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（価格税抜）
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東京都文京区本郷５-３０-２０ ☎03（５６８４）０７５１

人文会ニュース　50x80
171107

◎「
慰
安
婦
」写
真
展
中
止
事
件
か
ら
五
年
、自
粛
社
会
を
乗
り
越
え
る
た
め
に

安
世
鴻・李
春
熙・岡
本
有
佳
編

　
　
　
Ａ
５
判・二
九
四
頁・本
体
二
四
〇
〇
円 

誰
が〈
表
現
の
自
由
〉を
殺
す
の
か

│
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン「
慰
安
婦
」写
真
展
中
止
事
件
裁
判
の
記
録

ニ
コ
ン
が
抗
議
を
恐
れ
て
中
止
決
定
に
至
っ
た
経
過
や
、ネ
ッ
ト
上
の
抗
議
行

動
が〈
表
現
の
自
由
〉与
え
た
影
響
な
ど
、日
本
社
会
が
直
面
す
る
課
題
に
教

訓
を
示
す
。板
垣
竜
太
、小
倉
利
丸
、金
富
子
、李
史
織
ほ
か
執
筆
。詳
細
な

裁
判
資
料
を
付
す
。

◎「
性
」の
尊
厳
を
踏
み
に
じ
る
軍
事
化
と
排
他
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
抗
し
て

宮
城
晴
美・高
里
鈴
代・安
次
嶺
美
代
子・山
城
紀
子・川
田
文
子・秋
林
こ
ず
え・

鄭
暎
惠・大
嶋
果
織・山
下
明
子
著

　
　

 

Ａ
５
判・二
二
〇
頁・本
体
二
二
〇
〇
円 

沖
縄
に
み
る
性
暴
力
と
軍
事
主
義

戦
争
責
任
と
戦
後
責
任
を
問
い
直
す
趣
旨
で
、近
代
日
本
か
ら
現
代
に
続
く

性
暴
力
の
現
実
に
つい
て
、沖
縄
と
軍
事
支
配
に
焦
点
を
当
て
て
検
証
す
る
。
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「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
は
、
た
え
ず
自
分
自
身
を
批
判
し
、
進

み
な
が
ら
も
た
え
ず
立
ち
止
ま
り
、
す
で
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た

と
思
え
た
も
の
に
立
ち
戻
っ
て
は
、
も
う
一
度
新
し
く
や
り
直

し
、
自
分
が
は
じ
め
に
や
っ
た
試
み
の
中
途
半
端
な
点
、
弱
い

点
、
け
ち
く
さ
い
点
を
情
け
容
赦
も
な
く
、
徹
底
的
に
嘲
笑
す

る
」（『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
18
日＊
』）

＊
参
考
文
献
・
関
連
図
書
の
詳
細
は
15
〜
16
ペ
ー
ジ
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
に
掲
載
。

「
マ
ル
ク
ス
な
く
し
て
未
来
は
な
い
」

　
冷
戦
が
崩
壊
し
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
が
「
歴
史
の
終
わ

り
」
を
唱
え
た
と
き
、
多
く
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
は
雪
崩
を

打
っ
た
よ
う
に
転
向
し
た
。
日
本
で
も
、
多
く
の
「
マ
ル
ク
ス
経

済
学
者
」
が
『
資
本
論
』
を
捨
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
欠
陥
」
や

「
限
界
」
を
論
っ
た
。
ソ
連
・
東
欧
「
社
会
主
義
」
の
崩
壊
と
資

本
主
義
の
繁
栄
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
誤
謬
を
完
膚
な
き
ま
で

に
証
明
し
た
よ
う
に
み
え
た
。

　
だ
が
、
20
世
紀
の
知
的
巨
人
た
ち
は
、
そ
れ
と
は
正
反
対
の
態

度
を
と
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
最
後
の
著

書
を
『
マ
ル
ク
ス
の
偉
大
さ
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
す
る
つ
も
り

で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
は
最
晩
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。「
マ
ル
ク
ス
は
間
違
っ
て
い
た
な
ど
と
い
う
主

張
を
耳
に
す
る
時
、
私
に
は
人
が
何
を
言
い
た
い
の
か
理
解
で
き

ま
せ
ん
。
マ
ル
ク
ス
は
終
っ
た
な
ど
と
聞
く
時
は
な
お
さ
ら
で
す
。

現
在
急
を
要
す
る
仕
事
は
、
世
界
市
場
と
は
何
な
の
か
、
そ
の
変

化
は
何
な
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
マ
ル
ク

マ
ル
ク
ス
の
偉
大
さ

佐
々
木
　

隆
治 （
立
教
大
学
経
済
学
部
准
教
授
）

｜
15
分
で
読
む
｜
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ス
に
も
う
一
度
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（「
思
い
出
す
こ

と
」『
批
評
空
間
』
Ⅱ
―

9
所
収
）。

　
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
「
マ
ル
ク
ス
の
偉
大
さ
」
と
は
、
か
つ

て
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
た
ち
に
よ
っ
て
神
格
化
さ
れ
、
聖
典

化
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
「
偉
大
さ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
、
市
場
経
済
が
世
界
を
席
巻
し
、
資
本
主
義
が
勝
利
を
収
め
た

よ
う
に
み
え
る
そ
の
と
き
に
、
既
存
の
共
産
主
義
運
動
が
破
綻
し
、

人
々
が
「
マ
ル
ク
ス
は
終
わ
っ
た
」
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、

立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
な
「
偉
大
さ
」
で
あ
る
。

　「
脱
構
築
」
の
哲
学
者
と
し
て
名
高
い
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
マ
ル
ク
ス
を
読
ま
な
い

こ
と
、
読
み
直
さ
な
い
こ
と
、
議
論
し
な
い
こ
と
は
、
つ
ね
に
過

失
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
…
…
そ
れ
は
今
後
ま
す
ま
す
過

失
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
す
ま
す
理
論
的
、
哲
学
的
、
政
治

的
責
任
に
た
い
す
る
違
反
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。『
マ

ル
ク
ス
主
義
的
』
な（
国
家
、
党
、
支
部
、
組
合
、
そ
し
て
そ
の
他
の
教

条
生
産
的
な
場
と
い
っ
た
）教
条
機
械
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
が
消
滅

過
程
に
あ
る
現
在
、
こ
の
責
任
か
ら
目
を
そ
む
け
る
と
き
の
わ
れ

わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
弁
明
で
は
な
く
、
逃
げ
口

上
の
み
と
な
る
。
こ
の
責
任
な
く
し
て
、
未
来
は
な
い
。
マ
ル
ク

ス
な
く
し
て
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
な
く
し
て
未
来
は
な
い
の
で
あ

る
」（『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』）。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、

「
現
存
社
会
主
義
」
が
崩
壊
し
、
既
成
の
共
産
主
義
運
動
が
破
綻

し
た
か
ら
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
を
読
む
「
責
任
」
を
引
き
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
な
し
に
は
、「
未
来

は
な
い
」。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
デ
リ
ダ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
20
年
以
上
の
年
月

が
経
過
し
た
現
在
で
も
、
依
然
と
し
て
傾
聴
に
値
す
る
。
と
い
う

の
も
、
近
年
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
矛
盾
の
深
ま
り（
貧
困

や
格
差
の
拡
大
、
金
融
恐
慌
、
環
境
破
壊
な
ど
）
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
の

復
権
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
場
合
で
さ
え
も
、
多
く
の
場
合
、

依
然
と
し
て
マ
ル
ク
ス
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
混
同
さ
れ
続
け

て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
が
か
つ
て
の
「
マ
ル
ク
ス
主

義
」
と
混
同
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
「
偉
大
さ
」
も
、「
未

来
」
へ
の
可
能
性
も
摑
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、

マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
義
批
判
の
深
さ
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ

を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
資
本
主
義
の
「
終
焉
」
の
徴
候

が
現
れ
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
蔓
延
す
る
現
在
ほ
ど
、
マ
ル
ク
ス
を

「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
し
て
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
そ
の
人
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。



3 15分で読む　マルクスの偉大さ

「
人
間
に
と
っ
て
の
根
本
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
」

　
人
々
の
な
か
に
は
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
の
拭
い
が
た
い
固
定
観

念
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
変
革
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
は
、
マ

ル
ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
理
論
武
装
さ
れ
た
共
産
党
が
搾
取
や
貧
困

に
苦
し
む
労
働
者
階
級
を
政
治
的
に
組
織
し
て
政
治
権
力
を
掌
握

し
、
産
業
の
国
有
化
と
中
央
集
権
的
な
計
画
経
済
を
実
現
す
る
こ

と
に
よ
り
、
所
得
の
平
等
化
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

観
念
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
た
ん
な
る
偏
見
に
も
と
づ
く

も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
自
身
が

マ
ル
ク
ス
の
理
論
と
し
て
喧
伝
し
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
実
際
の
マ
ル
ク
ス
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
こ
の
よ
う
な
固
定

観
念
と
は
ほ
ど
遠
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
反
し
て
い
る
と
さ
え
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
貧

し
い
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
生
半
可

な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
徹
底
的
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
。
マ

ル
ク
ス
の
偉
大
さ
の
根
幹
に
あ
る
の
は
、
間
違
い
な
く
、
こ
の
ラ

デ
ィ
カ
ル
さ
な
の
だ
。
と
は
い
え
、
マ
ル
ク
ス
は
社
会
運
動
に
お

い
て
た
ん
に
急
進
的
な
方
針
を
打
ち
出
す
だ
け
の
過
激
派
で
は
な

か
っ
た
し
、
大
言
壮
語
を
吐
く
だ
け
の
軽
薄
な
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
で

も
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
は
、
何
よ
り
も
、
物

事
を
そ
の
根
幹
か
ら
非
妥
協
的
に
考
え
抜
い
た
う
え
で
、
実
践
的

な
方
針
を
導
き
出
す
、
そ
の
徹
底
的
な
批
判
的
姿
勢
に
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
、
現
実
の
社
会
関
係
の
強
固
さ
に
た
じ
ろ
ぎ
、
そ

れ
を
不
動
の
前
提
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

ど
れ
ほ
ど
強
力
に
み
え
よ
う
と
も
、
現
存
の
社
会
秩
序
を
変
革
す

る
と
い
う
固
い
意
志
を
も
ち
、
そ
の
た
め
の
闘
争
に
生
涯
を
懸
け

る
覚
悟
を
も
っ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
、
マ
ル
ク
ス
は
、
共
産
主
義

者
と
し
て
の
闘
い
の
な
か
で
数
々
の
苦
境
に
陥
っ
た
が（
大
学
か
ら

の
排
除
、
言
論
弾
圧
、
国
外
退
去
命
令
、
亡
命
生
活
の
な
か
で
の
経
済
的
貧

困
等
々
）、
自
ら
の
理
論
的
信
念
を
曲
げ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ

た
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
現
実
か
ら
懸
け
離
れ
た
理
念
を

掲
げ
る
だ
け
の
教
条
的
な
理
想
主
義
者
で
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

マ
ル
ク
ス
独
自
の
理
論
的
構
え
で
あ
る
「
新
し
い
唯
物
論
」
は
、

そ
の
よ
う
な
無
力
な
理
想
主
義
者
を
批
判
し
、
乗
り
越
え
る
た
め

の
理
論
的
苦
闘
の
な
か
か
ら
立
ち
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
は
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
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「
共
産
主
義
と
い
う
の
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
作
り
出
さ
れ
る

べ
き
一
つ
の
状
態
、
そ
れ
に
従
っ
て
現
実
が
た
だ
さ
れ
る
べ
き

一
つ
の
理
想
で
は
な
い
。
我
々
が
共
産
主
義
と
呼
ぶ
の
は
、
現

在
の
状
態
を
止
揚
す
る
現
実
的
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
諸

条
件
は
、
い
ま
現
存
す
る
前
提
か
ら
生
じ
る
」

　
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
実
践
的
・
批
判
的
」
な
構
え
こ
そ
を
、

マ
ル
ク
ス
は
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
」
に
お
い
て
「
新

し
い
唯
物
論
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の

唯
物
論
と
は
、
現
実
の
社
会
関
係
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
革
を
志
向

す
る
か
ら
こ
そ
、
た
ん
な
る
理
想
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
超
え
、

現
実
を
直
視
し
、
な
ぜ
、
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う
な
現
実
が
成
立

し
て
い
る
の
か
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
捉
え
返
す
と
い
う
理
論
的
構
え

の
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
で
は
、
現
実
の
社
会
関
係
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
捉
え
る
と
い
う
こ

と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
若
き
マ
ル
ク

ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
物
事
を
根
本
か
ら
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
人
間

に
と
っ
て
の
根
本
と
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
」（『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲

学
批
判
序
説
』）。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
根
本

的
に
現
実
の
社
会
関
係
を
捉
え
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、

人
間
そ
の
も
の
か
ら
社
会
を
捉
え
返
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
た
ん
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
よ
う
に

人
間
の
素
晴
ら
し
さ
を
理
念
的
に
賛
美
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
マ
ル
ク
ス
が
注
目
す
る
の
は
現
実
の
社
会
で
生
活
し
て

い
る
人
間
た
ち
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
大
文
字
の
社
会
、
あ
る
い

は
構
造
か
ら
出
発
し
、
そ
の
な
か
に
存
在
す
る
人
間
た
ち
を
把
握

す
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
現
実
に
生
活
し
て
い
る
人
間
た
ち
か

ら
出
発
し
て
、
現
実
の
社
会
関
係
を
捉
え
返
す
の
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
社
会
の
支
配
的
権
力
の
源

泉
が
、
他
な
ら
ぬ
私
た
ち
の
日
常
的
な
営
為
に
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
権
力
を
、
国
家
や
支
配
階
級

が
所
有
で
き
る
「
物
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ミ
ク
ロ
な
社
会
関
係

の
な
か
で
作
動
す
る
戦
略
と
し
て
捉
え
た
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

の
権
力
論
に
も
通
底
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
も
う
少
し
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
が
経

済
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
問
題
に
な
る
の
は
往
々
に
し
て
所
得
や

物
価
、
株
価
、
G
D
P
等
々
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
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経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
自
明
の
も
の
と
し
て
経
済
に
つ
い
て
語
り
、

政
策
の
是
非
に
つ
い
て
何
ら
か
の
判
断
を
下
す
。
も
し
所
得
格
差

が
開
き
、
貧
困
層
が
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
所
得
格
差
を

是
正
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
経
済
的
再
分
配
が
必
要
だ
と
い
う
結

論
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
に
は
考
え
な

い
。
む
し
ろ
、
マ
ル
ク
ス
は
私
た
ち
が
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
、

所
得
や
物
価
な
ど
の
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
を
根
本
か
ら

問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
26
歳
の
と
き
、
初
め
て
経
済
学
を
研
究
し
た
ノ
ー

ト
で
あ
る
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
経
済
学
者
た
ち
は
私
的
所
有（
こ
こ
で
は
商
品
、
貨
幣
、
資

本
な
ど
の
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
全
般
を
指
す
）を
前
提
と
し
て
、
経
済
法

則
を
叙
述
す
る
だ
け
で
、
私
的
所
有
が
な
ぜ
、
い
か
に
し
て
存
在

し
て
い
る
の
か
を
解
明
し
な
い
。
社
会
主
義
者
た
ち
も
ま
た
、
私

的
所
有
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
私
的
所
有
を
平
等
に
配
分

し
よ
う
と
す
る
だ
け
だ
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
む
し
ろ
、
私
的
所
有
を
人
間
の
活
動
の
特
殊
な
あ
り

方
か
ら
捉
え
返
し
、
私
的
所
有
そ
の
も
の
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で

あ
る
。
私
的
所
有
を
生
み
出
し
、
再
生
産
し
て
い
る
の
は
、「
疎

外
さ
れ
た
労
働
」
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
を

克
服
す
る
こ
と
こ
そ
が
根
本
問
題
な
の
だ
、
と
。
な
お
、
こ
こ
で

い
う
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
と
は
、「
労
働
者
が
自
分
の
労
働
の

生
産
物
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
疎
遠
な
対
象
と
す
る
よ

う
に
し
て
、
ふ
る
ま
う
」
労
働
の
こ
と
で
あ
る
。

　
若
干
、
難
解
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
内
容
は
明
快
で

あ
る
。
資
本
主
義
社
会
で
は
賃
労
働
が
典
型
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ

れ
が
賃
労
働
を
行
う
と
き
、
こ
の
労
働
の
産
物
を
自
分
の
も
の
と

し
て
扱
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
会
社
の
も
の
、
す
な

わ
ち
資
本
の
も
の
と
し
て
扱
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分

た
ち
の
生
産
物
を
、
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、

資
本
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
資
本
主
義

と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
成
立
し
う
る
の
だ
。

　
そ
の
後
、
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
及
び
関
連
草
稿
の
な
か
で
、

よ
り
精
緻
な
資
本
主
義
批
判
の
理
論
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
そ
こ

で
は
、
共
同
体
的
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
私
的
個
人
に
よ
る
私
的

労
働
こ
そ
が
商
品
と
貨
幣
に
も
と
づ
く
市
場
経
済
を
生
み
出
す
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
的
依
存
関
係
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
い
る
私
的
個
人
は
互
い
に
疎
遠
で
あ
り
、
相
手
が

も
っ
て
い
る
物
に
し
か
関
心
を
も
た
な
い
の
で
、
む
し
ろ
物
の
ほ

う
が
「
価
値
」
と
い
う
社
会
的
力
を
獲
得
し
、
こ
の
よ
う
な
「
価
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値
」
を
も
つ
物
、
す
な
わ
ち
商
品
や
貨
幣（
貨
幣
は
商
品
の
「
価
値
」

を
表
示
す
る
役
割
を
独
占
的
に
担
う
商
品
の
こ
と
）
に
依
存
し
て
人
々
は

経
済
関
係
を
取
り
結
ぶ
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
。

　
他
方
、
こ
の
よ
う
な
市
場
経
済
の
も
と
で
は
、
生
産
手
段
を
も

た
な
い
大
半
の
人
々
は
他
人
に
雇
わ
れ
て
働
く
と
い
う
賃
労
働
に

従
事
す
る
よ
う
に
な
る
。
資
本
家
は
、
賃
労
働
者
を
雇
い
、
賃
労

働
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
投
資
し
た
価
値
以
上
の
価
値
、
す

な
わ
ち
剰
余
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
自
ら
が

所
有
す
る
価
値
を
資
本
に
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、

「
労
働
者
自
身
が
、
た
え
ず
客
体
的
な
富
を
資
本
と
し
て
、
す
な

わ
ち
彼
に
と
っ
て
は
、
外
的
で
あ
っ
て
、
彼
を
支
配
し
、
搾
取
す

る
力
と
し
て
生
産
す
る
」（『
資
本
論
』
第
一
巻
）。
こ
の
よ
う
に
、
マ

ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
私
的
労
働
や
賃
労
働
と
い
う
人
々
の
日
常
的

な
活
動
こ
そ
が
資
本
主
義
と
い
う
経
済
シ
ス
テ
ム
を
再
生
産
し
、

貨
幣
や
資
本
の
力
を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る（
以
上
の
点

の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』
を
参
照
）。

　
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
感
覚
に
お
い
て
は
、「
大
企

業
」
や
「
国
家
」
が
権
力
を
「
も
っ
て
い
る
」
よ
う
に
み
え
る
。

じ
っ
さ
い
、
か
つ
て
の
教
条
的
な
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
も
同
様

の
発
想
で
国
家
権
力
を
掌
握
し
さ
え
す
れ
ば
、
社
会
変
革
が
可
能

だ
と
考
え
た
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
可
能
で
は

な
い
。
私
た
ち
を
支
配
す
る
「
権
力
」
は
誰
か
が
所
有
で
き
る
よ

う
な
「
物
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
社
会
を
構
成
し
て
い
る
私

た
ち
一
人
一
人
の
日
常
的
な
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
続
け

て
い
る
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
は
自

分
自
身
の
振
る
舞
い
が
生
み
出
し
た
社
会
的
な
力
に
支
配
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
各
個
人
の
十
全
で
自
由
な
発
展
を
根
本
原
理
と
す
る 

よ
り
高
度
な
社
会
形
態
」

　
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
資
本
主
義
社
会
が
生
み
出
す
諸
矛

盾
は
、
た
ん
に
国
家
権
力
を
掌
握
し
た
り
、
新
た
な
法
律
を
制
定

し
た
り
す
る
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち

の
日
常
的
な
生
活
の
あ
り
方
、
労
働
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
変
革

し
な
い
か
ぎ
り
、
た
え
ず
私
た
ち
を
支
配
す
る
力
が
発
生
し
、
再

生
産
さ
れ
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
人
々
が
日
常
的
な
生

活
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
関
係
を
形
成
す
る
か
な
の
だ
。
マ
ル
ク

ス
が
展
望
し
た
共
産
主
義
が
、
た
ん
な
る
生
産
手
段
の
国
有
化
や

所
得
の
平
等
化
で
は
な
く
、「
各
人
の
自
由
な
発
展
が
万
人
の
自
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由
の
発
展
に
と
っ
て
の
条
件
で
あ
る
よ
う
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

﹇
自
発
的
結
社
﹈」（『
共
産
党
宣
言
』）、「
各
個
人
の
十
全
で
自
由
な

発
展
を
根
本
原
理
と
す
る
よ
り
高
度
な
社
会
形
態
」（『
資
本
論
』
第

一
巻
）で
あ
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
経
済
恐
慌
や
貧
困
、
環
境
破
壊
を
も
た
ら
す
資
本
主
義
を
乗
り

越
え
る
に
は
、
市
場
と
は
異
な
る
原
理
で
生
産
と
分
配
を
制
御
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
行
う
の
は
中
央
集
権
的
な

近
代
国
家
で
は
な
い
。
現
代
社
会
で
は
、
市
場（
新
古
典
派
経
済
学
、

新
自
由
主
義
）
と
国
家（
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
、「
社
会
主
義
」）の
二
項
対
立

で
思
考
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
マ

ル
ク
ス
は
こ
の
二
項
対
立
そ
の
も
の
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。

マ
ル
ク
ス
は
『
フ
ラ
ン
ス
の
内
乱
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。

「
も
し
協
同
組
合
的
生
産
が
…
…
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
に
と
っ

て
か
わ
る
べ
き
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
も
し
協
同
組
合
の
連
合
体

が
一
つ
の
共
同
計
画
に
も
と
づ
い
て
全
国
の
生
産
を
調
整
し
、

こ
う
し
て
そ
れ
を
自
分
の
統
制
の
も
と
に
お
き
、
資
本
主
義
的

生
産
の
宿
命
で
あ
る
不
断
の
無
政
府
状
態
と
周
期
的
痙
攣
を
終

わ
ら
せ
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば

―
諸
君
、
そ
れ
こ
そ
は
共
産

主
義
、「
可
能
な
」
共
産
主
義
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
？
」

　
こ
こ
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ

て
「
可
能
な
」
共
産
主
義
と
は
、
国
家
に
よ
る
計
画
経
済
な
ど
で

は
な
く
、
労
働
者
た
ち
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
協
同
組
合

が
互
い
に
連
合
し
、
社
会
的
生
産
を
調
整
す
る
、
そ
の
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

か
つ
て
存
在
し
た
ソ
連
や
東
欧
諸
国
の
「
社
会
主
義
」
は
、
生
産

手
段
の
国
有
化
と
中
央
集
権
的
な
計
画
経
済
に
よ
っ
て
、
資
本
主

義
の
変
形
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
作
り
出
し
た
に
す
ぎ
な
い（
ソ

連
型
「
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
は
チ
ャ
ト
パ
デ
ィ
ヤ
イ
『
ソ
連
国
家
資
本
主

義
論
』
を
参
照
）。

　
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
形
成
し
、
市
場
や
国
家
と
い
う
近
代
の

枠
組
み
そ
の
も
の
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
は
、
資
本
主
義
社
会
に
ど
っ
ぷ
り
浸
っ
て
い
る
私
た
ち
か
ら
す

れ
ば
、
途
方
も
な
い
こ
と
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、

そ
れ
は
、
選
挙
で
の
一
時
的
な
多
数
派
の
形
成
や
、
労
働
条
件
や

生
活
環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
の
制
定
、
国
家
主
義
的
な
市

場
経
済
の
統
制
な
ど
も
よ
り
も
遙
か
に
困
難
で
あ
ろ
う
。
若
い
頃
、

社
会
主
義
革
命
の
可
能
性
を
楽
観
的
に
考
え
て
い
た
マ
ル
ク
ス
も
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ま
た
、
経
済
学
研
究
や
現
実
社
会
の
分
析
を
つ
う
じ
て
資
本
の
力

を
ま
す
ま
す
深
刻
に
認
識
し
、
こ
の
困
難
さ
を
痛
感
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
困
難
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
は
い
っ
け
ん
実
現
可
能
性
が
高
そ
う
な
、
安
易
な
「
解

決
策
」
を
提
唱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
現
実
の
生

産
関
係
に
手
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、「
人
民
銀
行
」
と
い
う
制
度

に
よ
っ
て
万
事
が
解
決
で
き
る
と
す
る
、「
社
会
主
義
的
な
意
味

で
の
信
用
・
銀
行
制
度
の
奇
跡
的
な
力
に
つ
い
て
の
も
ろ
も
ろ
の

幻
想
」
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
最
近
で
い
え
ば
、
厳
し
い
利
害

対
立
を
と
も
な
う
社
会
運
動
を
行
う
こ
と
な
く
、「
リ
フ
レ
政
策
」

や
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
」
な
ど
に
よ
っ
て
万
事
が
解
決
可

能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
幻
想
が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

　
ど
ん
な
制
度
や
法
律
が
あ
ろ
う
と
、
結
局
、
私
た
ち
の
日
常
的

な
行
為
が
変
化
し
な
け
れ
ば
、
社
会
は
変
わ
ら
な
い
。
支
配
的
権

力
の
力
の
源
泉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
行
為
の
総
計
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
変
革
す
る
に
は
、
長
期
的
で
粘
り
強
い
闘
い
を
積
み

重
ね
る
ほ
か
な
い
。

「
労
働
者
階
級
は
、
自
分
自
身
の
解
放
を
な
し
と
げ
、
そ
れ
と

と
も
に
、
現
在
の
社
会
が
そ
れ
自
身
の
経
済
的
作
用
に
よ
っ
て

い
や
お
う
な
し
に
向
か
っ
て
い
く
、
あ
の
よ
り
高
度
な
形
態
を

つ
く
り
だ
す
た
め
に
は
、
長
期
の
闘
争
、
す
な
わ
ち
環
境
と
人

間
と
を
つ
く
り
か
え
る
一
連
の
歴
史
的
過
程
を
く
ぐ
り
ぬ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（『
フ
ラ
ン
ス
の
内
乱
』）

　
既
存
の
労
組
や
社
会
運
動
が
衰
退
し
て
い
る
日
本
で
は
、
こ
の

よ
う
な
闘
争
は
途
轍
も
な
く
困
難
に
み
え
る
。
だ
が
、
私
た
ち
の

日
常
を
改
善
し
、
変
革
し
よ
う
と
す
る
闘
い
は
い
た
る
所
で
行
わ

れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
で
苦
し
む
若
者
が
ユ
ニ
オ
ン
に
加
入

し
、
団
体
交
渉
を
行
い
、
労
働
条
件
の
改
善
を
求
め
る
と
き
、
利

益
中
心
主
義
的
な
保
育
所
で
働
い
て
い
る
保
育
士
が
人
間
ら
し
い

保
育
を
求
め
て
立
ち
上
が
る
と
き
、
奨
学
金
の
返
済
で
苦
し
む
若

者
が
路
上
で
抗
議
す
る
と
き
、
ど
ん
な
に
小
さ
く
と
も
、
新
た
な

社
会
の
萌
芽
が
確
実
に
芽
吹
い
て
い
る
の
だ
。

　
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
こ
と
は
、
一
切
の
制
度
的
改
良
が
無
意
味

だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
資
本
主
義
と
の
闘
い

が
、
た
ん
な
る
政
治
的
権
力
の
獲
得
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
労
働
や

生
活
の
次
元
で
の
長
期
的
闘
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
こ
の
闘
争
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
拡
大
す
る
た
め
の
制
度
的
改
良
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は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
典
型
的
な
の
は
、
労
働
時
間

の
法
律
的
規
制
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
時
間
規
制
が
た
ん

に
賃
労
働
者
た
ち
の
労
働
条
件
を
改
善
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

な
く
、
賃
労
働
者
た
ち
が
資
本
の
支
配
か
ら
自
由
な
時
間
を
確
保

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
重
視
し
た
。『
資
本
論
』
の
最
初
期

の
草
稿
で
あ
る
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、「
余
暇
時
間
で
も
あ
れ
ば
、
高
度
の
活
動
の
た
め
の
自
由
時

間
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
持
ち
手
を
あ
る
別
の
主
体
へ
と
転
化
す

る
」
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
賃
労
働
者
が
こ
の
よ
う
な
自
由
時
間

を
確
保
で
き
ず
、
資
本
の
も
と
で
長
時
間
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ

て
い
る
あ
い
だ
は
、
資
本
の
力
に
対
抗
し
う
る
よ
う
な
主
体
を
形

成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
「
そ

れ
な
し
に
は
、
い
っ
そ
う
進
ん
だ
改
善
や
解
放
の
試
み
が
す
べ
て

失
敗
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
先
決
条
件
は
、
労
働
日
の
制
限
で

あ
る
」（『
資
本
論
』
第
一
巻
）と
ま
で
述
べ
、
労
働
時
間
規
制
の
重
要

性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

「
最
も
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
型
の
よ
り
高
次
な
形
態
」
へ
の
復
帰

　
と
は
い
え
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
、
マ
ル
ク
ス
の
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
変
革
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
資
本
主
義
社
会
に
生
活
す
る
多
く
の

人
々
を
当
惑
さ
せ
る
に
違
い
な
い
。
貧
困
や
格
差
、
金
融
恐
慌
な

ど
、
資
本
主
義
の
矛
盾
が
噴
出
す
る
一
方
、
資
本
主
義
は
絶
対
に

揺
る
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
前
提
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
強
ま
っ

て
い
る
、
現
在
の
日
本
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
マ

ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
で
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
は

自
ら
を
正
当
化
し
、「
自
然
」
な
生
産
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
よ
う
に

錯
覚
さ
せ
る
物
神
崇
拝
を
た
え
ず
産
出
す
る
。
た
と
え
現
在
の
新

自
由
主
義
的
な
政
策
に
批
判
的
な
人
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
前
提
か

ら
抜
け
出
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
を
マ
ル
ク
ス
と
し

て
読
む
こ
と
の
難
し
さ
は
、
こ
こ
に
も
あ
る
。

　
だ
が
、
人
類
史
と
い
う
巨
視
的
な
観
点
か
ら
捉
え
返
し
て
み
る

と
、
マ
ル
ク
ス
の
主
張
は
そ
れ
ほ
ど
特
異
で
は
な
い
。
私
た
ち
の

直
接
の
祖
先
に
あ
た
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
い
わ
ゆ
る
「
文

化
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
を
形
成
し
始
め
た
の
が
7
万
年
前

で
あ
り
、
農
耕
を
開
始
し
た
の
は
1
万
2
0
0
0
年
前
で
あ
る
。

そ
れ
に
た
い
し
、
私
た
ち
が
生
活
す
る
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が

誕
生
し
た
の
は
、
ど
ん
な
に
溯
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
大
航
海
時
代
が

始
ま
る
5
0
0
年
前
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
現
在
の
よ
う
な
典

型
的
形
態
を
と
っ
て
西
欧
に
定
着
し
始
め
た
の
は
2
0
0
年
前
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で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
し
て
定
着
し
た
の
は
つ
い
最
近
で

あ
る
。
人
類
は
非
常
に
長
い
間
、
資
本
主
義
と
は
全
く
異
な
る
社

会
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
生
き
長
ら
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
い
ず
れ
も
共
同
体
に
基
礎
を
置
く
社
会
で
あ
り
、
労
働
や
分

配
の
あ
り
方
は
、
大
部
分
、
共
同
体
の
習
慣
、
伝
統
な
ど
に
依
存

し
て
い
た
。
人
類
史
的
に
み
れ
ば
、
労
働
の
編
成
や
生
産
物
の
分

配
を
全
面
的
に
市
場
に
依
存
す
る
資
本
主
義
社
会
こ
そ
が
特
異
な

の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
自

明
視
し
、
そ
れ
が
未
来
永
劫
続
く
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
ほ
ど
不
合

理
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
経
済
の
長
期
停
滞
が
続
く
な
か
、
資

本
主
義
の
「
終
わ
り
」
を
テ
ー
マ
に
す
る
著
作
も
増
え
て
き
て
い

る（
代
表
的
な
と
こ
ろ
で
は
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
『
資
本
主

義
は
ど
う
終
わ
る
の
か
』、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『
資
本
主
義
の
終

焉
』、
水
野
和
夫
『
資
本
主
義
の
終
焉
と
歴
史
の
危
機
』）。

　
マ
ル
ク
ス
自
身
も
ま
た
、
資
本
主
義
の
変
革
を
人
類
史
的
な
視

座
か
ら
捉
え
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
資
本
主
義
の
変
革
は
、

な
ん
ら
か
の
グ
ル
ー
プ
や
政
党
が
政
権
を
と
り
、「
生
産
手
段
の

国
有
化
」
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
生
産
様
式
の
変
革
で
あ
れ
、
人

類
史
的
な
事
業
で
あ
り
、
特
定
の
個
人
や
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
恣
意

に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
共
産
主

義
社
会
の
実
現
に
あ
た
っ
て
も
、
や
は
り
、
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス

を
前
提
と
し
た
諸
条
件
の
成
熟
が
必
要
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
社
会
的
生
産
力
の
高
度
な

発
展
が
な
け
れ
ば
、「
各
個
人
の
十
全
で
自
由
な
発
展
を
根
本
原

理
と
す
る
よ
り
高
度
な
社
会
形
態
」
は
誕
生
し
え
な
い
。
そ
の
よ

う
な
「
社
会
的
労
働
の
生
産
力
の
発
展
は
、
資
本
の
歴
史
的
な
任

務
で
あ
り
、
歴
史
的
な
存
在
理
由
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ

て
資
本
は
無
意
識
の
う
ち
に
よ
り
高
度
な
生
産
様
式
の
物
質
的

諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
」（『
資
本
論
』
第
三
部
主
要
草
稿
）。

さ
ら
に
は
、
人
類
が
資
本
主
義
の
変
革
を
不
可
避
と
考
え
る
よ

う
な
、
生
産
力
と
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
衝
突
の
激
化（
労
働
問
題
、

貧
困
、
環
境
破
壊
、
経
済
恐
慌
）
も
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
市
場
に

依
存
す
る
こ
と
な
く
経
済
を
運
営
す
る
ほ
ど
に
労
働
者
階
級
の
力

量
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
生
産
様
式
の
変
革
は

あ
く
ま
で
人
類
史
的
事
業
で
あ
り
、
こ
の
社
会
の
構
成
員
の
大
多

数
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
労
働
者
階

級
の
解
放
は
労
働
者
階
級
自
身
の
手
で
闘
い
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
の
で
あ
る（「
国
際
労
働
者
協
会
暫
定
規
約
」）。
共
産
主
義

者
に
可
能
な
の
は
、
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
運
動
法
則
を
明
ら
か



11 15分で読む　マルクスの偉大さ

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
変
革
の
方
向
性
を
示
し
、「
産
み

の
苦
し
み
を
短
く
し
、
や
わ
ら
げ
る
」
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
は
、
一
つ
の
欠
陥
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
前
近
代
社
会
に
た
い
す
る
近
代
社
会
の
優
位
性
を
単
純
に

前
提
す
る
よ
う
な
、
教
条
的
な
進
歩
史
観
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
前
近
代
的
な
伝
統
を
重
視
す
る

人
々
の
抵
抗
運
動
を
軽
視
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
じ
っ
さ

い
、
若
い
頃
の
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
に
よ
る
前
近
代
社
会
の

破
壊
を
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
て
い
た
。
と

い
う
の
も
、
ど
れ
ほ
ど
抑
圧
的
で
あ
れ
、
資
本
主
義
は
前
近
代
社

会
の
身
分
差
別
や
因
習
か
ら
社
会
を
解
放
し
て
く
れ
る
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
把
握
は
、
留
保
付
き
で

あ
る
と
は
い
え
、
自
由
貿
易
や
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
を
も
肯

定
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

　
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
は
徹
底
的
な
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
こ
の
欠

陥
を
徐
々
に
克
服
し
て
い
く
。
マ
ル
ク
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
は
、

彼
の
研
究
ス
タ
イ
ル
に
も
貫
か
れ
て
い
た
。『
経
済
学
批
判
要
綱
』

で
は
、
人
々
が
人
格
的
紐
帯
の
な
か
で
土
地
と
結
び
つ
い
て
生
活

し
て
い
る
前
近
代
的
共
同
体
を
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
描
き
出

し
、
人
々
が
土
地
か
ら
引
き
剝
が
さ
れ
、
無
所
有
者
に
貶
め
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
資
本
主
義
の
特
異
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
さ

ら
に
、
晩
年
の
マ
ル
ク
ス
は
た
だ
共
同
体
を
肯
定
的
に
評
価
す
る

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
積
極
的
に
変
革
構
想
の
な
か
に
位
置
づ
け

る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、「
ザ
ー
ス
リ
チ
へ
の
手
紙
」
と
そ

の
草
稿
の
な
か
で
、
農
耕
共
同
体
の
生
命
力（
社
会
の
持
続
可
能
性
）

や
自
由
な
性
格
を
高
く
評
価
し
、「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
社
会
的
再

生
の
拠
点
」
に
な
り
う
る
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
晩
期
の
マ
ル
ク

ス
は
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
に
つ
い
て
の
膨
大
な
共
同
体
研
究
を
つ
う
じ

て
、
前
近
代
的
共
同
体
の
肯
定
的
要
素
を
深
く
認
識
す
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
よ
う
な
要
素
と
労
働
者
階
級
の
運
動
が
連
帯
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
周
縁
の
マ
ル
ク
ス
』
を
参
照
）。
こ
う
し
て
、

マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
が
も
た
ら
し
て
い
る
「
危
機
は
…
…
近

代
社
会
が
最
も
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
型
の
よ
り
高
次
な
形
態
た
る
集

団
的
な
生
産
と
取
得
へ
復
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
結
す
る
」
と

い
う
認
識
に
到
達
し
た
。
い
ま
や
、
共
産
主
義
は
「
ア
ル
カ
イ
ッ

ク
な
型
の
高
次
な
形
態
」
に
復
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
前
近
代
社
会
に
た
い
す
る
眼
差
し
は
、
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現
代
に
お
い
て
も
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
資
本

主
義
以
前
の
人
類
の
営
為
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
現
在
私
た
ち
が

自
明
視
し
て
い
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
こ
と
に

つ
な
が
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
、
近
代
的
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て

覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
様
々
な
共
同
性
の
可
能
性
を
浮
き
彫
り
に
す

る
か
ら
だ
。
晩
期
マ
ル
ク
ス
の
共
同
体
論
は
、
反
資
本
主
義
的
想

像
力
を
搔
き
立
て
て
く
れ
る
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
諸
著
作
や

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ー
バ
ー
の
『
負
債
論
』
に
通
底
す
る
射
程
を

も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
自
分
た
ち
の
人
間
性
に
最
も
適
合
し
た
諸
条
件
の
も
と
で
の 

物
質
代
謝
」

　
マ
ル
ク
ス
に
は
、
21
世
紀
に
入
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
一
つ
の
謎
が
あ
る
。
そ
れ
は
晩
年
の
膨
大
な
自
然
科

学
研
究
で
あ
る
。
農
芸
化
学
、
生
理
学
、
地
質
学
、
鉱
物
学
、
植

物
学
、
有
機
化
学
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
著
作
の
勉
強
ノ
ー
ト
が
残

さ
れ
て
い
る
。
ど
う
み
て
も
、
社
会
変
革
と
は
無
縁
の
テ
ー
マ
に

み
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
つ
て
ロ
シ
ア
革
命
後
に
マ
ル
ク
ス
の
著

作
の
編
集
者
と
し
て
活
躍
し
た
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ
は
次
の
よ
う
に
疑

問
を
呈
し
た
。「
ど
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
体
系
的
で
、

徹
底
し
た
要
約
の
た
め
に
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
時
間
を
無
駄
に
し
、

一
八
八
一
年
と
い
う
晩
年
に
地
質
学
に
つ
い
て
の
基
本
書
の
章
ご

と
の
要
約
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
も

う
六
三
歳
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
行
い
は
弁
明
の
余
地
の

な
い
学
者
ぶ
っ
た
振
る
舞
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
。

　
晩
年
の
マ
ル
ク
ス
は
学
者
ぶ
る
よ
う
に
な
り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

マ
ル
ク
ス
は
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

は
、
晩
年
に
共
同
体
研
究
を
深
め
、
資
本
主
義
に
た
い
す
る
批
判

を
い
っ
そ
う
強
化
し
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
研
究
を
つ
う
じ
て
、

資
本
主
義
を
よ
り
根
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
把
握
し
、
批
判
し
よ
う

と
し
た
の
だ
。

　
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の
は
、
物
質
代
謝
と

い
う
概
念
だ
。
こ
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
は
生
理
学
に
お
い
て
有

機
体
の
循
環
的
な
生
命
活
動
を
表
す
概
念
で
あ
っ
た
が
、
マ
ル
ク

ス
は
、
こ
れ
を
転
用
し
、
人
間
と
自
然
と
の
物
質
的
な
循
環
を
表

す
概
念
と
し
て
使
用
し
た
。
と
り
わ
け
、
農
業
を
主
題
と
す
る
地

代
論
を
研
究
す
る
な
か
で
、
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
な
ど
の
農
芸
化
学
者
の

著
作
の
知
見
に
ふ
れ
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
よ
る
人
間
と
自
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然
と
の
物
質
的
循
環
の
攪
乱
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え

ば
、
短
期
的
な
利
潤
追
求
に
走
る
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
持
続

的
な
物
質
代
謝
が
維
持
さ
れ
ず
、
地
方
の
土
地
が
疲
弊
し
、
逆
に

都
市
が
汚
染
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

マ
ル
ク
ス
は
、
い
ま
で
い
う
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
観
点
か
ら
、
物
質

代
謝
概
念
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
若
き
マ
ル
ク
ス
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
と
は
、
人
間

か
ら
社
会
を
把
握
す
る
こ
と
だ
と
考
え
た
。
だ
が
、
も
は
や
そ
の

立
場
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
と
は
、
人
間
の

み
な
ら
ず
、
人
間
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
か
ら
、
社
会
を
捉
え
返

す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
を
構
成
す
る
の
は
人

間
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
が
、
そ
の
人
間
の
活
動
は
物
質

代
謝
と
不
可
分
だ
か
ら
だ
。
じ
っ
さ
い
、『
資
本
論
』
第
一
巻
で

は
、
社
会
関
係
の
形
成
を
考
え
る
う
え
で
最
も
重
要
な
活
動
で
あ

る
労
働
を
物
質
代
謝
に
よ
っ
て
定
義
し
て
い
る
。「
労
働
は
、
さ

し
あ
た
り
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
一
過
程
、
す
な
わ
ち
人

間
が
自
然
と
の
そ
の
物
質
代
謝
を
彼
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
媒
介

し
、
規
制
し
、
制
御
す
る
一
過
程
で
あ
る
」。
資
本
主
義
社
会
で

は
、
こ
の
物
質
代
謝
を
制
御
す
る
は
ず
の
労
働
が
、
賃
労
働
と
い

う
特
殊
な
形
態
を
と
り
、
資
本
の
価
値
増
殖
を
目
的
と
し
て
行
わ

れ
る
た
め
に
、
逆
に
持
続
可
能
な
物
質
代
謝
を
攪
乱
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
き
、
共
産
主
義
は
、
た

ん
に
生
産
と
分
配
を
自
覚
的
に
制
御
し
、
人
間
の
自
由
を
実
現
す

る
社
会
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。「
ア
ソ
ー
シ
エ
イ
ト
し

た
人
間
た
ち
が
…
…
こ
の
物
質
代
謝
を
合
理
的
に
規
制
し
…
…
自

分
た
ち
の
人
間
性
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
最
も
適
合
し
た
諸
条
件
の

も
と
で
こ
の
物
質
代
謝
を
お
こ
な
う
」
社
会
で
も
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（『
資
本
論
』
第
三
部
主
要
草
稿
）。
こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
資
本
主

義
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
が
『
こ
れ
が
す
べ
て

を
変
え
る
』
に
お
い
て
提
起
し
て
い
る
問
題
と
も
見
事
に
響
き

合
っ
て
お
り
、
き
わ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
だ
と
言
え
よ
う
。
マ
ル

ク
ス
は
、
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
な
物
質
代
謝
の
合
理
的
制
御
の
可

能
性
を
展
望
す
る
た
め
に
、
経
済
学
研
究
を
こ
え
、
自
然
科
学
を

も
徹
底
的
に
研
究
し
た
の
で
あ
る（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
岩
佐
・
佐
々

木
編
著
『
マ
ル
ク
ス
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
を
参
照
）。

　
こ
の
こ
と
が
示
す
の
は
、
俗
説
と
異
な
り
、
マ
ル
ク
ス
が
エ
コ

ロ
ジ
ー
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。

マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
主
義
の
強
力
さ
と
変
革
の
困
難
さ
を
よ
り
深

く
認
識
す
る
に
つ
れ
、
絶
望
す
る
の
で
も
な
く
、
安
易
な
「
解
決

策
」
を
提
唱
す
る
の
で
も
な
く
、
教
条
的
に
同
じ
主
張
を
繰
り
返
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す
の
で
も
な
く
、
以
前
の
自
ら
の
見
地
を
も
乗
り
越
え
て
、
何
度

も
根
本
的
な
も
の
に
立
ち
返
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
『
資
本
論
』
の
完
成
を
妨
げ
た

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
自
己
満
足
の
た
め
に
手
持

ち
の
草
稿
を
仕
上
げ
て
体
系
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も（
じ
っ

さ
い
彼
の
手
元
に
は
後
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
編
集
し
て
刊
行
で
き
る
だ
け
の
草

稿
が
あ
っ
た
）、
た
と
え
未
完
に
終
わ
ろ
う
と
も
、
飽
く
な
き
探
求

に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く
、
よ
り
根
底
的
な
変
革
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
示

す
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
。
私
に
は
、
こ
の
晩
年
の
試
み
の
な
か
に
、

マ
ル
ク
ス
の
偉
大
さ
が
体
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な

い
。

佐
々
木　
隆
治　
（
さ
さ
き　

り
ゅ
う
じ
）

1
9
7
4
年
生
ま
れ
。
立
教
大
学
経
済
学
部
准
教
授
。
専
門
は
マ
ル
ク

ス
の
経
済
理
論
、
社
会
思
想
。
日
本
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
編
集
委
員
会
編
集
委
員
。

著
書
に
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス

―
「
資
本
主
義
」
と
闘
っ
た
社
会
思

想
家
』（
筑
摩
書
房
、
2
0
1
6
年
）、『
マ
ル
ク
ス
の
物
象
化
論

―
資

本
主
義
批
判
と
し
て
の
素
材
の
思
想
』（
社
会
評
論
社
、
2
0
1
2
年
）な

ど
。
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マルクスの著作

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

岩波書店 4003412411 ユダヤ人問題によせて　ヘー
ゲル法哲学批判序説

カール・マルクス（城
塚登訳）

620 1974

岩波書店 4003412428 経済学・哲学草稿 カール・マルクス（城
塚登・田中吉六訳）

900 1964

新日本 
出版社

4406024471 ［新訳］ドイツ・イデオロギー マルクス、エンゲル
ス（服部文男監訳）

1300 1996

平凡社 4582766493 ルイ・ボナパルトのブリュ
メール18日［初版］

カール・マルクス（植
村邦彦訳、柄谷行
人付論）

1500 2008

大月書店 4272802500 資本論（全9冊） カール・マルクス（岡
崎次郎訳）

10900 1972

岩波書店 4003412459 共産党宣言 マルクス、エンゲル
ス（大内兵衛・向
坂逸郎訳）

520 1951

筑摩書房 4480401168 マルクス・コレクション VI 
フランスの内乱・ゴータ網
領批判・時局論（上）

カール・マルクス（辰
巳伸知他訳）

3000 2005

マルクス入門
筑摩書房 4480068897 カール・マルクス―「資本

主義」と闘った社会思想家 
佐々木隆治 860 2016

桜井書店 4921190088 図解 社会経済学―資本主
義とはどのような社会シス
テムか

大谷禎之介 3000 2001

堀之内出版 4906708529 『資本論』の新しい読み方
―21世紀のマルクス入門

ミヒャエル・ハイン
リッヒ（明石英人
他訳）

2000 2014

大月書店 4272430994 資本主義を超える マルクス
理論入門

渡辺憲正他編 2400 2016

ポプラ社 4591155394 今こそ『資本論』―資本主
義の終焉を生き抜くために

フランシス・ウィー
ン（中山元訳）

820 2017

伝記
白水社 （上）4560084458

（下）4560084465
マルクス―ある十九世紀人
の生涯（上）（下）

ジョナサン・スパー
バー（小原淳訳）

各巻
2800

2015

朝日新聞社 4022577740 カール・マルクスの生涯 フランシス・ウィー
ン（田口俊樹訳）

3000 2002

清水書院 4389420208 マルクス［新装版］ 小牧治 1000 2015

マルクス研究
社会評論社 4784518098 マルクスの物象化論―資本

主義批判としての素材の思
想

佐々木隆治 3700 2012

堀之内出版 4906708604 マルクスとエコロジー―資
本主義批判としての物質代
謝論

岩佐茂・佐々木隆治
編著

3500 2016

（次ページに続く）

15分で読むマルクスの偉大さ・ブックガイド
（書店で入手可能なものに限定した）
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マルクス研究　続き

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

桜井書店 4905261032 マルクスのアソシエーション
論―未来社会は資本主義
のなかに見えている

大谷禎之介 5200 2011

新泉社 4787715005 増補新版 マルクスとアソシ
エーション―マルクス再
読の試み

田畑稔 2700 2015

桜井書店 4921190668 マルクスはいかに考えたか
―資本の現象学

有井行夫 2700 2010

桜井書店 4905261209 資本主義の成熟と転換―現
代の信用と恐慌

小西一雄 3700 2014

青土社 4787706096 マルクスのアクチュアリティ
―マルクスを再読する意味

植村邦彦 2500 2006

大月書店 4272170128 ソ連国家資本主義論―マル
クス理論とソ連の経験

パレッシュ・チャト
パディヤイ（大谷
禎之介他訳）

3800 1999

社会評論社 4784514953 周縁のマルクス―ナショナ
リズム、エスニシティおよ
び非西洋社会について

ケヴィン・B・アン
ダーソン（平子友
長監訳）

4200 2015

東京大学 
出版会

4130065252 増補新装版 農学の思想―
マルクスとリービヒ

椎名重明 3600 2014

桜井書店 4905261179 資本主義と女性労働 中川スミ著、青柳和
身・森岡孝二編

2500 2014

関連図書
藤原書店 4894345898 マルクスの亡霊たち―負債

状況＝国家、喪の作業、新
しいインターナショナル

ジャック・デリダ（増
田一夫訳）

4800 2007

筑摩書房 4480790439 ミシェル・フーコー講義集
成　3　処罰社会　コレー
ジュ・ド・フランス講義
1972－1973年度

ミシェル・フーコー
（八幡恵一訳）

6000 2017

以文社 4753103348 負債論―貨幣と暴力の5000
年

デヴィッド・グレー
バー（酒井隆史監
訳）

6000 2016

平凡社 4582857849 カール・ポランニーの経済学
入門―ポスト新自由主義
時代の思想

若森みどり 880 2015

みすず書房 4622079262 時間かせぎの資本主義―い
つまで危機を先送りできる
か

ヴォルフガング・
シュトレーク（鈴
木直訳）

4200 2016

河出書房 
新社

4309248318 資本主義はどう終わるのか ヴォルフガング・
シュトレーク（村
澤真保呂・信友建
志訳）

4200 2017

作品社 4861826672 資本主義の終焉―資本の17
の矛盾とグローバル経済の
未来

デヴィッド・ハー
ヴ ェ イ（ 大 屋 定
晴・中村好孝・新
井田智幸・色摩泰
匡訳）

2800 2017

集英社 4087207323 資本主義の終焉と歴史の危機 水野和夫 740 2014
岩波書店 （上）4000229562

（下）4000229579
これがすべてを変える―
資本主義 vs. 気候変動（上）
（下）

ナオミ・クライン（幾
島幸子・荒井雅子
訳）

2700 2017
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1
　
開
設
の
背
景

　
全
国
各
地
で
、
住
み
や
す
い
「
ま
ち
」
に
す
る
た
め
、
様
々
な
「
ま
ち
づ
く
り
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。「
ま

ち
づ
く
り
」
に
は
、
住
民
や
企
業
が
主
体
と
な
っ
て
行
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
行
政
が
主
体
の
も
の
、
官

民
連
携
に
よ
り
行
っ
て
い
る
も
の
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
形
態
が
あ
り
ま
す
。

　「
ま
ち
づ
く
り
」
の
き
っ
か
け
と
す
る
も
の
も
多
種
多
様
で
す
が
、
青
森
県
八
戸
市
で
は
、「
本
」
を
き
っ
か
け

と
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
八
戸
市
は
、
人
口
約
23
万
人
、
商
圏
人
口
約
63
万
人
の
県
南
東
部
に
位
置
す
る
中
核
市
で
す
。

　
1
9
6
4
年
の
新
産
業
都
市
指
定
以
来
、
工
業
と
水
産
業
を
中
心
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、「
生
活
の
糧
」

の
た
め
の
施
策
が
安
定
し
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
生
き
る
力
・
考
え
る
力
を
養
い
、
心
が
豊
か

に
な
る
「
心
の
糧
」
の
た
め
の
施
策
、
文
化
振
興
へ
の
取
り
組
み
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
当
市
で
は
、
2
0
1
4
年
9
月
に
第
6
次
八
戸
市
総
合
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
の
重
点
的

八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
の
歩
み
と
こ
れ
か
ら音

喜
多
信
嗣 （
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
所
長
）

｜
特
別
寄
稿
1
｜
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に
取
り
組
む
べ
き
5
つ
の
戦
略
の
1
つ
と
し
て
「
人
づ
く
り
戦
略
」
が
あ
り
、
地
域
社
会
で
活
躍
す
る
人
材
の
育

成
を
目
標
に
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
人
材
育
成
の
た
め
の
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、
市
民
が
様
々
な
本
に
親
し
む
こ
と
で
、
豊
か

な
想
像
力
や
思
考
力
を
育
み
、
本
の
あ
る
暮
ら
し
が
当
た
り
前
と
な
る
文
化
の
薫
り
高
い
ま
ち
と
な
る
こ
と
を
目

指
す
施
策
「
本
の
ま
ち
八
戸
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

2
　「
本
の
ま
ち
八
戸
」
の
取
り
組
み

　
2
0
1
4
年
度
か
ら
進
め
て
い
る
「
本
の
ま
ち
八
戸
」
構
想
で
は
、
人
間
の
成
長
段
階
に
応
じ
た
、
本
を
切

り
口
と
し
た
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
最
初
の
段
階
と
し
て
は
、
赤
ち
ゃ
ん
と
そ
の
保
護
者
を
対
象
と
し
た
「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
事
業
」
の
実
施
で
す
。

生
後
90
日
頃
の
検
診
の
際
に
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
を
す
る
と
と
も
に
、
絵
本
な
ど
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。
赤

ち
ゃ
ん
と
保
護
者
が
絵
本
を
通
じ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
心
ふ
れ
あ
う
ひ
と
と
き
を
も
つ
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
を

応
援
す
る
事
業
で
、
読
み
聞
か
せ
は
市
内
の
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
協
力
も
得
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
1
歳
に
も
満
た
な
い
赤
ち
ゃ
ん
で
は
あ
り
ま
す
が
、
読
み
聞
か
せ
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
に
こ
や
か
な
表

情
に
な
る
な
ど
、
興
味
を
示
し
て
く
れ
る
子
が
多
く
、
保
護
者
か
ら
は
大
変
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

　
次
の
段
階
と
し
て
は
、
市
内
の
小
学
生
を
対
象
に
、
市
内
書
店
で
使
え
る
2
0
0
0
円
分
の
ブ
ッ
ク
ク
ー
ポ

ン
を
配
布
す
る
「
マ
イ
ブ
ッ
ク
推
進
事
業
」
の
実
施
で
す
。
児
童
が
保
護
者
と
一
緒
に
書
店
へ
出
か
け
、
絵
本
・

小
説
・
物
語
と
い
っ
た
読
書
活
動
に
適
し
た
本
を
自
ら
選
び
購
入
す
る
体
験
を
通
し
て
、
読
書
に
親
し
む
環
境
を
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つ
く
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
開
始
し
て
4
年
目
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
保
護
者
や
児
童
か
ら
は
、「
本
に
触
れ
る
き
っ
か
け
が
増
え
た
」、

「
親
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
広
が
っ
た
」
と
い
っ
た
意
見
を
い
た
だ
く
な
ど
好
評
で
あ
り
、
2
0
1
6
年

度
か
ら
は
、
満
3
歳
児
を
も
つ
保
護
者
向
け
に
、
読
み
聞
か
せ
絵
本
を
購
入
す
る
た
め
の
ブ
ッ
ク
ク
ー
ポ
ン
を
配

布
す
る
「〝
読
み
聞
か
せ
〞
キ
ッ
ズ
ブ
ッ
ク
事
業
」
も
始
め
て
い
ま
す
。

3
　
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
の
開
設

　
2
0
1
4
年
度
か
ら
、
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
事
業
を
中
心
に
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
2
0
1
6
年
12
月

に
、
主
に
中
高
生
か
ら
大
人
を
対
象
と
し
た
、「
本
の
ま
ち
八
戸
」
の
拠
点
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
「
八

戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
ま
し
た
。

　
図
書
館
で
本
を
借
り
て
読
む
と
い
う
体
験
と
、
書
店
で
本
を
買
っ
て
読
む
と
い
う
体
験
は
別
の
も
の
で
、
本
を

「
私
有
」
す
る
体
験
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
当
セ
ン
タ
ー
で
取
り
扱
う
本
、
約
8
0
0
0
冊
は
、
展
示
用
の
本

を
除
き
、
全
て
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
地
方
の
書
店
の
多
く
で
は
、
経
営
面
や
流
通
面
か
ら
、
売
れ
筋
と
な
る
、
最
新
号
の
雑
誌
や
コ
ミ
ッ
ク
な
ど
が

品
揃
え
の
主
力
と
な
っ
て
お
り
、
結
果
、
海
外
文
学
や
人
文
・
社
会
科
学
、
自
然
科
学
、
芸
術
な
ど
の
分
野
の
本

の
陳
列
が
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
市
内
の
書
店
で
こ
れ
ま
で
手
に
触
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
本
に
出
会
え

る
場
所
と
し
て
、
ま
た
、
図
書
館
の
よ
う
な
、
目
的
の
本
が
探
し
や
す
い
並
べ
方
を
す
る
の
で
は
な
く
、
本
と
の
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偶
然
の
出
会
い
を
誘
発
す
る
提
案
型
・
編
集
型
の
陳
列
を
行
っ
て
い
ま
す
。
八
戸
に
「
本
好
き
」
を
増
や
し
、
八

戸
を
「
本
の
ま
ち
」
に
す
る
た
め
の
、「
本
の
あ
る
暮
ら
し
の
拠
点
」
と
い
う
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
、

①
本
を
「
読
む
人
」
を
増
や
す
、
②
本
を
「
書
く
人
」
を
増
や
す
、
③
本
で
「
ま
ち
」
を
盛
り
上
げ
る
と
い
う
3

つ
の
基
本
方
針
を
定
め
、
そ
れ
に
則
っ
た
施
策
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
書
店
ゼ
ロ
地
域
で
あ
る
離

島
な
ど
を
除
く
と
、
公
共
施
設
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
類
の
な
い
施
設
と
し
て
、
新
し
い
「
本
の
あ
る
場
所
」
と
な

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

4
　
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
の
施
設
概
要

　
当
セ
ン
タ
ー
は
、
本
の
販
売
以
外
に
も
、
本
に
触
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
施
設
を
有
し
て
い
ま
す
。

①
読
書
席

　
塔
の
よ
う
な
高
い
本
棚
に
囲
ま
れ
た
場
所（
本
の
塔
）、
ハ
ン
モ
ッ
ク
が
吊
る
さ
れ
た
場
所
、
当
市
出
身
の
芥
川

賞
作
家
で
あ
る
三
浦
哲
郎
氏
の
文
机
が
あ
る
場
所
な
ど
、
様
々
な
読
書
席
を
設
け
て
お
り
、
セ
ン
タ
ー
内
で
販
売

し
て
い
る
ド
リ
ン
ク
と
と
も
に
、
の
ん
び
り
と
本
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

②
読
書
会
ル
ー
ム

　
本
か
ら
得
た
知
識
や
情
報
、
感
情
な
ど
を
共
有
で
き
る
場
で
あ
る
読
書
会
用
の
部
屋
で
、
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
で

企
画
し
た
会
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
の
方
が
企
画
し
た
読
書
会
の
ほ
か
、
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

③
カ
ン
ヅ
メ
ブ
ー
ス

　「
書
く
人
」
を
増
や
す
こ
と
を
目
的
に
、
本
を
執
筆
し
た
い
人
向
け
に
、
集
中
で
き
る
ブ
ー
ス
で
す
。
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④
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
特
定
の
作
家
や
作
品
に
関
す
る
展
示
、
本
の
印
刷
・

造
本
・
装
丁
な
ど
、
本
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
展
示
や

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
行
う
ス
ペ
ー
ス
で
す
。

5
　
企
画
事
業

　
当
セ
ン
タ
ー
は
本
の
販
売
だ
け
で
な
く
、
本
に
関
す

る
様
々
な
企
画
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
で
市
民
の
方
な

ど
に
、
本
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
大
き
な
役

割
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
企
画
事
業
と
し
て
は
、

・
様
々
な
テ
ー
マ
、
テ
ー
マ
本
を
決
め
て
の
「
読
書
会
」

・ 
大
学
な
ど
の
先
生
を
講
師
に
招
い
て
の
ト
ー
ク
イ
ベ

ン
ト
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ト
ー
ク
」

・ 

本
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
」
や

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
」

・ 「
書
く
人
」
を
増
や
す
取
り
組
み
と
し
て
、
出
版
な

ど
に
向
け
た
「
執
筆
・
出
版
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

読書会ルーム　周りは本棚で囲まれている。
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な
ど
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
、「
本
の
ま
ち
八
戸
」
と
し
て
、
図
書
館
の
ほ
か
、
子
育
て
や
学
校
な
ど
の
市
の
関

係
部
署
と
連
携
し
た
取
り
組
み
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

6
　
お
わ
り
に

　
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
、
市
民
の
本
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
か
ら
か
、
開
館
か
ら
10
个
月
間
で

15
万
人
を
超
え
る
方
に
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。
来
館
者
か
ら
は
、
今
ま
で
に
な
い
品
揃
え
で
あ
り
、
陳
列
も
工

夫
さ
れ
て
い
て
、
新
た
な
本
と
の
出
会
い
の
場
が
で
き
て
よ
か
っ
た
等
の
感
想
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
館
内
で
本
を
閲
覧
し
て
い
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、
企
画
事
業
へ
の
参
加
者
、「
カ
ン
ヅ
メ
ブ
ー
ス
」
を
使
用
す
る

た
め
に
必
要
な
「
市
民
作
家
登
録
」
を
す
る
方
も
多
く
訪
れ
て
お
り
、
順
調
な
出
足
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
、
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
に
、
市
民
が
も
っ
と
本
に
親
し
め
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を
行
い
、

市
民
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激
す
る
よ
う
な
事
業
を
企
画
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
は
、「
読
む
」、「
書
く
」
な
ど
本
の
魅
力
が
も
っ
と
市
民
の
身
近
に
な
る
こ
と
を
、
ま
た
、
本
に
関
わ
る
市

民
活
動
と
と
も
に
、
ま
ち
の
賑
わ
い
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
第
一
の
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
本
が
好
き
に
な
る
人

が
増
え
る
こ
と
で
、
図
書
館
利
用
促
進
や
民
間
書
店
の
活
力
増
・
相
互
連
携
に
も
つ
な
げ
て
い
き
、
八
戸
市
を
市

民
が
誇
り
に
思
え
る
、
文
化
の
薫
り
高
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

音
喜
多　
信
嗣 （
お
と
き
た　
の
ぶ
つ
ぐ
）　
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先
日
、
人
文
書
の
出
版
社
で
つ
く
る
人
文
会
の
方
々
が
当
社
に

や
っ
て
き
た
。
一
人
が
言
う
に
は
、「
単
刀
直
入
に
お
尋
ね
し
ま

す
と
、
ど
う
や
れ
ば
、
弊
社
の
本
が
新
聞
の
書
評
で
取
り
上
げ
て

も
ら
え
ま
す
か
？
」。

　
私
は
答
え
た
。

「
そ
れ
は
、
ア
レ
で
す
な
あ
」

「
と
申
し
ま
す
と
？
」

「
最
後
は
ア
レ
が
も
の
を
言
う
…
…
」

「
え
っ
？
」

「
当
方
は
民
間
企
業
で
す
か
ら
、
ア
レ
は
罪
に
は
な
り
ま
せ
ん
し

…
…
」

「
お
お
、
や
は
り
ア
レ
で
す
な
」

「
は
っ
は
っ
は
。
よ
く
お
わ
か
り
じ
ゃ
、
お
ぬ
し
も
ワ
ル
よ
の
う
、

越
後
屋
」

　
な
ど
と
い
う
や
り
と
り
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
が
、

実
際
問
題
、
書
評
欄
の
担
当
者
に
袖
の
下
を
渡
し
て
掲
載
を
懇
願

す
る
よ
り
、
同
じ
費
用
で
新
聞
広
告
を
出
す
ほ
う
が
簡
単
だ
ろ
う
。

新
聞
社
と
し
て
も
、
本
の
中
身
を
問
わ
ず
に
紹
介
し
て
い
て
は
、

読
者
が
離
れ
て
し
ま
う
。

　
ど
う
や
っ
た
ら
書
評
欄
に
自
社
の
本
が
載
る
の
か
？
　
新
聞
の

書
評
欄
の
歴
史
や
そ
の
つ
く
り
方
を
紹
介
し
な
が
ら
、
出
版
社
の

方
々
の
疑
問
に
答
え
て
み
よ
う
。❖

　
そ
も
そ
も
書
評
欄
は
い
つ
か
ら
あ
る
の
か
。
当
紙
の
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
を
繰
っ
て
み
る
と
、
戦
前
の
紙
面
に
は
、「
書
評
」「
読

書
評
欄
の
つ
く
り
方

野
中
彰
久 （
西
日
本
新
聞
文
化
部
）

｜
特
別
寄
稿
2
｜
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評
執
筆
者
が
大
学
教
授
や
高
名
な
評
論
家
だ
か
ら
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
ま
ず
い
と
担
当
者
は
思
っ
た
の

か
、
間
も
な
く
「
読
書
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
が
設
け
ら
れ

た
。「
安
心
し
て
子
供
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
児
童
書
を

推
薦
し
て
下
さ
い
」
と
い
っ
た
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
本
の
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
と
は
今
の
感
覚
で
も
斬
新

で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
書
評
欄
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
に
は
、

新
聞
用
紙
の
供
給
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
。
敗
戦

後
、
連
合
国
軍
総
司
令
部（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
は
、
物
資
不
足
へ

の
対
処
に
加
え
て
言
論
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に

新
聞
用
紙
の
供
給
を
制
限
し
た
。
当
紙
は
朝
刊
の
み
2

ペ
ー
ジ
で
の
発
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
統
制
は
次
第

に
緩
和
さ
れ
、
紙
の
生
産
も
回
復
し
た
た
め
ペ
ー
ジ
数
が
増
え
、

1
9
4
9
年
の
終
わ
り
に
夕
刊
も
復
活
し
た
。
記
事
量
が
増
え

る
と
と
も
に
、
随
筆
や
人
生
相
談
な
ど
読
み
物
の
欄
が
設
け
ら
れ

た
。
書
評
欄
も
こ
う
し
た
紙
面
充
実
の
流
れ
の
中
で
、
当
紙
に
登

場
し
た
。
月
1
、
2
回
の
掲
載
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
他
紙
も
似
た

よ
う
な
状
況
だ
ろ
う
。

　
当
紙
の
書
評
欄
は
、
1
9
5
7
年
か
ら
週
1
回
の
掲
載
に
な
っ

書
」
と
い
う
欄
は
見
当
た
ら
な
い
。
時
折
、「
出
版
だ
よ
り
」
欄

に
、
新
刊
の
短
い
案
内
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
程
度
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　「
書
評
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
カ
ッ
ト
が
当
紙
に
初
登
場
し
た
の

は
、
1
9
5
0（
昭
和
25
）
年
8
月
5
日
。
1
ペ
ー
ジ
の
3
分
の
1

ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
に
、
5
冊
の
書
評
と
、
荒
正
人
の
評
論
「
翻
訳

小
説
は
日
本
文
学
で
も
あ
る
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
書
評
は
『
原

敬
日
記
』『
科
學
文
化
史
年
表
』
な
ど
専
門
的
な
本
ば
か
り
。
書

写真1　1950（昭和25）年12月24日付の西日本新聞朝刊
（第二面）。書評欄右下に「読書相談」のカットが見える。
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次
に
、
書
評
欄
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
説
明
し
よ
う
。

　
だ
い
た
い
の
新
聞
の
書
評
欄
は
、
書
評
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
絵

も
の
、
コ
ラ
ム
、
新
刊
案
内
、
そ
の
他

―
と
い
う
構
成
を

と
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
メ
ー
ン
は
、
識
者
に
よ
る
書
評
だ
ろ
う
。

　
書
評
に
載
せ
る
本
の
選
び
方
は
、
大
き
く
分
け
て
①
朝
日
・
読

売
式
、
②
毎
日
式
、
③
そ
の
他

―
の
3
通
り
あ
る
。

　
①
の
朝
日
・
読
売
式
は
、
有
識
者
20
人
ほ
ど
に
書
評
委
員
を
委

嘱
し
、
だ
れ
が
ど
の
本
の
書
評
を
書
く
か
は
、
定
期
的
に
開
く
委

員
会
で
決
定
す
る
。
委
員
会
の
様
子
は
、
読
売
新
聞
の
書
評
委
員

を
10
年
間
務
め
た
小
泉
今
日
子
さ
ん
の
著
書
か
ら
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
会
議
室
に
2
0
0
〜
3
0
0
冊

の
本
が
並
べ
ら
れ
、
書
評
委
員
が
自
分
で
書
評
し
た
い
本
を
選
ぶ
。

そ
れ
を
他
の
書
評
委
員
に
回
し
、
全
員
が
手
に
取
っ
て
見
た
後
、

1
冊
ず
つ
議
論
し
、
取
り
上
げ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
。

　〈
私
は
小
説
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、「
ち
ょ
っ

と
面
白
そ
う
な
の
で
持
っ
て
帰
っ
て
読
み
ま
す
」
と
か
言
っ
て
。

他
の
委
員
の
方
々
は（
中
略
）、
あ
る
方
の
「
こ
の
本
は
こ
う
だ
と

思
う
」
っ
て
い
う
意
見
に
対
し
て
、
他
の
方
が
「
あ
、
で
も
そ

の
本
に
書
か
れ
て
る
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
ま
だ
疑
わ
し
い
と
思

た
。
1
ペ
ー
ジ
の
半
分
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
だ
っ
た
。
1
9
6
7

年
に
は
1
ペ
ー
ジ
全
部
を
使
う
書
評
面
が
誕
生
し
た
。
1
9
8
4

年
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
月
曜
か
ら
日
曜
へ
と
掲
載
曜
日
が
移
り
、

2
ペ
ー
ジ
に
増
え
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
書
評
欄
の
拡
大
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る
。
一
つ
は
競
争
。

ラ
イ
バ
ル
紙
に
は
内
容
で
も
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
も
負
け
て
は
な
ら
な

い
。
1
9
8
4
年
の
2
ペ
ー
ジ
化
と
日
曜
移
行
も
、
他
紙
の
日

曜
版
拡
充
へ
の
対
抗
策
だ
っ
た
ら
し
い
。
も
う
一
つ
は
総
ペ
ー
ジ

数
の
変
化
。
敗
戦
か
ら
し
ば
ら
く
は
2
ペ
ー
ジ
し
か
な
か
っ
た
の

が
、
現
在
は
30
〜
40
ペ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
。
総
ペ
ー
ジ
数
が
増

え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
新
聞
社
が
新
聞
の
総
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
す
の
は
、
よ
り
多
く
の

記
事
を
載
せ
る
と
い
う
商
品
力
強
化
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
よ

り
多
く
の
広
告
を
収
容
す
る
目
的
も
あ
る
。
電
通
の
ま
と
め
に

よ
る
と
、
新
聞
広
告
費
は
、
ネ
ッ
ト
隆
盛
の
あ
お
り
を
受
け
て
、

2
0
1
2
年
か
ら
減
り
続
け
て
い
る
。
新
聞
は
薄
く
な
る
傾
向

に
あ
り
、
近
い
将
来
、
そ
の
し
わ
寄
せ
が
書
評
欄
に
押
し
寄
せ
る

か
も
し
れ
な
い
。

❖
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う
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
、
別
の
意
見
が
出
て
き
た
り
し
て
〉（『
小

泉
今
日
子
書
評
集
』
中
央
公
論
新
社
、
2
0
1
5
年
）

　
委
員
会
が
終
わ
っ
た
後
は
、
文
壇
バ
ー
の
よ
う
な
場
所
で
2

次
会
も
あ
る
ら
し
い
。
小
泉
さ
ん
と
同
時
期
の
委
員
の
1
人
は
、

「
キ
ョ
ン
キ
ョ
ン
と
お
酒
が
飲
め
る
か
ら
」
と
、
多
忙
で
時
々
し

か
顔
を
出
さ
な
い
小
泉
さ
ん
を
目
当
て
に
、
足
繁
く
委
員
会
に

通
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
話
を
聞
い
て
私
は
激
し
く
嫉
妬
し
て
し

ま
っ
た
が
、
小
泉
さ
ん
は
委
員
会
の
人
寄
せ
パ
ン
ダ
で
は
な
く
、

自
分
の
言
葉
で
本
の
魅
力
を
表
現
で
き
る
優
れ
た
書
評
家
で
あ
る

こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
②
毎
日
式
は
、
書
評
委
員
に
相
当
す
る
書
評
執
筆
者
を
決

め
て
い
る
点
で
は
①
朝
日
・
読
売
式
と
同
じ
だ
が
、
会
合
は
な
い
。

そ
の
代
わ
り
、
情
報
誌
「
竹
橋
通
信
」
を
学
芸
部
が
発
行
し
て
い

る
。
新
刊
書
の
中
か
ら
1
0
0
冊
程
度
を
選
ん
で
あ
り
、
執
筆

者
は
そ
れ
を
吟
味
し
、
書
評
し
た
い
本
を
決
め
る
。
1
9
9
2

年
に
作
家
の
丸
谷
才
一
さ
ん
が
書
評
欄
の
＂
編
集
長
＂
を
任
せ
ら

れ
た
と
き
に
始
ま
っ
た
や
り
方
と
い
う
。「
竹
橋
通
信
」
に
は
新

刊
が
厳
選
さ
れ
て
い
る
た
め
、
新
刊
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
に
重
宝

だ
か
ら
と
、
ひ
そ
か
に
回
し
読
み
さ
れ
て
い
る
と
い
う
う
わ
さ
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
し
て
③
そ
の
他
は
、
書
評
で
取
り
上
げ
る
本
を
、
文
化
部
や

学
芸
部
な
ど
の
担
当
部
署
が
選
ぶ
。
書
評
委
員
を
置
い
て
い
る
社

も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
社
も
あ
る
。

　
当
社
も
③
そ
の
他
に
入
る
。
書
評
委
員
制
度
は
な
い
が
、
そ
れ

に
準
じ
る
十
数
人
の
識
者
の
方
に
主
に
書
評
を
依
頼
し
て
い
る
。

適
任
者
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
方
を
探
し
て
書
評
執
筆
を

頼
む
。

　
地
方
紙
の
ほ
と
ん
ど
は
共
同
通
信
に
加
盟
し
て
お
り
、
共
同
通

信
が
配
信
す
る
書
評
と
、
自
社
で
独
自
に
依
頼
し
た
書
評
を
組
み

合
わ
せ
て
書
評
欄
を
つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、

当
紙
は
共
同
通
信
の
書
評
を
使
用
し
て
い
な
い
。
地
方
の
新
聞
だ

が
、
九
州
7
県
を
発
行
エ
リ
ア
と
す
る
「
ブ
ロ
ッ
ク
紙
」
な
の
で
、

福
岡
以
外
の
各
県
ご
と
に
発
行
さ
れ
て
い
る
「
県
紙
」
と
同
じ
書

評
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
友
好
関
係
に

あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
紙
の
中
日
新
聞
・
東
京
新
聞
、
北
海
道
新
聞
と
書

評
欄
の
記
事
を
交
換
し
て
い
る
。
自
社
発
注
の
書
評
に
、
友
好
紙

の
書
評
を
組
み
合
わ
せ
て
書
評
欄
を
構
成
し
て
い
る
。

　
書
評
欄
の
編
集
で
は
、
お
も
し
ろ
い
本
を
選
び
的
確
に
紹
介
す

る
こ
と
が
最
も
大
事
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
、
バ
ラ
ン
ス
も
重
視
す

る
。
ジ
ャ
ン
ル
を
偏
ら
せ
な
い
、
翻
訳
も
の
を
入
れ
る
、
出
版
社
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が
重
複
し
な
い

―
な
ど
に
留
意
し
て
い
る
。
当
紙
は
高
級
紙

で
も
専
門
紙
・
誌
で
も
な
い
の
で
、
専
門
的
す
ぎ
る
本
は
ほ
と
ん

ど
取
り
上
げ
な
い
。
自
己
啓
発
や
ハ
ウ
ツ
ー
本
も
非
常
に
少
な
い
。

　
①
朝
日
・
読
売
式
、
②
毎
日
式
、
③
そ
の
他
に
は
、
一
長
一
短

が
あ
り
、
ど
れ
が
良
い
の
か
は
一
概
に
は
言
い
に
く
い
。

　
た
と
え
ば
①
朝
日
・
読
売
式
や
②
毎
日
式
の
場
合
、
書
評
委
員

は
各
分
野
の
専
門
家
で
あ
る
が
ゆ
え
、
自
分
の
得
意
分
野
の
本
を

選
ぶ
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
書
評
欄
に
は
「
研
究
者
以
外
、

だ
れ
が
読
む
ん
だ
？
」
と
い
う
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
本
が
し
ば
し
ば
登

場
す
る
こ
と
に
な
る
。
記
者
が
執
筆
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
新
刊

案
内
な
ど
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
委

員
会
に
参
加
す
る
必
要
が
あ
る
①
朝
日
・
読
売
式
は
、
書
評
委
員

の
ほ
と
ん
ど
が
東
京
圏
の
在
住
者
と
な
る
。
す
る
と
、
朝
日
新
聞

の
書
評
委
員
だ
っ
た
森
ま
ゆ
み
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、〈
東
京
に

い
て
モ
ノ
を
書
く
生
活
を
し
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
本
を
出
す

人
間
と
か
か
わ
り
や
つ
き
あ
い
が
で
き
て
し
ま
う
〉（
書
評
サ
イ
ト

「
Ａ
Ｌ
Ｌ
　
Ｒ
Ｅ
Ｖ
Ｉ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
」）
の
で
、〈
知
り
合
い
の
本
を
書
評
す

る
の
は
じ
つ
に
む
ず
か
し
い
〉（
同
）
と
い
う
悩
み
が
生
ま
れ
て
く

る
。

　
一
方
、
③
そ
の
他
の
大
き
な
弱
点
は
、
本
を
選
ぶ
際
に
専
門
家

写真2　現在の西日本新聞。毎週日曜日に書評欄「読書館」を設けている。
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の
意
見
が
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
私
の
場
合
は
、
自
社
発
注
の
書
評

の
半
分
ほ
ど
は
書
評
委
員
に
準
じ
る
識
者
の
方
た
ち
と
相
談
し
な

が
ら
本
を
選
ぶ
よ
う
に
し
て
、
弱
点
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
心
が

け
て
い
る
。

❖

　
当
社
の
文
化
部
に
は
、
各
出
版
社
か
ら
自
社
の
本
を
紹
介
し
て

ほ
し
い
と
毎
日
の
よ
う
に
献
本
が
届
く
。
多
い
日
は
50
冊
を
超
え

る
。

　
献
本
に
は
、
本
の
内
容
や
読
み
ど
こ
ろ
を
書
い
た
リ
リ
ー
ス
が

挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
ま
ず
読
む
。
当

紙
は
九
州
の
新
聞
な
の
で
、
九
州
に
関
係
し
た
内
容
だ
と
ア
ピ
ー

ル
し
て
あ
る
と
、
取
り
上
げ
る
可
能
性
は
大
き
く
な
る
。

　
あ
る
小
説
の
リ
リ
ー
ス
に
は
、
物
語
の
中
で
カ
ブ
ト
ガ
ニ
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
て
、
カ
ブ
ト
ガ
ニ
は
九
州
に
も
い
る
の

で
ぜ
ひ
御
紙
で
紹
介
し
て
ほ
し
い
、
と
あ
っ
た
。
確
か
に
カ
ブ
ト

ガ
ニ
は
九
州
北
部
に
生
息
し
て
い
る
が
、
小
説
自
体
と
九
州
と
は

ま
っ
た
く
関
係
な
い
。
九
州
と
の
強
引
な
結
び
つ
け
方
に
苦
笑
す

る
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
気
に
な
り
、
紹
介
記
事
を
書
い

た
。

　
地
元
の
あ
る
出
版
社
は
、
新
刊
が
で
き
あ
が
る
と
、
編
集
者
自

ら
が
本
を
届
け
に
来
る
。
必
ず
紹
介
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
熱
意
に
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

　
当
紙
が
日
曜
日
の
書
評
欄
で
紹
介
で
き
る
本
は
、
せ
い
ぜ
い
20

冊
。
他
の
面
で
取
り
上
げ
る
本
を
入
れ
て
も
1
週
間
で
30
冊
程
度

に
と
ど
ま
る
。
ど
う
す
れ
ば
そ
の
中
に
自
社
の
出
版
物
を
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
出
版
社
の
方
々
の
問
い
に
は
、「
情
熱
」

と
答
え
た
い
。
著
者
に
編
集
者
、
装
幀
家
に
営
業
担
当
者
…
…
、

彼
ら
が
本
に
込
め
た
情
熱
を
読
者
へ
伝
え
る
。
そ
れ
が
私
た
ち
書

評
欄
担
当
者
の
役
割
だ
ろ
う
。

野
中
彰
久（
の
な
か
あ
き
ひ
さ
）
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い
よ
い
よ
こ
の
十
一
月
か
ら
加
藤
尚
武
著
作
集
が
刊
行
開
始
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
紹
介

し
た
い
。

　
哲
学
者
の
加
藤
尚
武
さ
ん
と
小
社
の
お
つ
き
あ
い
は
先
輩
編
集

者
で
あ
っ
た
故
・
小お

箕み

俊
介
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
小
箕
の
手

に
よ
っ
て
加
藤
さ
ん
の
最
初
の
単
行
本
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
形

成
と
原
理
―
―
理
念
的
な
も
の
と
経
験
的
な
も
の
の
交
差
』
が

一
九
八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
、
そ
の
年
の
山
崎
賞（
正
式
に
は
哲
学
奨

励
山
崎
賞
）を
受
賞
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
八
六
年
に
は
そ
の
後

の
生
命
倫
理
学
の
発
展
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク

ス
と
は
何
か
』
が
刊
行
さ
れ
、
話
題
を
呼
ん
だ
。
加
藤
さ
ん
が
小

箕
を
い
か
に
信
頼
し
て
い
た
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
「
あ
と
が

き
」
を
読
め
ば
、
よ
く
わ
か
る
。

　
そ
の
小
箕
が
一
九
八
九
年
に
交
通
事
故
で
死
去
し
た
あ
と
を
う

け
て
わ
た
し
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
関
係
論
文
集

が
一
九
九
二
年
刊
行
の
『
哲
学
の
使
命
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
精

神
と
世
界
』
で
あ
り
、
こ
れ
も
そ
の
年
の
和
辻
哲
郎
文
化
賞（
学

術
書
部
門
）
を
受
賞
し
た
。（
ち
な
み
に
こ
の
書
名
は
わ
た
し
が
提
案
し
た

も
の
で
あ
り
、
内
容
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
と
い
ま
で
も
思
っ
て
い
る
。）そ
の

年
は
一
般
書
部
門
で
も
小
社
刊
の
土
居
良
三
著
『
咸
臨
丸
海
を
渡

る
』
が
同
時
受
賞
し
て
二
部
門
を
独
占
し
た
。
受
賞
当
日
は
姫
路

文
学
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
授
賞
式
に
意
気
揚
々
と
出
席
し
、
選
考

委
員
長
の
坂
部
恵
先
生
と
も
親
し
く
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　
加
藤
さ
ん
と
は
、
た
ま
た
ま
お
住
ま
い
が
小
社
の
裏
の
マ
ン

シ
ョ
ン
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
会
い
す
る
こ

考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

―
加
藤
尚
武
著
作
集
刊
行
の
意
義

西
谷
能
英 （
未
來
社
代
表
取
締
役
社
長
）

｜
編
集
者
が
語
る
こ
の
叢
書
・
こ
の
シ
リ
ー
ズ
13
｜
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と
に
な
っ
た
。
ま
だ
千
葉
大
学
に
勤
務
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
で
、
日

本
語
Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
文
字
読
み
取
り
の
現
状
を
わ
ざ
わ
ざ
千
葉
の
研
究

室
ま
で
見
せ
て
も
ら
い
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
全
集
の
日
本
語
版
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

作
成
中
で
、
お
宅
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
二
台
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
だW

indow
s3.1

だ
っ
た

こ
ろ
の
話
。
片
一
方
の
パ
ソ
コ
ン
で
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
っ

て
検
索
し
な
が
ら
、
も
う
一
台
で
原
稿
を
書
く
と
い
う
よ
う
な
作

業
を
さ
れ
て
い
る
の
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
、
学
者
と
は
こ
ん
な

こ
と
ま
で
で
き
る
の
か
と
驚
嘆
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果

が
、
そ
の
こ
ろ
「
現
代
思
想
」
で
連
載
さ
れ
て
い
た
『
ヘ
ー
ゲ
ル

の
「
法
」
哲
学
』（
青
土
社
）
の
原
型
だ
が
、『
哲
学
の
使
命
』
に
す

ぐ
つ
づ
い
て
刊
行
さ
れ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
八
千
部
ぐ
ら
い
売
れ

て
、
先
行
し
た
『
哲
学
の
使
命
』
が
追
い
越
さ
れ
て
し
ま
い
、
ず

い
ぶ
ん
と
悔
し
い
思
い
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
加
藤
さ
ん
は
わ
た
し
が
も
う
す
こ
し
若
い
と
き
に
親
し
く

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
長
谷
川
宏
さ
ん
と
も
東
大
全
共
闘
時
代

の
闘
争
仲
間
で
あ
り
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
東
大
哲
学
科

史
上
ト
ッ
プ
２
と
言
わ
れ
る
ふ
た
り
の
関
係
は
お
も
し
ろ
い
が
、

お
も
し
ろ
す
ぎ
て
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
。

加藤尚武さん
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ま
あ
、
こ
ん
な
思
い
出
話
を
し
て
い
た
ら
キ
リ
が
な
い
の
で
や

め
て
お
く
が
、
こ
の
加
藤
尚
武
さ
ん
の
著
作
集
を
刊
行
し
た
い
と

い
う
構
想
は
か
な
り
ま
え
か
ら
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
が
具
体
化
さ

れ
る
い
き
さ
つ
は
「
季
刊 

未
来
」
二
〇
一
七
年
夏
号
の
﹇
出
版

文
化
再
生
﹈
コ
ラ
ム
で
「
加
藤
尚
武
著
作
集
い
よ
い
よ
刊
行
へ
」

と
し
て
書
い
た
の
で
く
り
か
え
さ
な
い
が
、
よ
く
も
ま
あ
加
藤
尚

武
さ
ん
ぐ
ら
い
の
大
哲
学
者
の
著
作
集
が
小
社
か
ら
出
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
も
の
だ
と
思
う
。（
な
お
、
こ
の
コ
ラ
ム
発
表
時
点
で
の
著
作

集
の
構
成
は
大
幅
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
文
末
に
そ
の
概
要
を
掲
載
し
て

お
く
。）

❖

　
い
ま
さ
ら
わ
た
し
が
紹
介
す
る
ま
で
も
な
く
、
加
藤
尚
武
さ
ん

は
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者
と
し
て
出
発
し
、
日
本
の
ヘ
ー
ゲ
ル
学
を
世

界
的
水
準
に
押
し
上
げ
た
ひ
と
で
あ
る
。「
内
容
見
本
」
で
野
家

啓
一
さ
ん
が
書
い
て
い
る
と
お
り
、「
も
し
加
藤
氏
が
登
場
し
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
日
本
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
は
十
年
一
日
の
ご
と
き

訓
詁
注
釈
の
唄
を
う
た
い
続
け
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る

よ
う
に
、
日
本
ヘ
ー
ゲ
ル
学
会
会
長
と
し
て
獅
子
奮
迅
の
活
躍
で

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
ば
か
り
か
、
日
本
哲
学
会
委
員
長

（
会
長
）
と
い
う
要
職
も
こ
な
し
、
日
本
の
哲
学
を
中
心
に
な
っ
て

引
っ
張
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
加
藤
さ
ん
が
一
九
八
〇
年
代
半
ば
ご
ろ
か
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
と
並
行
し
て
生
命
倫
理
学
、
環
境
倫
理
学
の
日
本

に
お
け
る
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
と
し
て
ま
っ
た
く
新
し
い
境
地
を

切
り
開
か
れ
は
じ
め
た
。
ま
わ
り
の
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者
た
ち
が
「
加

藤
先
生
ご
乱
心
か
」
と
騒
ぎ
た
て
た
と
い
う
の
は
無
理
も
な
い
。

そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
生
命
倫
理
学（
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
）な
ど
と
い
う

学
問
領
野
が
存
在
す
る
と
は
す
く
な
く
と
も
日
本
の
哲
学
界
で
は

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ド
イ
ツ
観
念
論
だ

け
を
や
っ
て
い
る
よ
う
な
コ
チ
コ
チ
の
研
究
者
か
ら
す
れ
ば
、
と

ん
で
も
な
い
脱
線
と
映
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
野
家
さ
ん
が
「
十

年
一
日
の
ご
と
き
訓
詁
注
釈
の
唄
」
と
書
い
て
い
る
の
は
そ
の
こ

と
で
あ
る
。

　
小
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
前
述
の
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
と
は
何

か
』
が
そ
の
意
味
で
医
学
界
や
そ
の
関
連
領
域
の
ひ
と
た
ち
に
強

烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
、
や
は

り
「
内
容
見
本
」
で
大
井
玄
さ
ん
が
書
い
て
く
れ
た
よ
う
に
、
そ

の
後
の
環
境
倫
理
学
を
ふ
く
め
て
広
い
意
味
で
の
「
応
用
倫
理

学
」
の
発
展
に
向
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
領
域
の
問
題
に
た
い
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し
て
「
応
用
倫
理
哲
学
の
旗
手
と
し
て
、
い
ま
な
お
了
解
可
能
な

道
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　
加
藤
さ
ん
が
そ
の
後
、
新
書
な
ど
で
生
命
倫
理
学
、
環
境
倫
理

学
、
応
用
倫
理
学
の
部
門
の
啓
蒙
書
を
数
多
く
刊
行
し
、
し
ま
い

に
は
新
設
の
鳥
取
環
境
大
学
初
代
学
長
を
四
年
も
勤
め
ら
れ
た
の

は
、
そ
う
し
た
哲
学
の
拡
張
と
し
て
の
倫
理
学（
応
用
倫
理
学
）
の

実
践
を
み
ず
か
ら
に
「
応
用
」
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
方
面

で
の
加
藤
さ
ん
の
学
問
的
実
践
的
貢
献
は
計
り
知
れ
な
い
。

　
そ
ん
な
加
藤
尚
武
さ
ん
の
書
く
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
お
も
し
ろ
い

か
は
、
す
で
に
読
ま
れ
た
こ
と
の
あ
る
ひ
と
に
は
い
ま
さ
ら
説
明

を
要
し
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者
、
倫
理
学
と
い
う
む
ず
か
し
そ

う
な
名
辞
の
た
め
に
一
般
的
に
は
広
く
読
ま
れ
、
十
分
に
理
解

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
藤
さ
ん
も
い
つ
も
言
う
よ
う

に
、
そ
の
仕
事
を
ト
ー
タ
ル
に
読
ん
で
く
れ
て
い
る
ひ
と
が
少
な

い
ら
し
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者
は
応
用
倫
理
学
関
係
は
ち
ゃ
ん
と
読

ま
な
い
し
、
応
用
倫
理
学
関
係
の
読
者
は（
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
は
る
か

に
多
い
が
）ヘ
ー
ゲ
ル
関
係
は
敬
遠
し
て
し
ま
う
。
大
井
玄
さ
ん
の

よ
う
に
医
学
界
の
ひ
と
で
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
む
ひ
と
は
稀
だ
が
、
加

藤
さ
ん
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
法
」
哲
学
』
を
読
ん
で
、「
こ
れ
が

ヘ
ー
ゲ
ル
か
と
思
う
ほ
ど
平
易
で
魅
力
的
な
語
り
口
」
だ
と
理
解

さ
れ
た
こ
と
を
書
か
れ
て
い
る
。
わ
た
し
も
こ
の
本
に
刺
戟
さ
れ

て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』
を
い
ま
す
こ
し
ず
つ
読
ん
で
い
る

と
こ
ろ
だ
が
、
残
念
な
が
ら
加
藤
さ
ん
の
解
説
の
よ
う
に
す
ん
な

り
と
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者
の
多
く
が
、
こ
の

本
は
何
を
書
い
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
て
い

る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
わ
た
し
が
つ
い
て
い
け
な
い
の
も
あ
た
り
ま

え
な
の
だ
が
、
そ
ん
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
本
を
加
藤
さ
ん
は
わ
か
り
や

す
く
か
み
砕
い
て
く
れ
る
。

「
彼
の
言
葉
は
、
哲
学
体
系
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
何
を
望

ん
だ
か
を
示
し
て
い
る
が
、
彼
が
そ
の
体
系
の
記
述
で
達
成

し
た
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
体
系
の
夢
想

家
で
あ
っ
て
、
体
系
の
可
能
性
の
思
索
者
で
も
、
体
系
を
基

礎
づ
け
る
者
で
も
な
か
っ
た
。」（『
哲
学
原
理
の
転
換
―
―
白
紙
論
か

ら
自
然
的
ア
プ
リ
オ
リ
論
へ
』
本
著
作
集
第
4
巻
所
収
）

　
な
ん
だ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
む
ず
か
し
い
と
い

う
の
は
、
翻
訳
の
技
術
の
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に

思
い
込
ま
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
書
く
と
い
う
こ
と
に
一
度
も
情
熱
を
感
じ
た
こ
と
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の
な
い
人
間
で
あ
る
。
話
の
糸
口
と
な
る
メ
モ
が
あ
れ
ば
、
と

め
ど
も
な
く
し
ゃ
べ
る
。
と
き
ど
き
泥
臭
い
ジ
ョ
ー
ク
を
交
え

て
、
得
意
げ
に
し
ゃ
べ
る
。
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
己
表
現
で
あ

り
、
…
…
」（
本
著
作
集
第
1
巻
の
単
行
本
未
収
録
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
よ

り
）
と
加
藤
さ
ん
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
冗
談
ま
じ
り
に
突
き
放
し
て
み

て
い
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
ず
か
ら
の
研
究
対
象
を
相
対
化
し

て
み
せ
る
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ど
れ
だ
け
人
間
的
に
お
も
し
ろ
く

さ
せ
て
く
れ
る
か
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
し
ま
え
る
加
藤
尚
武

は
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
な
ど

は
心
底
思
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
話
を
先
日
の
書
物
復
権
の
会
の
新

企
画
説
明
会
で
話
し
た
ら
、
あ
る
取
次
の
女
性
が
あ
と
で
「
わ
た

し
も
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
も
う
か
し
ら
」
と
言
っ
て
い
た
の
が
お
か
し

い
が
、
お
そ
ら
く
読
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
加
藤
さ
ん
の
文
章
は
「
人
文
会
ニ
ュ
ー
ス
」
に
何
度
か
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
は
わ
た
し
が
依
頼
し
た
も
の
で
タ
イ
ト
ル

は
忘
れ
た
が
、
同
じ
よ
う
な
内
容
の
文
章
が
著
作
集
に
収
録
予
定

で
あ
る
。
そ
の
殺
し
文
句
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
哲
学
と
い
う
領
域
は
な
い
。
哲
学
と
い
う
次
元
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
日
常
的
な
経
験
の
次
元
と
最
高
の
学
問
の
次

元
と
の
媒
介
と
い
う
営
み
以
外
に
自
分
独
自
の
次
元
を
も
つ

わ
け
で
は
な
い
。」「
切
り
の
な
い
こ
と
が
ら
に
切
り
を
つ
け
る

こ
と
、
無
限
の
問
題
に
有
限
の
表
現
を
あ
た
え
る
こ
と
、
そ

れ
が
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
と
、
人
に
は
ど
れ
だ

け
の
知
識
が
必
要
か
と
い
う
問
い
に
哲
学
が
答
え
ら
れ
な
く

な
る
。
／
哲
学
と
は
無
限
を
有
限
化
す
る
努
力
で
あ
る
。」（｢

哲

学
は
い
ま
、
人
間
に
何
を
与
え
る
の
か｣

、『
進
歩
の
思
想
・
成
熟
の
思
想

―
―
21
世
紀
前
夜
の
哲
学
と
は
』
本
著
作
集
第
12
巻
所
収
）

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
誰
に
で
も
わ
か
り
や
す
く
、
し
か
も
切
れ
の

い
い
文
章
で
哲
学
を
語
れ
る
ひ
と
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。

加
藤
さ
ん
の
文
章
を
読
む
と
自
分
の
頭
が
す
こ
し
は
良
く
な
っ
た

な
と
思
わ
せ
て
も
ら
え
る
。
そ
ん
な
加
藤
さ
ん
は
哲
学
を
過
剰
に

意
味
づ
け
る
こ
と
を
し
な
い
。
し
か
し
「
哲
学
と
い
う
次
元
」
か

ら
、
そ
の
博
識
と
明
晰
な
思
考
力
を
元
手
に
、
い
ま
現
在
の
時
代

状
況
の
与
え
ら
れ
た
条
件
の
な
か
で
も
の
ご
と
を
ど
れ
だ
け
根
本

的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
示
そ
う
と
す
る
。
な
に
も
も
の

を
考
え
よ
う
と
し
な
い
無
批
判
的
で
従
順
な
だ
け
の
人
間
が
「
必

要
」
と
さ
れ
る
こ
の
反
動
的
な
時
代
に
あ
っ
て
、
筋
道
を
立
て
て

考
え
る
こ
と
の
重
要
さ
と
必
要
を
こ
れ
ほ
ど
み
ご
と
に
例
証
し
て
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く
れ
る
ひ
と
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
哲
学
と
い
う
聖
域
に
閉
じ
こ
も

る
こ
と
な
く
、
社
会
に
む
け
て
み
ず
か
ら
の
批
判
的
思
考
を
休
み

な
く
発
信
し
て
い
く
の
が
加
藤
さ
ん
と
い
う
ひ
と
で
あ
る
。
も
の

ご
と
を
深
く
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
豊
か
な
手
本
と
し

て
見
せ
て
く
れ
る
著
作
集
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、
加
藤
さ
ん
が
哲
学
の
使
命
と
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
要
約
し
た
一
文
を
引
い
て
お
こ
う
。

《
学
問
と
学
問
の
あ
い
だ
の
接
触
点
に
入
り
込
ん
で
問
題
点
を

探
し
出
す
仕
事
を
、
昔
は
、
大
哲
学
者
が
す
べ
て
の
学
問
を

す
っ
ぽ
り
と
包
み
込
む
体
系
を
用
意
し
て
そ
の
な
か
で
す
ま

せ
て
き
た
が
、
現
代
で
は
、｢

す
べ
て
の
学
問
を
す
っ
ぽ
り
と

包
み
込
む
体
系
」
を
作
ら
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
前
提

や
歴
史
的
な
発
展
段
階
の
違
い
や
学
者
集
団
の
特
徴
な
ど
を

考
え
、
人
間
の
社
会
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
に
つ
い
て

国
民
的
な
合
意
形
成
が
理
性
的
に
行
な
わ
れ
る
条
件
を
追
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
現
代
に
お
け
る
哲
学
の
使

命
で
あ
る
。》（『
災
害
論

│
安
全
性
工
学
へ
の
疑
問
』
本
著
作
集
第
10

巻
所
収
）
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◆ 加藤尚武著作集概要（全15巻、Ａ５判９ポ１段組み、上製カバー、 
各巻平均450ページ、予価5800円～6800円）
第１巻　ヘーゲル哲学のなりたち
『ヘーゲル哲学の形成と原理――理念的なものと経験的なものの交差』ほか、単行本未収録論文4篇。

第２巻　ヘーゲルの思考法
『哲学の使命――ヘーゲル哲学の精神と世界』ほか、単行本未収録論文7篇。

第３巻　ヘーゲルの社会哲学
『ヘーゲルの「法」哲学』『哲学の使命――ヘーゲル哲学の精神と世界』2章分、ほか単行本未収録論
文7篇。

第４巻　よみがえるヘーゲル哲学
『哲学原理の転換――白紙論から自然的アプリオリ論へ』ほか、単行本未収録論文10篇。

第５巻　ヘーゲル哲学の隠れた位相
単行本未収録論文29篇。

第６巻　倫理学の基礎
『現代倫理学入門』『倫理学で歴史を読む――21世紀が人類に問いかけるもの』ほか、単行本未収録
論文11篇。

第７巻　環境倫理学
『環境倫理学のすすめ』『新・環境倫理学のすすめ』ほか、単行本未収録論文15篇。

第８巻　世代間倫理
『子育ての倫理学――少年犯罪の深層から考える』『教育の倫理学』ほか、単行本未収録論文7篇。

第９巻　生命倫理学
『バイオエシックスとは何か』『二十一世紀のエチカ』『脳死・クローン・遺伝子治療――バイオエ
シックスの練習問題』ほか、単行本未収録論文4篇。

第10巻　技術論
『技術と人間の倫理』『価値観と科学／技術』『災害論――安全性工学への疑問』

第11巻　経済行動の倫理学
『資源クライシス――だれがその持続可能性を維持するのか？』ほか、単行本未収録論文19篇。

第12巻　哲学史
『20世紀の思想――マルクスからデリダへ』『進歩の思想・成熟の思想――21世紀前夜の哲学とは』
ほか、単行本未収録論文11篇。

第13巻　形と美
『形の哲学――見ることのテマトロジー』ほか、単行本未収録論文22篇。

第14巻　平和論
『世紀末の思想――豊かさを求める正当性とは何か』『戦争倫理学』ほか、単行本未収録論文10篇。

第15巻　応用倫理学
『応用倫理学のすすめ』『合意形成とルールの倫理学　応用倫理学のすすめ3』『合意形成の倫理学』
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札
幌
・
八
戸
・
仙
台

広
報
委
員
会
　
吉
岡
聡（
春
秋
社
）

● 

期
日
　
2
0
1
7
年
10
月
18
日（
水
）〜
20
日（
金
）

● 

訪
問
先

【
札
幌
】
北
海
道
立
文
学
館
・
コ
ー
チ
ャ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

大
橋
店
・
M
A
R
U
Z
E
N
＆
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
札
幌
店
・

紀
伊
國
屋
書
店
札
幌
本
店
・
紀
伊
國
屋
書
店
北
海
道
営
業
部
・

北
海
道
大
学
生
協
書
籍
部
ク
ラ
ー
ク
店
・
三
省
堂
書
店
札
幌

店
・
札
幌
弘
栄
堂
書
店
パ
セ
オ
西
店

【
八
戸
】
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

【
仙
台
】
丸
善
仙
台
ア
エ
ル
店
・
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
仙
台
T
R

店
・
東
北
大
学
生
協
文
系
書
籍
店

　
49
回
目
と
な
っ
た
人
文
会
秋
季
研
修
旅
行
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
候

補
地
が
挙
が
る
中
、
最
終
的
に
札
幌
・
八
戸
・
仙
台
地
区
の
訪
問

に
決
定
。
初
日
の
北
海
道
立
文
学
館
で
の
研
修
会
・
見
学
か
ら
始

ま
り
、
翌
日
午
前
中
ま
で
札
幌
市
内
の
書
店
・
大
学
生
協
を
訪
問
。

最
終
日
は
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
を
視
察
、
そ
の
後
、
仙
台
に
移

動
し
、
市
内
の
書
店
を
巡
見
す
る
行
程
と
な
っ
た
。
秋
季
研
修
旅

行
と
し
て
は
、
札
幌
が
2
0
0
3
年
以
来
、
仙
台
が
2
0
1
2

年
以
来
、
八
戸
が
初
め
て
の
訪
問
と
な
る
。

　
参
加
者
は
会
員
社
19
名
に
加
え
、
販
売
会
社（
大
阪
屋
栗
田
・
ト
ー

ハ
ン
・
日
販
）3
名
に
同
行
い
た
だ
き
、
総
勢
22
名
と
な
っ
た
。
以

下
、
こ
の
3
日
間
の
研
修
旅
行
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

10
月
18
日
（
水
）

　
羽
田
空
港
第
2
タ
ー
ミ
ナ
ル
時
計
台
1
番
、
7
時
15
分
、
例
年

よ
り
早
い
集
合
時
間
な
が
ら
、
全
員
揃
い
、
全
日
空
53
便
に
搭
乗
。

コ
ー
ト
を
持
っ
て
き
た
か
が
話
題
に
な
る
中
、
1
時
間
30
分
ほ
ど

で
定
刻
通
り
に
新
千
歳
空
港
に
到
着
。
気
温
は
6
℃
。
今
日
1
日

お
世
話
に
な
る
北
都
交
通
バ
ス
に
乗
車
し
、
1
時
間
ほ
ど
北
上
。

2
0
1
7
年
研
修
旅
行
報
告
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日
差
し
が
雲
間
か
ら
覗
く
。
人
口
1
9
5
万
人
を
有
す
る
札
幌

市
内
に
入
り
、
最
初
の
訪
問
先
で
あ
る
北
海
道
立
文
学
館
へ
向
か

う
前
に
、
会
員
社
か
ら
の
著
作
も
あ
る
、
北
海
道
札
幌
南
高
等
学

校
在
職
の
学
校
司
書
、
成
田
康
子
先
生
と
合
流
し
、
昼
食
。
食
事

を
終
え
、
数
分
南
下
し
、
北
海
道
立
文
学
館
に
到
着
。
ち
な
み
に

こ
こ
か
ら
車
で
更
に
１
㎞
ほ
ど
南
下
す
る
と
札
幌
南
高
等
学
校
に

至
る
。
館
内
の
講
堂
を
お
借
り
し
て
成
田
先
生
と
の
研
修
会
を
行

う
。「
高
校
図
書
館
を
つ
く
る
」
と
題
さ
れ
た
講
演
は
充
実
の
内

容
。
大
学
図
書
館
、
公
共
図
書
館
と
は
こ
れ
ま
で
も
交
流
の
機
会

が
あ
っ
た
も
の
の
、
高
校
図
書
館
に
つ
い
て
は
不
案
内
な
会
員
社

も
あ
り
有
意
義
な
時
間
で
あ
っ
た
。
質
疑
応
答
と
会
場
撤
収
で
残

り
少
な
く
な
っ
た
時
間
を
利
用
し
て
駆
け
足
で
館
内
見
学
。
常
設

展
と
し
て
「
北
海
道
の
文
学
」、
創
立
50
周
年
記
念
特
別
展
と
し

て
「《
サ
ハ
リ
ン
島
》
2
0
1
7

―
ア
ン
ト
ン
・
チ
ェ
ー
ホ
フ

の
遺
産
」
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。

　
成
田
先
生
に
見
送
ら
れ
な
が
ら
出
発
。
10
分
ほ
ど
南
下
し
、

2
0
0
4
年
9
月
開
業
の
コ
ー
チ
ャ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大

橋
店（
売
場
面
積
1
2
0
0
坪
。
以
下
同
）
を
訪
問
。
同
店
は
郊
外
の

大
規
模
店
舗
で
、
シ
ニ
ア
層
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

据
え
な
が
ら
も
、
専
門
書
も
数
多
く
揃
え
る
。
2
F
の
会
議
室

北海道札幌南高等学校の成田康子先生
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へ
お
通
し
い
た
だ
き
、
担
当
の
斎
藤
鉄
哉
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
新
川

通
り
店
支
店
長
の
玉
村
武
美
執
行
役
員
に
お
話
を
伺
う
。
大
橋
店

の
人
文
書
ジ
ャ
ン
ル
に
は
ま
だ
伸
び
し
ろ
が
あ
る
と
の
こ
と
で
今

後
に
期
待
。
訪
問
前
の
窓
口
と
な
っ
て
下
さ
っ
た
萩
生
田
健
サ
ブ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
は
、
ち
ょ
う
ど
東
京
出
張
中
と
の
こ
と
で
お

会
い
で
き
ず
。
そ
の
後
、
15
分
ほ
ど
北
上
し
、
札
幌
市
中
心
部

の
大
通
駅
周
辺
へ
。
デ
パ
ー
ト
の
丸
井
今
井
南
館
に
位
置
す
る
、

2
0
0
8
年
12
月
開
業
の
M
A
R
U
Z
E
N
＆
ジ
ュ
ン
ク
堂
書

店
札
幌
店（
1
7
8
0
坪
）
を
訪
問
。
B
2
〜
4
F
の
全
6
フ
ロ
ア

（
5
F
に
ス
テ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ー
）
で
の
品
揃
え
に
圧
倒
。
3
F
人
文
書

売
り
場
で
三
渡
修
司
店
長
、
担
当
の
武
良
史
織
さ
ん
に
ご
挨
拶
。

人
文
書
の
客
層
は
多
様
と
の
こ
と
で
、
品
揃
え
の
充
実
と
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
へ
の
細
や
か
な
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。
同
行
の
ト
ー
ハ
ン

と
小
会
と
の
共
同
企
画「
人
文
書
ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
フ
ェ
ア

も
開
催
中
だ
っ
た
。

　
3
軒
目
は
、
札
幌
駅
周
辺
へ
10
分
ほ
ど
移
動
し
、
2
0
0
5

年
4
月
開
業
の
紀
伊
國
屋
書
店
札
幌
本
店（
1
3
0
0
坪
）
へ
。
天

井
が
高
く
、
開
放
感
の
あ
る
店
内
に
て
、
石
堂
聡
店
長
、
担
当
の

林
下
沙
代
さ
ん
、
長
田
雅
子
さ
ん
に
ご
対
応
い
た
だ
く
。
日
々
の

ニ
ュ
ー
ス
や
新
刊
動
向
を
し
っ
か
り
と
捉
え
た
丁
寧
な
棚
づ
く
り

に
好
感
。
林
下
さ
ん
か
ら
は
『
人
文
書
販
売
の
手
引
き
』
や
『
人

文
会
ニ
ュ
ー
ス
』
も
ご
活
用
い
た
だ
い
て
い
る
と
嬉
し
い
お
話
。

最
後
は
札
幌
市
内
の
書
店
・
大
学
生
協
の
ご
担
当
者
様
、
ト
ー
ハ

ン
北
海
道
支
店
様
、
日
販
北
海
道
支
店
様
を
お
招
き
し
て
さ
さ
や

か
な
懇
親
会
を
行
い
、
初
日
を
終
え
た
。

10
月
19
日
（
木
）

　
2
日
目
は
引
き
続
き
札
幌
市
内
の
書
店
と
大
学
生
協
を
徒
歩
で

訪
問
し
、
空
路
を
経
て
、
本
日
の
宿
、
青
森
市
に
あ
る
浅
虫
温
泉

に
向
か
う
行
程
と
な
る
。

　
本
日
も
雲
は
多
い
が
晴
れ
。
朝
食
後
、
外
に
出
る
と
吐
く
息
は

白
い
。
8
時
55
分
、
札
幌
駅
前
の
ホ
テ
ル
か
ら
数
分
、
昨
日
訪
問

し
た
、
紀
伊
國
屋
書
店
札
幌
本
店
が
入
る
ビ
ル
sap
p
oro
55

の
3
F
に
位
置
す
る
、
紀
伊
國
屋
書
店
北
海
道
営
業
部
へ
。
大

場
裕
之
部
長
に
札
幌
を
中
心
と
し
た
道
内
の
市
況
を
ご
紹
介
い
た

だ
く
。
札
幌
本
店
と
連
携
し
た
大
学
生
向
け
選
書
ツ
ア
ー
の
実
施

等
、
興
味
深
い
お
話
を
伺
う
。
次
に
北
海
道
大
学
生
協
書
籍
部
ク

ラ
ー
ク
店（
90
坪
）
へ
移
動
。
開
店
ま
で
時
間
が
あ
る
た
め
少
し
寄

り
道
。
正
門
か
ら
入
り
、
構
内
の
ク
ラ
ー
ク
胸
像
を
通
り
、
10
分

ほ
ど
で
北
大
生
協
会
館
2
F
の
同
店
へ
。
大
矢
か
お
り
店
長
と
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担
当
の
片
岡
真
さ
ん
に
ご
挨
拶
。
ベ
テ
ラ
ン
の
片
岡
さ
ん
は
会
員

社
と
も
交
流
が
深
く
、
さ
す
が
の
棚
づ
く
り
。
他
方
、
後
継
者
問

題
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
と
の
こ
と
。
大
学
生
協
北
海
道
事
業
連

合
の
太
田
乙
生
さ
ん
、
構
内
徒
歩
15
分
ほ
ど
離
れ
た
北
部
店
の
担

当
、
高
木
美
雪
さ
ん
も
駆
け
つ
け
て
下
さ
っ
た
。

　
北
大
生
協
会
館
の
出
入
り
口
ま
で
片
岡
さ
ん
に
見
送
っ
て
い

た
だ
き
、
こ
こ
か
ら
三
省
堂
書
店
札
幌
店（
8
0
0
坪
）へ
向
か
う
。

藤
原
哉
店
長
、
大
塚
俊
也
副
店
長
、
担
当
の
島
あ
ゆ
み
さ
ん
に
お

迎
え
い
た
だ
く
。
2
0
0
9
年
2
月
に
J
R
タ
ワ
ー
札
幌
ス
テ

ラ
プ
レ
イ
ス
E
A
S
T
5
F
に
大
丸
札
幌
店
よ
り
移
転
し
た
同

店
は
、
立
地
上
、
若
い
女
性
が
顧
客
層
か
と
思
い
き
や
、
近
年
中

高
年
の
男
性
層
が
増
加
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
昨
年
8
月
に
レ
イ

ア
ウ
ト
変
更
と
在
庫
強
化
を
行
っ
た
そ
う
だ
が
、
棚
は
コ
ン
パ
ク

ト
で
見
や
す
く
、
ま
だ
ま
だ
売
り
上
げ
は
伸
び
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
予
感
と
意
気
込
み
を
感
じ
る
。
な
お
同
店
で
は
、
定
期
的

に
大
々
的
な
人
文
会
フ
ェ
ア
開
催
や
「
人
文
会
　

今
月
の
話
題
の

1
冊
コ
ー
ナ
ー
」
常
設
な
ど
会
員
社
の
書
籍
販
売
に
ご
尽
力
い
た

だ
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
数
分
の
移
動
を
経
て
、
札
幌
駅
構
内
の

札
幌
弘
栄
堂
書
店
パ
セ
オ
西
店（
55
坪
）
を
3
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
訪
問
。
担
当
の
坂
胤
美
さ
ん
に
ご
挨
拶
。
人
文
書
の
棚
は
今
回

札幌研修　懇親会での集合写真



40

中
の
「
本
の
ま
ち
八
戸
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
拠
点
施
設
と
し
て
注
目

を
集
め
る
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー（
95
坪
）
を
視
察
。
音
喜
多
信
嗣

所
長
ご
不
在
の
と
こ
ろ
、
森
佳
正
さ
ん
、
吉
田
英
二
さ
ん
、
森
花

子
さ
ん
に
お
迎
え
い
た
だ
き
読
書
会
ル
ー
ム
に
て
施
設
案
内
と
質

疑
応
答
。
昨
年
12
月
に
開
業
し
た
同
店
は
、
雑
誌
・
コ
ミ
ッ
ク
を

取
り
扱
わ
ず
、
書
籍
を
い
わ
ゆ
る
「
文
脈
棚
」
で
陳
列
し
、
1
点

の
銘
柄
を
複
数
冊
仕
入
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
し
な
か
っ
た
り
、

客
注
は
受
け
ず
に
市
内
の
別
の
書
店
を
紹
介
し
た
り
と
、
館
内

の
設
備
面（
書
見
用
の
ハ
ン
モ
ッ
ク
や
ド
リ
ン
ク
ホ
ル
ダ
ー
）
も
含
め
て
、

カ
フ
ェ
併
設
型
に
よ
う
や
く
慣
れ
て
き
た
会
員
社
も
戸
惑
う
よ
う

な
「
新
し
い
形
の
書
店
」
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
本
誌
17
ペ
ー
ジ

か
ら
の
音
喜
多
所
長
に
よ
る
特
別
寄
稿
を
ご
一
読
願
う
。
人
口

23
万
人
と
い
う
地
方
都
市
、
八
戸
で
「
市
営
書
店
」
が
ど
う
成
長

し
て
い
く
か
、
今
後
の
動
向
を
見
守
り
た
い
。
な
お
八
戸
市
長
選

を
翌
々
日
に
控
え
て
お
り
、
小
林
眞
市
長
に
は
面
会
で
き
な
か
っ

た
。
４
選
の
報
を
聞
き
、
ま
た
別
の
機
会
を
得
ら
れ
れ
ば
と
思
う
。

　
ち
ょ
っ
と
し
た
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
あ
っ
た
が
、
森
佳
正
さ
ん
に

見
送
ら
れ
八
戸
駅
へ
と
20
分
ほ
ど
最
後
の
バ
ス
移
動
。
は
や
ぶ
さ

18
号
で
最
後
の
研
修
地
、
仙
台
へ
向
か
う
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
東

北
最
大
の
都
市
で
あ
る
仙
台
市
の
人
口
は
1
0
8
万
人
。
車
中

訪
問
す
る
書
店
の
中
で
も
っ
と
も
少
な
い
な
が
ら
、
改
札
か
ら
す

ぐ
と
い
う
通
勤
・
通
学
の
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
か
ら
常
連
の
お
客
様

も
付
い
て
お
り
、
普
段
な
か
な
か
専
門
書
に
触
れ
る
機
会
が
な
い

読
者
へ
「
本
と
の
出
会
い
の
場
」
を
提
供
し
て
下
さ
っ
て
い
る
。

石
川
幸
店
長
は
公
休
と
の
こ
と
で
お
会
い
で
き
ず
。
３
店
と
も
事

前
の
ご
案
内
と
異
な
っ
た
訪
問
時
間
や
訪
問
形
態
に
も
か
か
わ
ら

ず
丁
寧
に
ご
対
応
い
た
だ
い
た
。

　
さ
き
ほ
ど
訪
問
し
た
三
省
堂
書
店
札
幌
店
の
藤
原
店
長
を
お

誘
い
し
、
昼
食
。
食
後
、
藤
原
店
長
と
お
別
れ
し
、
札
幌
駅
よ

り
エ
ア
ポ
ー
ト
快
速
1
3
6
号
で
新
千
歳
空
港
へ
。
全
日
空

1
9
0
0
便（
プ
ロ
ペ
ラ
機
）
で
青
森
空
港
へ
向
か
う
。
道
央
で
は

だ
い
ぶ
進
ん
で
い
た
紅
葉
だ
が
、
青
森
で
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
。

45
分
ほ
ど
の
空
の
旅
の
後
、
翌
日
の
八
戸
駅
ま
で
お
世
話
に
な
る

北
彩
観
光
バ
ス
に
乗
り
込
み
、
陸
奥
湾
に
面
し
た
浅
虫
温
泉
に
向

か
う
。
夜
は
同
行
い
た
だ
い
て
い
る
販
売
会
社
お
三
方
の
慰
労
会

を
行
う
。

10
月
20
日
（
金
）

　
研
修
旅
行
最
終
日
、
ど
ん
よ
り
と
し
た
曇
り
空
。
8
時
に
宿
を

出
発
し
バ
ス
で
2
時
間
ほ
ど
移
動
。
市
長
政
策
公
約
に
よ
り
推
進
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で
い
そ
ぎ
昼
食
を
取
り
、
1
時
間
10
分
ほ
ど
で
仙
台
駅
に
到
着
。

弱
い
雨
が
降
り
始
め
て
い
る
。
予
定
通
り
、
市
内
の
移
動
は
全
体

を
6
班
に
分
け
て
の
行
動
と
な
る
。
最
初
の
訪
問
先
、
丸
善
仙
台

ア
エ
ル
店（
5
6
0
坪
）
へ
徒
歩
数
分
の
移
動
。
現
在
、
営
業
を
続

け
な
が
ら
改
装
中
。
担
当
の
芦
萱
亮
さ
ん
、
平
間
明
理
さ
ん
に
ご

挨
拶
。
い
ま
ま
で
の
什
器
か
ら
、
背
が
高
く
ス
ト
ッ
ク
と
平
積
み

ス
ペ
ー
ス
の
な
い
ジ
ュ
ン
ク
棚
へ
模
様
替
え
。
比
較
的
若
い
男
女

が
人
文
書
の
顧
客
層
で
、
精
神
世
界
や
心
理
読
み
物
な
ど
が
好
調

と
の
こ
と
だ
が
、
ま
た
新
た
な
展
開
方
法
を
模
索
し
て
い
く
と
前

向
き
な
姿
勢
。
ア
エ
ル
ビ
ル
を
出
て
、
各
班
は
一
度
、
仙
台
駅
へ
。

　

2
0
1
5
年
12
月
に
開
通
し
た
仙
台
市
地
下
鉄
東
西
線
の
影

響
で
人
の
流
れ
に
変
化
が
あ
っ
た
の
か
、
さ
ほ
ど
体
感
で
き
ぬ

ま
ま
、
地
下
道
で
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
仙
台
T
R
店（
5
6
0
坪
）
を

目
指
す
。
駅
か
ら
雨
に
濡
れ
ず
に
移
動
で
き
る
の
は
便
利
な
が
ら
、

「
仙
台
に
住
ん
で
い
る
人
は
、
あ
ま
り
地
下
の
お
店
に
馴
染
み
が

な
い
」
と
の
声
も
あ
る
書
店
員
か
ら
伺
う
。
歩
く
こ
と
数
分
で
入

店
。
今
回
唯
一
の
地
下
に
あ
る
同
店
で
佐
藤
志
保
副
店
長
と
担
当

の
石
山
文
子
さ
ん
に
お
出
迎
え
い
た
だ
く
。
学
生
か
ら
中
高
年
男

性
が
人
文
書
の
購
入
層
と
の
こ
と
で
、
低
め
で
見
や
す
い
棚
と
手

入
れ
が
行
き
届
い
た
安
定
感
の
あ
る
品
揃
え
。
お
話
も
そ
こ
そ
こ

八戸ブックセンターの内観
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目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
な
か
な
か
訪
問

で
き
な
い
会
員
社
も
あ
る
中
で
、
3
エ
リ
ア
の
書
店
・
大
学
生
協

の
方
と
、
店
頭
で
棚
を
見
な
が
ら
直
接
お
話
が
で
き
る
貴
重
な

機
会
と
な
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
初
日
の
成
田
康
子
先
生
と
の
研

修
会
や
３
日
目
の
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
の
視
察
は
収
穫
で
あ
り
、

各
社
が
こ
れ
か
ら
営
業
活
動
を
続
け
て
い
く
上
で
大
き
な
糧
と
な

る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
３
日
間
、
お
世
話
に
な
っ
た
書
店
・
大
学
生
協
・
販
売
会

社
な
ど
訪
問
先
の
み
な
さ
ま
に
は
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
ご
同
行
い
た
だ
い
た
大
阪
屋
栗
田
の
坂
野
上
正
臣
さ
ん
、

ト
ー
ハ
ン
の
今
祐
介
さ
ん
、
日
販
の
浅
香
健
さ
ん
、
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

に
慌
た
だ
し
く
店
内
を
後
に
し
、
再
び
駅
前
へ
。
班
ご
と
に
タ
ク

シ
ー
へ
乗
車
し
西
進
。
東
北
大
学
生
協
文
系
書
籍
店（
3
0
0
坪
）

を
訪
問
。
担
当
の
木
村
真
実
さ
ん
、
植
竹
明
美
さ
ん
に
ご
挨
拶
。

人
文
書
は
経
験
で
売
り
上
げ
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
だ

が
、
お
二
方
と
も
担
当
に
な
っ
て
か
ら
日
が
浅
く
、
版
元
か
ら
の

積
極
的
な
提
案
が
必
要
に
感
じ
る
。
同
大
の
教
職
員
・
学
生
・
院

生
に
は
歴
史
書
・
哲
学
書
が
好
調
と
の
こ
と
。
台
風
の
影
響
か
雨

脚
が
少
し
強
ま
る
中
、
仙
台
駅
へ
戻
り
、
研
修
旅
行
の
全
行
程
が

終
了
。
解
散
式
を
行
い
、
や
ま
び
こ
1
5
0
号
で
帰
路
に
つ
く
。

　
訪
問
箇
所
は
例
年
よ
り
少
な
く
、
飛
行
機
・
新
幹
線
・
バ
ス
・

タ
ク
シ
ー
と
交
通
手
段
を
駆
使
し
、
札
幌
・
八
戸
・
仙
台
を
駆
け

足
で
ま
わ
っ
た
秋
季
研
修
旅
行
で
あ
っ
た
。
北
海
道
で
は
第
1
の

都
市
、
札
幌
以
外
の
厳
し
い
経
済
状
況
を
耳
に
し
た
が
、
実
際
に
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帖

　新
書
館

図
解
・
標
準
哲
学
史

　白
水
社

年
表
で
読
む
哲
学
・
思
想
小
事
典

　弘
文
堂

フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
事
典

　新
書
館

哲
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典

　講
談
社

事
典
哲
学
の
木

　岩
波
書
店

岩
波
哲
学
・
思
想
事
典

中
公
新
書

日
本
哲
学
小
史

講
談
社

再
発
見
日
本
の
哲
学

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

シ
リ
ー
ズ
・
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス

中
公
新
書

物
語
　
哲
学
の
歴
史

中
公
新
書

現
代
哲
学
の
名
著

青
土
社

現
代
思
想
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

岩
波
新
書

西
洋
哲
学
史
　
近
代
か
ら
現
代
へ

西
洋
哲
学
史
　
古
代
か
ら
中
世
へ

西
洋
哲
学
史
　
全
４
巻

中
央
公
論
新
社

哲
学
の
歴
史
　
全
12
巻
別
巻
１

カ
ル
ナ
ッ
プ

ゲ
ー
デ
ル

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

ラ
ッ
セ
ル

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

フ
レ
ー
ゲ

現
象
学

リ
ク
ー
ル

レ
ヴ
ィ
ナ
ス

ハ
イ
デ
ガ
ー

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

フ
ッ
サ
ー
ル

叢
書

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

ブ
ッ
ク
ス

新
書

文
庫

サ
ル
ト
ル

オ
ル
テ
ガ

ヤ
ス
パ
ー
ス

ヴ
ェ
イ
ユ

ア
ラ
ン

ベ
ル
ク
ソ
ン

ニ
ー
チ
ェ

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

実
存
主
義
・
生
の
哲
学

「
ニ
ュ
ク
ス
」

「
表
象
」

「
別
冊
水
声
通
信
」

「
ａ
ｔ
プ
ラ
ス
」

「
談
」

「
現
代
思
想
」

「
思
想
」

解
釈
学

デ
ィ
ル
タ
イ

ガ
ダ
マ
ー

構
造
主
義

フ
ー
コ
ー
（
認
識
論
）

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（
文
化
人
類
学
）

ラ
カ
ン
（
精
神
分
析
）

バ
ル
ト
（
記
号
学
）

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
（
哲
学
）

ソ
シ
ュ
ー
ル
（
言
語
学
）

古
代
哲
学

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

キ
ケ
ロ

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

プ
ラ
ト
ン

ソ
ク
ラ
テ
ス

ピ
タ
ゴ
ラ
ス

タ
レ
ス

中
世
哲
学

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

ル
タ
ー

オ
ッ
カ
ム

ア
ク
ィ
ナ
ス

ポ
ス
ト
構
造
主
義

バ
リ
バ
ー
ル

バ
デ
ィ
ウ

ラ
ン
シ
エ
ー
ル

ル
ジ
ャ
ン
ド
ル

デ
リ
ダ

ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト

ナ
ン
シ
ー

ガ
タ
リ

ド
ゥ
ル
ー
ズ

リ
オ
タ
ー
ル

近
代
哲
学

ヘ
ー
ゲ
ル

シ
ェ
リ
ン
グ

フ
ィ
ヒ
テ

カ
ン
ト

ル
ソ
ー

ヒ
ュ
ー
ム

ミ
ル

ロ
ッ
ク

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ

ホ
ッ
ブ
ス

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

ス
ピ
ノ
ザ

パ
ス
カ
ル

デ
カ
ル
ト

ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル

ド
ブ
レ

マ
ラ
ブ
ー

ジ
ジ
ェ
ク

ソ
ン
タ
グ

文
芸
批
評

バ
フ
チ
ン

イ
ー
グ
ル
ト
ン

サ
イ
ー
ド

ブ
ラ
ン
シ
ョ

ジ
ュ
ネ

バ
タ
イ
ユ

オ
ー
エ
ン

サ
ン
＝
シ
モ
ン

フ
ー
リ
エ

ブ
ロ
ッ
ホ

ル
カ
ー
チ

エ
ン
ゲ
ル
ス

マ
ル
ク
ス

ネ
オ
ア
ナ
キ
ズ
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ク
ロ
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ニ
ン

プ
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イ
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思
想

ヴ
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ス
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ア
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コ
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哲
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日
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史
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朱
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イ
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ー
ル

パ
ト
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ダ
メ
ッ
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デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
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ワ
イ
ン

オ
ー
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テ
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ラ
イ
ル

日
本
近
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近
代

近
代
の
超
克

三
木
清

高
山
岩
男

田
辺
元

西
田
幾
多
郎

京
都
学
派

北
一
輝

大
杉
栄

福
沢
諭
吉

東
京
大
学
出
版
会

近
代
日
本
の
思
想
家

本
居
宣
長

吉
田
松
陰

伊
藤
仁
斎

荻
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徂
徠

科
学
哲
学

オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

生
物
学
の
哲
学

三
中
信
宏

伊
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哲
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戸
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哲
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デ
ネ
ッ
ト

ク
ー
ン

ポ
パ
ー

Ｍ
・
ポ
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想
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45
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80
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学

森
岡
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環
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学
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児
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史

倫
理
学
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般
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柄
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今
村
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司
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谷
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廣
松
渉

小
田
実

江
藤
淳

山
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男

木
田
元

中
村
雄
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郎

吉
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明

現
代
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思
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ロ
ー
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ド
ゥ
オ
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ル
ズ
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哲
学

バ
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シ
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ト
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レ
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ト
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シ
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岡
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樹
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義
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哲
哉
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哲
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沢
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日
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思
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80
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シ
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憲
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熊
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岩
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也

宮
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司
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澤
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幸
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野
千
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子
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田
宗
介
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葉
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也
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浦
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輝
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林
康
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蓮
實
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ォ
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ラ
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セ
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Ｍ
・
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リ
ー
ド
マ
ン

ハ
イ
エ
ク

Ｋ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー

大
澤
聡

宇
野
常
寛

松
本
卓
也

國
分
功
一
郎

広
瀬
純

苅
部
直

萱
野
稔
人

佐
々
木
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東
浩
紀

山
形
浩
生

仲
正
昌
樹

小
泉
義
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檜
垣
立
哉

熊
野
純
彦

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派

ホ
ネ
ッ
ト

ハ
ー
バ
ー
マ
ス

ベ
ン
ヤ
ミ
ン

マ
ル
ク
ー
ゼ

フ
ロ
ム

ア
ド
ル
ノ

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー

初
期
社
会
主
義

表
象
文
化
論

社
会
学

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

デ
ュ
ー
イ

ジ
ェ
イ
ム
ズ

パ
ー
ス
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◎「
慰
安
婦
」写
真
展
中
止
事
件
か
ら
五
年
、自
粛
社
会
を
乗
り
越
え
る
た
め
に

安
世
鴻・李
春
熙・岡
本
有
佳
編

　
　
　
Ａ
５
判・二
九
四
頁・本
体
二
四
〇
〇
円 

誰
が〈
表
現
の
自
由
〉を
殺
す
の
か

│
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン「
慰
安
婦
」写
真
展
中
止
事
件
裁
判
の
記
録

ニ
コ
ン
が
抗
議
を
恐
れ
て
中
止
決
定
に
至
っ
た
経
過
や
、ネ
ッ
ト
上
の
抗
議
行

動
が〈
表
現
の
自
由
〉与
え
た
影
響
な
ど
、日
本
社
会
が
直
面
す
る
課
題
に
教

訓
を
示
す
。板
垣
竜
太
、小
倉
利
丸
、金
富
子
、李
史
織
ほ
か
執
筆
。詳
細
な

裁
判
資
料
を
付
す
。

◎「
性
」の
尊
厳
を
踏
み
に
じ
る
軍
事
化
と
排
他
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
抗
し
て

宮
城
晴
美・高
里
鈴
代・安
次
嶺
美
代
子・山
城
紀
子・川
田
文
子・秋
林
こ
ず
え・

鄭
暎
惠・大
嶋
果
織・山
下
明
子
著

　
　

 

Ａ
５
判・二
二
〇
頁・本
体
二
二
〇
〇
円 

沖
縄
に
み
る
性
暴
力
と
軍
事
主
義

戦
争
責
任
と
戦
後
責
任
を
問
い
直
す
趣
旨
で
、近
代
日
本
か
ら
現
代
に
続
く

性
暴
力
の
現
実
に
つい
て
、沖
縄
と
軍
事
支
配
に
焦
点
を
当
て
て
検
証
す
る
。
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