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解
体
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
い
ま
の
価
値
観
を
疑
わ
な
き
ゃ
い

け
な
い
と
い
う
考
え
方
が
強
ま
っ
て
き
た
。

そ
ん
な
と
き
に
、
ア
ジ
ア
の
ほ
う
に
は
、
い
ま
の
価
値
観
に

代
わ
り
得
る
何
か
有
用
な
思
想
が
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に

気
づ
い
て
い
る
人
が
何
人
か
い
て
、
彼
ら
の
言
説
に
よ
っ
て
儒

教
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
ま
た
増
幅
さ
れ
て
支
那
の

知
識
人
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
勢
い
づ
け
る
。
こ
う
し
た
動
き

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

│
│
し
か
し
、
西
欧
的
な
価
値
観
の
行
き
詰
ま
り
か
ら
東
洋
思

想
や
東
洋
文
化
が
見
直
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
い
ま
に
始
ま
っ

た
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
た
と
え
ば
後
藤
末
雄
と
い
う
人
の
『
中
国
思

想
の
フ
ラ
ン
ス
西
漸
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
）
は
戦
前
に
書
か
れ

た
本
な
ん
で
す
が
、
こ
の
本
な
ん
か
読
む
と
、
歴
史
を
通
じ
て

西
洋
人
が
東
洋
の
文
明
や
思
想
を
ど
う
発
見
し
て
き
た
か
と
い

う
こ
と
が
、
ず
い
ぶ
ん
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
代
に
限
っ
て
み
て
も
、
と
く
に
戦
後
の
場
合
は
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
教
授
の
杜と

維い

明め
い
と
い
う
人
を
は
じ
め
と
す
る
在
米
支
那

人
の
新
儒
家
の
動
き
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
は
、
た
と
え

ば
近
代
化
し
た
社
会
で
は
そ
の
社
会
を
機
能
さ
せ
る
に
は
法
律

を
も
っ
と
整
備
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
も
人

心
を
涵
養
す
る
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
が
う
ま
く
い
く
ん

そ
れ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
二
十
世
紀
が
終
わ
り
、
二
十
一
世

紀
が
始
ま
っ
て
、
世
界
的
に
旧
来
の
思
考
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
枠
組

み
）
が
無
効
に
な
り
か
け
て
い
る
。
西
洋
人
の
ほ
う
か
ら
も

「
脱
構
築
」
な
ん
て
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
て
、
旧
来
の
価
値
観

を
い
っ
た
ん
解
体
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
声
が
上
が
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
解
体
し
て
次
に
何
が
出
て
く
る
か
と
い
う
こ

と
は
、
明
確
に
言
え
る
人
が
い
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
と
も
か
く

ど
は
、
現
代
中
国
の
パ
ワ
ー
に
儒
教
思
想
を
結
び
つ
け
、「
ア

ジ
ア
的
社
会
思
想
」
で
西
欧
社
会
に
対
抗
し
よ
う
と
模
索
し
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
を
ど
う
見
て
い
ま
す
か
？

そ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
は
ね
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る

ん
で
す
よ
。
こ
の
閻
学
通
さ
ん
な
ん
か
も
そ
う
で
す
が
、
現
在

の
支
那
の
場
合
は
と
く
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
の
一
環

と
し
て
儒
教
な
ど
の
古
代
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
が
あ

る
。
要
は
、
思
想
で
も
制
度
で
も
何
で
も
、
重
要
な
も
の
は
み

ん
な
自
分
た
ち
の
と
こ
ろ
に
も
と
も
と
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
な

に
も
西
洋
か
ら
輸
入
す
る
必
要
は
な
い
、
わ
れ
わ
れ
は
も
と
も

と
大
文
明
国
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
ま
の
世
界
に
も
通
用
す
る
ん

だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
す
ね
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
儒
教
思
想

│
│
呉
さ
ん
は
論
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
の
『
封
建
主
義
者
か
く
語
り

き
』（
双
葉
文
庫
）
で
、
無
前
提
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
民
主
主
義

や
人
権
思
想
へ
の
根
源
的
批
判
を
展
開
し
、
そ
の
矛
盾
を
解
決

す
る
道
と
し
て
「
封
建
主
義
」
の
復
権
を
唱
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
三
十
年
ほ
ど
が
経
っ
て
、
世
界
も
日
本
も
様
変
わ
り

し
、
い
ま
は
大
国
と
な
っ
た
中
国
で
、
呉
さ
ん
が
唱
え
続
け
た

の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た

と
え
ば
昨
年
末
の
朝
日
新
聞
（
十
二
月
十
二
日
付
）
で
も
大
き
く

取
り
上
げ
ら
れ
た
対
外
強
硬
派
の
代
表
的
論
客
、
閻え
ん

学が
く

通つ
う

氏
な

急
速
な
経
済
発
展
と
と
も
に
「
大
国
」
と
し
て
の
影
響
力
を
強
め
て
き
た
中
国
。
そ
の
中
国
で
は
い
ま
、

欧
米
流
の
民
主
主
義
に
対
抗
し
て
、
儒
教
な
ど
を
基
礎
に
置
く
「
ア
ジ
ア
的
価
値
観
」
の
普
遍
化
が
模

索
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
儒
教
文
化
に
詳
し
い
呉
智
英
さ
ん
に
、
そ
の
背
景
な
ど
を
聞
い
て
み
た
。

中
国
の「
思
想
的
台
頭
」を
ど
う
見
る
か
？

呉 

智
英
さ
ん
（
評
論
家
）

■呉智英氏が中国を「支那」と呼ぶ論理的根拠については、著書『ホントの
話』（小学館文庫）所収の論文「支那を『支那』と呼んで何が差別なのか」や
趙宏偉・法大助教授との対談「『支那』か『中国』か」などをご参照ください。

●
く
れ
・
と
も
ふ
さ
（「
ご
・
ち
え
い
」
も
可
）　
一
九
四
六
年
愛
知
県
生
ま
れ
。
早
稲
田

大
学
法
学
部
卒
業
。
八
一
年
の
論
壇
登
場
以
来
、
民
主
主
義
や
人
権
思
想
へ
の
根
源
的
批

判
を
展
開
し
、
言
論
界
の
後
続
世
代
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
評
論
活
動
の
傍
ら
各
大

学
で
講
師
を
務
め
、
論
語
講
義
の
私
塾
を
開
き
、
日
本
マ
ン
ガ
学
会
会
長
な
ど
も
歴
任
。

著
書
に
『
現
代
人
の
論
語
』『
知
の
収
穫
』『
バ
カ
に
つ
け
る
薬
』『
賢
者
の
誘
惑
』『
危
険

な
思
想
家
』『
つ
ぎ
は
ぎ
仏
教
入
門
』『
吉
本
隆
明
と
い
う
「
共
同
幻
想
」』
な
ど
が
あ
る
。


