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フ

ー

コ
ー

〈
権

力
論

〉

再

考

相
沢

哲

〈
要
旨
〉

本
稿
で
は

、
ミ
シ

ェ
ル

・
フ
ー

コ
ー
の
残

し
た
、
〈
権
力
〉

の
概
念
化

に
関

わ
る
諸

々
の
理
論
的
提

言
と
、
具
体
的

な

く
権
力
V

の
記
述

-
分
析

の
成
果
と
を
、
そ

の

〈
メ

タ
理
論
的
前
提
〉
と

の
関
連

に
着

目
し

て
検
討
す
る
。

こ
の
作
業
に
よ
り
、

フ
ー

コ
ー

〈
権
力
論
〉
が

旧
来

の
権
力
理
論
と
ど

の
よ
う

に
異
な

っ
て

い
る
か
を
明
確
に
す
る
と

同
時

に
、
頻
繁

に
見
受
け
ら
れ

る
タ
イ
プ

の
、

フ
ー

コ
ー
に
対
す
る
誤
解
を
解

く
。

.
特

に
本
稿
が
批
判

の
対
象
と
す
る

の
は
、
主
体
11
主
観
を
、
権
力
や
社
会
的

な
も
の

の
起
源

・
基
礎
と
し

て
議
論

の
起
点
に
置
く
よ
う
な
、
形
而
上
学
的
な
思
考

の
枠
組

と
、

そ

こ
か
ら
生
じ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
類
型
の

フ
ー

コ
ー

へ
の
誤
解

で
あ

る
。

本
稿

で
、
特
に
強
調
さ
れ
る
主
題
的
論
点

は
以
下

の
通
り

。
即
ち

、
フ
ー

コ
ー
に
と

っ
て

〈
主
体
〉
は
、
議
論
の
始
め
に
置
か
れ

る
べ
き
も

の
で
は
な
く

、
そ
れ
が
歴
史
的

に
条
件
づ
け
ら
れ
た
特

定
の

〈
経
験
〉

か
ら
ど

の
よ
う

に
構
成
さ
れ

る
か
が
問
題
に
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ

っ
た
の
で
あ

る
。
個

々
の
主
体

に
先
だ

っ
て
、
身
体
や
建
築
物

な
ど
の

マ
チ

エ
」
ル
の
配
置

や
、
歴
史

の
中

で
そ

の
形
態
を
変

え
る
、
種

々
の
実
践

の

連
関

が
存
在

す
る
の
で
あ
り

、
人
間
個
体
は
、
そ
う
し
た
諸
関
係

の
中

で
事
後
的
に
種

別
的
な

〈
主
体
〉
と
し
て
構

成
さ
れ

る
の
で
あ

る
。
フ
ー

コ
ー
の

く
権
力

の
分
析
学
V

は
、
そ
う
し
た
実
践

の
連
関

の

一
つ
の
相
/
次

元
で
あ

る
と

こ
ろ

の
、
人
間
個
体
を
取

り
囲
み
、
貫

通
す
る
諸
力

(諸
作
用
)

の
関
係
を
記
述

ー
分
析
す
る
た
め

の
も

の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り

、
特
定

の
人
間
の
存
在
形
態

の
条
件

の
方

が
、
〈
権
力
〉
関
係

の
分
析

を
通

し
て
解

明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
だ
。

キ

ー
ワ

ー
ド

メ

タ
理
論
的
前
提
、
実
践

の
連
関
、
諸
力
の
関
係
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1

は
じ
め
に

ミ
シ
ェ
ル

・
フ
ー

コ
ー
が
残
し
た
、
〈権
力
〉
に
関
す
る
独
創
的

・
問
題
提

起
的
な
諸
論
考
が
、
社
会
学
界
に
導

入
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
。
彼
の
思
想

・
〈
権

(1
)

力
論
〉

へ
の
良
質
な
入
門
書
は
日
本
で
も
既
に
何
冊
か
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
例

え
ば
彼
が
、
「
ミ
ク
ロ
権
力
」

へ
の
注
目
を
促
し
た
こ
と
、
権
力
を
否
定
的

・

抑
圧
的
な
も
の
で
な
く
肯
定
的

・
産
出
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
よ
う
提
言
し

た
こ
と
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
非
人
称
の
視
線
を
内
面
化
し
た

「
主
体
11
従
属

体
」
を
生
み
出
す
パ
ノ
プ

テ
ィ
コ
ン
(
一
望
監
視
施
設
)
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

(再
)

発
見
し
た
こ
と
…
…
、
等

々
は
今
や
斯
界
の
常
識
ど
な

っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ

か
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
筆
者

の
見
る
と
こ
ろ
、
誤
読

・
無
理
解
に
基
づ
く

く
フ
ー
コ
ー
権
力
論
V

へ
の
批
判
や
、
あ
る
い
は

「
誤

っ
た
期
待
」
も
ま
た
跡

を
断
た
な
い

(も

っ
と
も
、
そ
の
誤
解
の
原
因
が
フ
ー
コ
ー
自
身

の

「
も
の
の

言
い
方
」
の
側
に
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
な
の
で
は
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
)
。

本
論
考
で
は
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る

「
フ
ー

コ
ー
権
力
論
」

1

〈
権
力
V
の
概

念
化
に
関
わ
る
種
々
の
提
言
、
及
び
そ
の

〈
権
力
分
析
〉
の
具
体
的
な
手
続
き

/
仕
組
み
ー

を
、
そ
の

〈
メ
タ
理
論
的
前
提
〉
と
も
言
う
べ
き
、
彼
の
特
異

な
問
題
設
定
と
思
考
の
枠
組

(独
特
の
も
の
の
見
方

・
考
え
方
)
に
関
連
さ
せ

　　
　

て
整
理

・
検
討
す
る
。
そ
の
作
業

を
通
し
て
、
彼
の

く
権
力
論
V
の

巷
δ
¢
Φ-

昌
①
ωω
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
示
す
と
と
も
に
、
社
会
学
界
に
お
い
て
し
ば
し

ば
見
受
け
ら
れ
る
、
あ
る
タ
イ
プ

の

「
誤
解
」
を
解
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
上

で
、
彼
が
立
て
た
問
題
そ
の
も
の
と
そ
の
問
題
の
背
景
に
あ
る

〈哲
学
〉
に
つ

い
て
簡
略
に
論
じ
、
彼

の

〈権
力
論
〉
の
今
日
的
な
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

〈
メ
タ
理
論
的
前
提
V
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
問
題
に
し
た
い
の
か
?

ー

そ
も
そ
も

〈権
力
〉
と
い
う
概
念
は
、
そ

れ
自
体
を

〈客
観
的
〉
陰
事
象
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
前
提
と
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
体
系
と
、
そ
の
中
に
占
め
る
位
置

と
に
応
じ
て
異
な

っ
た
意
味
内
容
を
持
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る

(「語
の
意
味
と
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
の
中
に
お
け
る
そ
の
用
法
で
あ
る
」

の

.な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
…
…
)
。
具
体
例
と
し
て
は
、
社
会
を

シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
、
権
力
を
シ
ソ
ボ
ル
に
よ

っ
て

一
般
化
さ
れ
た
交
換
/

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
と
考
え
、
権
力
の
、
そ
れ
な
く
し
て
は
あ

り
え
な
か

っ
た
は
ず
の
事
態
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る

立
場
/
視
座
と
、
社
会
を
階
級
闘
争
の
場
と
捉
え
、
権
力
を
主
に
あ
る
集
団
か

ら
他
の
集
団

へ
の
支
配
の
作
用
と
考
え
、
権
力
の
、
自
由
の
可
能
性
の
制
約
と

し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
立
場
/
視
座
と
の
対
立
な
ど
を
想
起
さ
れ
た
い
。
こ

の
対
立
に
お
い
て
実
際
に
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
ど
ち
ら
が

「客
観
的
で

正
確
な
権
力
理
論
」
に
漸
近
し
得
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
基
本
的

な
立
場
と
し
て
ど
の
よ
う
な
社
会
哲
学
や
認
識
論
を
採
用
し
て
い
る
か
、
〈権

力
〉
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
な
問
題
の
解
明
の
た
め
に
用
い
て
い
る
の
か
、

等

々
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
相
違
で
あ
ろ
う
。

少

々
乱
暴
に
話
を

一
般
化
す
る
と
、
い
か
な
る
社
会
理
論

(/
社
会
的
事
象

の
分
析
)
も
、
何
を
熟
考
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
み
な
し
、
何
を
所
与
と
み
な
す
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か
、
何
を
本
質
的
な
事
象
/
要
素
と
み
な
し
、

一
方
で
何
を
捨
象
す
る
か
…

等

々
に
つ
い
て
の
前
も

っ
て
の
判
断
、
つ
ま
り
何
ら
か
の

〈
メ
タ
理
論
的
前
提
〉

(言
わ
ば
、
思
考
の
枠
組
と
し
て

の

〈
哲
学
〉
)
に
則

っ
て
構
築

・
展
開
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
各
々
の
理
論
の
具
体

的
な
内
容
は
、

ー

と
き
に
論
者
自
身
に

よ

っ
て
は
明
確
な
形
で
提
示
さ
れ
ぬ
こ
と
も
あ
る

ー

そ
う
し
た

〈
メ
タ
理
論

的
前
提
〉
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
の
理
解
や
比
較
検
討
の
た
め
の
作
業
尅
、
ま
ず

く
メ
タ
理
論

的
前
提
V
の
水
準
か
ら
始
め
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

と
り
わ
け
フ
ー
コ
ー
の

〈権
力
論
〉
の
場
合
は
、
そ
の
功
績
で
あ
る
前
人
に

は
為
し
え
な
か

っ
た
よ
う
な
諸
発
見
も
、
他
方
、
し
ば
し
ば
誤
読
さ
れ
る
原
因

と
な
る
そ
の
理
論
的
な

「
仕
組
み
」

の

「
わ
か
り
に
く
さ
」
も
、
と
も
に
彼
の

根
本
的
な
発
想
の
転
換
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と

を
以
下
の
議
論
で
論
証
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
著
さ
れ
た
時
期
に
よ

っ
て
、
ま
た
論
ず
る
対
象
と
と
も
に
、
刻

々
と
そ
の
表
面
的
な
姿

(用
い
ら
れ

る
語
彙
な
ど
)
を
変
え
て
い
く
フ
ー

コ
ー

の

〈哲
学
〉
の
諸
側
面

-

例
え
ば
独
特
の

〈歴
史
認
識
論
〉
や

〈
言
語
観
>

1

の
全
て
を
、
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
で
詳
論
す
る
こ
と
は
遺
憾
な
が
ら
不
可

能
で
あ
り
、
以
下
、
問
題
を
次

の
よ
う
に
絞

っ
て
、
議
論
を
進
め
て
い
く
。

i

『監
獄
の
誕
生
』
『
性
の
歴
史

1

・
知

へ
の
意
志
』
の
二
著
作
で
展
開
さ

れ
る
具
体
的
な
議
論
に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
は
何
を
解
明
す
べ
き
も
の
と
し
て

取
り
上
げ
、
他
方
で
何
を
記
述
ー
分
析
の
出
発
点
に
置
い
て
い
た
か
。
そ
こ
で

用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
術
語
、
〈
モ
デ
ル
〉
が
選
ば
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

つ

ま
る
と
こ
ろ
彼
は
、
〈権
力
〉
の
概
念
を
用
い
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
考
え

よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
そ
う
し
た
問
題
設
定
の
背
景
に
は
、
ど
の
よ
う
な
〈
哲

学
〉
が
あ

っ
た
の
か
。

皿

唯
名
論
の
立
場

1

〈
権
力
〉
は
実
体
で
は
な
い

ま
ず
、
フ
ー
コ
ー
自
身
の
言
葉
を
い
く
つ
か
引
い
て
お
こ
う
。

「
お
そ
ら
く
唯
名
論
の
立
場
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い

(　
賦
暮

芻
磊

α
o
ロ
8

⑪
9
Φ
5
0
目
ぎ
呂
ω8
)
。
権
力
と
は

一
つ
の
制
度
で
も
な
く
、

一
つ
の
構
造
で
も

な
い
、
あ
る
種
の
人

々
が
持

っ
て
い
る
あ
る
種
の
力
で
も
な
い
。
そ
れ
は
特
定

の
社
会
に
お
い
て
、
錯
綜
し
た
戦
略
的
状
況
に
与
え
ら
れ
る
名
称
な
の
で
あ

(3
V

る
」

「権
力
な
る
も
の

(.一Φ
、娼
o信
く
o一「)
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
…
…
あ
る

一
定
の

場
所
に
/
あ
る

一
定
の
点
か
ら
来
た
、
権
力
た
る
何
も
の
か
が
あ
る
と
い
う
考

え
は
、
私
に
は
細
工
を
施
さ
れ
た
、
い
ず
れ
に
せ
よ
相
当
の
数
の
現
象
を
考
慮

に
入
れ
て
い
な
い
分
析
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
権
力
と
は
、

実
際
に
は
…
…
諸

々
の
関
係
の
束
な
の
で
す
。従

っ
て
問
題
は
、
一
方
で
は
ブ
ー

ラ
ン
ヴ

ィ
リ
エ
が
、
他
方
で
は
ル
ソ
ー
が
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
の
や
り
直
し
と

な

っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
権
力
の
理
論

(些
9
二
Φ
)
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
等
は
、
双
方
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
平
等
で
あ
る
と
い

う
原
初
的
状
態
か
ら
出
発
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
何
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
?

そ

れ
は
、

一
方
に
お
い
て
は
歴
史
の
侵
入
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
は
神
話
的
-

法
的
出
来
事
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
る
瞬
間
か
ら
人

々
は
諸

々
の
権
利
を
失

っ
て
し
ま

っ
て
、
権
力
が
出
現
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
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も
し
権
力
の
理
論
を
構
築
し
よ
う

と
す
る
の
な
ら
ば
、
権
力
を

一
定
の
点
、

一

定

の
瞬
間
に
出
現
し
た
も
の
と
相
変
わ
ら
ず
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
、
そ
の
出
現
に
つ
い
て
推
測
し

、
権
力
の
起
源
を
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
も
し
権
力
が
本
当
は
開
か
れ
た
、
多
か
れ
少

な
か
れ
連
携
を
持

っ
た

(む
し
ろ
あ
ま
り
よ
い
連
携
を
持
た
な
い
)
関
係
の
束

だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
唯

一
の
問
題
は
、
権
力
関
係

の
分
析
学

(9口
9甲

　
　
　

且

器
)
を
可
能
に
す
る
分
析
の
格

子
を
手
に
入
れ
る
こ
と
な
ん
で
す
。」

「
〔〈
権
力
〉
と
い
う
〕
こ
の
総
括
的
で
抽
象
を
実
体
化
し
て
し
ま
う
術
語

(叶ぼ
ω
曁
6
目
び
蜀
。冒
αq
9巳

「⑦芽

冒
σq
8
鬥葺
)
を
用
い
る
と
き
、
ど
ん
な
内
容

を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
か
が
、
最
小
限
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま

り
ひ
と
が
二
つ
の
問
い

1

権
力

と
は
何
か
、
権
力
は
何
に
由
来
す
る
の
か

ー

を
果
て
し
な
く
問
い
続
け
る
と
き
、
現
実
の
極
端
に
錯
綜
し
た
布
置
連
関

　
　
　

を
見
逃
し
て
し
ま

っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
と
疑
う
必
要
が
あ
る
の
だ
。
」

以
上
の
引
用
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
〈
権
力
〉
を
唯
名
論
的
に
取
り
扱
う
、

と
フ
ー
コ
ー
が
言
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

〈
権
力
〉
は
、
実
体
で

は
な
く
、
あ
る

「状
況
」

・
「関
係
の
束
」
,
・
「錯
綜
し
た
布
置
連
関
」
に
与

え
ら
れ
る
、
言
わ
ば

「
ラ
ベ
ル
」

で
し
か
な
い
。
彼
が

〈
権
力
〉
と
い
う
語
を

　　
　

用
い
る
と
き
、
そ
れ
は

一
種
の
省
略
語
法
な
の
だ
。
従

っ
て
、
権
力
が
個
人
の

属
性
や
、
制
度

・
構
造
も
し
く
は

そ
の
拘
束
作
用
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
〈権
力
V
と
呼
ば
れ
る
状
況

・
現
象
の
全
て
に
共
通
す
る
本
質
的
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
権
力
な
し
の
ま

っ
さ
ら

な
状
態

(と
こ
ろ
で
こ
れ
は
、
お

よ
そ
非
経
験
論
的
で
形
而
上
学
的

1

ほ
と

ん
ど
神
話
的
な
抽
象
で
は
な
か
ろ
う
か
?
)
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
権
力
が
発
生

す
る
か
を
説
明
す
る
理
論
を
つ
く
る
こ
と
も
、
彼
の
仕
事
で
は
な
か

っ
た
。
要

す
る
に
、
〈
権
力
〉
の

「
本
質
」
と

「起
源
」
を
追
い
求
め
る
こ
と
が
問
題
な

の
で
は
な
い
。
彼
が
実
際
に
企
図
し
た
の
は
、
歴
史
的
に

(ま
た
恐
ら
く
地
理

的
に
も
)
範
囲
の
画
定
さ
れ
る
特
定
領
域

の
「戦
略
的
状
況
」
の
、
種
別
的

(
つ

ま
り
、
そ
の
状
況
の
特
殊
性

・
他
の
も
の
と
の
差
異
を
重
視
す
る
)
か

つ
関
係

論
的
な
分
析
な
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
実
に
つ
い
て
詳
述
す
る
前
に
、

　　
　

こ
の

「
唯
名
論
」
と
い
う
彼
の
独
特
な

「思
考
法
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
き

た
い
。

彼
が
唯
名
論
的
に
取
り
扱

っ
た
概
念
/
主
題
は

く権
力
V
ば
か
り
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
彼
は
最
晩
年
の
著
書
に
お
け
る
、
自
身
の
思
索
の
歩
み
に
つ
い
て
の

総
括
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
認
識
の
進
歩
と
し
て
し
ば
し
ば
指
示
さ
れ
て
い
た
事
柄
を
分
析
す
る
た
め

に
は
、
理
論
上
の
視
点
の
移
動

(巷

融
皀
僧8
目
①暮

け冨
o
ユ
ρ
=
Φ
)
が
必
要
だ

と
私
に
は
思
わ
れ
た
。
そ
の
移
動
に
よ

っ
て
私
は
、
知
を
構
成

(四
註
o
巳
奠
)

し
て
い
た
諸
々
の
言
説
的
実
践
の
諸
形
式
を
問
う
結
果
と
な

っ
た
。
ま
た
、
〈権

力
V
の
現
れ
と
し
て

(8
白
9
巴
Φの
巨
p巳
{⑦の冖豊

o
旨
ω
含

台
o薯

oマ
〉)
し
ば

し
ば
記
述
さ
れ
て
い
た
事
柄
を
分
析
す
る
た
め
に
も
、
理
論
的
な
視
点
の
移
動

が
必
要
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
私
は
、
む
し
ろ
、
権
力
の
行
使
/
作
用
を

構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
複
雑
で
多
様
な
諸
関
係
と
か
開
か
れ
た
戦
略
と
か

合
理
的
な
技
術
と
か
を
問
う
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
〈
主
体
〉
と
し
て

指
示
さ
れ
る
事
柄
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
今
度
は
、
第
三
の
立
場
の
移
動
を

企
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
個
人
が
主
体
と
し

て
自
分
を
構
成
し
認
識
す
る
手
だ
て
と
七
て
の
、
自
己
と
の
関
係
の
形
式
や
様
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な
　

態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
研
究
す
る
の
が
適
切
で
あ
.っ
た
。」

さ
き
に
筆
者
が

「根
本
的
な
発
想
の
転
換
」
と
表
現
し
た
事
柄
が
、
こ
こ
で

「理
論
的
な
視
点
の
移
動

(11
ず
ら
し
)」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「移

動
」
こ
そ
、
彼
の
諸
著
作
の
独
創

性
の
核
心
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
に
書
か
れ
た

『
狂
気
の
歴
史
』
『臨
床
医
学
の
誕
生
』
『言
葉

と
物
』
と
い
っ
た
著
作
に
お
い
て
は
、
「認
識

の
進
歩
と
し
て
し
ば
し
ば
指
示

さ
れ
て
い
た
事
柄
」

1

例
え
ば

、

一
八
世
紀
の

「疾
病
分
類
学
」
的
医
学
か

ら

↓
九
世
紀
の
解
剖
学
的
-
臨
床
医
学

へ
の

「
進
歩
」
、
古
典
主
義
時
代
の

「富

の
研
究
」
か
ら
近
代
の
経
済
学

へ
の

「進
歩
」
等
々

1

が
、
「考
古
学
的
分

析
」
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
フ
ー

コ
ー
は

「
認
識
の
進
歩
」
と
い

う
旧
来
の

「
ラ
ベ
ル
」
を
粗
大
で
不
適
切
な
も
の
と
考
え
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い

た
も
の
を
、
あ
る
特
定
の
言
葉
の
み
を
存
在
せ
し
め
る
言
説
的
実
践
の
種

々
の

規
則
の
変
換
と
し
て
記
述
-
分
析
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

く権
力
V
、
〈主
体
V
の

二
つ
の
語
は
、
括
弧
と
迂
言
法

(「～
と
し

て
記
述
さ
れ
て
い
た
…
…
」)
に
よ
り
、
「
二
重
の
距
離
を
も

っ
て
提
示
さ
れ
て

す
　

い
る
」
。
要
す
る
に
こ
の
二
つ
の
概
念
も
、
そ
の
内
実
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
大
雑
把
な

「
ラ
ベ
ル
」

な
の
だ

(こ
の
う
ち
の

〈主
体
〉
の
方
に
関

し
て
は
、
第
y
章
で
取
り
上
げ
る
)
。

一
九
七
〇
年
代
の
主
要
著
作
、
『
監
獄
の
誕
生
』
『性
の
歴
史
1

・
知

へ
の
意

志
』
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
前
者

で
は
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
権
力
が
、
後
者

で
は
性
を
抑
圧
す
る
権
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
顕
に
な
る
場
面
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
社
会
的
状
況
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

こ
で
記
述
-
分
析
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
実
体
と
し
て
の
権
力
で
は
な

く
、
局
地
的
な

「複
雑
で
多
様
な
諸
関
係
」
な
の
で
あ
り
、
実
際
に
見
出
さ
れ

る
の
は
、
「開
か
れ
た
戦
略
」
や

「合
理
的
な
技
術
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の

「
戦

略
」
や

「技
術
」
と
い
っ
た
用
語
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
指
し
示
さ
れ
る
こ
と
ど

も
に
つ
い
て
は
、
次
の
章
で
取
り
上
げ
て
解
説
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
こ
へ
進
む
前
に
も
う

一
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

「権
力
が
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
お
け
る
、
「
複
雑
で
多
様
な

諸
関
係
」
の
記
述
ー
分
析

こ
そ
が
為
さ
れ
る
べ
き
作
業
で
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、

例
え
ば
何
と
何
の

「
関
係
」
な
の
か
?

言
い
方
を
変
え
る
と
、
〈
権
力
〉
は

唯
名
論
化
口
脱
実
在
論
化
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

一
方
で
何
が
確
実
に
存
在

す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
記
述
の
与
件

・
出
発
点
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　り
　

P

・
ヴ

ェ
ー
ヌ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ー

コ
ー
が
そ
の
記
述
の
与
件

と
し
て
い
た
も

の
は
、
「
言
説
的
実
践
」
も
含
め
た
種

々
の
実
践

(買
甼

鼠
ρ
口
Φ
)
と
、
実
践
の
連
関
に
よ

っ
て
初
め
て
明
確
な
役
割

・
顔
立
ち
を
与
え

ら

れ

る

よ

う

な

、

質

料

(日
餌
鉱
曾
Φ
)

と

し

て

の
事

物

-

物

理

的

諸

事

象

、

モ

ノ
と

し

て

の
言

語

、

身

体

、

な

ど

ー

で

あ

る

。

フ
ー
コ
ー
の

「
実
践
」
概
念
の
用
い
方
に
つ
い
て

一
言
。
「実
践
」
と
い
っ

て
も
、
理
論
と
対
置
さ
れ
る
そ
れ
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
理
論
的
著
作
を

書
き
綴
る
こ
と
、
こ
れ
も
、
特
定
の
形
態
の
言
語
を
生
産
す
る

「
言
説
的
実
践
」

(
の

一
種
)
な
の
で
あ
る
。
犯
罪
者
に
身
体
刑
を
加
え
る
こ
と
、
監
獄
を
造

っ

て
そ
こ
に
違
法
者
を
監
禁
す
る
こ
と
、
観
察
す
る
こ
と
、
記
録
す
る
こ
と
…
…

等

々
、
要
す
る
に
人
間
が
実
際
に
行
う
全
て
の
事
柄
を
、
意
識

・
主
観
に
不
関

与
な
次
元
で
取
り
上
げ
る
と
き
、
そ
れ
ら
は

「実
践
」
と
し
て
記
述
さ
れ
る
の

だ
。
そ
の
際
に
着
目
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
上
の
あ
る
時
点
か
ら
採
用
さ
れ
、
い
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ず
れ
は
消
え
て
ゆ
く
か
も
し
れ
ぬ

「も
の
ご
と
の
や
り
方
」
と
し
て
の
側
面
で

あ
り
、
「
実
践
」
の
連
関
を
行
為

主
体

の
意
図
に
よ
り
始
め
ら
れ
る
も
の
と
さ

れ
る

「行
為
」
の
連
関
と
同

一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

モ
ノ
と
し
て
の
言
語
、
と
い
う

こ
の

(『知
の
考
古
学
』
に
お
い
て
最
も
丁

寧
に
定
式
化

・
敷
衍
さ
れ
て
い
る
)
特
異
な
発
想
に
関
し
て
も
、
本
稿
の
主
題

に
関
連
す
る
側
面
に

つ
い
て
は
、
一
言
解
説
し
て
お
い
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
フ
ー

コ
ー
は
そ
の
分
析
に
お
い
て
、
言
語
を
物
理
的
な
支
え
を
も

っ
て

(発
音
す
る
、

文
字
と
し
て
書
き
記
す
…
…
)
存
在
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
、
出
現
の
場
所
と
日

付
を
持

つ
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。
特
定
の
歴
史
的

・
社
会
的
諸
条
件
の
も
と

で
の
み
そ
の
存
在
を
与
え
ら
れ
、
他
の
種
々
の
出
来
事
と
相
関
す
る
、
出
来
事

と
し
て
の
言
語
を
、
フ
ー

コ
ー
は

「
言
表

(曾
§

o仙
)
」
と
名
付
け
る
。
「
医

学
」
「博
物
学
」
と
い

っ
た
、
時
間
を
貫
い
て
存
在
す
る
特
定
の

「ジ
ャ
ソ
ル
」

と

し

て
与

え
ら

れ

て

い

る
統

一
体

ー

言

説

(
&
ω
o
o
霞

ω
)

は

、

言

表

が

、
歴

史
的
に
決
定
さ
れ
た
諸
規
則
の
総
体
に
従

っ
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
形
成

11
編
制
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。

モ
ノ

・
存
在
で
あ
る
言
語
は
、
も
は
や
メ
タ

・
レ
ベ
ル
に
あ

っ
て
他
の
事
物

や

「真
理
」
を
写
し
出
す
表
象
と

は
み
な
さ
れ
え
な
い
。
言
説
は
、
特
定
の
規

則
に
従

っ
た
実
践
の
結
果
と
し
て
の
み
、
存
在
し
う
る
モ
ノ
で
あ
り
、
人
体
や

建
築
物
な
ど
の
他
の
モ
ノ
と
、
同
じ
地
平
の
上
で
相
互
に
関
連
す
る
こ
と
に
よ

り
、
真
偽
の
分
割
等

々
の
効
果
を

、
そ
の
内
部
に
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
は
モ
ノ
と
し
て
の
言
語
や
、
主
体

「以
前
」
の
身
体
と
し
て
の
人

間
存
在
に
着
目
す
る
、
特
異
な

マ
テ
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
。
〈
権
力
V
が
存
在

/
作
用
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
状
況
も
、
ま
ず
諸
マ
チ
エ
ー
ル
の
配
置

(と

そ
の
中
で
の
諸
実
践
)
の
織
り
成
す
連
関
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
う
し
た

記
述
の

一
例
と
し
て
、
次
に
引
く
よ
う
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
に
関
す
る

一
節
が

想
起
さ
れ
よ
う
。

「
そ
の
権
力
の
本
源
は
、
或
る
人
格
の
中
に
は
存
せ
ず
、
身
体

・
表
面

・
光

・
視
線
な
ど
の
慎
重
な
配
置
の
中
に
、
そ
し
て
個
々
人
が
掌
握
さ
れ
る
関
係
を

(11
)

そ
の
内
的
機
構
が
生
み
出
す
そ
う
し
た
仕
掛
け
の
中
に
存
し
て
い
る
。」

フ
ー

コ
ー
ぶ
実
際
に
記
述
-
分
析
の
対
象
と
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
連
関

ー

局
地
的
で
種
別
的
な
、
複
雑
な
関
係
の
網
の
目

ー

で
あ
る
。

〈権
力
V
(及
び

〈
真
理
〉
〈
主
体
〉
)
の
唯
名
論
化
は
、
こ
の
独
自
の
マ
テ

リ
ア
リ
ズ
ム
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー

の
議
論
を
、

一
種
の

「
リ
ア
リ
テ
ィ
構
成
論
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で

は
あ
る
が
、
「
意
味
的
構
築
物
と
し
て
の
社
会
」
に
つ
い
て
語
る
現
象
学
的

(現

象
学
的
社
会
学
的
と
い
う
べ
き
か
)
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

な
お
、
こ
の
唯
名
論
化
は
、
J

・
ラ
イ
ク
マ
ン
も
論
じ
た
よ
う
に
、
抽
象
的

諸
観
念
を
常
に
歴
史
的
文
脈
の
中
に
置
き
直
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ

(
12
)

る
。
そ
の
歴
史
性
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
歴
史
を
書
く
こ
と
。
普
遍

・
不

変
を
装
う
い
か
な
る
事
象
を
も
、
歴
史
の
中
で
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
直
し
、

専
ら
他
の
諸

々
の
出
来
事
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
れ
を
理
解
す
べ
く
努
め
る
こ

と
。
要
す
る
に
、
「系
譜
学
」
的
に
思
考
す
る
こ
と
。
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
は
思
う
が
、
こ
れ
が
フ
ー
コ
ー
の
主
要
著
作
全
て
に
お
い
て
貫
か
れ

て
い
る

一
大
原
則
で
あ
る
。
〈
権
力
〉
の
記
述
-
分
析
も
、
あ
く
ま
で
系
譜
学

的
探
求
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
作
業
で
あ
り
、
従

っ
て
上
述
の
よ
う
な
諸
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々
の
実
践
や

マ
チ
エ
ー
ル
が
形
成
す
る
連
関
は
、
常
に
歴
史
の
過
程
の
叙
述

の

中
で
抽
出

・
分
析
さ
れ
る
。

本
章
の
最
重
要
論
点
を
ま
と
め

て
お
く
。
①
フ
ー

コ
ー
に
と

っ
て
、
〈権
力
〉

と
い
う
語
は
あ
る
種
の
状
況
に
与
え
ら
れ
る
大
ま
か
な
弁
別
的
ラ
ベ
ル
の
役
割

を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
。
②
彼

の
言
う

「権
力
の
分
析

(学
)
」
と
は
、
特
定

の
時
代

・
地
域
の
特
定
の
領
域
に
お
け
る
、
〈
権
力
V
と
い
う
ラ
ベ
ル
の
与
え

ら
れ
る
状
況
に
存
在
す
る
局
地
的

・
種
別
的
諸
関
係
の
分
析
で
あ
り
、
権
力

一

般
の

「
発
生
論
」
等
々
と
は
無
縁

の
作
業
で
あ
る
。

皿

〈
権
力
〉
の
記
述

-
分
析

-

何
が
明
ら
か
に
な
る
の
か

本
章
は
二
節
か
ら
な
る
。
第

一
節
で
は
、
フ
ー

コ
ー
が

〈
権
力
〉
を
記
述
ー

分
析
す
る
た
め
に
導
入
し
た
モ
デ

ル
、
術
語
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
、
第

二
節

で
は
、
主
要
著
作
に
お
け
る

〈
権
力
〉
の
具
体
的
な
記
述
-
分
析
の
成
果
と
し

て
、
そ
れ
ら
の
術
語
の
使
用
に
よ

っ
て
何
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
か
を
確
認
す

る
。
本
章
の
作
業
を
通
し
て
、
彼

の

〈
権
力
の
分
析
学
〉
が
、
ど
の
よ
う
な
問

題
を
探
求
す
る
た
め
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
か
が
明
確
に
理
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。(1

)
〈
権
力
〉
を
把
握
す
る
た
め
の
モ
デ
ル

さ
て
、
大
雑
把
な
も
の
と
は
い
え
、
入
権
力
〉
と
い
う
語
は
ラ
ベ
ル
の
機
能

を
果
た
す
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
は

「錯
綜
し
た
戦
略
的
状
況
に
与
え

ら
れ
る
名
称
な
の
で
あ
る
」
。
「戦
略
的
状
況
」

i

つ
ま
り
、
〈
権
力
〉
が
見

出
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
存
在
す
る
諸
関
係
か
ら
あ
る
種
の
闘
争

が
読
み
取
れ
る
、.
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

フ
ー
コ
ー
が

〈権
力
〉
を
思
考
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
/
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
闘

争
/
ゲ
ー
ム
」
を
導
入
し
た
、
と
い
う
こ
と
自
体
は
そ
の
著
作
を

一
読
す
れ
ば

了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の

「
闘
争
/
ゲ
ー

ム
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
「
闘
争
」
モ
デ
ル
と

言

っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
旧
来
の

「
コ
ン
フ
リ
ク
ト
理
論
」
等
に
お
け
る
そ
れ
と

は
、
全
く
異
な

っ
た
も
の
な
の
だ

(そ
の
違
い
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

〈
メ
タ
理

論
的
前
提
〉
の
違
い
、
抱
え
た
問
題
の
違
い
、
論
じ
た
対
象
の
違
い
か
ら
来
て

い
る
の
だ
が
)。

ま
ず

『
監
獄
の
誕
生
』
の
第

一
章
に
お
い
て
、
〈
権
力
〉
の
モ
デ
ル
と
し
て

「永
続
的
な
戦
闘

(冨

冨
邑
　
Φ
噂
Φ6
α
ε
①ロ
①
)
」
を
採
用
す
る
旨
が
言
明
さ

れ
麺
。
こ
の
論
点
は

『性
の
歴
史
-

●
知

へ
の
意
志
』
第
四
章
に
お
い
て
・
よ

り
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
。
即
ち
、
旧
来
の
権
力
概
念
の
内
実
を
規
定
し
て
い
た
、

王
政
の
イ
メ
ー
ジ
、
「法
で
あ
る
権
力
」
「
主
権
で
あ
る
権
力
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
、
西
欧
社
会
の
特
殊
な
歴
史
的
形
態
の
自
己
表
象
に
囚
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
旨
が
論
じ
ら
れ
、
代
替
案
と
し
て
次
の
よ
う
な
提
言
が
為
さ
れ
る
。

「
権
力
と
い
う
語
に
よ

っ
て
ま
ず
理
解
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
多
数

多
様
な
力
関
係

(冨

ヨ
目
三
冨
o
ま

幽
Φ
の
蕁
喝
弓
o冨
ω
α
Φ
8
8
Φ
)
で
あ
り
、
そ

れ
ら
が
作
用
す
る
領
域
に
内
在
的
で
、
か
つ
そ
れ
ら
の
編
成
の
構
成
要
因
で
あ

る
よ
う
な
も
の
だ
。
絶
え
ざ
る
闘
争
と
衝
突
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ら
が
変
形
さ
れ
、

　ご

強

化

さ

れ

、
逆

転

さ

れ

る

ゲ

ー

ム

(冨

」
2

)

で
あ

る

。
」

『
性

の

歴
史

1
』
」本

文

で
は

、

こ

の
後

に
も

本

来

な

ら

丁
寧

に
検

討

す

べ
き

・

フーコー 〈権力論〉再考41



様
々
な
提
言
が
続
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
特
に
次
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
A

・
ホ
ネ

ッ
ト
が
誤
読
か
ら
憶
測
し
た
よ
う
な

「
諸
主
体
が
、
競
合
す
る
目
標
設
定
を
携
え
て
出
会
い
、
自
ら
の
目
標
設
定
を

お
　

貫
徹
す
べ
く
争
う
行
為
状
況
」
で
は
な
い
の
だ
。
さ
き
に
確
認
し
た
よ
う
な
、

実
践
の
連
関

(も
し
く
は
人
員
や
施
設
な
ど
の
諸

マ
チ
エ
ー
ル
の
配
置
)
が
作

り
出
す
関
係
の
網
の
目
に
内
在
し

て
い
る

「
力
の
諸
関
係
」
、
そ
れ
が

「
不
断

の
闘
争
/
終
わ
り
の
な
い
ゲ
ー
ム
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は

個
人
や
集
団
の
利
害
関
心
か
ら
始
ま
る
闘
争
で
は
な
い
。
「
人
間
が
全
て
の
抑

圧
か
ら
解
放
さ
れ
た

ユ
ー
ト
ピ
ア
」
等

々
の
必
然
の
王
国
に
向
か

っ
て
進
む
闘

争
で
も
な
い
。
後
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
人
間
の
身
体

・
生
命
を
取
り

囲
み

・
貫
く
諸
力
の
闘
争
で
あ
り

、
そ
の
絶
対
的
な
始
源
や
終
焉
と
い
っ
た
も

の
が
、
実
際
の
歴
史
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
歴
史
の
中
で

そ
れ
が
と
る
具
体
的
な
形
態
の
様

々
な
変
異
が
観
察
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ

の
変
異
は
偶
然

・
事
件
に
左
右
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
。

フ
ー
コ
ー
が
、
歴
史
的
条
件
の
外
に
置
か
れ
た
抽
象
的
な

「行
為
主
体
」
の

関
心
や
意
図
か
ら
何
か
が
始
ま
る
と
考
え
る
こ
と
、
そ
う
し
た
論
法
を
、
彼
自
.

身
の
、
全
て
を
歴
史
に
内
在
さ
せ

て
分
析
す
る
作
業
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
決

し
て
あ
り
え
な
い
。
先
験
的
な
主
体
に
、
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
の
起
源
の

役
割
を
押
し
付
け
る
よ
う
な
思
考

の
枠
組
を
、
彼
が

『言
葉
と
物
』
に
お
い
て

　
め
　

根
底
的
に
批
判
し
去

っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
ゲ
ー
ム
は
、
第

一
義
的
に
は
、
主
体
の
存
立
に
先
立
つ

(た
だ
し
あ
く

ま
で
関
係
の
中
で
の
)
諸
力
の
闘

い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ー

コ
ー
が
ラ
カ
ン
派
の
論
客
達
と
の
討
論
に
お
い
て
、
「誰
が
誰
に
竝
し
て
闘

っ

て

い
る

の
か

?

我

々
は

、

全

て

が

全

て

に
対

し

て
闘

っ
て

い

る

。
そ

し

て
我

々

の
う

ち

で

、
常

に

何

か

が

我

々
の
内

の
別

の
何

か
と

闘

っ
て

る

の

で
す

」

と

語

っ
て

い

る

こ

と

、

「
闘

い

」

の

「
最

初

で
最

後

の
要

素

」

と

し

て

、

個

人

の

み

な

ら

ず

、

「
部

分

個

人

(ω
O
信
ω
1
一口
傷
一く
一ら
自
の
)
」
を

挙

げ

て

い
る

こ
と

に
留

意

　り
　

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
関
係
の
中
に
お
け
る
人
間
個
体
そ
の
も
の
も
、
諸
力
の
ベ

ク
ト
ル
の
闘
争
の
場
な
の
で
あ
る
。

「
主
体
以
前
の
諸
力
」
?

「
部
分
個
人
」
?

い
ず
れ
も

「先
験
的
な
主
体
」

以
上
に
奇
妙
で
受
け
入
れ
難
い
概
念
で
は
な
い
か
!

1

そ
ん
な
反
問
も
聞
こ

え
て
き
そ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
の
概
念

(と
そ
の
背
景
に
あ
る
、
特
異
な
人
間
観
)

に
関
し
て
は
、
第
W
章
で
ま
た
触
れ
た
い
と
思
う
。

と
も
か
く
、
局
地
的

・
種
別
的
な
関
係
が
、
あ
る
形
態
の
闘
争
/
ゲ
ー
ム
と

し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
由
来
す
る
、
「戦
略

(ω冖韓

罐
芭

」
、
「
戦

術

($
o鉱
ρ
5
Φ
)
」
、
「
ゲ
ー
ム
の
賭
け
金

(Φ且
Φ賃
)
」
と
い

っ
た
術
語
が
、
こ

の
闘
争
の
分
析
に
用
い
ら
れ
る
。歴
史
上
の
特
定
の
時
期
に
、
こ
の
闘
争
/
ゲ
ー

ム
に
与
え
ら
れ
た
形
態
や
、
そ
れ
の
形
成
に
寄
与
し
た
諸
政
策
案
な
ど
か
ら
、

　
お
ソ

目
的
論
的
な
論
理
と
し
て
言
語
化
可
能
な

「非
主
観
的
意
図
」
が
読
み
取
ら
れ

う
る
。
こ
の
論
理
が

「戦
略
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
ゲ
ー
ム
の
中
で
用
い
ら
れ
る

様

々
な
手
段

(言
説
な
ど
も
含
む
)
が
、
各

「戦
略
」
と
の
関
連
で

「
戦
術
」

的
要
素
と
し
て
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り

〈
権
力
〉
に
お
け
る
論
理

性

・
方
向
性

1

そ
う
し
た
状
況
は
な
ぜ
存
続
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
連
関
は

結
果
と
し
て
何
を
目
指
し
た
も
の
で
あ

っ
た
か

ー

が
こ
れ
ら
の
用
語
、
特
に

「戦
略
」
と
い
う
概
念
に
よ

っ
て
析
出
さ
れ
る
。

な
お
、
諸
力
の
不
断
の
闘
争
で
あ
る
と
こ
ろ
の

〈
権
力
〉
の
関
係
に
お
け
る
、
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お
　

「
も
う

一
方
の
項
」
が

「
抵
抗
」

で
あ
る
。
〈権
力
〉
の

「
戦
略
」
は
、
そ
れ

が
目
指
す
方
向
に
逆
ら
う
諸
力
、
即
ち

「
抵
抗
」
の
存
在
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が

社
会
的

・
歴
史
的
に
生
み
出
さ
れ
た

一
種
の
不
自
然
で
あ
り
、
我
々
に
と

っ
で

強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
可
視
的
に
な
る
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の

「戦
略
」
は
、
通
常
、
「
真
理
」

・
「常
識
」

・

「慣
行
」
…
…
と
し
て
自
明

視
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
諸

々
の
言
説

や
実
践
に
内
在
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
が
、

「
抵
抗
」
の
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
剔
抉
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は

「権
力
の

戦
略
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
フ
ー
コ
ー
が

〈権
力
〉
を
認
識

・
把
握
す
る
た
め
に
そ
れ
と
な
く
導

入
し
た
、
も
う

一
つ
の
モ
デ
ル
/

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
権
力
の
諸
関
係
は
、
(中
略
)
そ
れ
が
作
動
す
る
場
所
で
、
直
接
的
に
生

　　
　

産
的
役
割
を
持

っ
て
い
る
」
。
諸
力

の
闘
争
の
場
で
あ
る

〈
権
力
〉
の
諸
関
係

　ぬ
　

は
、
同
時
に
そ
の
中
で
様

々
な
も

の
が
産
み
出
さ
れ
る

「
生
産
網
」
で
も
あ
る

の
だ
。
こ
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
フ
ー

コ
ー
の
脳
中
に
あ

っ
た
具
体
的
な
モ
デ

ル

は

、

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

っ
た

の

だ

ろ

う

か

?

1

〈
Z
8

9
q

の
Φ
×
o

「o
一V
(邦
訳
の
題
は

「
セ

ッ
ク
ス
と
権
力
」
)
と
題
さ
れ
た
イ

ン
タ
ヴ

ュ
ー
記

録
の
中
で
彼
は
、
『
性
の
歴
史
」
』

で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
、
多
種
多
様
な
性

に
関
す
る
言
説
及
び
性
的
諸
事
象

(ω①図
q
餌罵
け似
)
を
産
出
す
る
、
積
極
的
な

(抑

圧

・
禁
止
は
、
言
わ
ば
そ
の

「
部
品
」
で
あ
る
よ
う
な
)
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て

の
権
力
関
係
の
網
の
目
に
つ
い
て
、

マ
ル
ク
ス
が
分
析
し
た

「資
本
主
義
的
生

ま
　

産
」
と
の
類
比
で
語

っ
て
い
る
。

即
ち
、
「資
本
主
義
的
生
産
は
、
そ
の
基
本

的
法
則
に
よ

っ
て
必
然
的
に
貧
困
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
を
マ
ル

ク
ス
は
明
ら
か
に
し
た
の
だ
渉
、
「
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
や
り
方
に
少
し
手
を
加

え
る
と
、
ほ
ぼ
自
分
の
し
た
か

っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
。
「
何
ら
か
の
様
式
に

基
づ
い
て
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
を
生
産
し
、
不
幸
な
結
果
を
も
た
ら
す
積
極
的
な

メ
カ
ニ
ズ
ム
」
は
、
資
本
主
義
的
生
産

(こ
れ
は

〈
階
級
闘
争
〉
の
場
で
も
あ

っ
た
…
…
)
と
類
比
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。
永
続
的
闘
争
/

ゲ
ー
ム
の
モ
デ
ル
も
そ
う
だ
が
、
フ
ー

コ
ー
が

〈権
力
〉
関
係
を
、
極
め
て
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
が
内
在
す
る
も
の
と
想
定
し
、
構
造
や
状
態
と
い
う
よ
り

は
過
程
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
察
ぜ
ら
れ
よ
う
。

局
地
的
な

〈
権
力
〉
の
諸
関
係
の
、
こ
う
し
た
積
極
的

・
産
出
的
な
メ
カ
ニ

ズ
ム
と
し
て
の
側
面
を
抽
出
す
る
た
め
の
術
語
が

「装
置

(9
ω它
ω三
h)
」
で

あ
る
。
こ
の

「装
置
」
の
内
部
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
、
人
間
個
体
や
集
団
の

統
御
の
効
力
を
持

つ
種
々
の
実
践
が

「
技
術

(8
0げ
巳
ρ
コ
Φ
)」
、
そ
う
し
た
実

践
と
言
説
の
総
体
が

「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「戦
略
」

は

「
な
ぜ
/
何
の
た
め
に
?
」
を
分
析
す
る
た
め
の
用
語
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ

ら
の
用
語
、
特
に

「技
術
」
は

「ど
の
よ
う
に
?
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た

め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
権
力
V

の
諸
関
係
の
内
部
に
お
け
る
、
人
間
の

振
舞
の
統
御
の
作
用

(『
監
獄
の
誕
生
』
に
お
い
て

「
ミ
ク
ロ
権
力
」
と
よ
ば

　お
　

れ
て
い
た
も
の
)
が
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
は
、
「技
術
」
の
具
体

的
な
描
写
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
〈権
力
〉
、関
係
を
把
握
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た

二
つ
の
モ
デ

ル

ー

「
不
断
の
闘
争
/
ゲ
ー
ム
」
と

「生
産
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
」

1

と
、
そ

の
モ
デ
ル
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
術
語
群
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
き
た
。

(2
)
〈主
体
〉
構
成
の
条
件
と
し
て
の

〈権
力
〉
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以
下
で
は
、
〈
権
力
V
が
主
題
的
に
扱
わ
れ
た
、

一
九
七
〇
年
代
の
二
冊

の

労
作

(『
監
獄
の
誕
生
』
『性
の
歴
史
1

・
知

へ
の
意
志
』
)
の
中
で
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な

「技
術
」
が
描
写
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な

「戦
略
」
が
析
出
さ
れ

て
い
た
か
を
、
ま
ず
確
認
す
る
。

『監
獄
の
誕
生
』
の
論
述
は
、
近
世

・
近
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、
刑
罰
に

関
わ
る
諸

々
の
実
践
と
言
説
の
歴
史
的
変
遷
を
追
う
形
で
進
め
ら
れ
る
。
は
じ

め
に
、
そ
の
流
れ
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

旧
体
制
下
に
お
い
て
は
、
軽
犯
罪
に
は
し
ば
し
ば
黙
認
の
余
地
が
与
え
ら
れ

る

一
方
、
重
罪
を
犯
し
た
者
は
、
君
主
権
の
行
使

・
報
復
の
儀
式
で
あ
る
、
凄

惨
な
身
体
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
。

一
八
世
紀
に
入
る
と
、
そ
う
し
た
事
態

へ

の
批
判
が
高
ま
り
、
法
律
家

・
哲
学
者
等
に
よ

っ
て
刑
罰
/
刑
法
の
改
革
案
が

提
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
実
際
に
刑
罰
の

一
般
的
形
態
と
な

っ
た
の

は
、彼
等

の
計
画
案
の
中
に
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
投
獄

・
監
禁
で
あ

っ
た
。

こ
の
予
想
外

の

「
刑
罰
の
監
獄
化
」
は
、
社
会
の
様

々
な
領
域

へ
の
、
「規
律

・
訓
練

(&
ω
o旦

ヨ
Φω
)
」
と
呼
ば

れ
る
種

々
の
技
術
の
普
及

・
一
般
化
の

一

環
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
旨
を

フ
ー
コ
ー
は
論
じ
る
。
さ
て
、
そ
の
後
、
現

実
に
は
監
獄
の
導
入
に
よ

っ
て
犯
罪
発
生
率
が
減
少
す
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に

そ
れ
は
、
非
行
者

・
再
犯
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
に

も
関
わ
ら
ず
、
監
獄
は
今
日
に
至
る
も
廃
止
さ
れ
て
は
い
な
い
。
フ
ー
コ
ー
は
、

監
獄
が
む
し
ろ

「
非
行
者

(O
α一宣
ρ
舞
彗
)
」
を
生
産

・
供
給
す
る
機
能
を
果

た
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
非
行
者
を
通
し
て
の
違
法
行
為
の
管
理
」
と
い
う
戦

略
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
故
に
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
喝
破
す
る
。

『
監
獄
の
誕
生
』
を
、
人
間
が
権
力
に
よ

っ
て
包
囲
さ
れ
、
不
自
由
が
増
大

し
て
い
く
歴
史
を
描
い
た
書
物
と
信
じ
込
ん
で
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。
し
か

し
、
そ
こ
に
実
際
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
違
法
行
為
を
め
ぐ
る
戦
い
の
歴
史

に
お
い
て
、
あ
て
が
外
れ
、
挫
折
し
、
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

と
し
て
の

〈権
力
〉
の
戦
略
の
変
遷
な
の
だ

(至
る
と
こ
ろ
に

〈
権
力
〉
は
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
結
果
が
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

「
開
か
れ
た
戦

略
」
な
の
だ
)
。
即
ち
、

i

ほ
と
ん
ど
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
、
法
的
主
体
の

観
念
に
照
準
す
る

(犯
罪
は
損
だ
、
と
い
う
こ
と
を
人
々
に
納
得
さ
せ
よ
う
と

す
る
)

一
八
世
紀
の
改
革
案
の
戦
略
。
収
監
さ
れ
る
者
の
矯
正
に
失
敗
す
る
監

獄
。
違
法
行
為
を
根
絶
す
る
よ
り
は
、

一
定
の
範
囲
内
で
管
理
し
よ
う
と
す
る

方
策
…
…
。

ま
た
、
そ
こ
で
析
出
さ
れ
る
戦
略
は
、
ど
れ
も
あ
る
種
の
主
体
の
操
作
/
形

成
を
目
指
し
た
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
を
記
憶
に
留
め
て
お
き
た
い
。
即
ち
、

1

改
革
案
で
計
画
さ
れ
て
い
た
処
罰
に
お
け
る

「自
ら
に
つ
い
て
の
表
象
が

　ム
　

操
作
さ
れ
る
精
神
」
11
再
規
定
途
上
の
法
的
主
体
。
規
律

・
訓
練

(11
矯
正

・

治
療

・
再
教
育
…
…
)
に
よ
り
、
ノ
ル
ム

(規
格
1ー
正
常
態
)
化
さ
れ
た
主
体
。

そ
の
生
活
史
や
内
面
に
犯
罪
行
為

の
原
因
た
る
何
も
の
か
を
持

つ
者
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
、
ま
た
実
際
に
、
し
ば
し
ば
再
犯
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う

「
非
行
者
」

0

各
々
の

〈
権
力
〉
関
係
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
特
定
の
属
性
を
持

っ
た

主
体
が
生
産
さ
れ
る

(も
し
く
は
、
そ
の
生
産
が
企
図
さ
れ
て
い
る
)
の
で
あ

る
。
マ
チ
エ
ー
ル
で
あ
る
身
体
を
、
こ
う
し
た
諸
主
体

へ
と
変
形
せ
し
め
る
の

が
、
「
技
術
」
や
そ
の
連
関
で
あ
る

「装
置
」
な
の
だ
。

一
八
世
紀
の
改
革
案

か
ら
は
、
人
間
の
観
念
に
働
き
か
け
る

「
セ
ミ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
が
析
出
さ
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ま
　

れ
る
が
、
こ
れ
は
結
局
仮
想
的
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
た
。
重
要
な
の
は
、
「規

律

・
訓
練
」
と
総
括
的
に
呼
ば
れ
る
、
身
体

の
統
御

・
強
化
を
も
た
ら
し
、
ま

た
個
人
を
被
観
察
状
態
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
個
人
に
つ
い
て
の
知
を
生
み
出

す
こ
と
に
も
貢
献
す
る
、
多
種
多

様
な
技
術
で
あ
る
。
例
え
ば
、
独
房

・
席
順

等
々
の
空
間

へ
の
個
人
の
配
分
に
関
わ
る
諸
技
術
、
時
間
割
り

・
計
画
表
等

々

の
活
動

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
わ

る
諸
技
術
、
監
視
、
賞
罰
、
試
験
11
検
査
…

…
。
こ
れ
ら
の

一
群
の
技
術
は
、
組
み
合
わ
ざ
れ
て
メ
カ
ニ
ズ
ム

(H

「装
置
」)

を
形
成
し
、

一
八
世
紀
以
降
、
学
校

・
工
場

・
病
院

・
兵
営
等

々
に
お
い
て
採

用
さ
れ
て
い
く
。

一
望
監
視
方
式
は
い
く

つ
か
の
技
術
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
し

か
も

「自
動
化
」
さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
だ
。
も

っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
技
術

も
、
監
獄
に
お
い
て
は
種

々
の
理
由
か
ら
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で

ま
　

き
な
い
の
で
あ
る
が
…
…
。

続
い
て
世
に
出
さ
れ
た

『性
の
歴
史
1

・
知

へ
の
意
志
』
に
お
い
て
提
示
さ

れ
て
い
る
の
は
、
正
確
に
言
え
ば
分
析
的
作
業
の
成
果
で
は
な
く
、

一
つ
の
研

究
要
綱

(分
析
枠
組
の
素
描
と
、
後
に
続
く
巻
で
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
る

は
ず
で
あ

っ
た
歴
史
解
読
の
仮
説
)
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
フ
ー

コ
ー
の
思
考
の
筋
道
自
体
を
取
り
出
す
に
は
、
む
し
ろ
好
都
合
と
言
え
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
、
近
代
西
欧
に
お
い
て
性
は
長
ら
く
抑

圧
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
旧
来
の
定

説
を
批
判
し
、
過
去
三
世
紀
に
見
出
さ
れ

る
の
は
、
む
し
ろ
性
に
対
す
る
公
的
な
関
心
と
性
に
関
す
る
言
説

(性
を
忌
避

す
る
内
容
の
も
の
も
含
め
て
)
の
増

大
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
近
代
西
欧
に

お
い
て
性
に
課
さ
れ
て
き
た

〈権
力
〉
は
、
禁
止
の
命
令
や
抑
圧
と
し
て
で
は

な
く
、
性
を
危
険

・
秘
密
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
言
説
化
と

統
御
を
目
指
し
て
き
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
。
第

一
義
的
に
重
要
な
の
は

「積
極
的
な
」
戦
略
で
あ
り
、
「
否
定
的
要
素
」
は
そ

う
し
た
戦
略
に
沿

っ
て
形
成
さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
内
部
の

「
局
地
的
で
戦
術

(27
)

的
な
役
割
を
持

っ
た
部
品
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
。

コ

八
世
紀
以
降
、
性
に

つ
い
て
の
知
と
権
力
の
種
別
的
な
諸
装
置
を
発
展

　　
　

さ
せ
た
四
つ
の
大
き
な
戦
略
的
集
合
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ

る
。
ω
女
の
身
体
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
化
。
②
子
供
の
性
の
教
育
化
。
③
生
殖
行
為

の
社
会
化
。
ω
倒
錯
的
快
楽
の
精
神
医
学
化
。
こ
れ
ら
の
戦
略
の
各
々
に
従

っ

て
種
別
的
な

〈
権
力
〉
関
係
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
女
性
の
身
体
、
子
供

の
行
動
や
心
理
、
夫
婦
間
の
生
殖
行
為
、
「
倒
錯
し
た
大
人
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ

性
的
な
も
の

(ω①
×
賃
巴
ま

)
と
し
て
構
成
さ
れ
、
観
察

・
管
理

・
介
入
の
対
象

と
な
る
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
戦
略
が
ど
の
よ
う
な
論
理
に
従

っ
て
い
る
か
を
、
さ
ら
に
抽
象
度
を
上
げ
て
考
察
し
、
近
代
西
欧
文
明
は
個

々

人
の
身
体
の
強
化
と
人
口
の
増
大
/
調
整
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
生
が
、
ま
た
性
が
積
極
的
な
介
入
の
対
象
と
な

っ
た
の
だ
、
と
い
う
大
胆

な
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
う
し
た

〈
権
力
〉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
用
い
ら
れ
る
技
術
と
し
て
、
『
性

の
歴
史
1
』
で
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は

「
告
白
」
で
あ
る
。
告
白
は

真
理
を
生
み
出
す
技
術
と
し
て
、
西
欧
社
会
に
お
い
て

「
最
も
高
く
評
価
さ

(29
V

れ
」
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ー

コ
ー
に
よ
れ
ば

「
我
々
の
社
会
は
異
常
な
ぼ

　む
　

ど
告
白
を
好
む
社
会
と
な

っ
た
」
。
こ
の
技
術
は
教
会
に
お
け
る
告
解
に
始
ま

り
、
訊
問

・
診
察

・
自
伝
的
記
録

・
手
紙
…
…
、
と
多
様
な
形
態
を
と

っ
て
様

々
な
領
域
で
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
告
白

の
実
践
に
よ

っ
て
、
人
は
そ
の
内
側
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に
告
白
す
べ
き
何
も
の
か
を
持

っ
た
主
体
と
し
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
る
の
だ
。

以
上
、
彼
が
独
自
の
述
語
を
駆
使
し
て
行

っ
た
分
析
の
成
果
を
駆
け
足
で
見

て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
次
の
こ
と
が
明
確
に
な
り
た
こ
と
と
思
う
。
即
ち
、

彼
の

〈
権
力
〉
分
析
は
必
ず
、
あ
る
属
性
を
持

つ
と
さ
れ
る
、
あ
る
種
の
主
体

の
構
成
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題

へ
と
収
斂
し
て
い
く
も
の
で
あ
る

こ
と
が
。
分
析

の
対
象
と
な
る
、
諸
力
の
闘
争
の
場
で
あ
り
生
産
的
な
メ
カ
ニ

ズ
ム
で
あ
る
局
地
的

・
種
別
的
な
諸
実
践
の
連
関
は
、
そ
の
中
で
あ
る
種
の
主

体
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
な
関
係

の
束
な
の
だ
。
「
戦
略
」
の
分
析
に
よ

っ
て
、

歴
史
上
の
あ
る
時
点
か
ら
そ
う
し
た
主
体
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の

は
何
故
か
、
が
理
解
可
能
と
な
り

、
「技
術
」
の
描
写
に
よ

っ
て
、
ど
の
よ
う

な
実
践
か
ら
そ
う
し
た
主
体
が
構
成
さ
れ
る
の
か
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
構
成
さ
れ
る
も

の
と
し
て
の

〈
主
体
〉
、
と
い
う
特
異
な
問

題
設
定
が

(明
確
に
定
式
化
さ
れ

て
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
に
せ
よ
)

先
に
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
〈主
体

V
を
取
り
巻
く
局
地
的

・
種
別
的
関
係
が
分

析
対
象
と
し
て
彼
の
目
の
前
に
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
の
だ
。
フ
ー

コ
ー
は

一

九
八

一
年
、
ア
メ
リ
カ
で
の
講
演

の
中
で
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
「
…
…

私
の
研
究
の
統

一
的
主
題
は
権
力

で
は
な
く
、
主
体
な
の
で
あ
る
。
(中
略
)

…
権
力
の
定
義
を
用
い
て
主
体

の
対
象
化
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

　む

権
力
を
定
義
す
る
次
元
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
。」

フ
ー
コ
ー
は
管
理
さ
れ
る
だ
け

の
人
間
を
描
い
た
の
で
は
な
い
。
単
に
ア
ル

チ

ュ
セ
ー
ル
の
主
体
11
従
属
体

(と
も
に

ωε
o冖)
と
い
う
定
式
化
を
継
承
し

た
の
で
も
な
い
。
初
め
主
体
の
理
論
を
拒
絶
し
た
彼
が
、
晩
年
に
な

っ
て
主
体

に
回
帰
し
た
、
な
ど
と
考
え
る
の
も
大
変
な
誤
り
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て

く
主

体
〉
は
、
議
論
の
起
点
に
始
源

・
基
礎
と
し
て
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体

1

な
ぜ
、
あ
る
文
化
に
お
い
て
、
あ
る
時
代
か
ら
、
人
は
自
ら
を

あ
る
種
の
主
体
と
し
て
認
識
し

・
構
成
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
が

ー

、
問

題
と
し
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ

っ
た
の
だ
。
彼
の

く権
力
論
V
は
、

人
間

一
般
に
つ
い
て
の
単
純
な
仮
定
を
前
提
に
置
き
、
そ
こ
か
ら
権
力

一
般
、

社
会
秩
序

一
般
に
関
す
る
知
見
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
議
論
と
は
、
正

　お
　

反
対
の
方
向
を
目
指
す
作
業
の
た
め
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

従

っ
て
、
フ
ー
コ
ー
が
権
力
理
論
を
刷
新
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
は
、

あ
ま
り
適
切
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
彼
が
そ
の
概
念
化
と
分
析
を
目
指
し
た

も
の
は
、
そ
の
中
で

く
主
体
V
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
諸
力
の
関
係
で
あ

っ
て
、

一
般
的

・
常
識
的
に
権
力
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
ど
も
の
全
て
で

は
な
か

っ
た
の
だ
か
ら
。

肝
心
な
の
は
、
「今
日
、
我
々
が
し
か
じ
か
の
も
の
と
し
て
存
在
せ
し
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で

(少
な
く
と
も

〈社
会

学
〉
の
中
で
は
)
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
問
題
を
彼
が
提
起

し
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
彼
の
、
〈
権
力
〉

の
概
念
化
に
関
す
る
諸

々
の

提
案
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
や
、
〈
権
力
の
分
析
〉

の
発
見
的
諸
価
値
は
、
こ
の

く
主
体
V
の
問
題
化
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
十
全
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

残
さ
れ
た
紙
幅
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
、
次
章
で
は
、
こ
の
問
題
設
定
自
体

の
含
意
す
る
と
こ
ろ
を
、
「唯
名
論
/
特
異
な
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
」
「諸
力
の
関

係
と
し
て
の
実
践
の
連
関

へ
の
着
目
」
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

く
メ

タ
理
論
的
前
提
V
と
関
連
さ
せ
て
敷
衍

・
整
理
し
、
ま
た
こ
う
し
た

「発
想
の
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、転
換
」
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

問
題
と
し
て
の

〈
主
体
>

1

政
治
的
現
象
と
し
て
の
人
間

第
皿
章
、
注
⑧
の
引
用
に
あ
る
通
り
、

一
九
八
0
年
代
に
入
る
と
フ
ー
コ
ー

は
、
「〈
主
体
V
と
し
て
指
示
さ
れ
る
事
柄
を
分
析
す
る
た
め
に
、
今
度
は
、
第

三
の
立
場
の
移
動
を
企
て
」
る
。
そ
の
結
果
、
彼
の
研
究
対
象
と
な

っ
た
の
は
、

「
個
人
が
主
体
と
し
て
自
己
を
構
成

し
認
識
す
る
手
だ
て
と
し
て
の
、
自
己
と

の
関
係
の
形
式
や
様
態
」
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
個
々
の
主
体
に
先
ん
じ

て
、
自
己
が
自
己
に
関
係
す
る
実
践
が
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
健
康

・
家
庭
の
管
理

・
性
愛
…
…
と
い
っ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
問
題
領
域
に
お
い
て
、
自

己
を
統
御
す
る

・
自
己
に
配
慮
す
る

・
自

己
を
認
識
す
る

・
自
己
の

一
部
を
放
棄
す
る
…
…
と
い
っ
た
、
様
々
な
、
自
己

の
自
己
に
対
す
る
関
わ
り
方
11

「自
己
の
実
践
」
の
様
式
が
存
在
す
る
の
だ
。

こ
う
し
た
特
定
の
形
態
の
実
践
を
通
じ
て
、
人
間
は
自
ら
を
主
体
と
し
て
構
成

し
、
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
〈
主
体
〉
も
し
く
は

〈主
体
性
〉
は
、
こ
と
の
始

ま
り
に
あ
る
実
体
で
は
な
く
、
関
係

の
効
果
と
し
て
事
後
的
に
構
成
さ
れ
る
抽

象
な
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
人
が
自
ら
を
主
体
と
し
て
創
造
す
る

プ
ロ
セ
ス
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
だ
け
が
存
在
し
う
る
の
だ

(実
体
と
し
て
の
権

力
で
は
な
く
、
闘
争
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
諸
力
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
)
。

次
の
よ
う
な
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
見
解
も
参
考
と
な
ろ
う
。

「抽
象
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
も

の
な
ど
何

一
つ
存
在
し
な
い
の
で
あ

っ
て
、

抽
象
の
方
こ
そ
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
普
遍
的
概
念
な
ど
存

在
し
な
い
し
、
超
越
的
概
念
も
存
在
し
な
い
、
さ
ら
に

〈
一
な
る
も
の
〉
も
、

主
体

(そ
し
て
客
体
)
も
、
ま
た
理
性
も
存
在
し
な
い
。
あ
る
の
は
プ
ロ
セ
ス

だ
け
な
の
で
す
。
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
、
主
体
化
や
合
理
化
の
プ
ロ
セ
ス
で

も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
プ
ロ
セ
ス
以
外
の
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で

　お
　

す
。」人

間
に
関
す
る
「
抽
象
」
の
方
を
説
明
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
フ
ー

コ
ー
が

『
狂

ま
　

気
の
歴
史
』
か
ら

一
貫
し
て
追
求
し
て
き
た
課
題
で
あ

っ
た
。
そ
の
抽
象
は
何

か
ら
説
明
さ
れ
る
の
か
?

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
抽
象
に
先
だ

っ

て
存
在
す
る
、
諸
々
の
マ
チ
エ
ー
ル
や
、
歴
史
の
中
の
様

々
な
形
態
の
実
践
の

連
関

(
壮
作
用

・
変
形
の
プ

ロ
セ
ス
)
か
ら
、
で
あ
る
。

注
⑧
を
引
い
た
と
こ
ろ
の
、
『
性
の
歴
史
皿

・
快
楽
の
活
用
』
の
序
文

の
中

で
、
フ
ー
コ
ー
は
次
の
よ
う
に
も
語

っ
て
い
る
。

「
要
す
る
に
問
題
は
、
個

々
人
が
自
分
を

く
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
V
の
主
体
と

し
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
よ
う
な

〈
経
験
〉
が
、
近
代
西
洋
社
会

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
で

あ

っ
た
が
、
こ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
多
様
な
認
識
の

諸
領
域
に
通
じ
て
お
り
、
ま
た
規
則
と
強
制
の
体
系
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
従

っ
て
、
〔
当
初
の
〕
計
画
は
経
験
と
し
て
の
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
の
歴

史
に
つ
い
て
で
あ

っ
た

ー

そ
の
場
合
に
経
験
と
は
、
知
の
諸
領
域
と
規
範
性

の
諸
類
型
と
主
体
性
の
諸
形
式
と
の
間
の
、
あ
る
文
化
に
お
け
る
相
互
関
連
を

(
35
V

指
す
と
し
た
の
で
あ
る
。」

人
間
を
取
り
囲
む

一
か
た
ま
り
の
マ
チ
エ
ー
ル
の
配
置
と
実
践
の
連
関
が
、
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即
ち
そ
の
時
代
の
人
間
の

〈
経
験
〉
を
構
成
す
る
の
だ
。
諸

々
の
規
則
に
従
う

言
説
的
実
践
か
ら
構
成
さ
れ
る

〈
知
〉
、
種
々
の
戦
略
に
沿

っ
た
実
践
か
ら
構

成
さ
れ
る

く
権
力
V
、
あ
る
形
態

の
自
己
に
関
係
す
る
実
践
か
ら
構
成
さ
れ
る

〈
主
体
性
〉
の
三
者
が
、
〈
経
験
〉

に
お
い
て
相
互
に
関
連
し
、
混
合
体
を
な

し
て
い
る

(し
か
し
、
相
互
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
三
つ
の
次
元
/

　　

相
/
契
機
と
し
て
再
定
式
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
瞥
見
し
て
き
た
よ
う
な
、
〈主
体
V
は
事
後
的
に
構
成
さ
れ
る
抽
象

で
あ
り
、
第

一
義
的
に
実
在
す
る

の
は
実
践

(非
活
動

・
作
用
)
の
関
係
で
あ

る
、
と
す
る
発
想
の
転
換
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ

っ
て
初
め
て
開
示
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
哲
学
畑
で
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ー
コ
ー
と
ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
、
こ
う
し
た
徹
底
し
て
関
係

論
的

・
動
的
な
も
の
の
見
方
と
、
形
而
上
学

的
主
体
概
念

へ
の
批
判
を
継
承
し
た
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
で
あ

っ
た
。

二
ー
チ
ェ
が
残
し
た
数

々
の
驚
嘆
す
べ
き
洞
察
を
、
フ
ー
コ
ー
が
ど
の
よ
う

に
変
奏

・
応
用
し
た
か
、
と
い
う
大
問
題
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
ま
た
稿
を
改

め
て
丁
寧
に
論
じ
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
ニ
ー
チ

ェ
自
身
の
言
葉
を
引
い

て
、
フ
ー
コ
ー
の

く
メ
タ
理
論
的
前
提
V
の
、
言
わ
ば

〈
原
型
〉
を
確
認
し

つ

つ
、
問
題
の
提
起
と
定
式
化
を
行
う
に
と
ど
め
て
お
く
。

「
あ
る
量
の
力
と
は
、
ま
さ
に
そ
れ
と
同
量
の
衝
動
、
意
志
、
作
用
の
こ
と

で
あ
る
、

1

い
な
む
し
ろ
、
じ

つ
に
こ
の
衝
動
の
は
た
ら
き
、
意
欲
す
る
は

た
ら
き
、
作
用
す
る
は
た
ら
き
そ

の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
そ
う
で

な
く
見
え
る
の
は
、
す
べ
て
の
作
用
を
作
用
者
に
よ

っ
て
、
す
な
わ
ち

一
個
の

〈
主
体
〉
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
た
も

の
と
解
し
、
誤
解
す
る
と
こ
ろ
の
言
葉

(さ

ら
に
は
言
葉
の
う
ち
に
化
石
し
た
理
性
の
根
本
誤
謬
)
の
誘
惑
に
囚
わ
れ
る
が

た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

一
般

の
民
衆
が
稲
妻
を
そ
の
閃
光

か
ら
切
り
は
な
し
、
後
者
を
稲
妻
と
呼
ば
れ
る
主
体
の
活
動
で
あ
り
作
用
で
あ

る
と
考
え
る
の
と
同
じ
く
、
民
衆
道
徳
も
ま
た
強
さ
を
強
さ
の
現
れ
か
ら
切
り

は
な
し
、
あ
た
か
も
強
さ
を
現
す
も
現
さ
な
い
も
自
由
自
在
と
い

っ
た
超
然
た

る
基
体
が
強
者
の
背
後
に
あ
る
か
の
ご
と
く
思
い
な
す
。
が
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
基
体
は
存
在
し
な
い
。
活
動
、
作
用
、
生
成
の
背
後
に
は
い
か
な
る

〈存

在
〉
も
な
い
。
〈活
動
者
〉
と
は
、
単
に
想
像
に
よ

っ
て
活
動
に
付
加
さ
れ
た

(37
)

も
の
に
す
ぎ
な
い
、

1

活
動
が
す
べ
て
で
あ
る
。」

人
間
を
主
体
と
み
な
す
こ
と
、
主
体
を
議
論
の
起
点
に
置
く
こ
と
、

i

こ

う
し
た
思
考
法
は
、
経
験
の
記
述
や
科
学
に
属
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
?

む
し

ろ
習
慣
や
信
念
に
類
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
?

「権
力
」
や

「実
践
」

を
主
体
11
主
観
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
、
…
…
こ
れ
は
本
当
の
説
明
に
な

っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
?

む
し
ろ
人
が
そ
れ
に
慣
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
安
心
を
も
た

ら
す
よ
う
な

一
つ
の
パ
タ
ー
ソ
で
は
な
い
の
か
?

も
う

一
つ
だ
け
、
ニ
ー
チ
ェ
の
洞
見
を
引
用
し
て
お
く
。

「
お
よ
そ
意
志
す
る
人
間
は

ー

、
自
己
内
に
あ
る
服
従
す
る
も
の
、
あ
る

い
は
服
従
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
も
の
に
対
し
命
令
を
下
す
。
だ
が
し
か
し
、
意

志
に
お
け
る

ー

民
衆
が
そ
れ
を
表
現
す
る
の
に
た
だ
の

一
語
し
か
も
ち
あ
わ

せ
な
い
こ
の
甚
だ
し
く
多
様
な
も
の
に
お
け
る
、
次
の
奇
妙
至
極
な
点
に
注
意

せ
ら
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
い
う
場
合
に
も
命
令
者
で
あ

る
と
同
時
に
服
従
者
で
あ
り
、
そ
し
て
服
従
者
と
し
て
は
、
意
志
の
働
き
と
と

も
に
す
ぐ
さ
ま
起
こ
る
の
が

つ
ね
で
あ
る
強
制

・
逼
迫

・
圧
迫

・
抵
抗

・
運
動

な
ど
の
感
情
を
知

っ
て
い
る
。
他
面
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
二
重
性
を
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〈わ
れ
〉
と
い
う
綜
合
概
念
に
よ

っ
て
取
り
片
づ
け
、
ご
ま
か
し
去
る
と
い
う

習
慣
を
持

っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
意
欲
と
い
う
も
の
に
は
な
お
誤
謬
推
論
の
全
連

鎖
と
、
従

っ
て
ま
た
意
志
そ
の
も

の
の
誤

っ
た
評
価
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る

　お
　

わ
け
だ
。」

フ
ー

コ
ー
論
か
ら
は
少

々
話
が
逸
れ
る
が
、

一
度
こ
う
し
た
考
え
方
に
接
す

る
と
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
た
く
な
る
。
即
ち
、
行
為
者
の
主
観
的
意
識

に
準
拠
し
て
、
権
力
現
象
の
研
究

を
進
め
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
適
切
で
あ
ろ

う
か
?

例
え
ば
、
権
力
現
象
の
核

心
を

「自
分
の
や
り
た
く
な
い
こ
と
を
や

ら
せ
ら
れ
て
い
る
」
体
験
に
求
め

る
立
場
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
体
験

が
生
じ
て
い
る
と
き
、
そ
の
状
況
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
て
生
き
る
こ
と
を
選

ん
で
い
る
の
も
、
ま
た
、
自
分

(
の
中
の
何
か
)
な
の
だ
。
広
く
権
力
現
象
と

呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
ど
も
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
に
際
し
て
も
、
こ
う
し
た

「我
」

の
複
数
性

(人
間
個
体
の
中
の
複
数

の
意
志
1ー
カ
)
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
る

こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
以
上
の
二
箇
所
の
引
用
を
見
る
だ
け
で
も
、
第
皿
章
で
取
り
上
げ
た
、

個
人
の
中
で
相
争
う

「部
分
個
人
」
、
〈
主
体
〉
に
先
だ

っ
て
存
在
す
る

「諸
力
」
、

と
い
っ
た
諸
概
念
が
、
空
疎
な
思
弁

の
産
物
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
存
の

(権
力
現
象
に
関
す
る
)
諸
理
論
が
適
切
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
よ
う
な
我

々
の
経
験
に
、
光
を
当

て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る

こ
と
と
思
う
。

ニ
ー
チ
ェ
、
フ
ー
コ
ー
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
等
に
よ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
政
治
が
始

ま
る
も
の
と
し
て
の

〈主
体
〉
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
政
治
的
現
象
で
あ
る

と
こ
ろ
の

〈
人
間
存
在
〉
、
と
い
う
問
題
領
野
が
切
り
開
か
れ
た
の
だ
。
筆
者

自
身
は
、
ま
ず
こ
の
問
題
自
体
を

「社
会
学
界
」
の
中
に
適
切
に
位
置
づ
け
た

い
、
と
考
え
て
い
る
者
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
う
し
た
目
論
見
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。

V

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
フ
ー
コ
ー
の

〈
権
力
論
〉
が
、
そ
の
中
で
個
人
が
あ
る
種
の
主
体

へ

と
変
形
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
関
係
/
プ

ロ
セ
ス
の
記
述
ー
分
析
を
目
指
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
、
そ
う
し
た
作
業
の
前
提
と
し
て
、
徹
底
的
な

歴
史
内
在
化
、
特
異
な
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
、
実
践
が
人
間
の
属
性
に
先
立

つ
と

考
え
る
関
係
論
的
転
回
、
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
フ
ー

コ
ー
の

〈権
力
論
〉
が
、
旧
来
の
権
力
に
関
す
る
諸
議
論
と
は
、
全
く
異
な

っ
た

〈
メ

タ
理
論
的
前
提
〉
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ご
理
解

い
た

だ
け
た
か
と
思
う
。
〈
フ
ー

コ
i
権
力
論
〉
に
つ
い
て
語
る
者
は
、
ま
ず
、
こ

の

〈前
提
〉
自
体
を
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
批
判
な
り
、
称
賛
な
り
を
行
う
べ

き
で
あ
る
。

筆
者
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
い
。
即
ち
、
フ
ー
コ
L
の
諸
テ
ク
ス

ト
は
、
我
々
の
思
考

・
推
論
の
前
提
に
対
す
る
再
考
を
促
す
も
の
と
し
て
、
読

ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば

「権
力
」
に
つ
い
て
の
関
心
か
ら
フ
ー
コ
ー
を

読
む
の
で
あ
れ
ぜ
、
以
下
の
よ
う
な
問
い
を

一
度
自
ら
に
対
し
て
発
し
て
み
る

べ
き
で
あ
る
。
「
我
々
は
、
こ
れ
ま
で
権
力
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
考
え
て
き

た
際
、
多
く
の
形
而
上
学
的
前
提
を
不
問
に
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」
「
ま

ず
、
権
力
と
人
間
の
存
在
形
態
と
の
問
に
複
雑
な
関
係
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
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い
か
」
「
権
力
と
い
う
概
念
を
用

い
て
、
我
々
は
何
を
問
題
に
し
た
い
の
か
、

何
を
解
明
し
た
い
の
か
」
「そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
を
我

々
に
強
い
る
歴
史

的
状
況
と
は
何
な
の
か
」

1

彼

の
議
論
の
前
提
の
綿
密
な
検
討
は
、
こ
う
し

た
反
省
的

・
根
源
的
な
思
考

へ
と
我
々
を
促
す
。
筆
者
に
は
、
こ
こ
に
、
〈
フ
ー

コ
ー
権
力
論
〉
の
、
社
会
学
に
対
す
る
最
も
貴
重
な
刺
激
も
し
く
は
効
用
が
、

1

今
日
的
な
、
ま
た
今
後
も
し
ば
ら
く
は
保
た
れ
る
で
あ
ろ
う
価
値
が
、
存

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、

一
貫
し
て
、
「
主
体

・
主
観
11
起
源
/
基
礎
」
と
す
る

よ
う
な
思
考
の
枠
組
と
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
種

々
の
フ
ー
コ
ー
に
対
す
る
誤
解

と
を
批
判
し
て
き
た
。
敢
え
て
言

い
切

っ
て
し
ま
う
と
、
筆
者
は
、
人
間
主
体

に
権
力
の
起
源
/
基
礎
を
求
め
る
よ
う
な
議
論
は
思
弁

・
形
而
上
学
で
あ
り
、

フ
ー

コ
ー
や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
等
の
方

が
、
我
々
の
本
物
の
経
験
を
理
論
化

・
概
念

化
す
べ
く
努
力
し
て
い
る
、
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
第
y

章
で
提
示
し
た
課
題
と
と
も
に
、
い
ず
れ
ま
た
稿
を
改
め
て
丁
寧
に
論
ず
る
所

存
で
あ
る
。

注フ
ー

コ
ー
の
著
作

か
ら
の
引

用
文
は

、
相
沢
が
直
接
訳

出
し
た
も

の
と
考
え

て
い
た

だ

い
て
よ
い
。
邦

訳
の
あ

る
も

の
は
参

照
さ
せ

て
い
た
だ

い
た
が

、

一
々
こ
と
わ

る
こ

と
な
し
に
訳
し
直

し
た
箇
所
が
多

い
。

(
1
)
社
会
学
者
に
よ
る
も

の
と
し
て
、
次

の
二
冊
を
挙
げ
て
お
く
。
バ

リ
ー

・
ス

マ
ー

ト
、
山
本
学

訳

『
ミ
シ

ェ
ル

・
フ
ー

コ
ー
入
門
』
新
曜
社

、

一
九
九

}
。
内

田
隆

三

『
ミ
シ

ェ
ル

・
フ
ー

コ
ー
』
講
談
社

、

一
九
九
〇

。

(
2
)
本
稿
と

同
じ
よ
う

な
問
題
設
定

の
も
と

に
書
か
れ

て
い
る
先
行
業
績
と
し

て
、

近
藤
哲
郎

の

「
フ
ー

コ
ー

の
権
力
概
念
と
権
力
分
析

の
構
図
」

(『
ソ
シ
オ

ロ
ジ
』

一
九

八
九
年
九
月
号
)
、
「
フ
ー

コ
ー

に
お
け

る
権
力
分
析

の
パ

ラ
ダ

イ
ム
」

(『
ソ

シ
オ
ロ
ジ
』

一
九
九
〇
年

一
月
号
)
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

こ
で
抽
出
さ
れ
て
い

る

「
構

図
」
「
パ

ラ
ダ

イ
ム
」

と
、
本
稿

で
論
ず

る

〈
メ
タ
理
論
的
前
提
〉

と
で

は

、
そ
の
抽
象

の
水
準
な
ど
が
か
な
り
異
な

っ
て

い
る
。
読
み
比
べ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

(
3
)
ミ

§

ミ

譜

ミ
獎

ミ

ミ

辱
導

e。
§

隷
§

魯
§
黛

勺
罠

の
"
O
p。
巨
§

昼

昌
㊤
刈
①
.

b
・這

G。
.

(渡

辺

守
章

訳

『
性

の
歴

史

1

・
知

へ
の
意

志

』

新

潮

社

、

一
九

八

六

、

一
二
〇

頁

)
。

な

お

、

以

下

、

本

書

を

磊

と

略

記

す

る
。

(
4

)

.↓
冨

O
。
三

Φ
ω
巴
。
づ

。
h

窪

。

コ

。
。。
鉾

ぎ

ρ

O
。
螽

。
P

(
巴

.)

.

凄

§

ミ
鍾
§

ミ
ド
會

℃
Z
⑦
≦

囑
o
爵

…
勹
口
p
爵
Φ
O
P

一
⑩
◎。
ρ

竈

.H
㊤
Q。
～

H
Φ
⑩
.
(増

田

一
夫
訳

「装

置

・
性
現
象

・
無
意

識
」
『
同
性
愛
と
生
存

の
美

学
』
哲
学
書
房

、

一
九

八
七
、

一
一
六
～

　
一
八
頁
)
。

(
5
)

、鐸

Φ
ω
弖

Φ
。
冨

巳

勹
。
≦
臼

、む

国
.
H
.
U
お
旨
磊

印

勺
.
影

三
づ
。
ぎ

ミ

§

、

凄

ミ
§
ミ
ひ

q
巳
く
①邑

蔓

o
h
O
げ
8
櫛
αq
o
中

①
ω9

H
り
◎。
ρ

や
b。
H
刈
.(渥

海

和

久

訳

「
主

体

と

権

力

」

『
思

想

』

一
九

八

四

年

四

月

号

、

二
四

二
頁

)
。

(
6
)

例

え
ば

フ
ー

コ
ー

は

次

の

よ

う

に

語

っ
て

い

る

。
「
私

は

今

ま

で

く
権

力

V

と

い
う

言

葉

を

ほ

と

ん

ど

使

っ
た

こ
と

が

あ

り

ま

せ

ん

。

ま

た

、

と

き

ど

き

こ

の

言

葉

を

使

う

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

い

つ
で

も

、

私

が
常

に

用

い

て

い

る
表

現

、

つ
ま

り

権

力

の
諸

関

係

と

い
う

表

現

を

短

く

表

す

た
め

で

す

。
」

.夢

Φ
Φ
什ぼ
o

o
h
o母

Φ

ho村
葺

Φ
ω
Φ
開
器

四
嘆

8

寓
o
①
o
障

お

巴

o
目
、"
ぎ

い

bu
Φ
導

9
亘
臼

卸

∪
.
国
僧
ω
彗
弖
ω
ω
Φ5

(巴

.)

.
§

鳴
ミ

§
ミ

き

ミ
ミ
ミ
5

匡

H弓

勹
お

ωρ

H⑩
Φ
日
も

μ
い

(
山
本

学
他

訳

『
最

後

の

フ
ー

コ
ー

』

三

交

社

、

一
九

九

〇

、

三

八

頁

)

(
7
)

こ
れ

に

つ
い

て
は

次

の

も

の
も

参

照

さ

れ

た

い

。
旨

ラ
イ

ク

マ

ン

、

田
村

俶

訳

『
ミ

シ

ェ
ル

・
フ
ー

コ
ー

』
、

岩

波

書
店

、

一
九

八

七

。

(8

)
ミ

的§

惹

譜

ミ

恥簔
§

ミ
駄
自

.
雨

§
鼕

§

防
噂
§

鴇
蛬

勺
9
二
の
"
Ω
曁

巨

彎
9

μ
㊤
Q。
♪

b
.這

.
(
田
村
俶

訳

『
性

の
歴

史
皿

・
快
楽

の
活
用
』
新
潮
社

、

一
九

八

六
、

一
二
頁
)
。
な
お
、
以
下
、
本
書

を

賠

と
略
記
す

る
。

(9

)
次

の
も

の
か

ら

、
表

現

を

借

り

た

。
B

・
カ

ッ
サ

ン

、
本

間
邦

雄

訳

「
フ

ー

コ
ー

、
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ハ
イ
デ
ガ

ー
、
そ
し

て

〈
古
代
〉
」
、
蓮
見
重
彦

・
渡
辺
守
章
編

『
ミ
シ
ェ
ル

・
フ
ー

コ
ー
の
世
紀
』
筑
摩
書
房

、

一
九
九
三
、

一
〇
四
頁
。

(
10
)

P

・
ヴ

ェ
ー

ヌ
、
大
津
真
作
訳

「
歴
史
を
変
え
る

フ
ー

コ
ー
」
『
差
異
の
目
録
』

法
政
大
学
出
版
局
、

一
九

八
三
、
特
に
九
九
～

一
二
一二
頁
。

(11
)
⑦
ミ
遷
軸ミ
ミ

ミ

特
§

§

℃
輿
一の
"
O
匿
巨

贄
辞

一
⑩
刈
9

冒
b
O
G。
.
(
田
村
俶
訳

『
監

獄

の
誕
生
』
新
潮
社

、

一
九
七
七
、

二
〇
四
頁
)
。
以
下

、
本
書

を

鴇

と
略
記

す

る

。

(12

)

ラ
イ

ク

マ

ン
、

前
掲

書

。
特

に
序

論

及

び

第

皿
章

を

参

照
さ

れ

た

い
。

(13

)
鴇

も

.ω
ド
.
(邦

訳

、

三

一
頁

)
。

(14

)

磊

も

や
H
卜⊃
H
～

H
b。
b。
.
(邦

訳

、

一

一
九

～

一
二
〇

頁

)
。

(
15
)

A

・
ホ

ネ

ッ
ト

、
河

上

倫

逸

監

訳

『
権

力

の
批

判

』

法

政

大

学

出

版

局

、

一
九

九

二
、

二
〇

「
頁

。

(
16
)

渡

辺

和

民

・
佐

々
木

明

訳

『
言

葉

と

物

』

新

潮

社

、

一
九

七

四

。

ま

ず

、

本
書

が

理

解

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

と

り

わ

け

第

九

、

十

章

は

重

要

で

あ

る

。

(
17

)

「
装

置

・
性

現

象

・
無

意

識

」
、

前

掲
書

、

=

二
六

頁

。

(18

)

δ

も

.H
b。
宀

(邦

訳

、

一
二

二
頁

)
。

(19

)

蕣

層
O
.日
ミ

・
.(邦

訳

、

一
二
四

頁

)
。

(20

)

お

も

μ
卜。
艀
.
(邦

訳

、

一
二

一
頁

)
。

(21

)

.<
α
葺

瓜
魯

℃
o
衰

〇
三

卜
区

§

刈
ρ

ド
Φ
ミ

も

●b。
ド
.
(北

山
晴

一
訳

「
真

理

と

権

力

」
、

山

本

哲

土
他

編

『
ミ

シ

ェ

ル

・
フ

ー

コ
ー

一
九

二

六
～

一
九

八

四

』

新

評

論

、

}
九

八

四

、

八

五
頁

)
。

(
22
)

・Z
o
嵩
僧
ロ
ω
Φ
図
o
『
9
、噛
卜
鳴
〉
♂
ミ

ミ

O
寓
ミ
§

鷺
ミ

O
心
♪

目
㊤
刈
N

サ
Φ
α
●
(山

本

哲

士
他

訳

「
セ

ッ
ク

ス
と

権

力

」
、
山

本

哲

士
他

編

、

前

掲

書

、

五
〇

～

五

一
頁

)
。

(
23
)

鴇

も

.ω
b⊃
●
(邦

訳

、

三

一
頁

)
。

(
24
)

鴇

も

μ
ω
ト
・
(邦

訳

、

=

三

二
頁

)
。

(
25
)

鴇

も

サ
リ
N
～

H
ω
野

(邦

訳

、

九

二
～

=

二
四

頁

)
。

(
26
)

鴇

鳩
冒
娼
b
①
⑩
～

b。
Q。
ド

(邦

訳

、

二

六

四
～

二

七

五
頁

)
。

(27
)

蕊

も

』
ド

(邦

訳

、

二

一
頁

)
。

(28

)

器

も

』
ω
8

(邦

訳

、

一
三

四
頁

)
。

(29

)

蕩

も

気
Φ
.
(邦

訳

、

七

六
頁

)
。

(30
)

讒

も

絢
Φ
・
(邦

訳

、
.七
七

頁

)
。

(
31
)

、↓
ゲ
Φ
ω
ロ
9
Φ
9

9
巳

勹
o
≦
興
、匂
愚

●
鼠
卦

づ
』
O
O
●
(邦

訳

二
三

五

頁

)
。

(
32

)

フ
ー

コ
ー

は

、

か

っ
て

、
自

身

の

〈
権

力

〉

分

析

の

試

み

は

「
『
リ
ヴ

ァ
イ

ア

サ

ン
』

に
お

け

る

ホ

ッ
ブ

ズ

の
企

て

の
正

反

対

の
も

の

と

な

ろ
う

」

と

語

っ
て

い

た

。

甫

≦
o
い
Φ
9
母

Φ
ω
.℃
馘

ρ

O
o
a

o
5

(Φ
9
)
"
ミ
》幽
9
尹

冒
・㊤
メ

(33

)

⑦
ミ

ミ

慧

駐

愚

ミ
♪

..勺
8

壱

匿

奠

ω
、."
訂

ω
臣

三
。
諺

号

巳

鵠
三
け》

H
8

ρ

娼
臣
㊤
O
.
(宮

林

寛

訳

『記

号

と

事

件

』
河

出

書

房

新

社

、

一
九

九

二
、
二

四

四
頁

)
。

(34

)
『
狂

気

の
歴

史

』
に

お

け

る

、
「精

神

疾

患

で
あ

る
狂

気

」
。
『臨

床

医

学

の
誕

生

』

に

お

け

る

、

「
病

気
」
、

「
死
」
。
『
言
葉

と
物

』

に

お
け

る

、
「
経

験

的

か

つ
先

験

的

な

も

の
」
と

し

て

の
人

間

。
『
監

獄

の
誕

生

』
に
お

け

る

、
「
犯

罪

者

的

人

格

」
、
「
自

ら

を
律

す

る

も

の

と

し

て

の
精

神

」

:
:
-
。

(
35
)

賠

も

μ
O
.

(邦

訳

、

　
0

頁

)

(
36
)

こ
れ
に
関
し

て
は

、
次

の
も

の
の
、
特

に

「
ト
ポ

ロ
、ジ
i
、
〈
別

の
仕
方

で
考

え
る
こ
と
〉」

と
題
さ
れ
た
後
半
部

分
を
参
照
せ
よ

。
G

・
ド

ゥ
ル
ー
ズ

、
宇

野

邦

一
訳

『
フ
ー

コ
ー
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
七
。

(
37
)
信

田
正
三
訳
、
『
道
徳

の
系
譜
』

(理
想

社
版

二
i
チ

ェ
全
集
第

十
巻
)

一
九
六

七
、

三
六
二
頁
。

(38
)
信

田
正
三
訳
、
『善

悪

の
彼
岸
』

(
同
右

)

一
九
六
七
、
三
九
～

四
〇
頁
。

フー コー 〈権力論 〉再考51



               Rethinking Foucault's "Analytic of Power" 

   This paper attempts to clarify the uniqueness of Michel Foucault's conceot of 'power' and its 

sighnificance for sociology, and to remove some sociologists' misunderstandings of Foucault's discussion 

of 'power.' In order to achieve these aims, I focus on the metatheoretical postulates / foundational as-

sumptions of his conceptualization of 'power,' and show how they differ from those of his critics. 

   It is already well-known that Foucault used the model of 'struggle' in order to conceptualize power 

relations. Some sociologists, for example, A. Honneth, misinterpreted this as a struggle between human 

subjects, and criticized Foucault based on this misinterpretation. These misunderstandings stem from 

their metatheoretical postulates that I call the "metaphysics of the subject." Many of Foucault's critics 

place the abstract human subject at the starting point of their reasoning, making 'human' prior to and 

constitutive of history, and the origin of action and power in general. 

   I shall make it clear that Foucault's discussion itself destroys any idea of the "metapysics of the 

subject" - idealistic postulations of the human subject. He makes the distinctive assumption that the 

subject is not precursory to experiences, but that a human being is constituted as a specific subject within 

a configuration of contingent historical practices. He problematizes 'subjectivation.' 

   His analytic of power is part of the 'tools' of specific research in various subjectivation. in Western 

history. A specific subjectivation takes place in complex relationships -and dynamic processes. Multiple 

relations of forces are immanent in these processes. Foucault's model of struggle and conception of power 

was an attempt to grasp these relationships of forces prior to the transformation to a subject. 

   My conclusion is that Foucault's discussion of 'power,' and especially his concept of relations of 

forces prior to subjectivation, is based on a sort of relationalistic vitalism, 'a profound Nietzscheanism.' 

Any sociologist who reads Foucault's writings must consider this philosophical background.
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