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一
九
七
六
年
の
フ
ォ
ー
ド
政
権
下
で
、
連
邦
政
府
は
科
学
裁
判
所
（
、
Ｑ
の
。
８
８
口
瓜
）
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
の
制

度
の
主
唱
者
は
ア
ー
サ
ー
・
力
ソ
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ッ
（
し
耳
目
Ｒ
尻
目
§
且
日
）
で
あ
っ
た
。
ア
ブ
コ
・
イ
ヴ
ェ
レ
ッ
ト
研
究
所
（
し
ぐ
８

国
『
の
§
〔
”
の
印
の
胃
９
Ｆ
ｇ
・
日
８
ｑ
）
の
所
長
で
あ
る
彼
は
、
商
務
省
や
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
諮
問
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ

た
。
そ
し
て
彼
を
委
員
長
と
す
る
大
統
領
直
属
の
特
別
委
員
会
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
力
ソ
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ッ
は
こ
の
制
度
を
提
案
す

科
学
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
が
市
民
の
生
活
や
環
境
に
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
が
こ
れ

ら
に
対
す
る
国
家
政
策
が
も
っ
と
強
力
で
あ
る
よ
う
に
要
望
し
て
い
る
。
市
民
た
ち
は
自
分
た
ち
の
生
活
の
安
全
を
政
府
や
代
表
者

た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
、
確
保
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
主
張
し
、
一
方
で
は
、
科
学
者
や
技
術
者
た
ち
は
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
な

研
究
の
追
求
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ
に
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
反
論
す
る
。

近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
遺
伝
子
組
み
換
え
、
原
子
力
、
化
学
兵
器
な
ど
の
重
大
な
争
点
を
め
ぐ
っ
て
市
民
、
科
学
者
、
技
術
者
、

企
業
、
研
究
機
関
、
行
政
組
織
を
巻
き
こ
ん
だ
論
争
が
各
地
で
生
じ
、
そ
う
し
た
中
か
ら
科
学
技
術
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
接
点
を
求

め
る
制
度
的
な
試
み
が
中
央
・
地
方
の
両
レ
ベ
ル
で
始
ま
っ
て
い
る
・

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
イ
ン
．
ハ
ク
ト
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
摸
索
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
理
そ
の
も
の
に
数
々
の
問

題
を
投
げ
か
け
る
。
以
下
、
そ
の
試
み
の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。

二
科
学
論
争
を
調
停
す
る
制
度
的
な
試
案

１
科
学
裁
判
所
の
提
案

、
は
じ
め
に

Ｉ
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。ｒ・．咄■叩・・■乱■■．．兜・叩凹
１
・
・
・

ろ
報
告
書
を
作
成
し
て
発
表
し
、
論
議
の
口
火
を
切
っ
た
。

実
は
そ
の
十
年
前
に
も
彼
は
こ
の
件
に
つ
い
て
提
議
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
時
は
あ
く
び
と
無
関
心
の
中
で
ま
と
も

に
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
・
だ
が
、
一
九
七
○
年
代
半
ば
、
遺
伝
子
組
み
換
え
研
究
の
急
速
な
進
展
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
国
民
の
間

で
不
安
が
広
ま
っ
た
こ
と
、
原
子
力
の
発
展
に
対
し
て
そ
の
安
全
性
に
疑
問
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
の
科
学
技
術
政
策
の
あ
り

方
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）

こ
う
し
た
状
況
下
で
発
表
さ
れ
た
提
案
の
核
心
部
分
は
、
主
要
な
科
学
技
術
問
題
の
論
議
が
当
事
者
主
義
の
訴
訟
手
続
き
の
下
で
、

科
学
裁
判
官
た
ち
の
前
で
徹
底
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
訴
訟
手
続
き
の
目
的
は
、
争
点
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
両

者
の
相
違
点
を
論
議
の
中
で
で
き
る
だ
け
明
確
に
し
て
い
き
、
誇
張
さ
れ
た
部
分
を
削
ぎ
落
と
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

最
終
的
結
果
は
、
こ
の
種
の
複
雑
な
議
論
に
通
常
の
判
事
よ
り
も
理
解
能
力
の
優
れ
た
科
学
裁
判
官
た
ち
が
、
そ
の
科
学
的
証
明
の

意
義
に
つ
い
て
彼
ら
の
見
解
を
述
べ
た
報
告
醤
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
見
解
は
科
学
的
問
題
に
つ
い

て
の
み
対
処
し
、
価
値
観
に
左
右
さ
れ
が
ち
な
公
共
政
策
の
提
一
一
一
口
な
ど
は
行
な
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）

こ
の
科
学
裁
判
所
の
提
案
を
め
ぐ
っ
て
、
一
九
七
六
年
九
月
一
一
○
日
、
一
一
一
日
の
二
日
に
わ
た
っ
て
討
論
集
会
が
開
催
さ
れ
た
。

科
学
者
、
技
術
者
、
医
師
、
法
律
家
、
企
業
・
大
学
・
政
府
側
の
専
門
家
た
ち
の
約
一
一
五
○
名
が
参
集
し
た
。
支
持
、
反
対
の
一
一
つ

の
グ
ル
ー
プ
間
の
討
論
形
式
で
進
行
し
た
が
、
結
果
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ー
ド
（
冨
日
、
口
吊
計
冨
の
己
）
を
は
じ
め
と
す
る
反
対

論
が
圧
倒
的
な
勢
い
の
ま
ま
で
終
了
し
た
。

そ
こ
に
は
、
「
既
存
の
科
学
諮
問
機
構
が
科
学
の
堕
落
と
決
定
作
成
過
程
の
堕
落
を
内
包
し
て
い
る
」
と
ミ
ー
ド
が
批
判
し
た
よ

う
に
、
政
府
と
科
学
技
術
の
関
係
へ
の
不
信
感
が
影
を
落
と
し
て
い
た
。
討
論
で
は
、
科
学
裁
判
所
が
諮
問
委
員
会
や
連
邦
議
会
公

聴
会
な
ど
の
既
存
の
組
織
よ
り
も
上
位
な
の
か
ど
う
か
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
し
、
多
く
の
発
言
者
が
既
存
の
組
織
の
欠
陥
を
指
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また科学政策の是非を評価する際に、事実は価値から切り離されなければならないという設立理念の仮定にも
大きな疑問が生じた。例えば、ある原子力発電所の認可にあたって近隣住民たちの態度や価値判断は考慮されな
い
の
か
、
事
故
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
調
査
毎
に
デ
ー
タ
が
異
な
る
が
、
ど
の
事
実
や
デ
ー
タ
に
基
づ
く
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て

く
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
果
た
し
て
本
当
に
公
平
な
裁
判
官
を
見
い
出
し
得
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
出
た
。 （
４
）

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
科
学
裁
判
所
が
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
す
で
に
一
般
的
な
論
議
と
な
っ
て
い
る
争
点
だ
け
で
あ
っ

て、これから一般市民の注意を喚起しなければならない将来的な争点や、彼らにはまだ知られていない既存の問

立場によって様々な意見が出された。例えば、食品添加物の安全性をめぐって争っている消費者団体と生産者
団
体
の
代
表
者
た
ち
は
両
者
が
共
に
、
科
学
裁
判
所
が
自
分
た
ち
の
正
当
性
を
証
明
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
支
持
し
た
。
ま

た科学裁判所の主唱者たちは、この裁判所の評決は、政策決定者たちが科学的誼弁のスクリーンを使って自分た
ち
の
政
治
的
動
機
の
隠
ぺ
い
工
作
を
行
な
う
こ
と
を
防
止
で
き
る
と
主
張
し
た
。

数多くの反対意見の中で最も強かったのは、科学裁判所の評決が権威主義的なものになりはしないかという懸
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
土
台
と
な
る
公
け
の
討
議
を
封
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い

う
見
方
で
あ
っ
た
。

摘
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
欠
陥
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
立
場
に
よ
っ
て
見
方
が
様
々
で
あ
っ
た
。

ま
た
会
議
の
冒
頭
で
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ッ
は
、
「
科
学
裁
判
所
が
必
要
な
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
が
世
界
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
リ
ー

ダーシップを喪失する危険があるからである」と述べたが、この言葉は、科学裁判所そのものがテクノロジー椎
（
３
）

進グループによってアンチ・一プクノロジー・グループの運動を撃退するために利用されるのではないかという危
倶
を
生
じ
る
結
果
と
な
っ
た
。

Ｉ
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題
は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
原
子
力
の
発
展
に
つ
い
て
は
は
る
か
以
前
の
時
点
で
少
数
の
科
学
者
が
懸
念
や

関
心
を
表
明
し
て
い
た
が
、
議
会
や
企
業
の
圧
力
で
発
言
を
封
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
異
議
を
唱
え
る
制
度
的
な
保
障
は
存
在
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
る
対
策
を
科
学
裁
判
所
構
想
は
ほ
と
ん
ど
講
じ
て
い
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
連
邦
裁
判
所
は
こ
の
構
想
に
強
い
関
心
を
示
し
、
最
高
裁
長
官
ワ
レ
ソ
・
バ
ー
ガ
ー
（
言
日
【
の
ロ
ロ
日
ｍ
の
【
）
は
、
こ

の
実
現
可
能
性
を
検
討
す
る
た
め
に
特
別
小
委
員
会
を
設
置
し
た
。
科
学
裁
判
所
が
司
法
手
続
き
の
有
用
な
補
助
機
構
と
な
る
可
能

性
を
認
め
た
た
め
と
、
何
は
と
も
あ
れ
、
”
裁
判
所
〃
と
な
ろ
う
と
す
る
制
度
を
監
視
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
ど
の
組
織
が
主
体
と
な
っ
て
こ
の
構
想
を
検
討
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
全
米
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
ｚ
し
の
）

が
あ
る
時
点
で
、
そ
の
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
示
唆
し
た
が
、
そ
の
幹
部
た
ち
は
構
想
の
輪
郭
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
し
て
冷

淡
な
態
度
で
あ
っ
た
。
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
科
学
裁
判
所
が
自
分
た
ち
の
諮
問
委
員
会
に
対
す
る
大
き
な
脅
威
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て

い
る
よ
う
に
も
み
え
た
。
力
ソ
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ッ
は
こ
の
役
割
を
大
学
に
期
待
し
た
が
、
ど
の
大
学
も
引
き
受
け
な
か
っ
た
。

連
邦
政
府
機
構
で
は
、
少
な
く
と
も
環
境
保
護
局
が
、
論
議
さ
れ
て
い
る
問
題
を
こ
の
裁
判
所
に
付
託
し
た
い
と
表
明
し
た
。
ま

た
全
米
科
学
財
団
（
ｚ
の
巴
が
金
額
に
よ
っ
て
は
検
討
す
る
た
め
の
資
金
を
提
供
し
て
も
よ
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。
し
か
し
、
こ

（
５
）

の
費
用
の
予
測
に
つ
い
て
は
、
一
○
万
ド
ル
位
と
い
う
者
か
ら
－
，
〔
×
Ｕ
万
ド
ル
と
い
う
者
ま
で
い
て
、
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
構
想
は
科
学
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
一
般
市
民
の
疑
惑
と
危
機
感
を
背
景
に
関
心
を
集
め
た
が
、
結

局
、
論
議
が
煮
つ
ま
ら
な
い
ま
ま
に
七
○
年
代
末
に
は
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
前
述
し
た
様
々
な
厳
し
い
批
判
に
加
え
て
、
当
時
、

最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
原
子
力
と
遺
伝
子
組
み
換
え
の
問
題
に
つ
い
て
、
政
策
決
定
を
含
め
て
制
度
的
な
改
革
が
講
じ
ら
れ

て
論
議
が
拡
散
し
て
い
っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

（
６
）

会
議
開
催
中
に
、
「
科
学
裁
判
所
」
と
い
う
名
称
自
体
に
非
常
に
冷
た
い
響
き
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
再
一
一
一
再
四
、
な
さ
れ
た
声
」

湘
畑
湖
翔
刊
湘
刈
羽
刈
釦
如
釧
鯏
剥
剥
劉
刹
洲
Ⅲ
１
－
Ⅲ
ｊ
１
１
Ⅲ
Ⅲ
１
１
１
１
Ⅲ
刊
刈
１
１
１
４
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と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

６

こ
の
期
間
中
、
一
一
一
ヵ
月
に
わ
た
っ
て
賛
否
両
論
の
専
門
家
た
ち
の
証
言
を
聞
き
、
質
疑
応
答
を
行
な
っ
た
。
判
事
、
陪
審
員
、
原

告
、
被
告
と
立
場
の
異
な
っ
た
人
間
か
ら
な
る
通
常
の
裁
判
と
ち
が
っ
て
、
こ
の
裁
判
で
は
雰
査
員
団
が
全
て
の
役
割
を
負
担
し
た
。

メ
ン
バ
ー
た
ち
の
専
門
知
識
の
欠
如
は
、
専
門
家
た
ち
の
証
言
や
質
疑
応
答
で
カ
バ
ー
さ
れ
、
さ
ら
に
彼
ら
は
一
週
間
に
数
時
間
、

２
市
民
裁
判
所
の
構
想

科
学
裁
判
所
の
構
想
が
消
失
し
て
い
く
な
か
で
、
そ
れ
と
は
非
常
に
形
体
の
異
な
っ
た
裁
判
所
の
構
想
が
提
示
さ
れ
た
。
シ
エ
ル

ド
ソ
・
ク
リ
ム
ス
キ
ー
（
の
け
の
丘
・
ロ
尻
は
曰
の
ご
）
が
提
案
し
た
市
民
裁
判
所
（
且
旨
の
ｐ
８
ｐ
風
）
で
あ
る
。
彼
は
、
地
方
自
治
体

し
ろ
う
と

レ
ベ
ル
で
の
科
学
技
術
政
策
の
決
定
は
、
素
人
で
あ
る
市
民
の
判
断
に
委
ね
る
の
が
最
適
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
考
え
は

実
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
州
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
に
お
け
る
彼
自
身
の
体
験
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
・

同
市
内
に
あ
る
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
科
学
者
は
か
ね
て
か
ら
遺
伝
子
組
み
換
え
の
実
験
を
計
画
し
て
い
た
が
、
一
九
七
六
年
、
こ

の
こ
と
を
知
っ
た
市
民
と
市
議
会
は
こ
の
件
で
公
聴
会
を
開
い
た
。
大
勢
の
市
民
が
押
し
か
け
た
が
、
著
名
な
科
学
者
た
ち
の
論
述

は
、
実
験
の
実
施
と
そ
の
安
全
性
に
つ
い
て
賛
否
両
論
に
大
き
く
二
分
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
市
議
会
は
、
八
名
の
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
審
査
員
団
（
ご
目
の
一
）
を
任
命
し
て
、
遺
伝
子
組
み
換
え
に
関
す
る
連
邦
政

府
の
ガ
ィ
ド
ラ
ィ
ソ
が
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
市
民
を
十
分
に
保
護
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
た
。
こ
れ
が
ク
リ
ム

ス
キ
ー
の
モ
デ
ル
と
な
る
。
こ
の
審
査
員
団
は
様
々
な
背
景
を
も
つ
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
遺
伝
子
組
み
換
え

に
つ
い
て
は
誰
一
人
と
し
て
専
門
家
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
市
民
裁
判
所
は
七
六
年
八
月
か
ら
七
七
年
一
月
ま
で
機
能
し
、
最
終
報

（
７
）

生
口
書
を
出
し
た
。



７テクノロジーとデモクラシーの接点を求めて～アメリカの最近動向
お
た
が
い
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整
し
な
が
ら
会
合
を
も
っ
た
。
ま
た
会
合
の
合
間
に
報
告
書
や
論
文
や
関
連
資
料
を
読
ん
だ
。

最
終
的
に
、
・
市
民
裁
判
所
の
結
論
は
、
注
意
深
く
実
験
を
監
視
す
る
、
実
験
の
情
報
を
公
開
す
る
、
危
険
度
の
評
価
に
際
し
て
は

（
８
）

市
民
が
広
範
に
参
加
す
る
、
と
い
う
妥
協
案
に
落
ち
着
い
た
。
市
議
〈
玄
は
こ
の
提
案
を
全
員
一
致
で
受
け
入
れ
た
。

ク
リ
ム
ス
キ
ー
は
こ
の
市
民
裁
判
所
が
科
学
裁
判
所
の
補
佐
機
構
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
「
科
学
裁
判
所
は
特
定

の
状
況
下
で
科
学
の
諸
規
範
を
人
々
が
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
が
、
市
民
裁
判
所
は
、
科
学
的
専
門
家
た
ち
の
意
見
が
分
裂
し
た
場

合
に
論
争
の
中
心
を
評
定
す
る
上
位
の
法
廷
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
市
民
裁
判
所
が
特
定

の
利
益
に
左
右
さ
れ
な
い
信
頼
で
き
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
の
手
続
き
や
処
置
は
合
理
的
で
権
威
あ
る
も
の
と
市
民
た

（
９
）

ち
か
ら
受
け
と
め
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

だ
が
、
レ
オ
ナ
ー
ド
・
コ
ー
ル
（
】
耐
○
口
日
ｇ
ｏ
ｏ
］
の
）
は
三
つ
の
本
質
的
な
欠
陥
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
は
、
ク
リ
ム
ス
キ
ー
も

言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
市
民
裁
判
所
の
構
成
員
た
ち
が
科
学
的
な
問
題
に
関
し
て
全
く
素
人
ば
か
り
で
、
果
た
し
て
合
理
的
な
結

論
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
ケ
ソ
ブ
リ
ッ
ジ
の
場
合
は
成
功
裡
に
終
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
つ

も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。

第
二
は
、
人
間
関
係
の
力
学
の
問
題
で
あ
る
。
構
成
員
の
中
で
卓
越
し
て
影
響
力
の
大
き
な
人
間
が
選
ば
れ
た
ら
、
他
の
構
成
員

た
ち
は
こ
の
人
物
の
弁
舌
と
行
動
に
引
っ
ぱ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
あ
る
。

第
三
に
、
市
民
裁
判
所
に
遺
伝
子
組
み
換
え
実
験
と
か
原
子
力
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
決
定
さ
せ
れ
ば
、
危
険
な
混
乱

を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
市
民
裁
判
所
が
数
多
く
の
地
方
自
治
体
に
普
及
し
て
い
っ
た
場
合
、
あ
る
裁

判
所
で
は
安
全
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
研
究
が
他
の
裁
判
所
で
は
危
険
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
数
多
く
の
市

民
裁
判
所
が
存
在
す
れ
ば
、
科
学
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
諸
問
題
を
解
明
す
る
ど
こ
ろ
か
、
い
っ
そ
う
混
乱
さ
せ
る
事
態
が
生
じ
る
か

銀X1
-j
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この刊行物によっても安全や倫理についての問題点が解決されない場合、次の段階に進む。すなわち、科学公
聴会議は参加者やオブザーバーとして活動する専門家と非専門家からなるフォーラムを召集する。そこで争点は

次に、全ての審理内容は、専門家の応答に沿って定期刊行物の形式で公表されなければならない。これについ
て
監
督
機
関
は
コ
メ
ン
ト
を
要
請
さ
れ
る
。

科学公聴会議の構成員は、一一一’四名の卓越した科学者と、それと同数の非科学者から成り、合計六’八名の構
成
員
は
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
任
期
は
五
年
。

この会議は何よりも政策決定過程の能力を高めるために設置され、一般市民にとって危険であるとみなされる
将
来
お
よ
び
現
在
の
科
学
活
動
の
報
告
を
受
理
し
、
か
つ
次
の
よ
う
な
手
順
で
対
応
す
る
。

請願者は最初にその関心事を陳述した文書に署名するが、個人的な立場を明らかにするためにその後、召喚さ
れる場合がある。この請願が価値あるものと判明したら報酬が与えられる・請願者が匿名を希望すれば、その意
志は尊重される。この請願の段階で何よりも肝要なのは、科学者やその他の者が危険やその疑惑があれば、容易
に表明することのできるような手段を制度化することなのである・公共の安全のためであれば、密告も尊重され
ね
ば
な
ら
な
い
。

３
科
学
公
聴
会
議
の
構
想

以上の一一つの事例を参考にしながら、コールが提示する第一一一のモデルが科学公聴会議（ｍ鳥目・の彦の目口囲ご目の｝）
で
あ
る
。

（
、
）

ｊ
Ｄ
１
し
れ
な
い
。
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公
開
し
て
討
議
さ
れ
、
そ
の
討
議
内
容
は
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
る
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
当
事
者
主
義
の
訴
訟
手
続
き
で
進
行
す
る
点
で
前
述
し
た
科
学
裁
判
所
と
似
て
い
る
が
、
目
的
に
お
い
て
根

本
的
に
異
な
る
。
と
い
う
の
は
科
学
裁
判
所
と
は
ち
が
っ
て
、
科
学
公
聴
会
議
は
最
終
的
に
評
決
や
決
定
を
行
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。

科
学
裁
判
所
は
価
値
判
断
と
は
切
り
離
さ
れ
た
事
実
の
争
点
に
決
定
を
下
す
と
い
う
が
、
そ
も
そ
も
審
理
過
程
に
お
い
て
事
実
と
価

値
判
断
と
を
分
離
で
き
る
と
す
る
前
提
自
体
に
無
理
が
あ
る
と
コ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
争
点
の
賛
否
い
ず
れ
の
立
場
で
陳
述
す
る
者

も
、
自
ら
の
論
議
を
弁
護
す
る
う
ち
に
ど
う
し
て
も
自
ら
の
価
値
観
が
混
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
裁
判
官
が
当
事
者
た
ち
の
価
値
観

や
自
分
た
ち
の
価
値
観
を
除
去
で
き
る
と
い
う
の
も
非
現
実
的
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
決
定
作
成
の
手
段
と
し
て
よ
り
も
教
育
的
な
手
段
と
し
て
存
在
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
争
点
の

処
理
や
決
着
は
市
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
政
府
の
役
割
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も

（
Ⅲ
）

は
る
か
に
多
く
の
情
報
を
市
民
や
代
表
者
た
ち
に
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
政
策
決
定
に
き
わ
め
て
有
用
と
な
ろ
う
。

科
学
公
聴
会
議
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
既
存
の
政
治
制
度
に
関
し
て
そ
の
保
全
を
徹
底
的
に
尊
重
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

政
治
制
度
の
機
能
と
目
的
が
歪
曲
さ
れ
れ
ば
、
一
般
市
民
の
関
心
は
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
自
由
な
議
論
、
情
報
に
基
づ
い
た

政
策
決
定
、
信
頼
さ
れ
る
公
務
員
も
全
て
、
適
切
な
政
策
形
成
の
要
件
と
な
る
。

コ
ー
ル
は
、
立
法
過
程
と
行
政
過
程
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
既
存
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
と
制
度
を
補
佐
し
、
活
性
化
す
る
た
め

（
聰
）

に
、
こ
う
し
た
〈
云
議
の
導
入
が
必
要
な
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ろ
。

’
■
■
■
凸
ｇ
｜
■
６
０
１
Ⅱ
Ⅱ
□
０
，
１
口
ｑ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
□
Ⅱ
５
日
■
Ⅱ
ｑ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
日
Ⅱ
Ｕ
Ｕ
０
Ⅱ
－
６
■
□
■
■
■
■
ｌ
Ⅱ
冊
】
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１
守
護
者
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

ィ
エ
ー
ル
大
学
教
授
の
ロ
パ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
（
幻
ｏ
す
の
耳
ｏ
回
匡
）
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
政
治
学
界
の
碩
学
と
し
て
常

に
学
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
。
の
§
ロ
ミ
ロ
ミ
Ｓ
（
曽
昌
（
邦
訳
『
規
範
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
）
や
・
刃
）
（
盲
こ
（
邦
訳
『
ポ
リ
ア
ー

キ
ー
』
）
な
ど
の
峯
署
は
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
数
多
く
の
著
書
が
あ
る
が
、
肝
薯
の
ロ
（
ｓ
§
忌
蜀
＆
悪
目
貫
円
喜
員
冨
ご

（
』
①
田
）
の
内
容
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ダ
ー
ル
は
一
貫
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
大
き
な
関
心
を
示
し
続
け
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
最
新
の
著
書
、
ｇ
ミ
ミ
ミ
、
シ
盲
詩
團
雪
冨
ご
〔
ご
厨
（
］
湯
口
）
で
は
、
核
兵
器
を
い
か
に
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
と
い
う
、

き
わ
め
て
差
し
迫
っ
た
現
実
的
問
題
に
取
り
組
み
、
読
者
に
問
題
点
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
一
見
、
唐
突
に
み
え
る
が
、
実
を
い
え

ば
ダ
ー
ル
は
、
は
る
か
以
前
か
ら
原
子
力
問
題
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
一
年
に
彼
は
ラ
ル
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
恩
一
目

、
．
ｍ
【
・
ゴ
『
口
）
と
共
著
で
、
Ｃ
ｓ
鳥
愚
ら
、
ミ
ミ
・
「
豊
ミ
ミ
ロ
国
国
電
（
の
。
○
区
の
、
】
の
ロ
８
”
の
印
の
胃
：
○
・
口
ロ
Ｑ
｝
）
、
五
一
一
一
年
に

は
彼
の
編
著
で
『
鳶
冒
昼
員
旦
隻
・
蔓
句
圃
§
巴
（
月
面
の
」
盲
目
庁
・
命
、
目
の
修
目
の
国
。
：
少
・
日
の
目
］
＆
宅
○
目
Ｏ
巳
目
ｑ
ｍ
ｏ
・
区

の
。
】
の
ご
Ｃ
の
）
く
・
｝
・
凹
巴
）
を
著
わ
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ダ
ー
ル
の
多
岐
に
わ
た
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
根
底
に
は
、
核
問
題
に
先
端
的
に
象
徴
さ
れ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
関
係
に
対
す
る
問
題
意
識
が
潜
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ヴ
ソ
と
の
共
著
の
中
で
、
「
原
子
力
利
用
問
題
は
、

一
般
大
衆
に
よ
る
統
制
へ
の
機
会
が
総
じ
て
減
退
し
て
い
る
時
代
状
況
を
ま
さ
し
く
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
．
…
・
・
…
…
原
子
力
問

題
は
伝
統
的
な
民
主
主
義
の
過
程
で
は
対
処
で
き
な
い
分
野
で
あ
り
、
伝
統
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
が
何
ら
合
理
的
な
回
答
を

（
胆
）

示
し
得
な
い
分
野
で
あ
る
よ
う
仁
思
わ
れ
ヲ
Ｃ
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

一
一
一
、
Ｒ
・
ダ
ー
ル
の
提
言
か
ら
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を
考
案
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

冒
頭
で
彼
は
、
民
主
主
義
の
過
程
は
、
個
人
や
集
団
の
利
害
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
に
関
し
て
、
一
般
市
民
が
、
拘
束
力（Ｍ）

を
伴
う
国
家
の
決
定
に
政
治
的
平
等
者
と
し
て
参
加
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
根
拠
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
る
。

そ
の
よ
う
な
重
要
な
決
定
の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
ろ
う
と
他
国
で
あ
ろ
う
と
、
核
兵
器
の
使
用
ほ
ど
一
般
市
民
に
と
っ
て
重
大

な
決
定
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
か
否
か
の
決
定
に
つ
い
て
は
民
主
主
義
的
統
制
の
外
に
あ
る
の
だ
か

（
咽
）

ら
、
現
代
の
民
主
主
義
制
度
は
そ
の
目
的
を
遂
行
す
る
能
力
に
大
き
な
欠
陥
が
あ
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ

リ
カ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
民
主
主
義
諸
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

だ
が
民
主
主
義
的
過
程
の
欠
陥
は
核
兵
器
の
使
用
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
い
。
き
わ
め
て
高
度
に
複
雑
化
し
専
門
分
化
し
た
現
代

社
会
に
お
い
て
は
、
同
様
の
複
雑
な
問
題
に
つ
い
て
民
主
主
義
的
過
程
は
総
じ
て
十
分
に
対
応
で
き
て
い
な
い
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
始
ま
り
現
代
に
至
る
一
プ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
が
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
社
会
構
造
が
巨
大
化
、
複
雑
化
し
て

い
く
中
で
、
懸
命
に
応
急
策
が
講
じ
ら
れ
な
が
ら
も
次
第
に
空
洞
化
し
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
概
括
し
な
が
ら
、
こ
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
問
題
を
、
そ
れ
と
同
様
の
古
い
起
源
を
も
ち
、
今
な
お
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
並
ぶ
強
力
な
ビ
ジ
ョ
ソ
で
あ
る
「
守
護
者
」

（
、
巨
巴
・
曰
目
、
嵐
ご
）
の
理
念
と
対
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
を
進
め
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
プ
ラ
ト
ソ
は
こ
の
理
念
に
つ
い
て
『
国
家
篇
』
の
中
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
し
、
儒
教
の
実
践
的
理
念
や
マ
ル

ク
ス
、
レ
ー
ニ
ソ
等
の
前
衛
政
党
の
考
え
方
に
も
こ
の
守
護
者
の
理
念
が
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
経
済
的
繁
栄

を
誇
っ
た
ヴ
ェ
ニ
ス
共
和
国
は
、
実
質
的
に
国
民
の
同
意
に
支
え
ら
れ
た
エ
リ
ー
ト
の
貴
族
た
ち
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
。

二
，
一
一
つ
、
里
念
ま
糞
っ
句
か
ら
梱
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
実
は
一
一
一
つ
の
前
提
条
件
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第

を
誇
っ
た
ヴ
ェ
ニ
ス
共
和
国
は
、
実
質
虻
に
匡
民
⑦
頂
穏
に
讃
墜

こ
の
二
つ
の
理
念
は
真
っ
向
か
ら
相
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
か
ら
四
○
年
近
く
も
時
間
が
経
過
し
た
今
日
、
タ
ー
ル
は
前
述
し
た
最
新
の
著
書
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
新
た
な
対
応
策



’
琉大法学第44号 堕一に、アナーキストと憾異な・て、国家｛舅のための要請ｌ舅の善や續利ｌに賛園するという点であ

る。第二に、守護者の主唱者たちもデモクラシーの理念の基本となる道徳の原理を受容する。メリトクラシー
（日の１８．日・旨）とはこの点で異なる。第一一一に、両者のビジョンは共に、国家を統治する過程は統治する資格の
ある者だけに限定されるべきであるという前提に立脚している。この見方については、特にデモクラシーの主唱
者たちから異論が出るかもしれないが、デモクラシー理論を一貫して追求してきたダールは、ロック、ルソー、
ベンサム、ジェームス・ミルなどのデモクラシーの伝統はこの前提を拒否しないと主張する（もちろん歴史上に

勘出現したデモクラシーの型態は、守護者の型態と同じく多岐にわたっていて、単純には総括できないことをグー
９０
ル
も
認
め
て
い
る
）
。

この二つの能力が結合して初めて政治能力（□Ｃ屋Ｏ巴８日己の（のロ８）が規定されるとダールは述べる。すなわ
ち、他のいかなるものよりもこの二つの資格要件が備わらなくてはとても統治する地位につくことはできないの
である。そしてこの資格要件は、デモクラシーのビジョンにも守護者のピジョソにも同様に当てはまるという。 （

巧
》

第一の倫理的能力については、守護者の主唱者たちが少数者しかこの能力を持ち得ないとするのに対し、デモ

それでは統治者たる人間の資格要件とは何なのか。彼はまず第一に、倫理的能力（日。且８日□の［の月の）を挙
げる。この能力について彼は、政府が実現すべき適切な目的や目標を十分に理解できる能力や、これらの目的や
目標を現実に遂行しようとする強固な意志と性格を含めており、通常の理解よりも幅広く捉えている・第二の資
格要件として、技術的手段的能力（芹の・ず日旦・ユロ、（日日のロ区・・日己の（のロ。の）を挙げている。倫理的能力だけ
では統治者の資格としては不十分であり、目的を成就するために最良で最も効率的かつ適切な手段を知悉してい
る
こ
と
を
統
治
者
は
要
求
さ
れ
る
。

Ｉ



テクノロジーとデモクラシーの接点を求めて～アメリカの最近動向1３

ま
ず
何
よ
り
も
多
く
の
人
間
は
自
分
自
身
の
基
本
的
な
必
要
や
利
益
や
善
を
理
解
す
る
能
力
が
著
し
く
欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
・
ユ
ダ
ヤ
教
の
予
言
者
、
キ
リ
ス
ト
、
ヒ
ソ
ズ
ー
教
典
、
仏
教
も
、
パ
ー
ト
ラ
ソ
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
（
悪
日
目
』
胃
い
い
の
唇
）
の

よ
う
な
現
代
の
哲
学
者
も
一
致
し
て
嘆
い
た
の
は
、
物
の
獲
得
や
消
費
を
通
じ
て
欲
望
を
限
り
な
く
満
た
し
て
い
く
幸
福
の
追
求
が

全
く
不
毛
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
先
達
で
あ
る
は
ず
の
現
代
の
ア
メ
リ
カ
人
は
総
じ
て
、
無
限
に
増
え
続
け
る
大
量
の
物
資
の
消

費
を
個
人
生
活
や
組
織
社
会
の
目
的
原
理
と
し
続
け
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
、
約
三
世
紀
に
わ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
人
た

（
Ⅳ
）

ち
は
協
力
し
合
っ
て
貫
欲
に
自
然
環
境
を
破
壊
し
続
け
て
き
た
と
ダ
ー
ル
は
厳
し
い
批
判
の
一
一
一
口
葉
を
浴
び
せ
る
。

ま
た
、
人
類
を
絶
滅
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
を
は
ら
む
核
兵
器
や
核
戦
略
に
つ
い
て
は
、
倫
理
的
な
視
点
か
ら
捉
え

ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
半
が
技
術
的
な
視
点
か
ら
議
論
さ
れ
る
。
遺
伝
子
組
み
換
え
や
核
廃
棄
物
処
理
の
問
題
も
然
り

ら
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
二
」
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
専
門
知
識
の
な
い
大
多
数
の
人
間
は
議
論
や
実
践
の
埒
外
に
お
か
れ
、
議
論
や
決
定
権

は
専
門
家
た
ち
だ
け
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
わ
れ
わ
れ
の
身
近
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
例
え
ば
健
康
管
理
、

社
会
保
障
、
失
業
問
題
、
イ
ソ
フ
レ
、
税
法
改
正
、
犯
罪
問
題
の
い
ず
れ
も
、
専
門
家
の
技
術
的
解
釈
に
関
す
る
同
意
が
な
け
れ
ば

何
も
で
き
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
・
そ
う
で
あ
れ
ば
い
っ
そ
の
こ
と
、
国
民
の
合
意
に
基
づ
い
て
守
護
者
（
専
門
家
）
に
統
治
を
委

ね
た
方
が
現
代
社
会
に
マ
ッ
チ
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
て
き
て
も
無
理
は
な
く
、
ダ
ー
ル
は
、
も
し
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

る
｡

ク
ラ
シ
ー
の
信
奉
者
た
ち
は
、
成
人
は
誰
で
も
こ
の
能
力
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ソ
・
ロ
ー
ル
ス
（
］
昌
曰

恩
乱
⑩
）
の
著
名
な
正
義
体
系
も
、
人
間
は
倫
理
的
人
間
（
日
・
旦
己
の
『
の
。
口
吻
）
と
し
て
基
本
的
に
平
等
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。
だ
が
ダ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
見
解
が
平
均
的
人
間
の
倫
理
的
能
力
を
誇
張
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
異
論
を
唱
え



Ｉ

そこで核兵器の問題は、デモクラシ１と守護者の制度を比較検討するための格好の試金石を提供する。という
のは核兵器を使用するか否かの決定権は大統領ただ一人に与えられており、これほど重大な事柄に関して権威が
集中して与えられている人物は、これまでの歴史上、存在しないといっても過言ではないからである。

ｌ

現実はもっと入り組んでいて、敵の攻撃で大統領が無能力化した場合（もっと適切な表現を使えば、灰化した
９８９０場〈ロ）、軍司令官にこの権限が秘密裡に委託されると思われる。さらにつけ加えると、戦略空軍司令部最高司令
鍔官は敵のミサイル攻撃を認めた場合、防衛するために核兵器を発射する権限が認められている。いずれにせよ指
４第抑系統の頂点にある少数の守護者たちに、核兵器を使用するか否かの決定は委ねられていて、その決定は政策決
騨
定
過
程
の
枠
外
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
・

大

一九四五年に広島原爆投下の決定がなされたのも同様であった。この問題に世論は存在せず、民主主義の政治
琉過程も関与できなかったのである。もし実行されれば人類史上、未曽有の悲劇と犠牲を生じる核戦争を開始する

決定もしくはその可能性に向けて準備する決定は、ごくわずかしか技術的判断には依拠せず、大半が倫理的判断
に基づくものであるとダールは強調する。「どんなに小さなものであろうと核戦争の始動は道徳的に正当なもの
と認めることはできない」というカトリック司教たちの公開書簡（一九八一一一年）からの一一一一口葉を引用して、この一一一一口
葉
は
絶
対
で
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
麺
・

ところが核政策に携わる僅少の政策決定者たちが相応の倫理的卓越性を有しているという根拠をどこにも見い

1４

が将来、衰退すれば、徳義と知性の豊かな守護者による統治へと代替されていくであろうと予見している。 （
肥
）

２
核
兵
器
発
射
の
決
定
権

Ｉ
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1５テクノロジーとデモクラシーの接点を求めて～アメリカの最近動向

第
一
一
一
に
、
今
日
の
世
界
で
は
政
策
の
決
定
に
際
し
て
、
専
門
技
術
的
判
断
は
、
厳
密
に
い
え
ば
技
術
的
で
も
科
学
的
で
も
な
い
、

も
し
く
は
正
確
で
す
ら
な
い
前
提
に
左
右
さ
れ
が
ち
な
点
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
遂
行
に
は
大
き
な
危
険
と
不
確
実
性
と
ト
レ
ー
ド
・

オ
フ
が
伴
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
例
え
ば
全
面
核
戦
争
の
場
合
と
限
定
核
戦
争
の
場
合
、
敵
味
方
双
方
の
犠
牲
と
被
害
が
ど
れ

位
に
な
る
の
か
と
い
う
差
し
迫
っ
た
予
測
は
、
現
時
点
で
の
知
識
と
分
析
か
ら
推
論
す
る
し
か
な
い
が
、
き
わ
め
て
存
在
論
的
な
常

（
印
》

識
的
判
断
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
現
代
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
は
本
質
的
な
欠
陥
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
ダ
ー
ル
は
守
護
者
の
論
理
を
も
否
定
す
る
。
統
治
者
に
権
限
を
委
託
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
論
理
と
は
異

な
っ
て
い
っ
た
ん
守
護
者
た
ち
が
決
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
恒
久
的
な
権
限
の
譲
渡
と
な
っ
て
、
国
民
が
そ
の
権
限
を
回
復
し
よ

う
と
し
て
も
革
命
以
外
で
は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
守
護
者
た
ち
は
国
民
の
統
制
か
ら
開
放
さ
れ
て
民
主
主

義
の
価
値
観
を
保
有
せ
ず
、
世
論
を
真
実
の
知
識
で
は
な
い
と
決
め
つ
け
て
軽
侮
す
る
だ
け
と
な
ろ
う
。
栄
華
を
誇
っ
た
ヴ
ェ
ー
貢

共
和
国
の
時
代
状
況
が
今
後
、
出
現
す
る
よ
う
な
見
込
承
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
「
絶
対
的
権
力
は
絶
対
に
腐
敗
す
る
」
と
い
う
ア
ク

ト
ソ
卿
の
言
葉
を
今
世
紀
の
全
体
主
義
が
如
実
に
証
明
し
た
教
訓
は
記
憶
に
新
し
い
。

と
こ
ろ
で
タ
ー
ル
は
、
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
政
権
か
ら
カ
ー
タ
ー
政
権
ま
で
〃
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
“
の
責
任
者
で
あ
っ
た
人
物
の
証
言
を
引

な
い
。

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
専
門
化
さ
れ
た
知
識
は
彼
ら
の
道
徳
感
覚
を
鋭
敏
に
す
る
よ
り
も
か
え
っ
て
鈍
化
さ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
現
在
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
に
共
通
す
る
一
一
一
つ
の
欠
陥
を
タ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
高
度
な
専
門
知
識

を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
専
門
化
に
は
、
今
や
本
質
的
な
限
界
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
分
野
の
専
門
家
は
必
然
的
に

他
の
分
野
に
つ
い
て
は
無
知
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
プ
ラ
ト
ソ
が
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
な
帝
王
学
（
Ｈ
○
百
一
ｍ
ｇ
の
ご
ｏ
の
）
は
今
日
、

存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
倫
理
的
能
力
と
専
門
技
術
的
能
力
を
自
ら
体
現
し
、
聡
明
な
政
策
を
遂
行
す
る
よ
う
な
実
践
者
は
存
在
し

，
．
．
’
１
１
‐
’
１
…
‐

」



「
凸
。
、
日
切
Ｉ
ｊ
Ｔ
Ｉ
１

琉大法学第44号（1989） 1６

１
１
Ｉ

用している。”フットボール“とは、大統領が核兵器の発射を軍部に命令する際に用いられ、常に大統領の手許
に
置
か
れ
て
い
る
、
暗
号
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
入
っ
た
ブ
リ
ー
フ
・
ケ
ー
ス
の
こ
と
で
あ
る
。

「私の在職期間中、どの新大統領も”フットボール“の内容についてせいぜい一度のプリーフイソグ（簡単な
状況説明）を聞いただけである。しかも就任前にである。それは数多くのプリーフィングのひとつにすぎなかっ
た。私の知る限りでは（私が担当だったから知っているのだが）、フットボールの内容がいつも変わるので、大
統領は一人としてその内容の最新情報を知っている者はいなかった。また大統領は誰も”フットボール“を開け
ることができなかった。准尉と軍事補佐官と軍事室長だけが組合せ番号の錠を開けることができた」 （

、
）

このブラック・ユーモアとも受けとられかねない証言は、統制されなければならないのが統治者ではなくてテ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
だ
と
い
う
常
識
的
結
論
を
確
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
ダ
ー
ル
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
や
は
り
守
護
者
よ
り
も
デ
モ
ク

ラシーの方がベターであるとする。両者の理想型態において、守護者だけが、とりわけ自らとその社会を拘束す
る法律作成に参加できる最も根本的な自由を含めて全ての自由を享受できるのに対して、民主主義政体では全国
民
が
そ
の
自
由
を
享
受
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

確かに民主主義体制でも国民が誤りを冒す危険性はある・だが世界の現実を見ると、今世紀最悪の大失敗を生
じたのは非民主主義的体制下の指導者たちであった。そのことからも希望を託すことのできるのはデモクラシー
しかないのである。そこでデモクラシーの政体下で政治権力を統治エリートに委譲してしまったかにみえる現状
を
何
ら
か
の
制
度
改
革
に
ょ
Ｐ
て
打
破
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
ダ
ー
ル
は
摸
索
す
る
。

，
１
’
．
１
１
‐
・
・
Ｉ
‐
１
－
，
ｌ
・

と
１
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ｑ
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■
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３
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
活
性
化
の
諸
方
策
と
”
ミ
ニ
ポ
ピ
ニ
ル
ス
リ
構
想

現
在
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
統
治
型
態
下
で
、
複
雑
な
機
構
と
膨
大
な
情
報
趣
の
た
め
に
無
力
化
し
つ
つ
あ
る
一
般
市
民
の
能
力
を

回
復
す
る
た
め
の
諸
方
策
を
タ
ー
ル
は
提
言
す
る
。
そ
れ
ら
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し

「
実
現
不
可
能
」
と
い
う
意
味
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ
る
と
称
さ
れ
る
の
な
ら
そ
れ
は
不
適
切
な
表
現
で
あ
る
。
彼
の
提
言
は
実
践

可
能
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
彼
の
い
う
”
準
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
目
標
“
（
自
国
‐
具
・
ロ
四
コ
ｍ
・
巳
）
の
狙
い
は
、
差
し
迫
っ
た
デ
モ

（
理
）

ク
ラ
シ
ー
の
目
的
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
適
〈
ロ
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
政
治
的
に
有
能
な
市
民
を
育
成
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

彼
が
提
示
す
る
一
連
の
組
織
や
過
程
は
、
次
の
三
つ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
で
あ
る
。

（
二
政
治
問
題
に
関
す
る
情
報
が
、
レ
ベ
ル
と
形
式
に
お
い
て
適
切
で
有
効
な
最
良
の
知
識
を
正
確
に
反
映
し
て
お
り
、
か
つ

全
市
民
に
対
し
て
容
易
に
あ
ま
ね
く
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
。

（
二
）
全
て
の
市
民
が
、
情
報
に
関
す
る
問
題
に
影
響
を
及
ぼ
し
有
効
に
政
治
的
討
議
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
、
た
や
す
く
利
用

で
き
広
く
ア
ク
セ
ス
で
き
る
機
会
を
創
出
す
る
。

（
幻
）

（
一
二
）
全
市
民
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
高
度
な
情
報
を
具
備
し
た
世
論
の
組
織
体
を
提
供
す
る
。

ア
メ
リ
カ
の
ほ
ぼ
全
家
庭
に
テ
レ
ビ
と
ラ
ジ
オ
が
普
及
し
て
い
る
今
日
、
近
い
将
来
に
市
民
の
誰
も
が
、
こ
う
し
た
マ
ス
。
メ
デ
ィ

ア
を
通
じ
て
ど
ん
な
に
遠
く
離
れ
て
い
て
も
討
論
で
き
る
時
代
が
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
全
国
の
各
地
に
散
在
す
る
千
人

の
市
民
を
タ
ウ
ソ
・
ミ
ー
テ
ィ
ソ
グ
に
召
集
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
っ
と
大
切
な
こ
と
は
、
政
治
的
に
重
要
な
情
報
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
容
易
に
双
方
向
の
ア
ク
セ
ス
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
す
れ
ば
、
市
民
の
政
治
参
加
を
高
め
る

－
０
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１
１
‐
１
－
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リ
リ
Ｃ
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だ
が
タ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
市
民
参
加
の
機
会
を
増
や
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
市
民
の
能
力
を
向

（
箔
）

上
さ
せ
る
た
め
の
方
策
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
地
方
の
実
験
的
な
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
・

オ
ハ
イ
オ
州
コ
ロ
ソ
バ
ス
（
９
］
白
日
ワ
ロ
、
）
と
そ
の
近
隣
の
町
で
ワ
ー
ナ
ー
・
ア
メ
ッ
ク
ス
有
線
放
送
が
始
め
た
キ
ュ
ー
ブ
・
シ
ス

テ
ム
（
Ｃ
巨
肝
望
め
【
の
日
）
で
は
、
テ
レ
ビ
の
画
面
に
映
し
出
さ
れ
た
問
題
に
視
聴
者
が
回
答
で
き
る
押
し
ボ
タ
ン
方
式
の
制
御
台
が

各
加
入
者
の
手
許
に
備
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
何
ら
先
端
技
術
を
用
い
ず
に
実
現
可
能
性
の
高
い
例
と
し
て
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ

ア
州
レ
デ
ィ
ソ
グ
（
幻
の
且
冒
、
）
市
の
バ
ー
ク
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
（
Ｂ
ｃ
Ｔ
Ｖ
）
が
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
Ｔ
Ｖ
は
公
務
員
が

視
聴
者
の
質
問
に
応
じ
る
レ
ギ
ュ
ラ
ー
番
組
を
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
市
庁
の
内
側
」
・
と
い
う
番
組
で
は
市
議
会
の
五
名
の

議
員
が
司
会
者
と
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
視
聴
者
は
公
開
の
電
話
で
議
員
に
質
問
し
た
り
要
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
報
告
に
よ
れ
ば
、
質
問
し
た
り
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
り
新
し
い
問
題
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
聴
者
は
か
っ
て
な
い

ほ
ど
議
題
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
・

数
年
前
、
ア
ラ
ス
カ
州
で
始
ま
っ
た
シ
ス
テ
ム
は
市
民
と
公
務
員
と
の
対
話
に
大
き
な
機
会
を
与
え
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

こ
の
州
は
広
大
な
面
積
を
有
し
て
い
て
、
最
も
南
東
部
に
あ
る
州
都
ジ
ュ
ノ
ー
に
住
民
は
な
か
な
か
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
。
そ
こ
で

州
政
府
は
、
市
民
が
ジ
ュ
ノ
ー
の
公
務
員
を
監
視
し
、
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
彼
ら
と
討
論
で
き
る
八
四
の
セ
ソ
タ
ー
を
設
置
し

た
。
例
え
ば
、
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ソ
列
島
の
市
民
は
ジ
ュ
ノ
ー
の
州
議
会
の
委
員
会
が
開
催
し
た
公
聴
会
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
即
座

に
質
問
を
出
し
た
り
反
対
を
表
明
し
た
り
コ
メ
ソ
ト
を
付
け
加
え
た
り
で
き
る
・
ア
ラ
ス
カ
州
の
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
極
力
、
平
等
な

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
市
己

例
え
ば
、
ロ
パ
ー
ト
・
ウ
ォ（
勢
）

国
民
投
函
不
を
提
案
し
て
い
る
。

だ
が
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ァ

き
る
。
つ
ま
り
市
民
が
自
ら
の
意
思
を
表
明
す
る
（
あ
る
い
は
投
票
す
る
）
機
会
を
飛
躍
的
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
・

ロ
．
ハ
ー
ト
。
ウ
ォ
ル
フ
（
”
○
房
耳
勺
・
言
・
民
）
は
参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
有
力
な
手
段
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
瞬
間
的
な
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は
一
段
と
向
上
す
る
の
で
は
な
い
か
。

教
育
の
基
本
的
か
つ
普
遍
的
原
理
は
、
教
育
と
学
習
が
生
徒
の
能
力
に
応
じ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
政
治
的
に
重
要
な
情
報
が
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
先
進
諸
国
で
は
数
多
く
の
種
類
で
ま
た
多
く
の
レ
ベ
ル
で
産
出
さ

れ
続
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
々
の
市
民
の
能
力
に
応
じ
て
教
育
や
学
習
が
適
切
に
施
行
さ
れ
る
と
い
う
体
系
的
な
努
力
は

こ
れ
ま
で
一
度
も
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。

対
話
、
文
書
、
映
像
、
グ
ラ
フ
ィ
ク
ス
な
ど
の
現
代
の
様
々
な
手
法
を
駆
使
す
る
意
志
が
あ
れ
ば
、
政
治
的
な
知
識
や
判
断
力
は

確
実
に
向
上
す
る
の
で
は
な
い
か
。
都
市
計
画
の
青
写
真
を
描
く
場
合
、
現
代
の
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ソ
技
術
は
、

都
市
の
景
観
を
立
体
的
に
様
々
な
角
度
か
ら
浮
き
彫
り
に
で
き
、
車
や
人
の
速
度
で
視
聴
者
は
そ
の
都
市
空
間
を
体
感
で
き
る
。
こ

う
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
手
法
は
都
市
計
画
に
あ
た
る
当
事
者
に
有
用
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
学
習
者
に
大
き
な
学
習
効
果
を

権
利
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
有
意
義
な
方
策
で
あ
る
麺
・

市
民
が
政
治
能
力
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
全
市
民
が
情
報
に
対
し
て
容
易
に
か
つ
全
般
に
わ
た
っ
て
ア
ク
セ
ス
で
き
る
必
要
が
あ

る
。
以
上
の
事
例
は
様
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

ま
ず
何
よ
り
も
現
在
、
市
民
た
ち
は
政
治
的
争
点
に
つ
い
て
そ
の
重
要
性
を
理
解
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
対
話
方
式

の
テ
レ
ビ
・
チ
ャ
ネ
ル
を
通
じ
て
政
治
的
情
報
を
要
求
し
、
世
論
調
査
結
果
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
争
点
の
重
要
性
の
順
位
表
を
入

手
し
、
学
者
や
一
般
市
民
の
意
見
等
を
聴
取
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
っ
た
様
々
な
方
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
の
能
力

（
”
》

与
え
る
と
い
え
ｚ
》
。

時
代
状
況
に
適
応
し
た
政
治
的
知
識
・
情
報
の
伝
達
や
啓
発
を
真
剣
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
全
米
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
を
頂
点
と

す
る
各
種
の
学
術
会
議
や
学
会
な
ど
の
組
織
が
あ
り
、
各
々
、
自
律
的
な
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
ろ
。
こ
う
し
た
組
織
か
ら
適
切
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な説明やコメントをスムーズに得ることができれば、市民教育に有益であることはいうまでもない・
これまで現代社会の複雑な諸問題を市民が理解できるような方策を提案してきた。これらは現代デモクラシー

の政治過程を活性化させるための諸方策であったのだが、ダールの最大の課題である”モラルと技術の相互依存“を、
民
主
主
義
の
プ
ロ
セ
ス
で
い
か
に
し
て
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

この課題に対して、彼は「ミニポピュルス」（ミ（鼠曾冒一層）の構想を提示している。すなわち既存の議会とは
異なって、一般の市民の率直な意見が表出される代表組織体である・無作為抽出によって代表者は選出され、任
期を一年とする。しかも選ばれるのは一回限りであって再選はない。あくまで〃普通の市民“から代表者を選ぶ
ために、古代ギリシアのくじによる選出よりもさらに厳密な現代世論調査の科学的方法による・
構成員は約千人。有給である。任期を一年しかも一回限りとしたのは、代表者の中で再選されるための配慮が

働くのを避けるためである。千人という数が大きすぎるようにみえるが、しかし、テレコミュニケーションの発
達によって、毎回千人が一堂に会する必要はない。したがって居住地や職業を変わる必要がない。この構想は地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
も
国
家
レ
ベ
ル
で
も
実
現
可
能
で
あ
る
・

専門的理解を得るために、学識者の諮問委員会や行政スタッフを召集できる。また公聴会を開催したり委員会
調
査
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
討
議
を
深
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

そして年度末に、「ミニポピュルス」は政策領域における最重要な選択肢の中で、構成員たちによる優先順位
を決定できる。だがこの決定は、例えば立法部や行政部を拘束する効力はない。なぜなら「ミニポピュルス」は
法律や規則を制定する機関ではなく、むしろ世論を代弁する立場にあるからである・それは世論をより高度なレ
ベ
ル
の
能
力
に
お
い
て
反
映
す
る
の
で
あ
蕊
・



2１テクノロジーとデモクラシーの接点を求めて～アメリカの最近動向

感
が
あ
る
。

「
ミ
ニ
ポ
ピ
ュ
ル
ス
」
の
最
も
重
大
な
使
命
は
、
危
険
や
不
安
や
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
を
評
価
す
る
こ
と
に
あ
る
。
再
三
、
言
及
し

て
い
る
核
兵
器
や
遺
伝
子
組
糸
換
え
実
験
等
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
世
界
は
大
き
な
危
険
や
不
安
や
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
で
充
満
し
て

い
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
諸
問
題
は
複
雑
か
つ
専
門
的
で
、
一
般
市
民
に
は
理
解
や
評
価
の
作
業
が
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
す

る
一
般
市
民
の
立
場
か
ら
の
見
解
や
評
価
を
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
に
そ
の
大
き
な
意
義
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

地
方
レ
ベ
ル
、
中
央
レ
ベ
ル
の
い
ず
れ
に
し
て
も
立
法
部
や
行
政
部
の
意
思
決
定
者
た
ち
が
「
ミ
ニ
ポ
ピ
ュ
ル
ス
」
に
表
明
さ
れ

た
多
数
意
見
と
は
異
な
っ
た
決
定
を
下
す
場
合
が
あ
り
得
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
彼
ら
は
そ
の
理
由
を
明
確
に
説
明
す
る
必
要
が

あ
り
、
「
不
一
致
」
自
体
が
今
度
は
市
民
の
教
育
や
学
習
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
構
想
は
あ
く
ま
で
素
描
の
域
を
出
ず
、
今
後
も
っ
と
議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
タ
ー
ル
自
身
、
こ
の
構
想
が

（
釣
）

実
現
へ
と
向
か
う
た
め
に
は
、
大
き
な
規
模
よ
り
も
小
さ
な
規
模
の
実
験
か
ら
始
め
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
一
貫
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
と
現
実
を
追
求
し
て
き
た
ダ
ー
ル
の
論
旨
と
提
案
に
は
、
巨
大
な
社
会
機
構
の
中
で

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
機
能
麻
痒
が
深
化
し
、
一
般
大
衆
の
間
で
ア
．
ハ
シ
ー
が
潜
行
し
つ
つ
あ
る
現
況
に
対
し
て
打
開
の
糸
口
を
示
そ
う

と
す
る
真
撃
な
姿
勢
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
数
々
の
名
著
に
よ
っ
て
注
目
を
集
め
て
き
た
彼
が
、
「
ド
ソ
・
キ
ホ
ー
テ
」
と

一
就
さ
れ
か
ね
な
い
こ
の
試
論
を
打
ち
出
し
た
背
景
に
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
状
に
対
す
る
差
し
迫
っ
た
危
機

《
釦
）

ダ
グ
ラ
ス
・
ペ
ネ
ッ
ト
（
□
・
巨
侭
］
四
⑫
○
・
国
の
目
の
耳
）
が
書
評
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
理
論
的
に
ｊ
い
）
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
よ
う
が
、
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
の
所
在
を
明
確
に
し
、
か
つ
論
議
の
焦
点
を
明
示
し
た
点
に
こ
の
著
書
の
大
き
な
意
義

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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一九○○年、パリ大博覧会で初めてダイナモ（発電機）を見て驚がくしたヘソリー・アダムス（国の□ご缶：曰⑭）
は直観的に加速の法則を認識した。そして弟への手紙に書いている、「お前は笑うかもしれないが、何世紀もた
たないうちに科学はきっと人間の主人となるだろう。これから人間が創り出すエソジソを人間自らの手では統制

彼が幼年時代をすごしたカリフォルニア中部のダイァポロ・キャニオソを久しぶりに訪れた時、この峡谷は原
子炉建設の般中だった。電力会社のバスに乗ってこの原子力発電所がいかに素晴しい施設であるか、社会にどれ
ほど大きな経済的利益をもたらすかというバスガイドの解説を聞きながら、断崖に臨む建設現場に到着した。そ
し
て
今
な
お
美
し
い
景
観
に
か
こ
ま
れ
た
現
地
で
原
子
炉
を
漠
然
と
眺
め
て
い
る
と
、
原
子
炉
の
か
な
た
に
海
か
ら
突
き
出
た
ダ
イ

ァポロ．ロック（「悪魔の岩」）とライオン・ロックが見えた。ライオン・ロックはスフィンクスのようにうず
くまり、永遠の問題を投げかけているように見えた。すると突然、これらの一直線上に一頭の鯨が海面に浮上し
て
空
高
く
潮
を
吹
き
上
げ
、
や
が
て
海
中
へ
と
消
え
去
っ
て
い
っ
た
。

この瞬間的な体験からウィナーは啓示を得た。鯨は人類に何かを問いかけようとして現れたように彼には見え
（
、
）

た
の
で
あ
る
。

Ｒ・ウィナー（幻目且・口冒目の同）は最近の著書、割⑯冒冨（⑯ｓ貝骨帛冒ミミ（】①、の）で新たな論理の展開
を示している。寓話の主題を思わせるこの『鯨と原子炉』というタイトルについて、彼は終章でそのいきさつを
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

四
、
新
し
い
世
界
観
へ
の
潮
流

１
鯨
と
原
子
炉
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（
漣
》
「

で
き
左
ノ
、
な
る
時
が
く
る
だ
ろ
う
」
と
。
、

”
鯨
と
原
子
炉
“
と
い
う
奇
妙
な
取
合
せ
は
、
ウ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
哲
学
・
政
治
・
社
会
・
自
然
と
の
密
接
な

関
わ
り
を
強
力
に
シ
ソ
ポ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
海
岸
線
は
急
激
に
姿
を
変
え
つ
つ
あ
る
。
ダ
ィ
ァ
ポ

ロ
・
キ
ャ
ニ
オ
ソ
が
原
子
力
発
電
所
の
用
地
に
選
ば
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
地
震
の
危
険
性
が
な
い
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
建
設
途
中
で
活
発
な
地
震
の
断
層
が
あ
る
こ
と
が
地
理
学
者
の
調
査
結
果
か
ら
判
明
し
た
。
す
る
と
専
門
家
た
ち
の
問
題

は
、
も
し
起
き
る
と
す
れ
ば
地
震
の
規
模
は
ど
の
程
度
な
の
か
へ
と
変
わ
っ
た
。
一
九
八
○
年
代
の
初
め
に
大
き
な
抗
議
運
動
が
生

じ
た
が
、
そ
れ
も
時
間
の
経
過
と
と
も
に
衰
退
し
、
今
や
一
一
基
の
う
ち
一
基
が
完
成
し
、
現
に
電
力
を
供
給
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
”
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
政
治
思
想
史
“
と
概
括
さ
れ
る
べ
き
彼
の
前
書
、
聾
ミ
ミ
ミ
ｓ
冒
曰
宵
冒
。
（
◎
巴
（
巳
。
）
と
比

較
し
て
、
本
書
で
は
社
会
や
政
治
の
現
実
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
点
に
特
色
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
は
前
書
の

論
理
の
延
長
線
上
に
あ
り
な
が
ら
、
現
実
的
な
肉
付
け
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
展
開
を
試
み
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

最
初
に
彼
は
、
ル
イ
ス
・
マ
ソ
フ
ォ
ー
ド
（
旧
の
ａ
、
旨
ロ
日
【
。
ａ
）
の
古
典
的
な
言
葉
を
引
用
す
る
。
「
人
類
の
歴
史
に
お
い
て

は
、
二
つ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
並
行
し
な
が
ら
繰
り
返
し
現
わ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
権
威
主
義
的
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
民
主
主
義

的
で
あ
る
。
前
者
は
シ
ス
テ
ム
中
心
的
で
途
方
も
な
く
強
力
だ
が
本
質
的
に
不
安
定
で
あ
る
。
後
者
は
人
間
中
心
的
で
比
較
的
に
力

（
幻
》

は
弱
い
が
、
資
源
に
富
み
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
て
い
る
」
。
こ
の
命
題
が
ウ
イ
ナ
ー
‐
の
論
旨
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。

彼
は
ま
ず
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
が
政
治
と
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
き
た
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
近
・
現
代
史
か
ら
例
証
し
て
い
る
。

工
場
シ
ス
テ
ム
、
自
動
車
、
電
話
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
宇
宙
計
画
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
原
子
力
は
、
い
つ
の
時
代
も
民
主
化
と
自
由

化
を
め
ざ
す
力
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
自
動
車
で
入
る
旅
行
者
は
奇
妙
な
光
景
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
が
立
体
交
差
し
て
い
る
数
多
く
の

ｒ
１
日
Ⅳ
Ｊ
１
Ｊ

Ｆ
｜
■
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
・
１
－
１
－
－
０
■
■
Ｉ
■
■
▽
。
ｂ
Ⅱ
曰
。
１
日
Ⅱ
！
●
ｂ
０
－
Ｉ
Ｉ
－
－
ｊ
Ｉ
６
Ｉ
０
０
１
－
－
０
－
‐
』

Ｃ
Ｉ
－
－
－
Ｌ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
Ｌ
■
Ｉ
Ⅲ
－
１
９
０
．
０
■
Ⅱ
■
ｐ
Ｉ
Ｄ
０
‐
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
－
ｊ
凸
９
．

』
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も
っ
と
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
一
九
世
紀
後
半
で
は
、
シ
カ
ゴ
の
サ
イ
ラ
ス
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
自
動
刈
り
取
り
機
製
造
工
場
で
は
、

新
型
機
械
の
気
圧
鋳
型
機
が
約
五
○
万
ド
ル
を
費
や
し
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
措
置
は
工
場
を
近
代
化
し
、
機
械
化
が
も
た
ら
す
効

率
化
を
は
か
る
ためであるというのが経済学的な通説である。だが歴史家のロパート・オウザソ（幻○Ｆ目○日目の）

は
も
っ
と
大
き
な
脈
絡
で
こ
の
件
を
採
り
上
げ
て
い
る
。
当
時
、
サ
イ
ラ
ス
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
ニ
世
は
全
米
鉄
鋳
型
工
労
働
組
合
と

戦
っ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
新
型
機
械
の
導
入
に
よ
っ
て
労
働
者
の
中
の
悪
い
分
子
す
な
わ
ち
シ
カ
ゴ
の
組
合
支
部
を
組
織
し
た
熟
練

労
働
者
た
ち
を
一
掃
で
き
る
と
考
え
た
。
未
熟
練
労
働
者
を
配
置
し
た
新
型
機
械
は
現
実
に
は
以
前
よ
り
高
い
コ
ス
ト
で
品
質
の
劣
っ

た
鋳
造
物
し
か
生
産
で
き
な
か
っ
た
。
三
年
後
、
こ
の
機
械
は
放
棄
さ
れ
た
・
だ
が
そ
の
時
点
ま
で
に
彼
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
て
い

（
羽
）

た
姿
だ
っ
た
の
で
金
の
ス
》
。

地
点
の
高
架
道
の
高
さ
が
約
九
フ
ィ
ー
ト
と
極
端
に
低
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
・
一
九
二
○
年
代
か
ら
七
○
年
代

に
か
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
建
築
家
と
し
て
、
道
路
、
公
園
、
橋
そ
の
他
の
公
共
工
事
を
請
負
っ
て
こ
の
都
市
の
構
造
を
今
日
の
姿

に仕上げたロバート。モーゼス（”○すの瓜昌○ｍのい）は、意図的に約一一○○カ所にものぼる高路交差（・ぐのＢ閉⑫）を低
く
架
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
に
は
バ
ス
は
入
れ
な
く
な
っ
た
・

彼
の
伝
記
作
家
に
よ
れ
ば
、
こ
の
理
由
は
彼
の
社
会
階
級
的
偏
向
と
人
種
的
偏
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
動
車
を
所

有
す
る
白
人
の
上
流
階
級
と
中
間
階
級
は
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
や
通
勤
に
自
由
に
出
入
り
で
き
る
が
、
通
常
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用

す
る
貧
困
層
や
黒
人
た
ち
は
道
路
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
一
一
一
フ
ィ
ー
ト
の
高
さ
が
あ
る
バ
ス
は
高
路
交
差
を
通
過
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
低
所
得
層
や
黒
人
た
ち
は
ジ
ョ
ー
ソ
ズ
・
ビ
ー
チ
へ
出
か
け
る
こ
と
を
制
限
さ
れ
た
。
さ
ら
に
モ
ー
ゼ

ス
は
、
ジ
ョ
ー
ソ
ズ
。
ピ
ー
チ
に
向
け
て
ロ
ン
グ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
鉄
道
を
延
長
す
る
計
画
が
提
案
さ
れ
た
時
も
こ
れ
を
拒
否
し
て
、

こ
の
締
め
出
し
を
強
化
し
た
。
彼
の
記
念
碑
と
も
い
う
べ
き
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
の
構
造
物
は
、
体
系
的
社
会
的
不
平
等
を
具
現
し

■
■
・
・
■
Ｊ

●
Ｐ
０
Ｉ
ｐ
千
Ｌ
β
寸
・

１
１
１
「
■
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必
然
的
に
こ
う
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
発
達
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
や
制
度
と
の
間
に
次
々
と
軋
櫟
を
生
じ
る
。

例
え
ば
原
子
力
産
業
の
場
合
、
原
子
炉
へ
の
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
の
供
給
が
尽
き
る
と
、
原
子
炉
の
炉
心
で
副
産
物
と
し
て
生
じ
た
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
が
代
替
燃
料
と
な
る
。
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
リ
サ
イ
ク
リ
ソ
グ
へ
の
反
対
論
は
、
そ
の
膨
大
な
コ
ス
ト
や
環
境
汚
染
の
危
険
や

核
兵
器
の
国
際
的
拡
大
の
危
険
な
ど
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
危
険
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は

市
民
の
自
由
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
利
用
が
拡
大
さ
れ
る
と
、
テ
ロ
リ
ス
ト
や
組
織
犯
罪
の
標
的
と
な
る
。
も
し
ア
ク
シ
デ
ソ
ト
が
生

じ
る
と
大
変
な
事
態
に
な
る
の
で
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
特
別
な
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
原
子
力
産
業
の
労
働
者
の

み
な
ら
ず
一
般
市
民
も
、
背
後
の
安
全
の
チ
ェ
ッ
ク
、
秘
密
調
査
、
電
話
の
盗
聴
、
職
業
的
な
密
告
者
さ
ら
に
は
戒
厳
令
下
の
緊
急

（
諏
）

措
置
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
全
て
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
保
護
手
段
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
リ
サ
イ
ク
リ
ソ
グ
の
法
律
的
問
題
に
関
す
る
ラ
セ
ル
・
エ
イ
ル
ズ
（
閃
ロ
印
世
』
ヨ
・
缶
胃
の
⑩
）
の
研
究
は
、
「
時

た
。
つ
ま
り
労
働
組
合
は
崩
壊
し
て
聯
た
の
で
あ
わ
施
・
こ
の
鋲
渤
髄
仏
て
マ
ニ
ー
ミ
ッ
ク
エ
鰯
の
技
術
的
拳
蓮
は
、
労
働
者
の
組

（
雲
》
１

織
運
動
や
当
時
の
シ
カ
ゴ
の
労
働
運
動
へ
の
警
察
の
弾
圧
な
ど
を
抜
き
に
し
て
は
十
分
に
理
解
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
史
と
政
治
史
は
こ
の
よ
う
に
深
く
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

チ
ャ
ソ
ド
ラ
ー
（
し
扉
の
ロ
ロ
・
○
富
且
］
の
Ｈ
）
は
現
代
の
企
業
を
研
究
し
た
著
書
、
ヨ
意
司
⑫
萱
Ｑ
函
ミ
ミ
（
］
弓
、
）
に
お
い
て
、
一
九

世
紀
か
ら
一
一
○
世
紀
に
か
け
て
の
生
産
・
輸
送
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
数
多
く
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
運
営
が
、
特
定
の
社
会（窕）

形
熊
〒
－
－
高
度
な
技
術
を
有
す
る
管
理
者
に
よ
る
大
規
模
で
中
央
集
中
的
な
階
層
組
織
１
－
１
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
擁
護
し
て
い
る
。

彼
は
こ
の
こ
と
を
鉄
道
の
発
達
に
よ
っ
て
例
証
し
て
い
る
が
、
そ
の
要
請
は
石
油
産
業
、
自
動
車
産
業
、
そ
し
て
原
子
力
産
業
と
さ

ら
に
強
ま
る
一
方
で
あ
る
。

１
１

０
－
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確
か
に
原
子
力
推
進
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
今
後
の
発
達
に
よ
っ
て
、
原
子
力
が
人
間
の
健
康
や
安
全
に
及

ぼ
す
危
険
の
い
く
ば
く
か
は
解
消
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
も
っ
と
危
険
な
原
子
力
の
特
性
に
社
会
が
適
合
し
て
し
ま
っ
た
ら
、

人
間
の
自
由
へ
の
代
償
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
の
革
命
は
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
革
命
、
マ
イ
ク
ロ
・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
革
命
、
情
報
革
命
と
い
ず
れ
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
革
命

な
の
で
あ
る
。
『
タ
イ
ム
』
誌
が
一
九
八
一
一
年
度
の
”
マ
ソ
・
オ
ブ
・
ザ
・
イ
ヤ
ー
“
と
し
て
表
紙
に
掲
げ
た
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

だ
っ
た
。
ホ
ー
ム
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
時
代
に
な
れ
ば
、
家
庭
と
政
治
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
連
結
し
、
市
民
参
加

が
促
進
さ
れ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、
テ
レ
ビ
時
代
が
到
来
し
て
投
票
率
が
低
下
し
て
き
て
い
る
事
実
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
だ
け
の
受
動
的
姿
勢
か
ら
は
、
真
の
意
味
で
の
市
民
参
加
は
あ
り
得
な
い
。
ハ
ソ
ナ
・

ア
レ
ソ
ト
（
出
目
目
：
シ
『
の
己
【
）
が
明
一
一
一
口
し
た
よ
う
に
、
「
民
主
政
治
の
源
泉
は
、
人
々
が
自
分
達
の
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
た

（
釣
）

め
に
団
結
し
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
見
に
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ウ
ィ
ナ
ー
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
現
代
の
巨
大
技
術
と
は
反
対
の
小
規
模
で
分
権
的
で
安

全
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
促
進
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
に
対
応
し
た
社
会
構
造
と
価
値
観
が
必
要
と
さ
れ
る
と
主
張
す

る
。彼
の
具
体
的
な
提
案
の
ひ
と
つ
は
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
代
わ
っ
て
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
・
太
陽
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
世
界
の
い
た
る
所
に
無
尽
蔵
に
存
在
し
、
し
か
も
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
き
ま
と
う
危
険
性
が
皆
無
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

統
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
排
除
し
、
Ｊ

（
釦
》

な
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

間
の
経
過
と
と
も
に
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
増
大
し
て
い
く
と
、
裁
判
所
や
立
法
部
が
行
政
部
の
活
動
に
対
し
て
行
使
し
て
い
た
伝

統
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
排
除
し
、
も
っ
と
厳
格
な
保
護
措
置
を
実
施
で
き
る
強
力
な
中
央
権
力
を
発
展
さ
せ
る
圧
力
が
生
じ
る
こ
と
に

』
ｌ
Ｐ
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物
理
学
者
で
あ
る
エ
イ
モ
リ
ー
、
ロ
ピ
ゾ
ス
（
惨
日
日
笥
団
・
Ｒ
ｂ
昏
温
）
憾
吹
の
よ
う
に
表
現
心
て
噂
ろ
。
．
Ｊ

「
太
陽
の
光
は
地
球
を
収
奪
せ
ず
、
倹
約
さ
せ
、
再
生
さ
せ
る
。
人
々
を
突
然
変
異
さ
せ
ず
、
陽
気
に
し
、
輝
か
・
せ
る
。
と
り
わ

け
そ
れ
は
、
こ
の
小
さ
な
惑
星
の
上
に
絶
え
ず
存
在
す
る
限
界
を
重
ん
じ
る
。
生
命
の
微
妙
な
は
か
な
さ
、
人
間
社
会
の
不
完
全
さ
、

人
間
の
つ
く
っ
た
も
の
の
弱
さ
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
明
る
く
生
き
、
光
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
選
べ
る
。
そ
し
て
人
生
を
選
べ
る

の
だ
Ｉ
パ
ン
ド
ラ
の
箱
の
底
で
待
っ
て
い
る
、
誓
れ
た
希
望
を
つ
か
ま
え
れ
煙
」

だ
が
利
用
の
方
法
に
問
題
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
在
の
電
力
会
社
の
よ
う
に
中
央
集
中
化
し
た
光
電
池
貯
蔵
施
設
を
建
設

す
る
の
か
、
各
々
の
家
庭
・
学
校
・
工
場
な
ど
の
屋
根
に
数
多
く
の
独
立
型
の
シ
ス
テ
ム
を
取
り
付
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
両

者
の
中
間
サ
イ
ズ
、
例
え
ば
、
近
隣
レ
ベ
ル
を
集
結
す
る
シ
ス
テ
ム
に
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
選
択
の
問
題
が
あ
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
は

も
ち
ろ
ん
、
よ
り
柔
軟
で
よ
り
民
主
主
義
的
な
原
理
に
基
づ
く
光
電
池
の
開
発
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
よ
り
多
く

の
人
間
に
責
任
と
管
理
を
拡
大
で
き
、
現
代
の
社
会
技
術
構
造
に
お
い
て
画
一
性
よ
り
も
多
様
性
を
生
じ
る
機
会
を
拡
大
で
き
る
か

（
杣
）

ら
で
あ
る
。

２
地
球
生
態
学
の
視
点

さ
ら
に
ま
た
彼
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
（
生
態
環
境
）
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
た
だ
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
や
環
境
保
謹

主
義
者
に
は
様
々
な
見
方
が
あ
っ
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ウ
イ
ナ
ー
の
考
え
方
は
、
一
一
一
世
紀
へ
の
価
値
転
換
を
め
ざ
し
て
近

年
、
注
目
を
集
め
て
い
る
ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ソ
ス
の
主
張
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ソ
ス
の
主
唱
者
、
Ｆ
・
カ
プ
ラ
（
『
『
ご
○
届
ｏ
ｇ
Ｂ
）
は
『
タ
オ
自
然
学
』
（
『
青
司
ご
＆
ご
逗
忽
目
』
】
①
「
、
）
の
中

で
、
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
東
洋
思
想
の
世
界
観
に
接
近
し
て
い
る
。
そ
し
て
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
全
包
括

》
。
．
‐
‐
叩
汀
。
．
‐
．
辛
．
趾
．
□
ず

ｕ
＋

■
四
日
口
。
『
・
Ｌ

－
１
１
－
１
１
３
－
↓
ｈ
▲
‐
ｊ
Ｐ
ｈ
ｑ
‐
▲
Ｐ
‐
－
ト
ー
ー
ォ
Ｐ



司
割
剥
瞥
☆
Ｐ
，
１
．
ヂ
ー
ー
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・
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｜
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１
‐
．
‐
，
β
・
…
ｒ
ｊ
ｆ
７
↓
．

８
的
）
で
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
視
点
へ
の
転
換
を
一
貫
し
て
主
張
す
る
。

２

資本主義、共産主義を問わず今日の経済学における顕著な特色は、「成長」という強迫観念に取り付かれてい
るということである。有限な環境への無限の成長が必ず破滅を招くことは今では火を見るよりも明らかとなった
にもかかわらず、事実上すべての経済学者と政治家は経済とテクノロジーの成長は不可欠だと考えている。 （

⑫
）

政府や経済界に行き渡っている信条は、いまなお全ての個人、集団、企業の物質的富が最大になれば、公益も
最大になるというものである。全体は部分の和であると象なされて、部分同士の相互干渉によってはその合計よ

』りも少なくも多くもなるという事実は見過ごされている。還元主義者のこうした誤った考えの結末は、各経済力
９８９１くが次第に衝突し合い、社会構造をひき裂き、自然環境を破壊するという形で痛ましくも明らかになりつつある。
号

そしてカプラは、経済やテクノロジーの成長にはいかなる制限しないという点に現代の考え方の大きな誤りが
４４第あるのだと強調する。有限の環境の中では、成長と衰退の間にはおのずからダイナミックなパラソスが存在する
学ということに気づかず、成長は全て善であると広く信じられているのである。あるものが成長する時には他のも
法大とりわけ世界人口の五％を占めるアメリカは世界の資源の三分の一を消費し、一人当りのエネルギー消費量も

のが衰退しなければならない。したがって今、成長の概念に制限を加えなければならないという・
琉

（
ね
）

ヨーロッパ諸国の約二倍、それでも一プレピのコマーシャルは絶えず欲求不満をかきたて、犯罪や暴力が横行する。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
現
状
は
社
会
病
理
の
根
深
さ
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

エネルギーの浪費には原子力で対抗し、政治的洞察力の欠如はミサイルと爆弾の量産で補い、自然環境の汚染
には特殊なテクノロジーを開発することで対処しようとする。このように、あらゆる問題をテクノロジーによっ
て解決しようとするテクノロジー信仰が蔓延している。さらにはテクノロジーの進歩が我々の生活様式や社会組

‐
Ｉ
Ｉ
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－
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Ｉ
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織
や
価
値
体
系
を
決
定
す
る
と
い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
決
定
論
が
我
々
の
思
考
を
支
配
し
て
Ⅱ
い
る
。
・

こ
れ
は
現
代
の
ハ
ー
ド
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
特
質
に
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
カ
プ
ラ
は
指
摘
す
る
。

巾
リ
ス
テ
ィ
ヴ
ク

「
ハ
ー
ド
・
一
ア
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
全
包
括
的
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
断
片
的
で
あ
り
、
協
同
よ
り
操
作
や
制
御
を
好
み
、
統
〈
口
的
で

あ
る
よ
り
は
自
己
主
張
的
で
あ
り
、
個
人
や
小
集
団
に
よ
る
地
域
的
な
応
用
に
で
は
な
く
中
央
集
権
的
な
管
理
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も

（
机
）

の
だ
。
そ
の
結
果
、
こ
の
一
プ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
反
生
態
的
、
反
社
会
的
、
不
健
全
、
非
人
間
的
な
し
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」

こ
の
危
険
な
結
果
が
史
上
空
前
の
軍
拡
を
も
た
ら
す
核
兵
器
の
増
大
で
あ
り
、
軍
産
複
合
体
の
巨
大
な
存
在
で
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
今
後
、
我
々
に
必
要
な
の
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
質
を
定
義
し
直
す
こ
と
、
そ
し
て
争
い
の
解
決
、
社
会
の
合
意
、
協
調
、
再
利
用
、

（
“
》

再
配
分
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
人
智
を
傾
け
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
カ
プ
ー
フ
は
述
べ
る
。
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
（
向
・
句
・

の
：
巨
日
回
呂
の
『
）
の
い
う
「
人
間
の
顔
を
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
彼

は
、
ウ
イ
ナ
ー
と
同
様
に
ソ
ー
ラ
ー
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
研
究
と
開
発
を
提
唱
す
る
。

環
境
経
済
学
者
は
生
産
物
に
環
境
コ
ス
ト
を
見
積
も
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
生
態
学
者
は
、
一
一
○
世
紀
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
社
会

が
全
く
制
御
不
能
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
と
対
照
的
に
、
い
か
な
る
生
態
系
も
が
驚
異
的
な
ま
で
の
自
己
制
御
の
プ
ロ
セ
ス
を
有

し
て
い
る
と
強
調
す
る
。
そ
う
し
た
生
態
系
を
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
征
服
、
搾
取
、
汚
染
の
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
す

る
。
生
物
平
等
主
義
者
（
ロ
・
｝
・
四
目
］
の
、
自
庁
日
巨
一
ｍ
［
）
は
人
間
以
外
の
生
物
た
ち
に
も
地
球
に
生
き
る
権
利
が
あ
り
、
今
、
必
要

と
さ
れ
て
い
る
の
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
倫
理
、
す
な
わ
ち
人
類
を
自
然
の
存
在
物
の
良
き
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
と
み
な
す
考
え
方
な
の
で
は
な

五
、
展
望
に
か
え
て

僻
矧
爺
糺
溌

甲
岼
》
ｈ
心
汀
掴
洞
鐸
暫
蝿
咄
皿
劔
璃
繍
剰
溌
陣
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０

ぃ
か
と
訴
え
る
。
い
ず
れ
を
と
っ
て
●
も
我
々
に
は
耳
の
痛
い
一
一
口
葉
で
あ
る
。

３

現代の科学技術の巨大化は、実験室という枠組における実証の限界を超えて進行していろ。．また専門分化の一
層の進展によって個々の科学者や技術者は、自然の全体像を把握することが困難となっている。そして科学やテ
クノロジーは国家による管理と統合化に向かって収散しつつある。そこから一般市民と科学者・技術者との間に

れ
ん

断
絶
と
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
深
●
ま
り
拡
が
っ
て
き
て
い
る
。

したがって今、最も必要なのは、市民生活に大きな影響力を及ぼす巨大科学技術を含めて、科学やテクノロジー
ｊ

の本質的な問題について市民を交えて議論する場である。声」うした場を既存の民主主義体制の中でいかに創出し、
９８９１ｒ、市民参加のエネルギーを蘇生させていくのかについて、今後、．もっと論議が深められるべきであろう。
号

しかしながら、テクノロジーとデモクラシーの接点を求める、こういった制度的改革運動は●また、現代人の意
４４第識の変革を伴わなければ大きな成果は得られないように思われる。国境を越えて地球人の立場から、人間が創り
畔出したテクノロジー文明と人間を創り出した自然との関係の再構築を真剣に検討していく過程から、新しい人間
鰍社会の理念に向けて展望が開けてくるのではなかろうか。
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