
違
い
は
、
当
時
は
ご
く

わ
ず
か
の
限
ら
れ
た
人
び
と
が
、
指
導
層
た
る
べ
き

木
原
孝
博
・

醸
田
英
典
他
編

学
校
を
社
会
学
で

分
析
し
て
み
る
と

ど
う
な
る
か
。

定
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エ
リ
ー
ト
と
し
て
高
校
、
大
学
に
集
め
ら
れ
た
の

で
、
彼
ら
に
は
、
語
学
、
哲
学
、
社
会
科
学
、
理
工

系
の
最
低
限
の
知
識
が
あ
る
程
度
オ

l
ル
ラ
ウ
ン
ド

に
要
求
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
、
戦
後
の
大
学
は
量
的
に
も
非
常
に
拡
大
し

て
大
衆
化
し
ま
し
た
か
ら
、
学
生
た
ち
は
、
む
し
ろ

中
堅
と
し
て
日
本
の
近
代
化
を
支
え
る
こ
と
を
要
求

き
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
お
か
げ
で
、
旧
制
高
校
が

持
っ
て
い
た
鼻
に
つ
く
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
主
義
は
き

れ
い
に
な
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
二
十
歳
前
後
の
と

き
に
ど
う
い
う
こ
と
を
身
に
つ
け
れ
ば
い
い
の
か
と

い
う
最
低
限
の
も
の
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
今
で
も
エ
リ
ー
ト
は
、
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
そ
れ
が
パ
ワ

l
に
転
化
す
る
か
ら
、
本
人
に
も
教

養
を
志
向
す
る
動
機
が
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ス
で
あ

れ
ば
、
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
は
む
し

ろ
抑
圧
に
近
く
、
ど
う
し
て
も
反
援
が
生
ま
れ
て
し

ま
う
。
学
制
改
革
で
、
そ
う
い
う
大
き
な
転
換
が
起

こ
っ
た
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。

佐
伯
そ
れ
で
も
僕
や
橋
爪
さ
ん
が
学
生
の
頃
、
つ
ま

り
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
の
変
わ
り
目

の
時
代
は
、
書
物
が
与
え
る
共
通
の
場
で
友
人
関
係

が
で
き
た
り
、
議
論
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
あ
の
時
期
が
、
大
学
生
が
自
分
を
エ
リ

ー
ト
と
自
覚
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
境
目
だ
っ
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
の
後
、

マ
ス
と
エ
リ
ー
ト
の

要
求
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
か
ら
出
て
き
た
の
が
、
広
い
意
味
で
の
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
運
動
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
吉
本

隆
明
氏
と
い
う
新
左
翼
の
い
わ
ば
教
祖
が
、
「
重
層

的
非
決
定
L

と
い
う
非
常
に
象
徴
的
な
言
葉
で
、
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
宣
言
を
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
守
資

本
論
L

か
ら
『
窓
際
の
ト
ッ
卜
ち
ゃ
ん
』
ま
で
等
価

の
わ
け
で
す
か
ら
、
あ
と
は
そ
の
場
そ
の
場
で
何
が

お
も
し
ろ
い
か
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
と
は
い
っ
て
も
、

み
ん
な
自
分
で
好
き

な
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
主
せ
ん
か
ら
、
そ

の
場
そ
の
場
の
社
会
的
な
基
準
、
簡
単
に
い
え
ば
流

行
現
象
で
何
が
お
も
し
ろ
い
か
を
決
め
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
知
的
価
値
が
流
行
現
象
に
よ
っ
て
決
定
的

に
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
八

0
年
代
の
知
的
状

況
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
必
然
的
な
結
果
、だ
と
思

い
ま
す
。

橋
爪

し
か
し
、

私
は
全
共

そ
の
と
お
り
で
す
ね
。

区
別
が
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て
、
一
般
大
衆
と
し
て

の
大
学
生
に
な
る
と
、
彼
ら
が
読
む
本
は
非
常
に
子

軽
な
も
の
に
な
る
。
戦
後
の
学
制
改
革
が
一
つ
の
波
、

次
に
、
六

0
年
代
の
全
共
闘
運
動
前
後
の
時
代
に
一

つ
の
時
代
の
断
層
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

橋
爪
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
六

0
年
代
ま
で
は
、
教

義
と
は
テ
キ
ス
ト
を
読
む
能
力
だ
と
い
う
前
提
で
、

こ
れ
は
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
義
務
的
読

書
の
観
念
が
あ
り
、
由
。
聖
書
』
に
あ
た
る
社
会
科
学

の
古
典
、
以
下
、
そ
れ
ら
の
解
説
書
と
い
う
ふ
う
に

書
物
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
で
、
そ

れ
を
こ
な
し
て
い
く
こ
と
が
教
養
だ
っ
た
。
そ
の
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
を
崩
し
た
の
は
情
報
化
で
す
ね
。

情
報
化
に
よ
っ
て
多
角
的
で
圧
倒
的
な
量
の
情
報

が
送
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
本
を
読
ん
で
い

た
の
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
情
報

を
こ
な
し
て
自
分
の
現
在
を
確
認
す
る
と
い
う
態
度

が
、
知
的
態
度
の
主
流
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
義
務
的
読
書
は
つ
ま
ら
な
い
し
、
ハ
ー
ド

ル
も
高
い
か
ら
、
若
い
人
の
生
活
態
度
の
中
か
ら
真

っ
先
に
抜
け
落
ち
て
い
く
。
こ
れ
が
七

0
年
代
以
降

の
教
養
の
解
体
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

情
報
化
社
会
の
知
的
状
況

佐
伯
い
わ
ゆ
る
「
教
設
新
書
」
で
も
、
か
つ
て
は

思
想
的
な
本
が
半
ば
以
上
を
占
め
て
い
た
と
思
い
ま

闘
、
新
左
翼
が
知
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
崩
し
た
こ
と

と
情
報
化
と
が
別
な
こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
。

む
し

ろ
同
じ
こ
と
の
も
う
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か

と
い
う
気
が
し
ま
す
。

例
え
ば
コ
ピ
ー
が
発
達
す
る
ま
で
は
、

丸
善
に
着

ま
か

す
が
、
八

0
年
代
あ
た
り
か
ら
急
速
に
、
今
世
界
で

何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
と
い
う
時
事
問
題
、
情
報
伝

達
的
な
も
の
が
七

J
八
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
ね
。

橋
爪
情
報
化
へ
の
対
応
は
、
た
く
さ
ん
の
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
ど
れ
だ
け
接
続
で
き
る
か
、
あ
と
、
そ
こ
か

ら
何
を
選
び
出
す
か
と
い
う
こ
つ
の
原
理
か
ら
で
き

て
い
て
、
自
分
が
情
報
を
ど
う
や
っ
て
発
信
す
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
は
欠
け
て
い
る
ん
で
す
。

も
し
発
信
と
結
び
つ
か
な
い
な
ら
、
こ
れ
は
お
も

し
ろ
け
れ
ば
い
い
や
と
い
う
情
報
消
費
的
、
享
楽
的

な
も
の
に
な
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
昔
の
「
末
は
博

士
か
大
臣
か
」
の
よ
う
に
、
将
来
に
お
け
る
立
身
を

前
提
に
若
い
時
代
を
準
備
期
間
と
し
て
過
ご
し
て
い

る
の
と
全
然
違
う
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
教
養
か
ど

う
か
微
妙
で
す
よ
。

佐
伯
そ
う
で
す
ね
。
教
養
を
人
格
形
成
に
対
す
る

知
的
な
刺
激
と
す
れ
ば
、
八

0
年
代
以
降
の
動
き
は

教
養
的
な
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

教
養
の
解
体
の
原
因
と
い
う
こ
と
で
は
、
情
報
化

の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
、
全
共
闘
運
動
、
あ
る
い
は

も
う
少
し
広
い
意
味
で
新
左
翼
的
な
機
運
の
影
響
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
新
左
翼
的
な
気
分
の
中
で
、
特

に
大
学
の
中
で
は
、
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
知
の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
、
一
般
的
に
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
て

い
る
既
成
の
知
的
中
心
を
崩
し
て
い
き
た
い
と
い
う

16 

い
た
洋
書
を
だ
れ
か
に
買
わ
れ
て
し
ま
う
と
、

の
学
者
は
そ
れ
を
容
易
に
読
め
な
か
っ
た
。

し
、
コ
ピ
ー
が
発
達
す
る
と
、
学
部
生
だ
ろ
う
と
何

し
か

だ
ろ
う
と
、
図
書
館
に
本
が
一
冊
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

コ
ピ
ー
し
て
読
め
る
。
情
報
化
で
、
そ
う
い
う
さ
さ

い
な
足
回
り
か
ら
、
知
識
の
独
占
が
崩
れ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

た
だ
、
重
要
な
こ
と
は
、
す
べ
て
を
均
等
に
な
ら

し
て
陳
腐
化
す
る
情
報
化
の
中
で
は
、
情
報
の
上

流
、
発
信
源
こ
そ
が
文
化
で
は
な
い
か
と
、
み
ん
な

が
気
づ
き
は
じ
め
た
こ
と
で
す
。
今
ま
で
は
中
流
で

欧
米
文
化
を
翻
訳
し
て
流
す
と
、
そ
れ
が
付
加
価
値

を
与
え
て
い
る
よ
う
な
幻
想
を
下
流
の
人
に
も
た
ら

し
ま
し
た
が
、

今
は
そ
う
い
う
も
の
が
全
部
平
ら
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
、

直
接
の
ク
リ
エ
|
テ
ィ
ビ
テ
イ

l
(創
造
的
貢
献
)
が
な
い

限
り
評
価
さ
れ
な
い
、

非
常
に
シ
ビ
ア
な
時
代
に
な
っ
て
き
た
。

佐
伯
そ
の
点
で
い
え
ば
、
今
は
本
当
に
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
な
状
況
だ
と
思
い
ま
す
。
情
報
化
で
み
ん
な
簡

単
に
情
報
を
手
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
文
化
の

セ
ン
タ
ー
を
西
洋
的
な
知
の
体
系
に
置
く
こ
と
は
も

う
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

今
は
表
面
的
に
見
れ
ば
、
比
較
的
長
期
的
に
固
定

し
た
セ
ン
タ
ー
は
な
く
て
、
そ
の
都
度
提
供
さ
れ
る

マ
ス
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
情
報
あ
る
い
は
オ

ピ
ニ
オ
ン
、
も
っ
と
い
え
ば
大
衆
迎
合
的
な
そ
れ
が

セ
ン
タ
ー
に
な
る
。
例
え
ば
あ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

が
、
政
治
家
で
も
誰
で
も
「
だ
れ
そ
れ
は
け
し
か
ら

ぬ
」
と
い
う
こ
と
を
書
け
ば
、
そ
れ
が
ま
た
た
く
ま

に
共
通
の
情
報
と
な
り
、
そ
れ
に
一
つ
の
セ
ン
タ
ー

が
で
き
る
と
い
う
構
造
だ
と
思
い
ま
す
。

内
閣
官
房
長
官
が
目
指
す
「
日
本
の
進
路
』
/

H

軍

大
国
M
M

政
治
大
国
H

を
求
め
な
い
道
を
明
か
-qy.

-
四
六
判
・
憲
新
刊

定
価

1
、
4
0
0円
(相
官
込
み

「
顔
」
を
持
つ
日
本
と
な
る
た
め
の
国
づ
く
弘
政
治
構
造
の
再
構
築
て

「
質
実
国
家
」
を
創
る
|
|
。
自
民
党
離
党
か
ら
新
党
結
成
、

連
立
政
権
問
立
の
骨
台
卦
ム
初
公
開
/
-
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知
識
と
の
新
し
い
関
わ
り
方

佐
伯
私
は
そ
の
よ
う
な
、
情
報
を
か
き
集
め
る
こ

と
で
何
か
世
界
が
わ
か
る
と
い
う
精
神
の
構
図
み
た

い
な
も
の
を
、
一
一
過
ご
破
算
に
し
な
い
と
だ
め
で
は

。

な
い
か
と
思
、
つ
ん
で
す
。
世
界
に
つ
い
て
断
片
的
に

語
ら
れ
た
こ
と
は
、
人
聞
が
物
を
考
え
る
上
で
力
を

持
た
な
い
と
い
う
の
が
、
教
養
と
い
う
も
の
の
基
本

的
な
姿
勢
だ
と
思
い
ま
す
。

橋
爪
情
報
と
い
う
の
は
要
す
る
に
、
ど
こ
か
別
の

場
所
に
何
か
い
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
話
で
、
そ
う

思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
自
分
が
今
こ
こ
で
見
聞
き
し
た

り
、
考
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
余
り
お
も
し
ろ
く

な
く
な
る
。
そ
れ
も
そ
れ
な
り
に
お
も
し
ろ
い
と
い

う
こ
と
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
情
報
な
ど
く
だ
ら

な
い
と
思
う
こ
と
も
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
ス
テ
ッ

プ
だ
と
思
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
情
報
化
の
時
代
に
情
報
と
無
関
係
で

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
ア
ン
テ
ナ
を
伸
ば
し
て
、

世
界
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
十
分
に
吸
収
す
る

時
期
が
あ
っ
て
い
い
。
そ
の
後
い
っ
た
ん
雑
音
を
遮

断
し
て
自
分
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
。
そ
う
す
る
と
、

自
分
の
中
で
情
報
が
融
合
し
て
い
ろ
い
ろ
な
反
応
が

起
こ
り
、
そ
れ
に
関
心
が
向
い
て
、
そ
れ
が
増
幅
さ

れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
発
信
力
に
な
っ
て
い
く
。
そ

し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
一
応
結
論
を
出
し
た
後

ツ
ク
も
発
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
大
変
な
力

が
要
る
と
思
い
ま
す
。

佐
伯
情
報
化
の
非
常
に
混
沌
と
し
た
状
況
の
中

で
、
知
識
と
我
々
と
の
関
わ
り
は
、
最
終
的
に
人
間

の
生
き
方
み
た
い
な
も
の
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

今
ビ
ジ
、ネ
ス
マ
ン
か
ら
家
庭
の
主
婦
ま
で
み
ん
な

こ
ぞ
っ
て
、
世
界
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
と
い
う

情
報
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
死
と
か

臨
死
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
強
い
の
も
、
た
だ
興

味
が
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を

知
ら
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
先
ち
ゃ
ん
と
し
た
生
き
方

は
で
き
な
い
。
知
識
を
自
分
の
生
き
方
に
結
び
つ
け

な
い
と
意
味
が
な
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う

ん
で
す
。

歴
史
と
伝
統
と
い
う
大
き
な
基
軸

橋
爪
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
情
報
化
の
中
で
あ
っ

て
も
、
最
低
限
の
拠
点
を
持
つ
だ
け
な
ら
割
合
簡
単

@ち淵ノ
〈非知〉ヘ
〈信〉の構造「対話篇」

吉本隆明水上、樹束、

山折ら16氏との〈信〉と く不

信〉に架橋する新しい倫理

の九官Eに挑む大作。 3090円

それで私 生に
イエスと言う

フランクル/山田他訳

『夜と霧」の著者が、病や逆

境を超えた人生の価値を訴

える感動の講，寅集。 1751円

アコーテイオン
の

あ旦芳也アコースティ

ック時代の主役アコーデイ

オン・ブームの初めての完

壁な手引き書.1 1957円

ンシャス・ラブ
二人の愛を育てる本

へンドリックス/片山駅

無意識のノマターンにひきず

られなL、〈意識的な愛し方〉

が愛を癒す。 泊87円

で
、
ま
た
情
報
の
接
点
を
求
め
て
い
く
。

本
当
は
こ
う
し
た
リ
ズ
ム
は
友
人
関
係
そ
の
も
の

な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
リ
ズ
ム
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の

中
で
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
接
触
し
て
い
る
人
間
も

み
ん
な
身
に
つ
け
て
い
く
べ
き
時
期
に
来
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

佐
伯
そ
う
で
す
ね
。

橋
爪
先
ほ
ど
、
マ
ス
コ
ミ
が
一
つ
の
セ
ン
タ
ー
に

な
っ
て
、
大
衆
迎
合
的
な
発
信
機
能
を
担
い
続
け
る

と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
マ
ス
コ
ミ
は
、

何
で
も
ど
ん
ど
ん
情
報
提
供
し
て
し
ま
う
結
果
、
情

報
提
供
す
る
な
か
み
が
ほ
ヒ
ん
ど
な
く
な
っ
て
行
き

詰
ま
り
つ
つ
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
が
文
化
の
セ
ン
タ
ー

で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

で
は
、
非
常
に
ク
リ
エ

l
テ
ィ
プ
な
仕
事
は
ど
こ

に
求
め
れ
ば
い
い
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
素
粒
子
物

理
学
会
は
た
っ
た
百
人
ぐ
ら
い
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
や

っ
て
い
た
と
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
五
年
、
十
年
た
っ

て
大
き
な
本
流
に
な
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に

は
彼
ら
は
も
う
そ
の
先
に
行
っ
て
い
る
。

で
す
か
ら
、
同
時
代
的
に
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な

試
み
が
同
時
多
発
的
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
が

本
流
、
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
て
時
代
を
つ
く
っ
て
い
る

か
は
、
十
年
、
二
十
年
、
五
十
年
た
っ
て
み
な
い
と

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
錯
綜
し
た
構
造
に
な
っ
て
い

で
、
仮
に
こ
れ
を
，
頑
固
な
利
己
主
義
'
と
呼
べ

ば
、
自
分
が
楽
し
い
か
ど
う
か
、
自
分
に
役
立
つ
か

ど
う
か
だ
け
を
基
準
に
し
て
、
こ
の
時
代
を
生
き
て

い
く
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は

利
己
主
義
で
す
か
ら
、
他
者
と
共
有
で
き
る
部
分
が

全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

吉
本
さ
ん
の
「
大
衆
L

、
竹
田
青
嗣
さ
ん
の
「
エ

ロ
ス
L

、
養
老
孟
司
さ
ん
の
「
脳
し
と
い
っ
た
概
念

は
、
そ
う
い
う
時
代
に
ど
う
や
っ
て
共
通
の
拠
点
を

持
て
る
か
と
い
う
提
案
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
伯
た
だ
、
そ
れ
ら
が
こ
の
混
沌
と
し
た
時
代
を

本
当
に
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る
本
物
か
ど
う
か
は
ま
だ

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

「
教
養
主
義
し
と
い
う
の
は
ド
イ
ツ
の
デ
ィ
ル
タ
イ

が
使
い
出
し
た
言
葉
で
す
が
、
ド
イ
ツ
で
も
日
本
と

同
じ
よ
う
に
、
そ
う
い
う
も
の
が
非
常
に
簡
単
に
制

度
化
さ
れ
て
、
教
喪
主
義
が
完
全
に
解
体
工
て
し
ま

い
ま
す
。

る
。
つ
ま
り
、
一
分
一
秒
を
争
う
情
報
化
の
時
間
軸

と
は
別
な
と
こ
ろ
で
、
文
化
の
ク
リ
エ
|
テ
ィ
ピ
テ

ィ
ー
の
蓄
積
が
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は

そ
っ
ち
の
方
を
信
頼
し
た
い
で
す
ね
。

佐
伯
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、
物
理
学
と
か
生
物

学
、
医
学
の
領
域
で
は
か
な
り
起
こ
り
得
る
と
思
い

ま
す
が
、
我
々
の
生
活
に
も
う
少
し
密
着
し
た
社
会

科
学
、
文
芸
関
係
の
場
合
、
も
っ
と
現
在
の
状
況
に

対
し
て
何
か
反
応
で
き
る
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
問
題

を
見
つ
け
て
ゆ
く
と
い
う
姿
勢
は
不
可
欠
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
ど
こ
か
で
知
識
の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
カ
ル
な
再
編
成
を
行
わ
な
い
と
し
ょ
う
が

な
い
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
。

橋
爪
仮
に
熱
力
学
の
比
鳴
を
使
う
と
、
情
報
化

は
、
溶
液
を
ど
ん
ど
ん
温
め
て
分
子
運
動
を
活
発
に

し
、
全
部
ど
ろ
ど
ろ
に
溶
か
し
て
均
質
に
し
よ
う
と

す
る
力
。
そ
れ
に
対
し
て
、
知
識
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

を
つ
く
ろ
う
、
ど
ん
な
状
況
が
起
こ
っ
て
も
一
つ
の

枠
組
み
で
解
釈
す
る
と
い
う
強
固
な
文
化
的
、
認
識

的
構
造
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
の
は
、
溶
液
の
中
に
結

晶
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
逆
の
作
用
な
の
で
す
。

今
、
情
報
化
で
ど
ん
ど
ん
熱
が
加
わ
っ
て
い
る
の

に
、
そ
れ
に
逆
行
す
る
形
で
結
晶
を
こ
し
ら
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
何
か
ひ
と
つ
を
信
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
情
報
化
の
中
で
、
一
つ
の
土
台
を

見
つ
け
て
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
す
る
新
し
い
テ
ク
ニ

18 

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ
れ
を
必
ず
読
み
な
さ

い
と
い
う
制
度
化
さ
れ
た
教
養
教
育
は
や
り
ま
せ
ん

が
、
子
供
た
ち
は
割
と
早
い
段
階
か
ら
、
タ
キ
ト
ゥ

ス
と
か
、
簡
略
化
さ
れ
た
歴
史
物
語
を
い
ろ
い
ろ
読

ん
で
、
か
な
り
自
然
に
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
く
。

ま
た
、
『
聖
書
』
の
壮
大
な
物
語
の
中
で
、
人
生
に

つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
言

葉
で
「
教
養
し
と
か
い
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ

ス
に
は
生
き
方
に
か
か
わ
る
何
か
が
確
実
に
あ
る
と

思
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
情
報
化
が
一

番
遅
れ
て
、
世
界
で
何
か
が
起
き
て
い
る
と
い
う
情

報
的
な
も
の
へ
の
関
心
が
非
常
に
少
な
く
、
園
内
の

こ
と
に
し
か
関
心
を
持
た
な
い
島
国
根
性
的
な
国
家

で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
民
一
人
一
人
は

教
養
の
高
い
人
た
ち
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

橋
爪
今
の
お
話
は
、
情
報
化
と
直
交
す
る
不
変
の

基
軸
が
あ
り
得
る
と
し
て
、
そ
れ
は
例
え
ば
歴
史
と

チベットの
精神医学
チベットイム教医学の概観

クリフォード/中川訳

色心不二、自他不二の生命

観に根ざした医道即仏道の

チベット医学の粋。 4944円

砂定{面はi肉食1見込み

春秋社
101東京千代田区外神田2-18-6
ft3255-9611仮答東京8-2必61
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か
伝
統
と
い
う
形
で
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
示
唆
だ
と
受
け
取
り
ま
し
た
。

日
本
の
場
合
、
吋
聖
書
』
に
相
当
す
る
固
定
し
た

テ
キ
ス
ト
が
全
然
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
特
に
戦

後
、
同
時
代
と
ど
う
や
っ
て
連
続
す
る
か
と
い
う
こ

と
ば
か
り
が
非
常
に
強
調
さ
れ
、
歴
史
と
伝
統
と
い

う
問
題
は
全
く
の
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。

だ
け
ど
、
本
当
は
こ
こ
に
一
つ
の
大
き
な
軸
が
あ

る
。
自
己
解
釈
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
や
っ
て
い

か
な
い
と
、
同
時
代
の
中
で
自
分
の
拠
点
は
見
つ
け

ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
の
こ
れ
は
考
え
る
だ
に
難
し

い
こ
と
で
す
が
、
恐
ら
く
次
の
十
年
、
二
十
年
の
一

つ
の
焦
点
は
、
こ
の
辺
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

佐
伯
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
六

0
年
代
の

半
ば
に
、
世
界
的
な
レ
ベ
ル
で
一
種
の
文
化
相
対
主

義
の
運
動
が
起
き
て
き
て
、
白
木
で
も
民
俗
学
的
な

も
の
、
文
化
人
類
学
的
な
も
の
に
対
す
る
関
心
が
高

ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
例
え
ば
宮
沢
賢

治
と
か
、
柳
田
園
男
と
か
、
き
ち
ん
と
読
み
継
が
れ

て
し
か
る
べ
き
人
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
何
人
か
挙
が
る

と
僕
は
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
新
書
」

橋
爪
民
俗
学
や
文
化
人
類
学
の
よ
う
に
無
文
字
の

文
化
を
扱
う
一
方
で
、
日
本
人
が
千
年
以
上
に
わ
た

っ
て
書
き
残
し
た
テ
キ
ス
ト
の
系
列
が
あ
る
の
で
す
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が
、
聖
徳
太
子
に
し
ろ
、
最
澄
、
空
海
に
し
ろ
、
少

な
く
と
も
そ
れ
が
現
代
の
課
題
に
答
え
る
も
の
と
し

て
読
ま
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

歴
史
学
の
小
手
先
の
技
術
と
は
違
っ
た
形
で
、
日

本
人
の
書
き
残
し
た
文
字
的
伝
統
や
制
度
的
伝
統
み

た
い
な
も
の
を
、
総
体
と
し
て
現
在
の
立
場
か
ら
再

解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
を
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
だ
れ
も
実
行
し

て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

佐
伯
し
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
や
ろ

う
と
し
た
の
が
、
小
林
秀
雄
の
吋
本
居
宣
長
』
み
た

い
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
J

そ
う
す
る
と
た
ち
ま

ち
で
、
日
本
主
義
的
な
も
の
だ
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が

張
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
レ
ッ
テ
ル
張
り
が

本
当
の
意
味
で
の
教
護
的
知
識
を
い
ま
だ
に
破
壊
し

続
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

橋
爪
で
も
、
そ
う
い
う
五
五
年
体
制
は
幸
か
不
幸

か
期
限
切
れ
に
な
っ
て
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
今

そ
う
い
う
タ
ブ
ー
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。
我
々
が
勝
手
に
縛
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
歴
史

や
伝
統
の
ほ
か
に
も
、
恐
ら
く
も
っ
と
た
く
さ
ん
の

可
能
性
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
一
人
の
人
間
で
は

な
か
な
か
難
し
い
で
す
が
、
例
え
ば
新
書
と
か
、
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
も
の
を
企
画
し
、
提

案
し
て
い
く
時
代
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

『
岩
波
文
庫
』
が
出
た
当
時
は
、
テ
キ
ス
ト
の
権
成

が
確
立
し
て
い
た
の
し
か
し
、
難
し
く
て
な
か
な
か

接
近
で
き
な
い
の
で
、
簡
単
に
読
め
る
テ
キ
ス
ト
の

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
「
新
書
」
と
い

う
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

だ
け
ど
、
そ
う
い
う
関
係
は
と
づ
く
に
壊
れ
て
い

る
。
新
書
は
何
か
の
テ
キ
ス
ト
に
言
及
す
る
も
の
で

は
な
く
て
、
そ
れ
自
身
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
媒
体
に
な

っ
た
と
思
う
の
で
す
。

佐

伯

さ

っ
き
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
が
本
来
の
意
味
で

の
教
義
を
破
壊
し
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
し

い
て
言
え
ば
一
つ
よ
か
っ
た
こ
と
は
、
ム
ウ
お
っ
し
ゃ

っ
た
よ
う
に
、
あ
る
種
の
テ
キ
ス
ト
と
か
、
あ
る
い

は
寸
学
界
し
と
か
「
西
洋
し
と
か
と
い
っ
た
何
か
の
権

威
に
頼
ら
な
く
て
本
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
'
」
と

で
す
ね
。
僕
は
、
こ
れ
は
日
本
の
八

0
年
代
の
強
調

し
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
売
れ

れ
ば
、
内
容
は
何
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク

が
一
方
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
書

く
側
が
い
い
か
悪
い
か
を
判
断
す
る
。
何
を
書
く

か
、
そ
こ
の
あ
る
積
の
責
任
感
、
道
義
感
が
決
定
的

に
問
わ
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、

本
は
簡
単
に
出
せ
る
け
れ
ど
も
、
書
く
こ
と
は
難
し

い
時
代
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

橋
爪
本
当
に
そ
う
思
い
ま
す
。

-

1

今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
ρ
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『天津日報J1994年7月13日・「全球化与現代化:中国与日本的共同問題 1994.9 

文化訪談

グローバライゼーションと現代化:中日の共同問題

王輝 × 橋爪大三郎

編者より 玉輝教綬は、天津社会科学院の院長。箔爪大三郎氏は、日本の東京工業大学教

侵。お二人とも著名な社会学者であり、学者特有の鋭い眼差しで国際問題およ

びアジア問題の変化を注視しておられます。そしてまた、責任感をもって、わ

が国および隣国の現代化に関心を注いでおられます。このほど、矯爪先生が天

津社会科学院を訪問された機会を借りて、お二人に、現代化をめぐる問題につ

いて対談していただきました。ここに整理して、読者に発表する次第です。

王輝:去年の秋に日本を訪問して、いろいろお世話になり、 『中央公論J誌上でも対談を

しました。 rネし尚往来J (そのお返し)というわけで、このたび天津に学術訪問に

見えたので、対談をすることにしました。去年の日本での対談の、続きというわけ

です。

「冷戦」が終わって、いままさに「全球化J (グローパライゼーション)の時代が

始まりました。各国の政治・経済・文化のつながりがいっそう深まり、往来も頻繁

になり、情報も飛び交っています。地球全体があたかもひとつの村のようになり、

われわれはその村の住民のようなものであると言ってもよいでしょう。日本は工業

の発達した国家です。あなたもこの問題をいろいろお考えと思うので、グローパラ

イゼーションの問題について話しあってはどうでしょう?

橋爪:去年、王輝先生との対談を日本で発表してから、大きな反響があり、多くの日本人

の注意を集めました。先生のお話は、理論的な基礎があり、しかも実際のデータに

裏付けられたお話で、日本人が中国をいっそう深く理解するのに大いに助けになっ

たと思います。1

いま、グローパライゼーションについてお話がありましたが、私もまったく同感

です。科学技術が進歩した結果、世界はすでに緊密に結ばれあっています。ある地

域の問題や、ある国家の問題(たとえば、近代化の問題)でも、たちまち国際政治

・経済に影響を与えてしまう。最近、日本には圏内問題が多くて、日本の学者はみ

な圏内問題に目を奪われています。けれども、国内問題を解決するには、全地球的

な発展のトレンドというものから出発する必要がある。日本の政局の問題にせよ、

平和憲法の問題にせよ、国際貢献をいかに進めるかという問題にせよ、みなそうな

なのです。

1989年にソ連が解体し、 「冷戦Jが終結しました。 90年代から、世界は新しい時

代に入りました。日本の学者はこれを、 「不安定な時代」と言っています。ここで

「不安定」というのは、二つの意味があります。ひとつは、客観的な意味で、世界

はまさに、冷戦時代の二極世界から、ポスト冷戦の多極世界に変わりつつあるわけ

です。二極世界は、単純な世界でした。すべての国家は要するに、右か左かのイデ

オロギーの違いによって対立していた。それに対して、多極世界は、物理学のn体

問題が解けないように、きわめて不安定となります。もうひとつは、主観的な意味

です。冷戦時代には、すべてのものごとを固定した認識枠組みで観察していればす

みました。マルクス主義のイデオロギーもそうですし、西側世界の世界観にしても

そうでした。マルクス主義は、政治・経済・文化・社会の相互連関を認識していた

わけですが、その相互連関の取扱いは固定していました。いっぽう、西側の人文科

学は、政治・経済・法を、それぞ、れ独立な法則性に服するものと見ていましたが、

その相互関係をっきつめて研究することはしませんでした。グローパライゼーショ

ンの時代には、こうした相互連闘が、圏内で強まるばかりでなく、国際間において

もますます強まります。社会科学もこうした方面の研究を急いで進めていかないと、

世界の発展に追いつかないと思います。

王輝:中国はすでに、社会主義市場経済をおし進めているわけですが、ここからしても、

中国は、経済の法則性をよく認識しているわけです。このところ、社会主義国も資

本主義国も改革を進めている最中ですが、中国はまあうまく行っているほうじゃな

いのか。それは、中国経済の発展の状況を見てもわかります。もちろん、中国の現

代化はいろいろ困難にぶつかるだろう。短い期間には克服できない困難も予想され

る。けれども、この前アメリカを訪問したら、かの地の学者たちはみな中国びいき

でした。中国の経済がこの調子で発慶すれば、世界情勢に必ずや大きな影響を与え

ることになります。この点、どうお考えになりますか?

橋爪:昨年の『ニューズウィーク』誌の予測によると、 2000年までに中国の貿易総額は日

本を追い越し、 2040年には、中国のGNPが日本やアメリカを追い越して世界ーに

なると言います。 2040年ではなくて、 2010年にそうなるという研究者もいます。そ

のとき、中国という超大国が、世界に出現するわけです。こうした予想がどこまで

あてになるものかわかりませんが、二つの点だけは間違いないと思う。ひとつは、

そう遠くない将来、アメリカを中心とする世界は終わりを告げるということ。もう

ひとつは、それに代わる中心がもし現れるとしたなら、それは中国だということで

す。いま日本では、ますます多くの人びとが、中国はまもなく日本を追い越すに違

いないと認識しはじめている。アメリカでも、クリントン政権がアジア問題担当の

責任者を選ぶときに、日本問題の専門家でなしに、中国問題の専門家を選んだので

す。これはアメリカが、これまで以上に中国との関係を重視しはじめたサインだと

思う。

王輝:外国にそのように、中国の経済発展について楽観的な見方をする人びとが多いとい

うことは、一人の中国人として、とても勇気づけられます。けれども一人の学者と

しては、この問題を冷静に分析しなければならなし、。第二次大戦後の日本はまった

くの廃櫨でしたが、二十数年の復興・調整・発展の期間を経て、 1968年、つまり明

治t儲庁百周年の時期には、資本主義世界で二番目の強固になりました。日本と比べ

て中国は、仮にさっきあなたがおっしゃるようになったとしても、その発展の速度

は決して速くない。しかも、中国の人口は日本の10倍、アメリカの5倍もある。経

済規模が日米の水準に追いついたとしても、国民一人あたりの収入は、日本の十分

の一、アメリカの五分のーというわけです。こうしてみると中国の予見できる将来

は、楽観するわけに行きません。中国は改革開放、現代化の建設を進めていて、も

ちろん世界の先進国の水準に追いつくはずです。中国には11億の人口があり、もし

も中国が現代化に成功を収めるならば、必ずや、世界の平和と発展に大いに積極的

な寄与をするはずです。日本はすでに現代化を達成した国家ですから、われわれは
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日本が現代化建設にたずさわった経験を大いに重視しなければならない。去年日本

を訪れたときに、私は、日中両国の文化は同根で、儒教の両国文化に対する影響は

大きいとの思いを深くすると同時に、この両国にはあちこちに異なっている点があ

るとも思いました。両国の文化的差異やそれが両国にもたらす影響について、お考

えをお聞かせください。

橋爪:この問題については、日中両国の学者の研究がたくさんあります。ただ、私の考え

を言えば、儒教の文化は戦後日本でほとんど影響をもっていないと思う。とこで、

両国の文化の異同ということになれば、やはり差異が大きいと思うのです。たとえ

ば、中国は大国で、歴史的には中央集権的な政治制度、地主による土地所有制度が

続いてきました。このため、官僚制度がとても発達しました。それにひきかえ日本

は、小さな島国で、またヨーロッパの封建制によく似た荘園制(領主制)を発達さ

せました。このため、古代において日本は中国から当時の先進文明を多く取り入れ

たのにもかかわらず、官僚制を学ぶことができなかったのです。日本の武士は、官

僚であって、地主ではありません。そのポストは世襲で、中国の地方官僚とちがっ

て担当区域をしょっちゅう変わるということがありません。このため、日本は統一

的な中央集権制度の代わりとして、集団意識がまことに強烈なのです。武士とその

土地の農民とは、一個の共同体を形成します。ですから現代の日本企業でも、従業

員の企業に対する帰属意識がとても高くなっています。日本と比較するなら、中国

では個人意識が強烈だと言えるでしょう。

王輝:その点は、私も気がつきました。個人意識が強烈だというのは、けっして悪いこと

ではないのです。けれども、経済的にまfご発展途上の民族にとっては、急いで世界

の水準に追いつき追い越すには、そして現代化を実現するには、強烈な集団意識が

あればこの民族を一個の強力な凝集力でもってまとめあげることができるのです。

日本の現代化の成功は、おそらくこの点と関係がある。

橋爪:その通りです。けれども、中国では政治的な一致ないし統一を強調するのですが、

これは、日本人の集団意識が現代化に果たしたのと同じ役割を果たすことができる

のではないでLょうか。

王輝:中国は市場経済を実行しはじめたのですから、この方面の問題にはもっと注意が必

要です。個人の利益を否定してはなりませんが、個人の利益しか考えないのは間違

いです。同時に、集団の利益、社会の義務を考えなければならない。

橋爪:中国は改革の初期において、この問題をなかなかうまく解決したと思うのですが、

ー今後もひきつづきうまくやっていくためには、市場経済の秩序を打ち立てることが

とても大切だと思います。

王輝:それをうまくやりおおせるためには、国民全体の素質を向上させなければならない

という問題がある。昨年日本を訪問したときに、日本人は全体に資質が高いという

ことを感じました。日本の婦人は大学の卒業生も多いのです。ところで中国でも、

現代化を実現するにあたって、国民の資質をし 1かに向上させるかという問題に直面

しています。あなたは日本の有名大学の教授ですね。日本が国民の資質をどうやっ

て高めたか、その経験をお話しくださいませんか?

橋爪:お聞きしたところでは、中国の教育費はいま相当切り詰められているようで、大学

教師の待遇もよくありませんし、ある地方では小中学校の教師の給料の支払いも滞

っているとか。日本は伝統的に、教育を重視してきました。小中学校の教育経費も

まあまあですし、教師の待遇もそう悪くありません。日本は明治時代に、教育を普

及しました。現在、国民の80%あまりが高校を卒業しますし、 35%程度が大学を卒

業します。教育の普及がこの程度に進むことが、日本人全体の資質向上に役立つた

ように思います。

そのいっぽうで、日本の大学の予算はこのところ増え方が緩慢で、、十分ではあり

ません。特に私立大学では、学生の学費がたいへん高いうえ、学校経営が学費に依

存する割合も高くて、いろいろな社会問題を生んでいます。日本の教育の特色は、

企業内教育にあります。すなわち、日本の企業は、人材を養成するのにそれなりに

お金を払います。一般的に言えば、卒業生がどこかの大企業に入ると、一定期間の

職業訓練を受けます。そのあとも、企業は彼らが学習を続ける機会をできるだけ作

るように努力し、彼らの知識がつねに更新されるように保証します。これが、日本

企業がつねに技術革新を続けることのできる基礎なのです。思うに、現代化のため

の人材、特に技術系の人材を養成するのには、政府に頼っていてはだめで、やはり

企業に頼る必要があります。ついでに言えば、日本は歴史的にも、大学の工学教育

を重視してきました。明治t儲庁後まもなく、東京大学に工学部ができましたが、そ

この学生は半分は、武士の子弟だったそうです。このように、実学を重視すること

も、国家が技術系の人材を養成するのにとても重要なことだと思います。

王輝.教育は体系的なプロセスで、すから、それ自身の法則性もあるし、その法則性と経済

発展の法則性との相関関係もあります。 50年代にある人が、 「教育投資論」を唱え

ました。これは教育を、投資の一種とみなそうというものです。けれども、これは

長期の投資あって、その効果はすぐ現れるわけではありません。でも、月日が積み

重ねられていけば、国民全体の資質のうえに、現代化に必要な人材のうえに、経済

の長期にわたる発展の弾みのうえに、それは現れてくるのです。もちろん、企業に

おける技術訓練といった教育投資は、効果のすぐ現れる短期投資といってよいでし

ょう。中国の市場経済システムができあがったあとでは、見る目をもっ企業家は、

教育に投資をすると思います。というのは、こうした投資は、ほかの部門への投資

に比べて、より多くのものを生み出すからです。

橋爪先生は、天津の古い友人だと言えます。天津の状況についてもよくご存じで

す。さいごに、天津の印象と、将来の発展についてのお考えをお聞かせ下さい。

橋爪:中国の改革開放は、南方に始まりましたが、この数年来、天津の歩みもだんだん速

くなってきていると思います。歴史的にみて、天津はかつて、北方の重要な経済セ

ンターでしたし、また最大の港湾都市でもあります。天津の教育水準はきわめて高

く、市民の素質も相対的に良好です。このため、天津には、経済や商業貿易の発展

の基礎があります。特に天津は、東北アジア経済圏に位置し、日本や韓国との輸送

もとても便利です。東北アジア経済圏がこれから形成されていくなかで、天津がこ

の経済圏で大きな役割を果たすと思います。私が中国に来るまえに日本経済新聞を

見ましたら、日本のトヨタ自動車が天津に進出することを決めた、と書いてありま

した。これは日本にとっても、大きな影響があります。天津の友人として、私もこ

のことをとても嬉しく思います。

翻訳:橋爪大三郎
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の
り
然
治
内
状
恨
の
似
り
紙
の
よ
う

ー
一

川
Y
で
も
な
い
外
川
の
ア
マ
チ
な
も
の
で
、
こ
れ
を
向
分
で
は

羽

一
三
ノ
が

一
泊
川
a

川
後
の
川
川
け
が
し
た
り
仰
の
絞
え
た
り
す
ゐ

ヰ

一で
H
げ
ざ
し
た
た
め
た
も
の
吟

γ
こ
と
は
与
え
ゐ
だ
け
で
も
よ
く

一川
紀
に
わ
た
っ
て
ほ
っ
た
ら
か
な
い
と
い
う
、
川
黙
の
川
山
と

一し
に
し
て
さ
た
。

ru肝
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
日
米

一

六
O
什
代
州
市
ー
ま
で
は
川
州
安
似
集
約
」
」
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

一
に
刈
っ
て
州
民
そ
の
県
」
か
い
あ
わ
け
で
、
そ
う
い
弓
法

一し
わ
τ
J
そ
打
っ
て
た
よ
う
で
あ
が
つ
い
け
川
近
ま
で
杭
い
て
き
た

一
り
去
す
が
、
そ
れ
以
後
は
か
し
こ
と
が
一
掃
大
き
な
明
日
川
だ
と

一わ
T
符
打
つ
こ
と
は
少
な
く
な
以
い
ま
す
。

明
一
っ
て
、
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
て
き
こ
の
品
川
治
郎
状
的
が
い
中
古
川
m

E
一た
。
で
も
、
一

「

1
司

判

官

斗

叶
劃

け
つ
つ
あ
る
の

一
応
徐
行
れ
に
は

F
l
b開
い
m
l
肌
住

民

で
す
。
ポ
ス
ト

害
、
一
そ
の
川
で
千
そ
っ
わ
せ
ゐ
ぐ
ら
冷
戦
ぞ
迎
え
、
ア
メ
リ
刈
の
相

需
一
い
な
こ
と
は
し
続
け
て
を
た
u

対
的
同
引
の
悦
ト
に
作
っ
て
、

川
あ
た
か
も
戦
後

μ
十
年
で
す
応
分
の
日
献
そ
し
ろ
、
役
川
分

か
ら
泌
さ
に
災
し
た
と
い
い
な
但
し
ろ
と
い
う
刊
が
山
こ
え
る

が
ら
、
本
気
で
泊
以
そ
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
し
然
治
山

こ
と
は
ぜ
ひ
と
も
必
山
首
だ
と
似
状
態
を
附
い
て
川
が
で
き
る
か

う

。

内

叩

f
を
け
ん
て
や
ろ
う
と
い
う
計

限
必
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
{
見
が
位
決
れ
た
。

必
四
な
の
は
む
し
ろ
腕
淑
論
決
も
う
一
つ
は
、
奴
法
に
対
す

で
し
ょ
う
。
あ
え
て
い
え
ば
G

る
一
利
の
如
氏
、
旧
辺
法
の
別

け
Q
、
ヤ
新
民
間
や
グ
ャ
l
ナ
刊
が
い
机
い
て
い
た
こ
と
。
旧
邸

リ
ス
ト
集
凶
と
い
う
外
部
に
以
法
は
「
天
引
ハ
州
民
ニ
シ
テ
位

法
感
覚
を
ゆ
だ
ね
て
し
ま
う
と
ス
へ
力
ラ
ス
」
で
、
滋
法
改
正

い
う
や
り
方
に
術
打
を
与
え
る
条
柄
引
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
凶

た
め
に
は
「
成

x
m法
な
ん
か
が
一日
い
山
し
て
絞
法
を
弦
止
す

ほ
ん
と
は
な
い
の
が
批
判
川
と
い
る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
。
一
大

う
も
ん
な
ん
で
す
」
と
い
う
ぐ
ん
叫
が
悶
凶
の
た
め
を
以
っ
て
下

ら
い
の
議
論
ま
で
巡
め
ば
州
自
さ
れ
た
訓
常
に
仰
い
も
の
で
あ

い
な
と
似
い
ま
す
ね
。

司令
と
い
う
別
法
制
が
戦
後
も
引

橋
爪
岡
山
ね
的
成
で
す
が
、
き
縦
が
れ
て
き
た
。

付
け
加
え
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
戦
後
の
ほ
法
は
言
っ
て
み
れ

り
ま
す
。
一
つ
は
い
ま
ま
で
お
ば
ア
メ
リ
ガ
飲
淀
川
以
法
で
す
。

法
が
改
正
さ
れ
な
か
っ
た

m山
天
日
が
作
り
こ
そ
し
な
か
っ
た

は
、
仰
の
戦
午
と
凶
係
ず
る
の
け
れ
ど
も
、
川
以
法
と
川
じ
よ

1 2月 4 日命E売量

の

山
川
す
ゐ
も
の
と
な
り
、
納
み
そ
市
川
」
を
川
い
た
ん
だ
と
戸
J
え

:
5
2
i
iH
川市山
泊

衿
々
ま
で
抑
っ
て
、

一
つ
の
休
ゐ
川
内
が
あ
っ
た
。

一一トレ
一1
=
セ
川
噌

E
E
V加
V
系
そ
れ
る
。
統
治
山
加
が
人
民
ぞ
れ
に
汀
し
て

y
ラ
ン
ス
市

|
|
あ
あ
ベ
g
M伏
の
形
加
の
れ
に
お
い
て
派
市
す
ゐ
制
定
命
川
、
川
…
聞
係
と
は
い
い
涜
げ

に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。
以
か
、
す
で
に
あ
ゐ
制
力
に
山
ん
が
、

μ内
科
か
川
り

w一
に
し

氏

橋

爪

制

一

ん

l
mと
川
川
以
か
つ
て
以
州
在
突
き
つ
け
る
か
て
い
て
、
ァ
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
|

郎

1
お
が
、
川
出
符
め
ぐ
お
っ
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
出
い
で
、
ム
、
つ
法
的
パ
サ
守
山
ベ
待
一も
の
は

一一ニ

のけ刈
・
げ
す
今
川
れ
に
れ

っ
て
い
似
本
の
と
こ
ろ
で
は
、
以
刊
な
川
ト
ト
ハ
の
う
ち
に
は
れ
い
。

γ心

配
ゐ
と
い
う
の
は
yrの
と
お
り
れ
な
ん
と
か
す
れ
ば
う
ま
く
い
く
べ
さ
も
の
は
れ
分
た
ち
の
ぷ
沢

橋
ん
で
す
。
で
も
、
似
の
と
こ
ろ
ん
だ
と
い
う
H
L
J

九
万
が
あ
る
。
へ
向
け
て
の
似
ひ
の
中
に
、
も

で
は
似
て
い
司
令
と
川
，
っ
。
川
じ
刊
本
に
こ
う
い
う
二
つ
の
知
っ
と
い
え
ば
川
以
の
小
に
、
ぃ

系
統
の
文
化
、

立
川
の
つ
の
刷
の
ど
ち
ら
か
が
泊
公
あ
っ
た
さ
ヴ
か
料
品
内
的
に
い
え
ば
州
M

H

火
山
形
似
だ
と
川
'
ゾ
ん
ど
す
の
ろ
う
か
?
な
い
わ
け
で
す
。
の
山
中
に
あ
ゐ
り
そ
-
つ
い
う
た
さ

ア
メ
リ
カ
の
判
・
げ
い
け
以
に
し
で
す
か
ら
川
本
人
は
対
法
と
い
な
川
い
が
あ
ゐ
ん
だ
と
山
う
ん

ろ
、
フ
ラ
ン
ス
川
命
の
刊
日
以
ゃ
う
も
の
ぞ
州
附
す
る
の
が
飾
し
で
ψ
。

か
っ
た
"
制
山
伏
と
し
て
の
ぷ
そ
こ
で
川
本
の

μい
川
山
に
た

克
一
、
去
ま
ア
メ
リ
カ
欧
主
一
山
室
橋
爪氏

刊はわれれ
M
m
u
t
-
渋
川
町
山

ず

f
p
J
4
E
川

、
w
J
O
B
'
U
層

ノ

ノ

w

ノ
，
九
司
，

Lι
』
ノ
』
ι-
-EH炉
、

wJ-

わ
け
で
は
な
く
て
、
刑
判
も
必

1
ぷ
の
よ
う
れ
も
的
は
ど
ち
ら

だ
な
の
で
す
。
で
も
そ
う
し
た
か
と
い
え
ば
れ
じ
市
れ
い
川
凶

で
す
か
。
に
い
川
し
ね
な
い
と
い
う
こ
と
が
の
巾
に
い
わ
ば
貯
脱
さ
れ
て
い
対
平
和
主
波
に
削
い
て
い
た
け
ソ
迎
の
ぽ
伏
に
し
ろ
制
山
1
民
間
内
が
以
仰
と
し
て
江
泌
さ
れ
で
あ
っ
た
o
A
川
に
日
引
に
的

西
部
的
爪
み
じ
ん
の
知
一

一点

六

O
午
代
の
初
め
に
起
こ
っ
て
る
川
の
似
木
川
町
感
覚
の
よ
う
れ
ど
、
そ
れ
が
発
効
し
て
泌
川
な
わ
け
で
す
が
、
そ
の
ア
イ
デ
て
い
あ
か
と
い
う
と
、
そ
こ
も
れ
ゐ
川
以
だ
か
円
、
そ
も
そ
も

の
桁
仰
に
は
川
一
同
一
で
す
n

し
か
し
市
っ
た
。
そ
う
い
う
川
米
な
も
の
な
ど
う
い
う
も
の
と
し
さ
れ
始
め
た
り
本
独
以
の
川
山
ア
は
ど
こ
か
ら
川
て
立
た
か
と
ま
た
あ
い
ま
い
で
、
芯
決
が
似
〈

Hm的
μ判
断
が

ηた
川
い
川
ム

し、

m一
山
に
つ
い
て
は
ほ
ん
(
て
ん
法
つ
)
だ
ろ
う
と
払
は
て
間
収
す
る
か
、
市
川
治
す
み
か
で
は
、
冗
全
に
冷
戦
川
浩
.
卜
に
い
え
ば
、
市
ず
川
約

m
A
の
づ
き
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
民
だ
と
い
う
干
イ
ナ
ペ
州
は
あ

ι

の
少
々
し
か
川
口
で
さ
な
い

o
mっ
て
ま
す
。
、
と
い
う
も
の
で
す
。
移
行
し
て
い
た
。
そ
こ
で
ア
メ
「
処
約
に
よ
っ
て
村
会
安
川
成
か
。
だ
か
ら
制
山
伏
が
う
ま
く
り
は
し
ま
す
が
、
プ
ツ
ス
山
守

川
際
的
な
忙
M
は
、
ど
ち
ら
か
約

一点
の
ほ
う
は
、
川
辺
日
本
は
ど
ち
ら
の
よ
J

丸
刈
を
リ
カ
は
内
向
隊
を
作
る
よ
う
命
す
み
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
、
つ
い
か
た
い
か
ら
川
内
以
が
い
い
い
え
ば
ま
あ
ま
あ
一
…
b
弘
山
し

と
い
え
ば
な
か

っ
た
n

例
え
ば
炊
、
ト
〈
日
ぶ
市
川
v
M
以
が
川
制
限
る
か
と
な
れ
ば
後
者
を
係
る
合
し
た
わ
け
で
す
。
本
山
氏
な
ら
ぎ
に
イ
ギ
リ
ス
の
，
γ
グ
ナ
力
か
と
い
う
と
、
は
い
そ
う
で
す

た
川
州
を
似
旬
、
波
山
し
た
山

マ
ツ
カ
l
サ
l
rん
川
に
し
て
も
と
な
っ
て
山
伏
は
千
そ
つ
け
る
べ
ぎ
だ
と
山
う
。

川
あ
た
か
も
こ
こ
で
一
度
一平
和
主
将
、
開
似
ル
タ
」

「的
利
の
品
刷
」
、
さ
と
は
パ
い
に
く
い
。
史
川
川
の
小
で
、
そ
れ
な
り
の

お
法
制
定
が
A
Vし
終
わ
っ
た
凶
こ
と
が
で
き
な
い
州
引
な
も
の
こ
の
川
紀
末
の
、
広
く
冷
戦
川
ト
仁
淀
の
お
法
は
れ
紙
に
一以
し
ら
に
J

円いA
I
川
州
中
、
こ
う
い
う
f

一

西
部

一
つ
だ
け
い
っ
て
お
川
以
た
ち
の
バ
れ
す
ゐ
幻
刈
と

後
か
ら
も
う
冷
戦
川
辺
が
灼
ま
だ
と
い
う
似
党
は
附
か
に
川
治
山
の
Mm休
あ
ゐ
い
は
村
会
1J
殺
て
、
も
う
一
川
ア
メ
リ
力
か
ら
限
時
ぴ
で
川
一
」
さ
た
の
吃
寸
n

当
」
中
山
す
と
、
イ
中
リ
ス
で
も

一

い
う
も
の
が
あ
わ
川
町
的
h
h

め
か
け
て
い
た
こ
と
作
れ
党
的
決
か
ら
始
ま
っ
た
と
以
う
ん
の
刷
版
が
指
し
示
し
て
い
あ
社
次
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
以
汁
凶
作
一
も
イ
ポ
リ
ス
引
の
間
円
以
は
、
一
二
ハ
ハ
リ
の
「
マ
グ
ナ
方
ル
以
そ
川
つ
て
昨
似
お
れ
て
注

し
、
ャ
日
以
が
で
六
一
た
あ
と
、

山
で
す
ね
。
そ
れ
を
戦
後
も
引
を
会
内
お
と
し
て
の
似
水
川
山
ら
っ
て
か
ら
独
占
バ
す
べ
き
だ
っ
ま

r
m円
以
と
以
円
引
の
州
市
川
タ
」
、

一
六
八
九
年
の
「
ピ
ル
た
。

川
(
戊
)
V
H
川
刊
に
，
こ
れ
は
一
総
い
だ
と
い
う
こ
と
も
川
聞
か
な
は
、
村
会
脅
そ
う
附

mに
川
迎
た
u

そ
れ
な
ら
、
山
伏
と
別
%
が
あ
っ
て
、
H
H
余
の
秋
山
げ
は
以

・
オ
プ
・
ラ
イ
ツ
(
的
利
の
ポ
そ
の
山
、
レ
ハ
伽
乱
、
他
民
依

応
作
っ
た
だ
け
で
お
前
た
ち
の
ん
で
す
が
、
ゃ
っ
か
い
な
の
は
し
た
り
波
川
し
た
り
し
ち
ゃ
い

の
添
削
は
少
な
く
て
と
て
も
す
刊
に
よ
っ

て
'
J
Q
れ
て
い
お
と
卯
)
」
、
つ
京
り
川
以
的
な
け
川
と
の
戦
午
、
抗
午
に
行
が
-
勺
川

版
社
山
だ
か
ら
、
法
え
て
い
い
ん
以
伏
に
つ
い
て
二
つ
の
F
J九
万
け
均
い
の
だ
と
。
そ
の
凡
引
な
っ
き
り
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
い
う
日
念
、
文
化
が
あ
る
。
次
本
文
乃
は
山
川
一
比
さ
れ
て
い
司
令
。
中
昨
日
九
三
一
泊
ま
れ
司
令
ょ
う
れ
ヨ
ー

だ
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
が
あ
る
。
失
敗
の
山
川
例
が
宍
は
村
会
主
似
釈
に
よ
っ
て
お
法
を
従
え
に
、
以
統
的
に
仰
力
を
似
つ
で
た
だ
、
こ
う
い
う
肝
釈
が
伐
は
ロ
ッ
パ
大
闘
の
よ
う
な
川
州
と

る
。
こ
こ
に
は
し
な
く
も
け
少
つ
以
法
、
同
の
仰
木
川
町
を
ど
設
だ

惨上

う
に
あ
り
が
た
く
て
叩
い
、
日

本
人
の
山
1

せ
の
た
め
を
山
っ
て

作
っ
て
く
れ
た
口
そ
れ
ぞ
よ
り

よ
く
笈
え
る
れ
ど
と
い
り
え
あ
の

も
お
こ
が
去
し
い
。
そ
う
い
う

段
以
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
ん
じ

ゃ
な
い
で
し
k
う
か
。

l
l
l'
作

dπ
い

y
a
ν
〉
ed
，
市
川
}
」
コ

t
h
H
j
'
p
r
-
r
/
バ
V
H
H
ν
1
3
b
r
一

い
て
川
怖
さ
ん
は
ど
う
お
与
え

し
よ
う
か
の

活氏西部



一 一

と
い
う
よ
り
も
、
れ
し
ろ
分
仰
は
そ
う
は
山
わ
れ
か
「
た
。
こ
そ
の
災
昨
日
が
ど
う
あ
る
か
に
つ
あ
り
仰
る
の
し
た
が
っ
て
「
什

し
て
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
れ
が
戦
後
の
以
丸
化
、
政
治
火
い
て
は
政
治
の
次
-パ
で
Z
Jえ
れ
術
の
た
め
の
利
純
」
と
い
う
ふ

山
自
党
状
仰
を
続
け
て
る
と
し

化

の

似

川

汁

だ

っ

た

。

そ

の

こ

と

ば

い

い

。

う

に

弱

い

災

現

に

し

て

お

け

た
ら
、
さ
ほ
ど
ま
と
も
な
文
化
を
正
出
か
ら
突
き
賊
ゐ
川
似
Y

惰
爪
引
出
版
と
引
は
、
ど
ば
、
べ
つ
に
鈴
川
な
市
隊
は
H
N

待
問
後
行
十
年
は
作
れ
ム
は
か
つ
が
川
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
山
う
述
う
の
か
。
門
市
町
時
は
市
で
た
な
く
て
も
い
い
ん
だ
と
。
で

た
の
だ
と
。
似
に
そ
'
つ
だ
と
し
で
い
え
ば
、
刊
本
の
文
化
は
ト
八
は
た
い
と
い
う
川
仰
の
組
織
で
も
、
松
ら
く
附
を
守
る
と
い
う

た
ら
、
円
伏
州
川
崎
と
円
以
行
川
心
し
た
こ
と
な
か
っ
た
の
か
も
し
す
か
ら
、

R
mと
川
じ
で
す
。
社
引
が
氷
ば
に
な
く
な
ゐ
わ
け

を
刷
刀
引
ざ
ヌ
け
た
状
態
で
こ
れ
な
い
。
災
仰
が
市
川
阿
川
み
な
だ
け
で
、
は
な
い
か
ら
、
問
そ
rJ
る
た
め

れ
以
後
川
ん
C
い
け
ば
、
ど
こ
西
部
門
山
九
新
聞
社
の
改
正
川
内
法
に
川
小
比
さ
れ
て
い
る
。
の
利
織
を
「
灼
た
ね
ば
な
ら

か
で
外
印
か
ら
チ
γ
一
ソ
ク
そ
く
沢
潔
で
は
%
、
一
聞
い
で
、
内
向
同
そ
う
す
る
と
、
川
外
で
山
内
的
ぬ
」
と
い
う
ふ
う
に
ぷ
狗
化
し

ら
う
か
、
什
分
た
ち
山

μが
山
在
「
山
印
刷
の
た
め
の
利
mm
」
と
に
似
山
で
さ
わ
川
い
の
は
も
ち
ろ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
と
山

己
矛
町
の
小
で
ひ
っ
く
り
返
る
い
い
、
「
非
人
出
的
な
仰
い
山
川
ん
、
山
内
で
も
れ
帥
刊
行
列

一
つ
う
。

か
と
い
う
判
け
に
な
る
。
大
町
山
日
似
ηハ
引
川
」
は
作
ら
ず
刊
と
れ
な
い
判
的
で
あ
あ
。
市
な
加
川
市
、
川
際
此
似
の

「
m

橋
爪
山
山
川
間
体
が
%
以
泌
以
た
ず
州
出
わ
ず
、
あ
る
い
は

「川

ら
ぱ
、
川
際
伏
に
以
づ
い
て
市

'V一
さ
れ
た
川
際
的
内
川
川
の
前
品
川

で
あ
る
と
、
払
も
明
日
に
そ
う
仙
の
た
め
の
組
織
に
、
参
加
桁
と
し
て
の
り
仰
が
で
き
ゐ
。
こ
に
(
山
中
州
)
内
仰
の
た
め
の
利

の
述
い
が
ポ
イ

ン
ト
な
の
で
織
の
一
仰
を
促
供
寸
乙
こ
と
が

三

'u‘
‘
，

r、

A
F
-
-v
Ae
、
，

，

弘

、

目

、

す

。

で

さ

る

」
、
こ
れ
だ
っ
て
附
分

割
多
Z
Z
・噴
よ
仁
支

t
Z
EP英
川

橋

爪

氏

川
仰
は
、

H
の

2
括

的

な

号

、

13

脳
陣

t
4
C
f
ν

aIb

証
且

tMむ
一
、
ノ

2
1
f
u
v
v
b
R
Eタ
川

崎

話

す

と

訴

に

内

さ

込

む

れ

た

川

際

的

利

均

」

と

は

一

体

こ
と
が
目
以
吹
け
の
一
需
の
1
一
な
ん
の
こ
と
な
の
か
。
政
治
的

ぎ
な
い
、
と
私
は
思
う
。
む
し
山
ら
れ
な
く
な
る
。
純
で
す
。
こ
れ
な
し
に
け
本
の

mvっ
。
じ
ゃ
、
日
本
人
が
去
っ
品
川
制
さ
れ
な
い
」
と
あ
る
。
こ
似
h

ほ
の
か
ど
う
か
。
私
は
そ
う
な
次
-
V

ん
で
い
え
ば
、
川
泊
と
い

ろ
そ
こ
に
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
入
れ
橋
爪
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
沼
代
は
約
り
仰
な
い
と
以
う
。
た
く
非
川
竹
的
、
非
合
則
的
な
れ
は
い
い
川
%
の
せ
い
じ
ゃ
は
く
じ
ゃ
な
い
と
川
う
。
も
し
山
尚
三
つ
い
出
品
川
も

m，
リ
さ
れ
た
い
州
側

た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
リ
ガ
に
政
っ
た
人
々
は
文
化
を
そ
う
い
う
立
味
で
い
-
っ
と
、
収
氏
以
だ
っ
た
か
ら
そ
う
な
っ
た
て
、
つ
ま
り
分
裂
状
的
を
日
党
隊
が
代
以
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
み
な
さ
れ
て
い
ゐ
も
の
が
、

か
。
も
し
も
文
化
を
ス
ト
レ
l

m
え
て
行
っ
た
。
川
川
に
、
上
後
の
バ
十
年
、
い
ろ
ん
な
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
し
な
い
ま
ま
川
法
論
川
市
に
人
っ
そ
「
小
川
仙
の
た
め
の
利
純
ヂ
一
川
少
な
く
と
も
H
H
則
的
に
い
え
ば

ト
に
思
法
に
し
て
し
ま
う
と
、
附
す
る
山
的
に
、
新
大
地
に
は
が
あ
り
な
が
ら
政
治
文
化
を
泣
い
。
日
本
人
は
山
伏
を
ま
だ
れ
で
し
渋
う
と
、
松
川
い
ん
の
よ
う
紅
つ
こ
と
が
で
さ
る
」
と
い
う
形
た
と
え
ば
ア
メ
リ
刈
の
独
断
的

川
以
法
み
た
い
な
も
の
に
な
ら
法
仰
が
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
伏
ん
で
ぢ
た
の
が
わ
れ
わ
れ
の
附
分
の
も
の
だ
と
は
以
っ
て
い
な
改
正
試
案
に
れ
る
の
じ
ゃ
な
い
で
川
い
た
と
し
て
も
、
な
ん
の
な
ヘ
グ
モ
二
l
の
卜
に
し
た
い

ざ
る
を
引
な
い
。
文
化
や
以
孜
刊
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
法
仰
を
少
で
は
な
い
か
と
。
こ
れ
を
路
い
の
で
す
。
も
し

一
O
O劣
臼
か
と
以
う
ん
で
す
。

μし
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
よ
川
脱
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ

の
制
域
と
政
治
の
飢
域
と
は
凶
作
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
法
刊
を
ま
え
な
が
ら
次
の
一
点
以
を
考
え

分
の
も
の
で
、
あ
っ
ち
に
シ

政
治
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
以
バ
り
も
、
対
外
的
に
市
で
あ
り
、
り
仰
な
い
わ
け
じ
ゃ
幻
い
。
私

う
と
リ
ア
ル
に
必
識
し
て
い
な
持
っ
て
い
く
わ
け
に
い
か
な
か
て
い
く
と
い
う
際
引
を
取
り
た
ロ
、
こ
っ
ち
に
ク
ロ
と
九
い
て
ね
を
川
ち
ま
し
ょ
う
と
い
う
以
一
小
で
あ
ゐ
こ
と
が
川
仰
さ
れ
て
は
以
米
主
小
府
内
で
も
川
米
主
山
内

い
と
、
近
代
閉
山
か
に
な
ら
な
い
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
な
ぞ
い
。
そ
れ
な
し
に
、
日
本
の
文
あ
っ
て
万
町
し
て
い
た
ら
、
そ
は
払
に
は
も
以
な
い
で
す
。
で
い
ゐ
の
に
、
市
と
し
て
の
ポ
初
判
で
も
な
い
け
れ
ど
、
%
以
的

ん
じ
ゃ
な
い
か
。
ら
え
て
い
う
と
、
ア
メ
リ
カ
が
化
を
別
後
参
照
し
よ
う
と
す
る
れ
は
日
し
ま
す
よ
。
だ
け
ど
、
も
、
犯
法
は
氏
問
に
わ
た
っ
て
が
川
内
で
ワ
え
ら
れ
て
お
ら
に
い
え
ば
、
ほ
か
の
川
々
の
多

西
部
文
化
そ
判
う
の
が
凶
日
本
に
文
化
を
飢
え
て
き
た
わ
の
は
5
ょ
っ
と
川
凶
が
あ
る
と
内
分
の
も
の
じ
ゃ
な
い
。
で
同
の
仰
木
刈
犯
と
す
る
も
の
で
ず
、
し
た
が
っ
て
は
れ
も
な
激
派
が
昨
印
さ
れ
て
い
乙
と
み

凶
で
あ
る
こ
と
を
以
訟
に
川
ぷ
け
で
す
が
、
こ
の
日
に
は
も
う
偲
う
内
も
、
自
分
を
守
っ
て
く
れ
る
も
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ぷ
ほ
の
く
、
入
札
の
州
わ
も
ま
去
は
ら
な
し
て
ゐ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
も

し
た
等
、
し
か
も
去
と
こ
文
化
が
あ
る
し
、
そ
れ
そ
以
こ

1
1靖
司

彊

過

の
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
、
主
祭
給
と
い
う
ふ
う
に
ツ
f

な
い
、
そ
ん
た
路
左
く
す
そ
れ
に
ぜ
ひ
と
円
以
組
織

FI--ふ
さ
民
自

c-

ろ
に
あ

僑
爪
大
三
郎
氏

改
憲
の
根
源
を
探
る

0'1三阿部便物認可〉

〈
出
席
者
〉

西
宮IS

遮

E平氏
家

ぉ曾
巧ミ F 目、

吉J.::-l-

E空会
行'-'.f二二

字選郎
副氏
委曾
員宇
長 )

、

ー
l
M沼
伏
に
刈
し
、
川
仰
ぎ
た
と
さ
に
、
お
の
れ
ら
の
何

一さ
ん
か
ら
川
比
が
l
m
J引
に
な
ほ
ど
か
の
幻
刈
さ
が
mm
泌
さ
れ

一司
令
た
め
の
。
す
ご
さ
ぺ
つ
ま
る
。
そ
う
い
う
論
引
は
成
り
立

一
り
人
民
の
出
向
さ
が
ど
こ
に
お
っ
。
川
聞
は
ど
う
い
う
場
合
に

一
い
て
似
肝
さ
れ
て
い
る
の
か
と
守
り
川
る
の
か
。

一
い
う
こ
と
が
、
川
人
の
川
似
だ
岡
山
〈
品
化
す
る
た
め
に
英
析
を

一と
の
川
体
的
な
附
附
が
あ
り
ま
ぬ
川
寸
れ
ば
、
附
民
と
い
う
の

一し
た
。
的
爪
さ
ん
は
い
か
が
お
は
ナ
シ
円
ナ
ル

・
ピ
l
プ
ル
、

一
与
え
で
す
か
。
つ
ま
り
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
形

一
橋
爪
「
人
川
は
山
小
川
な
の
料
、
も
し
く
は
限
泌
が
つ
く
。

一で
、
た
似
行
で
あ
り
、
だ
か
ら
同
以
と
い
う
の
は
巾
な
る
人
民

町
一
%
伏
持
制
定
す
ゐ
」
と
与
え
た
で
は
な
い
。
川
以
と
は
お
の
れ

品
目
一
ら
、
治
則
的
れ
刷
出
が
お
か
し
の
川
の
開
山
の
知
山
の
よ
う
な

同
一
く
な
あ
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
も
の
が
川
で
あ
る
か
に
つ
い
て

μ
一人
民
が
山
分
芝
川
川
ん
し
た
い
川
法
考
え
た
り
感
じ
た
り
浪
治
し
た

引
一
点
'円
分
で
1
っ
た
と
い
い
己
に
、
や
り
す
る
川
え
、
あ
る
い
は
能
力

一一吋一っ
と
「
山
口
れ
1
W行
」
に
な
守
山
川
っ
て
い
る
人
々
の
こ
と
で

5

一
九
円
こ
う
い
う
州
日
だ
と
川
う
す
。

一
ん
で
す
。
人
民
と
い
う
の
は
附
そ
う
仇
ゐ
と
、
天
引
が
似
に

一気
付
に
出
刈
れ
わ
け
で
は
な
く

川
本
の
開
山
の
辿
悦
性
な
り
あ

一て
、
円
以
制
定

U
A
に
券
州
る
い
は
川
以
の
れ
川
代
の
統
合

唱
町
一
し
、
主
総
行
で
あ
る
と
い
う
約
刊
を
m
R
似
す
る
の
な
ら
、
災
は

三

市

川
の
う
え
で
川

ヨ

司

司

調

型

唱

ヨ

天
日
が
主
仰
省

一
甲
小
山
一
山
口
で
さ

F
広
刷
M
M挺
齢
器
防
固
な
の
で
は
な
く

そ
一

て
初
め
て
山
分
は
山
山
川
で
あ
る
て
、
十
点
以
に
象
徴
さ
れ
て
い
る

需
一
と
紙
川
で
き
あ
の
防
火
の
川
続
性
と
川
氏
の
統
合

一

で
は
、
日
本
川
の
人
民
は
U

性
こ
そ
が
。
す
ご
い
。
も
の
な

一本
川
悦
法
と
の
川
係
に
お
い
て
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
附

恒
一
内
分
の
出
川
さ
そ
川
…
川
だ
き
た
民
斗
仰
の
似
合
も
同
じ
で
、
そ

者
一

ろ
う
か
。
ま
だ
紙
切
で
き
て
い
の
川
氏
が
げ
伐
っ
て
い
る
こ
の

一波
せ
ん
ロ
な
ぜ
な
ら
ば
、
加
法
問
の
は
浪
、
何
史
感
党
と
い
っ

回二一
改
正
も
し
て
い
な
い
。
も
と
も
て
み
出
点
し
よ
う
か
、
そ
う
い
う

重
一
と
の
限
法
は
自
分
で
泌
び
似
つ
も
の
が
す
ご
い
も
の
な
ん
だ
と

7
.
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
持
法
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

を
改
正
し
て
初
め
て
山
分
た
ち
い
ま
の
限
法
の
応
大
の
問
題

の
対
伐
に
な
ゐ
わ
け
で
す
が
、
点
は
ん
条
で
は
な
く
て
、
限
法

そ
の
手
続
き
が
済
ん
で
な
い
。
一
川
ぷ
お
よ
び
約
一
-
汚
小
の

「一川氏

日
本
川
川
叫
が
こ
れ
か
ら
以
山
に
の
榔
利
及
び
義
務
」
の
と
こ
ろ

な
る
叶
能
刊
は
あ
る
と
山
い
ま
に
あ
る
。
此
光
新
聞
社
の
保
法

す
が
、
そ
れ
は
什
分
た
ち
で
臼
改
正
試
徒
に
つ
い
て
い
え
ば
、

分
た
ち
の
以
法
そ
制
山
し
て
、
川
U

似
的
に
は
引
制
奴
法
の
そ
う
い

そ
れ
で
セ
ル
フ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
う
県
一
本
的
人
仰
悦
を
阪
り
去
く

で
き
て
か
ら
の
日
だ
と
以
う
わ
形
で
日
行
に
こ
び
て
い
る
、
そ

け

で

す

。

う

い

う

わ

叫

が

し

ま

す

。

西
部
強
い
て
約
爪
さ
ん
が
|
|
柄
爪
さ
ん
い
か
が
で
す

お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
以
対
す
か
。

る
%
は
な
い
。
同
凶
は
自
分
た
橋
爪
ち
ょ
っ
と
述
う
な
と

ち
が
況
伏
を
行
為
こ
と
は
で
き
感
じ
ま
す
。
文
化
と
い
う
も
の

ゐ
。
そ
れ
を
守
る
こ
と
も
で
き
を
背
負
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
川
以

る
。
あ
る
い
は

J
5
τ
と
が
C
に
な
る
、
そ
の
作
政
さ
そ
も
っ

月 B窃日1 2月 5 日

つり

炉砂下

て
小
十
一
術
車
引
で
あ
る
法
の
制
定
行

討
を
す
る
の
だ
と
い
う
の
が
凶

仰
さ
ん
の
お
考
え
の
よ
う
で
す

ね。
西
部
そ
う
で
す
。

概
爪
文
化
と
い
う
も
の
は

も
ち
ろ
ん
悶
し
味
の
よ
う
に
鴨
川

日
に
あ
る
け
れ
ど
、
文
化
を
そ

の
出
品
ま
潟
放
に
す
る
こ
と
は
で

、

西
部 、

通
氏



/
刀
票
日
比
の
凶
器

仇
/
制
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
詮
仇
つ

/
て
い
た
ん
だ
ろ
う
か
と
考
え
て

一
み
ゐ
と
、
日
本
の
伝
統
的
な
法

r
授
を
開
削
す
る
参
考
に
な
る

「
と
山
う
。
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
の

げ
テ
イ
ン
パ
ク
ト
を
制
御
で
き
な

マ
い
。
日
本
に
い
る
仲
に
し
ろ
仏

川
ー
に
し
ろ
、
以
い
川
の
う
ち
に
折

，
り
〈川
い
が
つ
い
て
、
椛
刈
引
に

逆
ら
う
こ
と
も
社
会
の
削
行
に

逆
ら
う
こ
と
も
な
く
社
会
に
似

づ
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
キ
リ

ス
ト
数
の
仰
は
権
刈
と
山
係
な

い
し
、
し
か
も
外
川
人
口
牧
川

が
川
叙
す
る
わ
け
で
、
本
山
か
は

向
こ
う
に
あ
ゐ
ら
し
い
。
非
仰

に
心
院
で
あ
る
と
。
キ
リ
ス
ト

牧
に
代
…

u

配
さ
れ
る
外
川
と
の
肢

や
同

現

判
混
mw
拘
(
石
∞
品
輸
)

回
調
田

触
に
よ
っ
て
什
本
凶
が
出
乱
す

る
の
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
す
る

の
も
江
戸
川
代
の
釦
間
的
な
川

家
体
制
成
以
の
一
つ
の
モ
メ
ン

ト
だ
っ
た
と
山
う
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
川
を
中
心
に

す
れ
ば
い
い
の
か
。
天
-V一を小

心
に
し
た
よ
う
に
は
え
ま
す

が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
加
川
、
光
州
主
ぷ
に
な

っ
た
と
山
う
ん
で
す
。
政
治
脱

力
ι引
が
あ
る
制
肢
を
決
め
て
し

ま
う
と
、
そ
れ
が
受
け
継
が
れ

て
先
例
と
な
っ
て
い
く
。
た
だ

し
、
そ
の
論
開
的
な
川
一
防
は
案

外
出
い
。
成
文
化
も
、
十
分
立

識
化
も
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
が
引
に
機
能
し
て
い

る
と
い
う
山
で
内
初
に
大
き
な

拘
米
力
を
円
本
人
に
及
ぼ
し
始

め
る
。

時

~ 
阿

4
N
迎
k
F
田

日』

こ
の
点
、
イ
ギ
リ
ス
と
似
て
そ
れ
ぞ
山
川
が
や
っ
て
米
配
下

ん比す
る
た
め
に
二
七
に
動
乱
を
市
ね
て
い
る
。
か
く

政

と
い
う
認
で
も

mと
い

考
え
た
ら
い
に
も
ア
ナ
タ
ロ
る
と
ふ
に
か
す

U
Uの、
mさ
え
れ
ば
、
い
ま
さ
ら
仁
川
一

る
よ
ろ
に
も
川
え
ま
す
が
、
ィ
て
、
日
本
以
舛

ω凶
依
と
ど
う
れ
よ
り
前
の
川
家
的
な
伝
統
に
て
は
な
ら
じ
、
や
は
り
扶
昨
の
う
ぷ
時
で
も
、
山
刀
の
立
川
町
で
ニ
ズ
ム
で
す
が
、
山
出
的
に
い
州
出
な
も
の
、
出
-
一
川
な
も
の
を
は
す
ご
い
と
い
う
ふ
う
に
は

m
，

ギ
リ
ス
の
羽
合
、
そ
の
先
例
が
や
っ
て
聞
係
符
つ
け
る
か
を
鋭
一
反
ろ
う
と
い
う
な
刈
だ
け
は
強
制
貯
乞
ど
っ
か
に
泣
て
な
き
申
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
と
い
う
う
と
、
一
つ
の
論
山
が
浮
か
び
似
説
し
、
そ
こ
に
拠
っ
て
十
V
併
殺
件
で
は
い
え
な
く
な
っ
て
い

一

い
つ
附
認
さ
れ
た
か
と
い
う
ド
く
川
わ
れ
、
制
度
売
作
り
変
え
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
五
附
条
の
い
け
な
い
と
υ
し
か
し
、
明
治
以
こ
と
は
川
市
川
訟
の
制
比
れ
た
上
が
っ
て
く
る
。
主
椛
そ
版
僚
と
い
う
塑
芸
波
山
し
、
そ
こ
る
。
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
以
尚
一

キ
ュ
メ
ン
ト
が
必
ず
桟
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
れ
く
な
っ
た
。
御
抗
文
」
だ
と

m-つ
ん
で
す
が
、
法
は
加
川
で
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ち
は
判
然
什
犯
し
て
い
た
。
に
山
必
す
れ
ば
、
英
一
日
の
ア
ン
か
ら
制
本
対
日
と
い
う
も
の
を
は
脱
山
似
の
阿
山
人
で
川
一
列
は
仰
い

て
、
そ
の
附
肌
そ
法
仰
山
か
が
や
で
も
、
山
訟
で
け
本
川
任
泣
北
そ
の
た
め
山
訟
が
な
い
川
川
が
ど
天
能
主
抑
的
な
も
の
で
は
な
た
だ
一
九
一
一
一
0
年
代
ま
で
く
リ
ミ
テ
ッ
ド
・
パ
ワ
l
(州
制

H
い
き
し
た
た
め
よ
う
で
は
な
い
俗
化
し
て
ま
す
か
ら
い
ま
さ
ら

り
、
先
例
に
照
ら
し
て
正
し
い
し
よ
う
と
い
う
先
似
は
川
な
か
一

一十
年
杭
い
て
し
ま
っ
た
。
い
と
い
う
こ
と
を
夫
は
伊
雌
同
れ
ば
一
郎
市
川
の
川
端
本
の
制
限
の
柿
山
)
、
あ
る
い
は
ガ
プ
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
山
川
だ
と
も
い
え
な
い
。

か
ど
う
か
い
つ
も

m
gし
て
い
っ
た
。
そ
う
じ
ゃ
は
く
て
、
火
山
西
部
明
治
純
新
町
川
の
白
文
自
身
が
矛
盾
し
た
微
妙
な
石
川
市
、
非
常
に
政
治
主
説
的
に
利
リ
ン
・
パ
ワ
l
、

サ

プ

リ

ン

テ

う

ん

で

す

ね

。

と

な

っ

て

注

去

す

と

、

そ

め

ィ
を
伏
し
た
と
し
て
も
「
…
山
一
川
川
凶
は
、
フ
ラ
ン
ス
爪
命
に
川
々
の
川
山
人
の
巾
に
ひ
ょ
っ
と

都
合
が
よ
か

っ
た
解
釈
改
憲
橋爪氏一一部長一一一……同一山町民一一一一一山

い
ク
も
の
な
の
で
す
ね
。
そ
の
ど
こ
か
ら
説
明
で
き
る
か
、
と
し
た
ら
、
附
史
と
い
う
削
ぷ
絞

る
。
日
本
の
似
合
そ
こ
が
あ
い
そ
げ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
幻
民
に
似
山
以
柿
的
な
以
肌
と
い
う
の
は
い
方
を
し
て
ま
す
ね
。
「
神
山
川
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ

b

す
ご
さ
。
が
ど
こ
か
ら
先
生
い
う
こ
と
が
あ
る
。
似
に
十
八
州
り
に
す
る
し
か
川
か
ろ

v

っ
と

来
い
で
、
先
例
と
さ
れ
て
い
る
州
さ
せ
る
と
い
う
フ
ィ
タ
シ
ョ
決
し
て
一
郎
の
以
椛
主
占
有
だ
ニ
シ
テ
位
ス
へ
力
一
フ
ス
」
な
ん
る
。
あ
る
い
は
そ
う
い
う
利
川
す
る
の
か
。
そ
れ
を
川
出
レ
ベ
川
紀
の
よ
う
に
一
利
の
明
談
山
川
う
。
そ
の
山
か
ら
い
う
と
、

も
の
が
先
例
だ
っ
た
か
ど
う
か
ン
そ
も
っ
て
三
た
。
オ
リ
ジ
ナ
け
じ
ゃ
な
く
、
や
は
り
川
氏
〈
し
だ
げ
れ
ど
も
、
そ
れ
を
川
叫
が
そ
許
す
よ
う
な
此
仲
裁
松
川
明
治
以
ル
で
は
附
起
し
て
お
か
な
け
れ
似
の
仙
川
内
と
し
て
ヒ
ュ

l
マ
ニ
削
以
以
は
川
M
K
L
U
刊
を
が
ザ
づ
け

附
川
崎
す
る
刀
法
が
な
く
、
出
は
ル
な
泌
は
州
か
と
J
J
え
て
い
く
体
に
広
が
っ
た
ん
で
し
ょ
う
そ
う
な
リ
ん
だ
と
開
制
す
れ
ば
、
法
が
持
っ
て
い
た
。
ば
い
け
な
い
0

1

ズ
ム
を
一
悩
じ
ら
れ
る
の
な
ら
人
れ
ど
も
、
そ
の
川
以
が
I
M航
行

新
し
い
こ
と
が
先
例
の
よ
う
に
と
、
か
な
り
雌
し
い
川
出
が
あ
ね
。
凶
主
中
一
義
的
な
そ
れ
に
見
山
は
そ
れ
は
凶
民
の
主
椛
と
も
「
万
山
一
系
ノ
一
火
山
之
ヲ
統
川
治
の
人
た
ち
は
日
本
に
は
い
凶
ト
+
し
い
悦
と
い
う
考
え
力
も
成
り
と
な
る
た
め
の
、
伐
の
点
制
で

ま
か
り
通
り
、
火
山
は
ど
う
だ
つ
て
、
只
体
的
に
ど
こ
に
-M
る
門
お
う
か
と
い
う
削
き
も
あ
っ
い
え
る
ん
だ
と
い
う
制
子
だ
っ
治
ス
」
が
知
一
条
で
、
卯
一
二
条
辿
州
と
し
て
天
山
と
い
う
フ
ィ
立
つ
ブ
し
か
し
、
そ
れ
以
後
二
は
。
す
ご
さ
。
は
ど
こ
に
お
い

っ
た
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
柿
治
と
い
う
こ
と
は
雌
僚
に
必
織
さ
た
で
し
ょ
う
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
た
と
出
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
が
「
判
出
ニ
シ
テ
似
ス
へ
力
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
一
ト
に
こ
の
川
は
治
川
作
、
そ
の
問
の
ぶ
命
脳
ぎ
、
て
保
附
さ
れ
て
る
の
か
。
そ
の

に
な
っ
て
い
る
。
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
れ
戸
内
部
が
そ
れ
こ
そ
白
山
氏
拙
的

災
虫
シ
ン
セ
イ
と
い
う
の
は
紛

ス
」
、
こ
れ
そ
政
的
ド
一
義
的
に
ま
っ
て
い
る
と
い
う
続
料
が
あ
戦
争
開
ぎ
、
そ
の
仙
の
こ
と
を
山
が
私
は
大
川
出
だ
と

uvつ
u

建

日』

判
明
迫
。
倫
相
(
一
也
宮
崎
)

-
N
迎

ω田
辺
国
制
囚

ヲ

お
く
必
叫
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
っ
て
る
と
叫
い
出
品
す
ね
。
い
う
附
釈
が
成
り
白
川
つ
わ
け
で
山
な
の
だ
か
ら
花
七
制
の
日
-
山口
す
る
川
以
の
総
以
と
い
う
こ
と
れ
て
し
ま
い
、

h
Mを
い
わ
ゼ
山
山
本
と
い
う
家
が
ず
ー
っ
と
机
め
な
け
れ
ば
大
川
川
そ
持
ち
山

恒

山

山
訟
は
能
う
限
り
以
主
的
で
な
で
も
、
そ
の
与
え
刈
が
川
辿
す
。
で
あ
る
と
。
「
約
一
条
と
泊
二
は
、
出
山
人
卜
の
川
本
人
た
ち
が
な
い
も
の
に
は
っ
て
い
る
。
生
抗
し
て
い
く
こ
と
は
い
い
こ
と
し
て
は
い
け
な
い
。

|
|
川
以
l
仰
と
火
山
制
と
き
ゃ
だ
め
は
わ
け
で
、
こ
の
川
っ
て
い
る
と
山
う
。
私
も
一
大
出
，
火
山
の
川
村
は
「
恥
椛
の
什
条
に

vrmが
あ
る
」
と
二
一
山
山
お
の
ず
と
作
り
山
し
た
一
つ
の
身
の
人
川
が
後
似
と
い

F

つ
も
の
だ
と
山
う
の
で
す
け
れ
ど
、
い
以
主
主
義
と
い
う
の
は
山
肌

の
山
係
、
必
必
川
東
の
こ
の
辺
に
出
い
断
絶
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
象
徴
だ
と
山
っ
て
い
る
の
で
す
る
日
本
川
以
の
総
心
に
川
紀
火
は
指
摘
し
て
い
る
ん
で
総
注
、
川
県
の
総
立
、
そ
れ
に
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
つ
ま
で
も
五
法
の
中
で
後
微
と
れ
制
山
だ
と
い
う
こ
と
を
円
相
は

め
は
ど
弓
必
ま
れ
ま
し
た
か
υ

天
は
か
民
主
ド
災
行
に
改
山
さ
す
が
、
そ
れ
在
「
す
ぎ
な
い
」
く
」
。
川
川
の
総
必
に
収
づ
く
す
。
以
づ
い
て
天
自
信
が
あ
る
の
だ
と
ら
ど
ん
な
に
λ
だ
か
と
汚
え
て
し
て
眠
る
抑
っ
て
い
た
だ
か
な
い
い
た
い
。
ゆ
え
に
火
山
家
、

橋
爪
円
本
川
出
法
の
以
大
せ
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
す
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
ち
ゃ
い
け
の
だ
か
ら
川
比
の
ほ
う
が
仰
い
私
は
川
氏
と
い
う
の
は
ナ
シ
附
釈
で
き
る

o
m
mに
い
え
み
る
と
、
こ
れ
は
も
う
日
本
凶
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
州
一
の
山
市
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
机

の
謎
は
、
や
っ
ぱ
り
火
山
で
す
'
ね
。
説
先
試
後
で
は
一
市
か
ら
な
い
。
問
民
と
い
う
の
は
、
ナ
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
火
山
の
出
帆
ヨ
ナ
ル
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ば
、
「
天
皇
は
日
本
の
低
杭
の
出
法
の
初
州
か
ら
し
で
も
大
変
巡
択
肢
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
令
が
ど
う
位
わ
れ
て
い
る
の
、

ね
υ

も
し
ア
メ
リ
力
が
刷
出
主
二
口
に
入
れ
笈
わ
っ
て
ま
す

-
v
r
b
:
v

ト
‘

t
F
‘

l

v

'

L

か
ら
国
民
の
総
ぷ
が
あ
れ
ば
、
ど
な
た
の
制
肘
パ
が
ど
う
は

詑
山
純
一
日
刊
誌
川
訪
日
誌
象
徴
天
皇
は
歴
史
か
ら
の
総
意
西
部
氏
刊
誌
諮
問
刊
誌
浴
日

ぅ
。
や
は
り
火
山
下
は
瓜
地
人
西
部
奈
川
は
山
氏
統
の
の

:
=
J
J
・

-

d

-

-

1

l

j

'

-

J

一

え

で

、

出

法

改

正

の

と

き

に

を

引

を

ず

り

込

ん

で

は

い

け

な

の
に
仁
川
他
ク
な
ん
で
す
。
も
し
い
巾
な
る
象
徴
に
す
ぎ
な
い
と
い
シ
ヨ
ナ
リ
テ
ィ
!
と
い
う
か
ナ
す
ら
も
ぶ
わ
で
さ
る
の
は
川
凶
ら
な
い
と
劣
え
ま
す
か
ら
、
そ
制
仰
に
必
づ
く
」
で
い
い
。
川
凶
が
あ
る
。
円
減
給
さ
れ
る
こ
と
が
閉
ま
し
い
と
以
う
。

本
山
佐
山
〈
!
な
山
川
山
川
と
し
て
倣
う
、
そ
う
い
う
ぷ
引
沿
が
ず
っ
シ
ヨ
ナ
ル
ネ
ス
と
い
う
か
、
そ
だ
と
い
r
J
え
る
こ
と
も
で
怠
る
。
の
以
合
の
同
民
と
い
う
の
は
、
橋
爪
割
引
の
象
徴
火
山
制
一
式
出
家
の
心
々
の
脳
↓
〈
な
拙
い
U

橋
爪
取
引
の
出
法
な
正
山

っ
た
の
だ
っ
た
ら
、
火
山
は
必
と
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
う
い
う
も
の
そ
げ
ね
っ
て
い
る
だ
か
ら
山
川
法
山
一
市
の
-火
山

い
ま
住
き
て
い
る
人
民
だ
け
で
が
「
刷
民
の
総
な
と
天
出
家
の
刊
と
労
力
が
な
け
れ
ば
此
り
・
は
西
部
天
日
間
在
山
伐
の
市
か
月中川
J

え
附
す
と
す
る
と
、
日

夜
幻
い
と
ア
メ
リ
カ
は
以
っ
た
を
説
先
日
w
A
も
附
叫
し
て
、

m
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
象
徴
は
条
川
は
氏
九
制
の
山
れ
で
あ
る
は
な
く
て
、
川
の
陀
山
人
の
山
中
に
同
ぷ
に
話
づ
く
」
と
引
い
て
あ
た
な
い
よ
う
な
象
徴
シ
ス
テ
却
な
刷
所
と
し
て
似
内
づ
け
る
本
川
以
と
一人
山
家
が
刈

ηに、

は
ず
だ
す
し
、
そ
も
そ
も
山
削
な
る
象
徴
に
す
ぎ
な
い
ん
だ
か
巾
に
「
す
ぎ
な
い
」
の
で
は
な
と
。
と
こ
ろ
が
日
↓
仰
は
山
仰
い
た
余
人
口
が
凶
民
の
少
な
く
れ
ば
対
等
な
兇
約
は
ん
で
す
ム
。
私
は
こ
こ
に
川
本
川
以
の
以
上
、
人
以
、
川
以
は
、
百
八
山
こ
れ
で
い
き
ま
し
ょ
う
と
約
米

も
必
必
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
ら
鈎
二
市
の
ほ
う
に
出
こ
う
で
く
て
、
人
凶
が
川
氏
で
あ
る
と
の
も
の
で
あ
る
」
と
出
-
-
条
に
と
も

m成
員
な
わ
け
で
す
。
そ
が
、
天
出
家
は
ま
っ
た
く
あ
ず
総
訟
な
る
も
の
の
い
い
加
減
さ
を
は
じ
め
と
す
る
山
訟
の
万
々
す
る
印
刷
に
な
る
必
叫
が
あ
る
。

も
、
夫
自
的
に
も
形
式
上
も
火
は
な
い
か
と
。
主
仰
は
凶
民
の
い
う
こ
と
を
仰
必
し
て
く
れ
る
刀
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
川
氏
れ
か
ら
き
た
総
立
だ
と
い
う
ふ
か
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
象
徴
と
、
倣
悩
さ
そ
川
る
。
日
本
の
か
ら
お
お
よ
そ
人
怖
を
刈
の
す
そ
れ
だ
っ
た
ら
義
務
そ
押
し
つ

・
叫
主
任
以
法
の
小
に
取
り
込
ん
で
側
に
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に

λ
村
山
に
大
引
な
象
徴
で
あ
る
と
の
ぷ
広
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
肘
う
に
叫
制
す
れ
ば
、
主
怖
の
か
と
い
う
役
間
り
を
押
し
つ
げ
ら
い
え
化
を
保
持
す
る
の
な
ら
、
米
る
の
で
あ
る
と
い
う
党
制
任
決
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
か

ら
、
山
l
然
そ
れ
に
的
内
〈
U
つ

w

mが
な
い
と
川
は
〈
け
わ
な
い
り

制
山
そ
可
あ
た
め
の
コ
ス
ト
そ

料
一
止
の
だ
れ
か
に
州
し
つ
け
γ
ね

と
い
ろ
山
法
は
、
あ
ま
り
よ
く
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杭
に
は
な
じ
ま
な
い
か
も
し
れ

な
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
ま
で
一
人

日
正
に
迷
殺
そ
か
け
る
ん
だ
っ

た
ら
む
し
ろ
共
和
制
で
も
や
っ

て
み
る
か
と
、
一
一
一
川
い
山
す
人
た

ち
が
も
う
ち
ょ
っ
と
川
て
さ
で

も
他
全
か
な
と
山
う
ん
で
す
け

れ
ど
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ

れ
な
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
は
刊

で
決
め
る
こ
と
で
す
か
ら
、
私

か
ら
火
山
制
一
防
止
を
討
い
川
し

て
も
仕
方
が
な
い
で
す
し
ね

え。


