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こ
の十
数年
の、
あ
ま
り

に
も
急

激
な
社
会的
地
殻
変動
は

、
そ
れ
ま

で
の社
会
に
あっ
て
実
体的

な意味

を
もっ
て
い
た
言
葉
を

、
死語
に
ち

か
い
位
置
に
お
い
やっ
た
。

た
と
え

ば
、

「

型苫
「
農村」
「

陣内俗」

「
大
地」
な
ど
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、

こ
れ
ら
の実
体的
な
言

葉
のう
え
に
成
り
立っ
て
い
た
関
係

概
念
や

思想史
的
な
概
念
、

つ
ま
り

「
共
同
体」
と
か
「
帰
郷」
と
か
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「
転
向」
と
いっ
た
言
葉
も
意味を

失
い
は
じ
め
た
。

そ
の結
果
「
平

和」
と
か

「革命」
と
か
「
理
想」

と
いっ
た
抽
象的
な
言
葉
が

、
わ
た

し
た
ち
の心
のな
か
に
激
し
い
衝
迫

力
を
生
み
だ
さ
な
く
なっ
て
き
た
。

そ
れ
ら
を
口
に
す
る
こ
と
が
白
々
し

く
感レ
ら
れ
て
き
た
ので
あ
る
。

厚覇

状況に
流される・・・

代
わ
っ

て
登
場
し
は
じ
め
た
の

が
、

た
と
え
ば
現
実
主
義
、

リ
ア
リ

ス
ト

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

激
し
い
世
紀
ほ
ど
ま
え
十
五

年戦争
が
は
じ
法
論
に
傾
い
て
い
る
のに
対
し
て

、

地

殻変動
を
起
こ
し
て
い
る
社
会
の
まっ
た
こ
ろ

、
現
実
主
義
と
か
現
実
吉
本
隆
明
のそ
れ
は

、

江藤淳
と
い

現
実
を
直
視
せ
よ
、

変
容
す
る
現
実
尊
重
と
い
う
こ
と
が
た
び
た
び
強調
う
オ
ピニ
オ
ン・
リ
ー
ダ
ー

を
相
手

を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い

、
そ
う
い
さ
れ
た
が

、
そ
れ
ら
は
究
極
に
お
い
に
し
て
い
る
ぶ
ん
だ
け
、

よ
り

今
回

っ
た
か
た
ち
で
の
言論
が

、
い
ま
流
て
「
戦
争
は
も
う
好
む
と
好
ま
ざ
る
的
状
況
に
即
し
て
い
る
。

戦後
の日

行
し
て
い
る
。

雑誌
ジ
ャ
l
ナ
リ
ズ
と
に
か
か
わ
ら
ず起
こ
ら
ざ
る
手得

本人
は

占領憲法
の拘
束
を
う
け
て

ム
が
こ
の現
実
主
義
路
線
を
と
る
の
な
かっ
た
のだ
か
ら

、
こ
れ
に
単
に
き
た
と
主
張
す
る
江
藤
に
対
し
て

、

は
、

当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
反
対
し
たっ
て
仕
方
が
な
い
じゃ
な
吉
本
は「
現代
文
学
の倫
理」（「
海」
）

、
と
い
う
対
談
で

、
こ
う
語
っ

て
い

る
。

「
ぼ
く

は
、

戦後
の統
治
形
態

論
と
か

、
政
治

形襲耐
と
か

、
そ
う

い
う
も
のと
し
て
は
江
藤
さ
ん
の業

松本

が
、

そ
れ
は
下
手
を
す
る
と

、
卑
俗

に
な
る
。状

況
に
つ
き
す
ぎ
て

、
そ

れ
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
も

つ
か
ら
だ
。

「
自
民
党
は
ど
こへ
守＼
か」
と

い
う
特集
を
組
ん
で
い
る
「
世
界」

ゃ
、

「
時
代
の先
端

支す＼
発想
の

秘
訣
（
ひ
け
つ〕
」
と
い
う
特集
を

組
ん
で
い
る
「
潮」
に

、
そ
の現
実

主
義
の弊
害
は
強
く

あ
ら
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
れ
な
ら

、

状
況
の奇
怪
さ
、

風
俗
の新し
さ
を

函
白
がっ
て
フ
ォ円ー

す
る
週
刊
誌

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
のほ
う
が

、
自
身

が面
白
がっ
て
い
る
こ
と
を
知っ
て

い
る
ぶ
ん
だ
け
抑
制
が
き
い
て
い

る
。と

こ
ろ
で

、
古
在
由
重
は
「
現
実

主
義
と
は
何
か」（
「
文
化
霊嗣」
）

で
「
信
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
理
想
で
は
な
く

て
、

自
の前
に
あ

る
生
ぎ
た
現
実
だ」
と
い
う
のは
い

か
に
も

説得的
な
論
理
だ
が

、
そ
の

「
生
き

？よ境警
の「
内
容」
こ
そ

が
問
題
な
ん
だ
、

と
いっ
て
い
る
。

なぜ
か
古
在
の経
験
に
よ
れ
ば
、

半

喪
失
す
る
も
のだ

。つ
ま
り

甲語家
ん
に
なっ
て」
い
る
。

か
れ
ら
は
建

と
し
て
は
非

本一質的
な
「二
番手」

前
と
し
て
は
「
人
間」
だ
が

、
実際

の仕
事
な
ん
じゃ
な
い
か

、
と
い
う
に
は
「
ス
ラ
プ
人
と
か
あ
る
い
はユ

ので
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て

、
江
藤
ダ
ヤ
人
と
い
う
人
種」
だ
。

そ
う
い

は
「
本
質的」
な
こ
と
を
い
う
た
め
っ

た
罰識
を
欠
く

と
「
そ
の
思想
は

に
は

、
何
が
「
本
質的」
か

、
と
い
奇
麗ご
と」
に
な
る

、
と
江
藤
は
い

う
「
論証
の手
続
き
が
必
雪
宍

う
ので
あ
る
。

と
反論
す
る
。

こ
の江
藤
の発
言
は

、
現
実
主
義

そ
し
て
そ
の論
証
の一
つ
と
し

のひ
とつ
の典
型
を
示
し
て
い
て

、

て
、

江
藤
は
吉
本
の「
理
想
主
義」

こ
ん
に
ち
なぜ
現
実
主
義
が
流
行
す

は
「
楽
観的
に
過
ぎ
る」
と
いっ
て
る
のか
の秘
密
を
明
か
し
て
も
い

具
体
例
を
あ
げ
て
い
る
。

た
と
え
る
。

吉
本
が
こ
れ
に
対
し
て
有効
な

、圃圃畠

、回圃圃．

ヒ

リ

ズ

ム

の

醸

成

に

い
か

、
戦
争
が
い
ま
起
こっ
て
い
る

と
い
う
現
実
を
は
っ
き
り
つ
か
ん

で
、

そ
のな
か
で日
本
の戦
争
のあ

り
方
を
も－つ
少
し
良
く

す
る
と
か

、

方
向
を
も
う
少
し
良
く

す
る
と
か
す

る
以
外
に
な
い
じゃ
な
い
か」
と
い

う
議
論
だ
っ

た
、

と
い
う
ので
あ

る
。

こ
れ
は

、
こ
ん
に
ち
流
行
の気

味
を
み
せ
る
現
実
主
義
に
対
す
る
歴

史
か
ら
の
教訓
と
いっ
て
よ
い
だ
ろ

－っ
。より今目的な批判

こ
う
いっ
た
現
実

主義批
判
が

、

台
在
のば
あ
い

、
あ
ま
り

に
も
歴
史

か
ら
の
教訓
と
いっ
た
原
則的
な
方

「
変
わ

り
う
る」
の

視
点

欠
く

績
と
し
て

、
何
か
先入
見
な
し
に
そ

れ
を
大
き
久

評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
し

、
受
け
入
れ
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

し
か
し

、
こ
れ
が
基
本

的
に
意

味
が
あ
る
こ
と
な
のか
と
い
う
と

、

い
つ
で
も
二
番
手
じゃ
な
い
か

。つ

ま
り
、

政
治担
当
者
に
比べ
て
二
番

手
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す」

と
。吉

本
の
丞言
に
よ
れ
ば
、

江
藤
の

占

領憲法
の研
究
と
か

、
そ
のも
と

で
の
検聞
が日
本
人
の

音識を
拘
束

し
て
き
た
こ
と
につ
い
て
の実
証
な

ど
は

、
た
し
か
に
ア
ク
チュ
ア
ル
な

仕
事
と
は
お
も
う
が

、
政
治
そ
れ
じ

た
い
が
変
わっ
て
し
ま
え
ば
意味を

ば
、

吉
本
は
「日
本
国
が
な
く
なっ

た
と
き
、

直
ち
に
e

入
間e
と
い
う

璽広
が
残
る」
と
い
う
ふ
う
に
考
え

る
だ
ろ
う
が

、
江
藤
に
よ
れ
ば
、

そ

う
で
は
な
く

て
「
次
に
出
て
く

る
の

は
必
ず
e

人
種
e」
で
あ
る
。

す
な

わ
ち
、

ア
メ
リ
カ
に
は

、
ポ
ー
ラ
ン

ド
の難
民
、

チェ
コ
の難
民
な
ど
数

多
く
「
かつ
て
高
校
の先
生
だっ
た

人
が
ア
メ
リ
カ
の大
学
の小
使
い
さ

あ
と
で

、
ど
のよ
う
な
理
想
を

、
つ
よっ
て
現
実
の
室
長
仏
や
す
い

ま
り

江藤淳
の思
想

を展開
し
よ
う
点
で
あ
ろ
う

。
い
ま
目

の
更
に
あ

と
し
て
い
る
のか

、
そ
れ
が
必
ず
し
る
事
態
を

・
絶対的
な一
実e
と
み

も
震
で
は
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う

。
な
す
こ
と
に
よっ
て

、
そ
宕
と
で

1111』

・

のニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
醸成
し

、－
生
き
か

中国評価、
浮上せず

z

た
の世
界
を
せ
ば
め
て
し
きつ
こ
と

こ
う
い
っ

た
現
実住
臨
め
性
拘ー
で
あ
る
。

は
、

咽
欄
調
醐
の「日
本
の知
識
人

こ
れ
を
政
治
に
即
し
て
い
う
と

、

UU
叶
可
」
剖朝刊剤叶
吋
イ
現
在
を
「
金
権
体
望
あ
る
い
は

（
「
正
論」
）
と
い
う
す
ぐ

れ
て
実

「角栄
現
象」
と
み
な
し
て

、
事
態

証的
な
研
究
につ
い
て

も棒レ
る
不
を
放任
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
、

満
で
あ
る
。

た
し
か
に

、
こ
の論
文
古
井
喜
実
は
「ロ
ッ
キ
ー
ド
裁判
に

主玩
ん
で
い
う
と

、日
本
の代
表的

思つ」
（

「中央
公
曹
）
で

、
憤

な
知
識
人
た
ち
が

、
かつ
て
い
か
に
慨
し
て
い
る
。

古
井
の「
経
済
の手

「
熱
狂的」
に
毛
沢
東

を賛美
し

、
段
に
なり
下
がっ
た
政
治
拡

、
目
を

い
ま
い
か
に
口
を
ぬ
ぐっ
て
い
る
か
覚
ま
すべ
く
、

覚
ま
さ
すべ
き
時
で

が
、一

回
りょ

う
然
と
な
る
。

し
か
は
な
い
か」
と
い
う
結
論
は

、
ご
く

し
、

そ
れ
ら
の毛
沢
東
賛
美
、

あ
る
真ツ
当
な
も
ので
あ
る
が

、－
そ
れ
ゆ

い
は
毛
沢
東
主
義
が日
本
の知
識人
え
に
真ツ
当
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

た
ち
の「
理
想」
の投
影
だっ
た
こ
な
い日
本
の政
治
の現
実
を
逆証
し

と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
し
て
も

、
そ
て
い
る
。

こ
の文
章
は

、
現
実
は
変

れ
を
実証的
に
説
き
明
か
す
だ
け
で
わ
り

う
る
も
のだ

、
と
い
う
視
点
を

欠
い
た
今日
の現
実
主
義
は
容
易
に

氏
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
横
すべ
り

す
る
こ
と

誤
へ
の批
判
と
も
なっ
て
い
る
。

井古

古在由重氏

反
論
を
な
し
え
て
い
な
い
こ
と
も

、

現
実
主
義
の

有効性
を
逆
証
し
て
い

る
か
のよ
う
だ
。

た
だ
、

こ
こ
で
の

江
藤
の塗盲
は

、
わ
れ
わ
れ
は
「
人

間」
と
い
う
抽
象的
な
存
在
で
あ
る

ま
え
に
「日
本
ろ
と
い
う
具
体的

な
存
在
で
あ
る

、
と
いっ
た
大
川
周

明
のかつ
て
の発
想
を
思
わ
せ
る
は

ず
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

問題
は

、

江
藤
が
「
議祉
の手
続
き」
を
し
た
現も い毛なすそいは
実おとて沢いるうて主 ちこも東 しは富

いろらと 」 話 てそ嶋
りでいは嶋 が 捨う嶺せや 、たe 自必てい雄
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論壇時評-ニヒリズムの醸成に　「変わりうる」の視点欠
く


