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初
期
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る

「
野
蛮
」
の
概
念

長
澤

麻
子

〈
要
旨
〉

こ
の
論
文

で
は

、
ベ

ン
ヤ

ミ
ソ
の
近
代

批
判

の
ポ
イ

ソ
ト
の

一
つ
で
あ

る

「
野
蛮
」

の
概

念
を

テ
ー
マ
と
し
て

い
る
。

ベ

ン
ヤ

ミ
ン
の

「
野
蛮

」

の
概
念

に
は
、
経
験

の
貧

困
化
と
と
も

に
、
法

秩
序

に
よ

っ
て
運
命
づ
け
ら

れ
た
暴
力

に
支
配

さ
れ
て

い
る

こ
と

が
露
に
な

っ
た
近
代

、
と

い
う
意
味

の
否
定
的
な

「
野
蛮
」
と

、
そ
の
よ
う
な
近
代

こ

そ
、
新
し

い
歴
史

の
局
面
を
切

り
開
く
破
壊
的

な
力
が
発
揮
さ

れ
る
機

会

で
あ

る
、
と

い
う
肯
定
的
な

「
野
蛮
」
が
含
ま
れ

て
い
る
。
ベ

ソ
ヤ
ミ

ソ
の

『暴

力
批
判
論
』

で
は
、

こ
の
近
代

に
お
け
る

「
野
蛮
」
が

、
近
代
以
前

の
権

力
構
造

が
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う
に
、

近
代
法

に
お

い
て
も
神
話
的
暴
力
が
支
配
的

で
あ
る

こ
と
か
ら
示
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
、

主
権

が
神

話

の
世
界

に
お
け
る
神

々
か

ら
世
俗

の
君
主

に
よ

っ
て
奪
わ

れ
た
と
き
、
神

々
と

人
間

の
間
に
不
可
侵

の
境
界

と
し
て
定
め
ら
れ
た
法
は
、
そ

の
力
を
失

っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず

、
こ

の
不
可
侵

性
を
持

っ
て
い
る
か

の
ご
と
く
振

る
舞

い
続
け
る
近

代

の

「
野
蛮
」

さ

こ
そ
、
打
破

さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
そ

の
た
め

に
、

神
的
暴
力

と
い
う

革
命
的
な
暴
力

が
要
請
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ

は
必
ず
し
も
粗
暴
な

暴

、力
を
示
す

の
で
は
な
く

、
洗
練

さ
れ
た
暴
力

で
も
あ
る
。
神
的

暴
力
は
、
不

可
侵

の
領

域
で
あ
り

、
人
間
に
と

っ
て
決

定
性
を
欠
く

が
ゆ
え

に
非
暴
力
的

な
領
域

、
す
な

わ
ち

「
純
粋
言
語
」
に

こ
そ
、
潜
ん
で
い
る
⑩

キ

ー
ワ

ー
ド

ヴ

ァ
ル

タ

ー

・
ペ

ソ
ヤ

ミ

ン
、

カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト

、

「
野

蛮

」
、

法

、

『
暴

力

批

判

論

』
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1

近
代
に
お
け
る

「
野
蛮
」

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
マ
ル
ク
ー
ゼ

の
よ
う
に
近
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
行
お

こ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
ハ
ー
バ
マ
ス
の
指
摘
は
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
の
批

判
が
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
も
の
の
暴
露
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば

「
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
」
と
い
わ
れ

て
い
る
も
の
は
現
れ
て
い
る
も
の
に
こ
そ
あ

る
、
と
い
う
視
点
を
示
し
て
い
る
。
ペ
ン
ヤ
ミ
ン
の
意
図
は
、
現
れ
て
い
る
も

の
の
現
れ
方
そ
の
も
の
に
近
代

の
本
質
を
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
彼
の
近
代
批
判
の
ポ
イ
ン
ト

の

一
つ
は
、
近
代
に
お
け
る

「野
蛮
」
を
捉

え
る
と
・
う
に
あ
る
。
例
え
ば
次

の
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

『経
験
と
貧
臨
』

に
お
い
て
、彼
の
生
き
た
ド
イ
ツ

・
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
時
代
を
批
判
す
る
。

経
験
を
無
理
に
装

っ
た
り
、
あ
る
い
は
ず
る
賢
い
や
り
方
で
手
に
入
れ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
十
九
世
紀
の
様

々
な
様
式
や
世
界
観
の
ひ
ど
い
ご
ち
ゃ
混
ぜ

が
非
常
に
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
の

貧
困
を
告
白
す
る
こ
と
を
、
社
会
的
名
誉
と
し
て
で
は
な
く
、
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
(
国

卜o
嵩
)

こ
の
引
用
に
見
ら
れ
る
経
験
の
貧
困
化
と
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
導
入
と

資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
よ

っ
て
十
九
世
紀
の
市
民
的
共
同
体
が
瓦
解
し
た
結

な
　

果
出
現
し
た

「
文
化
的
等
価
性
」

を
指
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る

思
想
の

一
つ
で
あ
る
保
守
革
命
論
者
た
ち
は
、
反
自
由
主
義

・
反
民
主
主
義
を

掲
げ
、
価
値
観
の
定
ま
ら
な
い
混
沌
と
し
た
現
状
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
て
い

た
渉
、
具
体
的
な
未
来
像
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
反
動
的
な
も
の
な
ら
ば
何
で

も
次
か
ら
次

へ
と
受
け
入
れ
認
め
て
い
く
傾
向
に
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向

は
、
彼
ら
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
流
動
性
と
い
う
側
面
と
し
て
こ
の
時
代
の

特
徴
の
ひ
と
つ
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
流
動
的
な
時
代
の
性
格
か
ら
、
「
ど
れ

も
が
代
替
可
能
な
な
い
し
取
り
返
し
の
可
能
な
体
験
の
連
鎖
に
な
り
さ
が

っ
て

で
　

し
ま
う
」
等
価
性
の
世
界
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
状
態
に
現
れ
て
い
る

「あ
る
も
の
」
が
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
い
う
近
代
に
お
け
る

「
野
蛮
」
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の

「
野
蛮
」
に
お
い
て
、
た
だ
現
状
の
混
沌
と
し
た
様
子
が
非
文
化
的
で
あ
る
と

、
指
摘
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
、文
化
以
前
を
野
蛮
と
い
う

の
な
ら
ば
、
近
代
が

か

つ
て
の

「野
蛮
」
の
構
造
に
今
な
お
支
配
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の

混
沌
と
し
た
状
態
に
お
い
て
見
い
出
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

野
蛮
?

実
際
の
と
こ
ろ
そ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
新
し
い
、
つ
ま
り

肯
定
的
な
野
蛮
の
概
念
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
験
に
お
け
る
貧

困
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ
野
蛮
人
た
ち
を
つ
れ
て
い
く
の
か
?

経
験
の
貧

困
は
、
彼
ら
に
は
じ
め
か
ら
の
や
り
直
し
を
、
つ
ま
り
、
新
し
い
こ
と
を
始

め
さ
せ
る
。
し
か
も
、
わ
ず
か
な
も
の
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
わ
ず
か
な
も
の
か
ら
構
成
す
る
と
き
、
右
顧
左
眄
し
て
は
な
ら

な
い
の
だ
。
(圍

b。
H
α
)

で
は
、
ペ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う

「
野
蛮
」
を
新
し
い

「
野
蛮
」
の
概
念
と
し
て
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肯
定
的
に
捉
え
直
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。

先
に
述

べ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
取
り
替
え
可
能
な
体
験
に
な

っ
て
い
る
の

は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
断
片
化
し
た
個

々
の
契
機
が
こ
れ
ま
で
の
連
鎖
関

係
を
失
い
、
バ
ラ
バ
ラ
に
浮
遊
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
さ
す
。
だ
が
、

一
見
、
「
野
蛮
」
に
思
わ
れ
る
こ
の
状
態
に
お
い
て
こ
そ
、
諸

々
の
断
片
の
新

た
な
組
み
合
わ
せ
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
新
た
な
歴
史
の
局

面
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
ペ
ソ
ヤ
ミ
ン
の
態
度
に
は
、
当
時
の
思
想
の

一
つ
で

あ
る
決
断
主
義
の
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
決
断
主
義
は
、
現
実
を

否
定
す
る
価
値
観
な
ら
ば
何
で
も
次
々
と
受
容
し
て
し
ま
う
保
守
革
命
論
者
に

対
し
て
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
等
価
性
に
対
し
て
、

一
義
的
に
価
値
の
あ

る
秩
序
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
、
当
時
の
風
潮
の
も
う

一
つ
の
側
面
で
あ

っ

↑
)

た
。こ

の
よ
う
な
思
潮
に
お
い
て
、
帝
政
の
復
古
で
も
、
ま
た
戦
勝
国
側
の
根
拠

と
す
る
人
間
の
理
性
に
よ
る
自
律

で
も
な
く
、
啓
蒙
さ
れ
た
理
性
が
克
服
し
た

は
ず
の
根
源
神
話
、
と
く
に
ド
イ

ツ
的
根
源
な
る
も
の
へ
の
回
帰
が

一
般
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
同
様
の
こ
と
が
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
に
も
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、

例
え
ば
、
彼
の
作
品
の

『翻
訳
者

の
使
命
』
で
は
、
理
想
的
な
言
語
全
体
を
示

(6
)

す

「純
粋
言
語
」

へ
の
志
向
が
み
ら
れ
る
し
、
カ
フ
カ
論
の
主
要
な
モ
テ
ィ
ー(7

)

フ
で
あ
る

「
せ
む
し
の
こ
び
と
」

に

「ド
イ
ツ
及
び

ユ
ダ
ヤ
の
民
衆
の
基
盤
」

を
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
が
見
て
い
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
が
、
全

一
で
究
極
的
な

「
あ

る
も
の
」

へ
回
帰
す
る
決
断
主
義
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む

一
方
で
、
時
代
の

流
動
性
を
強
く
反
映
し
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
の
場
面
で
も
決
定
的
な
判
断
を

保
留
し
て
い
る
。
「純
粋
言
語
」
も

「
せ
む
し
の
こ
び
と
」
に
お
け
る
ド
イ

ツ

・
ユ
ダ
ヤ
性
も
、
あ
く
ま
で
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
暗
示
的
な
表
現
で
あ
り
、
最
終
的

な
言
葉
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
最
終
的
決
断
の

「
保
留
」
は
、
こ
の
時
代

の

(8
V

流
動
性
が
伝
統
か
ら
の
解
放
と
い
う

「あ
る
種
の
自
由
の
意
識
」
を
生
み
出
し

て
い
た
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
著
作
に
あ
る
種
の
自
由
の
可
能
性
が
書
き
込

ま
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
あ
る
種
の
自
由
こ
そ
、
浮
遊
す
る
断
片

の
新
た
な
組
み
合
わ
せ
を
可
能
と
す
る
肯
定
的
な

「野
蛮
」
の
概
念
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2

「
法
的
暴
力
」

少
し
、
話
し
を
も
と
に
戻
す
が
、
こ
こ
で
、
近
代
に
お
け
る

「野
蛮
」
の
否

定
的
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
肯
定
的
な

「
野
蛮
」

の
概
念
が
見
い
出
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る

「
野
蛮
」
な
状
態
に
お
い
て
だ
か

(9
)

ら
で
あ
る
。
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の

『暴
力
批
判
論
』
は
、
当
時
の
議
会
制
民
主
主
義

に
対
す
る
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
に
お
け
る
暴
力
の
問
題
に

焦
点
を
当
て
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
る
抑
圧
者
と
被
抑
圧
者
の

「
野
蛮
」
な
構
図
は
、
後
の
歴
史
哲
学
の
な
か
で
、
彼
の
遺
稿
で
あ
る

『歴
史

曾
)

の
概
念
に
つ
い
て
』
に
ま
で
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ

の
肯
定
的
な

「野
蛮
」
の
概
念
を
捉
え
る
た
め
に
、
近
代
に
お
け
る

「
野
蛮
」

の
顕
著
な
姿
と
し
て
の

「法
的
暴
力
」
を

『暴
力
批
判
論
』
か
ら
明
ら
か
に
し

て
お
こ
う
。
こ
の

『暴
力
批
判
論
』
に
お
い
て
、
暴
力
は
ま
ず
法
と
の
関
係
に

お
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
暴
力
が
暴
力
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
倫
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理
的
な
諸
関
係
の
領
域
、
す
な
わ
ち
、
法
と
正
義
の
領
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
と

き
だ
か
ら
で
あ
る

(o
h

圍

嵩

㊤
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
論
文

に
お
い
て
、
第

一
に
、
暴
力
と
法
と
の
関
係
を
、
次
に
両
者
と
正
義
の
関
係
を

論
じ
て
い
る
。

さ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば

、
法
と
暴
力
の
根
本
的
な
関
係
は
、
目
的
と

手
段

の
関

係

で
あ
り

、
通
常

、
暴
力

は
手
段

の
領
域

に
あ

る
と

い
う

(凶げ
置
・)
。
こ
の
場
合
、
暴
力
の
問
題
が
目
的
の
正
当
性
の
問
題
に
吸
収
さ
れ

て
し
ま
い
、
暴
力
そ
れ
自
体
の
倫
理
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な

っ
て
し
ま

う
危
険
性
を
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は
強
調
す
る
。
そ
の
顕
著
な
例
が
、
自
然
法
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
自
然
法
で
は
、
「万
人
に
対
す
る
万
人
の
戦
い
」
と
ホ
ッ
ブ

ス
の

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ソ
』
に
あ
る
よ
う
に
、
正
当
な
目
的
の
た
め
に
は
、
人
間
の

権
利
と
し
て
い
か
な
る
暴
力
的
手
段
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然

法
の
場
合
、
暴
力
そ
の
も
の
は
不
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
近
代
の
実
定
法
は
、
手
段

の
合
法
性
を
問
う

こ
と

(9
。
圍

H
O。
O
)
に

よ

っ
て
、
そ
の
目
的
の
正
し
さ
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
こ
の
場
合
、

」手
段
が
合
法
的
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
渉
い
か
に
暴
力
的
な
も
の
で
あ

っ
て
も
、
目

的
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
結
局
、
自

然
法
も
実
定
法
も
、
暴
力

一
般
に
関
し
て
批
判
的
基
準
を
持
た
な
い
、
と
い
う

の
が
ペ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
解
で
あ
る

(9
.
閏

H
Q◎
一
)
。
だ
が
、
ベ

ソ
ヤ
ミ
ソ
は
、

考
察
を
始
め
る
た
め
に
、
と
り
あ
え
ず
、
実
定
法
に
お
け
る
法
的
根
拠
を
持

つ

暴
力
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
容
認
さ
れ
て
き
た
暴
力
と
そ
う
で
な
い
暴
力
の

区
別
か
ら
出
発
し

(ま
凶α
●)
、
そ

こ
か
ら
、
法
が
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
持

つ
暴

力
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
法
的
根
拠
を
持

つ
暴
力
と
そ
う
で
な
い
暴
力
を
区
別
す
る
場
合
、
行
使

さ
れ
る
暴
力
が
法
秩
序
の
中
に
収
ま
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法

的
根
拠
を
持
つ
暴
力
は
、
現
行
の
法
秩
序
を
維
持
す
る
が
、
そ
う
で
な
い
暴
力

は
、
法
に
反
す
る
暴
力
で
あ
り
、
現
行
の
法
秩
序
を
徐

々
に
失
墜
さ
せ
る
危
険

を
持

っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(9

国

同Q。ω
)
。

そ
れ
に
対
し
て
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
可
能
性
が
考
慮
に
入
れ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
個

々
人
に
対
す
る
暴
力
の
独
占
化

に
対
す
る
法
の
関
心
は
、
法

の
目
的
を
守
ろ
う
と
す
る
も
く
ろ
み
か
ら
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
法
そ
の
も
の
を
守
ろ
う
と
す
る
も
く
ろ
み
に
よ

っ
て
説
明

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
国

HO。Q。
)

つ
ま
り
、
法
は
、
暴
力
が
そ
れ
に
よ

っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
恐
れ
る

の
で
は
な
く
、
現
行
の
法
秩
序
を
脅
か
す
可
能
性
の
あ
る
暴
力
の
出
現
を
恐
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
法
の
関
心
は
、
自
己
自
身
の
維
持
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
を
脅
か
す
に
到
ら
な
い
暴
力
は
法
的
根
拠
を
持

つ
も
の
と
し
て
、
そ
う
で

な
い
も
の
は
法
的
根
拠
の
な
い
も
の
と
し
て
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
か
た
ち
で
、
最
終
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
が
法
の
下
に
統
制
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
的
根
拠
を
持

つ
暴
力
と
認
め
ら
れ
る
例
に
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、
労
働
組

合
の
持

つ
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
あ
げ
て
い
る

(Oh
●
崔
り一α
。)
。
確
か
に
、
通
常
の

ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
労
働
行
為
の
停
止
で
あ
り
、
暴
力
行
為
の
よ
う
に
見
え
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
そ
れ
が
拡
大
さ
れ
ゼ
ネ

・
ス
ト
に
ま
で
い

た
る
と
、
そ
の
暴
力
性
は
明
ら
か
に
な
る
。
国
家
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
機
能
の
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停
止
は
、
す
で
に
そ
の
国
家
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
革
命
的
暴
力
に
ま

で
膨
れ
上
が

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
認
め
る
国
家
で
あ

っ

て
も
、
ゼ
ネ

・
ス
ト
は
権
利
の
乱

用
あ
る
い
は
違
法
行
為
で
あ
る
、
と
断
罪
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
な
い
し
権
利

(図
Φ
o算
)
の
な
か
に
暴
力
が

潜
ん
で
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
は
、
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
法
-
権
利
と
暴
力
の
等

曾
)

質
性
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
法
-
権
利
あ
る
い
は
最
大

の
暴
力
の
持
ち
主
は
、
法
に
基
づ
く
権
利
主

体

(図
①
Oげ
けロαロo⊆
び
一Φ
閃
け)
で
あ
る
。
権
利
主
体
は
、
暴
力
の
現
在

の
所
持
者
で

あ
る
か
ら
、
現
行
の
法
秩
序
を
守
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
権
利

主
体
が
最
も
恐
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の
国
家
を
転
覆
さ
せ
、
新
し
い
法
秩
序
を

も
た
ら
し
う
る
暴
力
、
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
の
い
う

「法
措
定
的
暴
力

(α
一①
.民Φ
O一P什ω①什NΦ口
α
Φ
(甲①≦
9一什)
」
で
あ
る

(o臨・
国

H
Q。
①
)
。
例
え
ば
、
戦

争
に
よ
る
暴
力
も
、
新
し
い
.
「法
」
の
関
係
、
す
な
わ
ち
法
秩
序
を
措
定
し
よ

う
と
す
る
暴
力
な
の
だ
と
い
う

(oh●
圍

HO◎
①
)
。
こ
の
場
合
、
勝
者
と
敗
者

の
関
係
が
決
定
的
に
な

っ
た
と
し

て
も
、
必
ず
、
そ
の
関
係
を
互
い
に
承
認
し

あ
う

「
講
和

(閃
二
①O
o
)
」
(
目

H
Q。
α
)
が
儀
式
的
に
不
可
欠
に
な
る
。
と

い

う
の
も
、
こ
の
承
認
行
為
に
よ

っ
て
、
新
し
い
関
係
が
新
し
い

「
法
」
と
し
て

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
を
成
立
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
は
、
以
前
の
関
係
を
解
消
し
、
新
た
な
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
暴
力
性

を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ペ
ソ
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
措
定
的
暴
力
に
加
え
、
法
に
お
け

る
暴
力
に
は
、
も
う

一
つ
の
機
能

、
す
な
わ
ち
、
こ
の
措
定
さ
れ
た
法
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
暴
力
、
法
維
持
的
暴
力

(住
一Φ
『ΦO
げ
什の①同げ
9一什①
昌
島
Φ
∩
甲Φ≦
僧
一什)

が
あ
る
。
こ
の
法
維
持
的
暴
力
は
、
例
え
ば

一
般
兵
役
義
務
の
よ
う
に
、
法
の

目
的
と
し

て
、
市
民
を

「
法
」

に
従

わ
せ
よ
う

と
す
る
も

の
で
あ
る

(凶び
乙
.)
。
い
か
に
、
法
が
、
市
民
の
権
利
や
自
由
を
守
る
た
め
に
存
在
す
る

よ
う
に
見
え
て
も
、
結
局
、
そ
れ
は
措
定
さ
れ
た
法
秩
序
そ
の
も
の
を
維
持
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「法
措
定
的
暴
力
」
と

「法
維
持
的
暴
力
」
と
い
う
法
に
お
け
る
暴
力

の
最
も
顕
著
な
例
が
、
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
生
死
を
左

右
す
る
暴
力
で
あ
る
死
刑
の
行
使
に
お
い
て
、
法
は
最
も
強
化
さ
れ
る

(oh

国

H
Q。
Q。
)
。
と
い
う
の
も
、
「
違
法
を
罰
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
新
し
い
法
を

措
定
す
る
こ
と
」

(筐

α
●)
に
こ
の
死
刑
の
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
死
刑
の
執
行
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
微
塵
の
猶
予
も
許
す
こ
と

な
く
、
違
法
に
よ

っ
て
壊
れ
か
け
た
法
秩
序
を
、
新
た
に
整
え
直
す
こ
と
、
あ

る
い
は
、
措
定
さ
れ
た
も
と
の
法
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
法
秩
序
を
強
化

す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
死
刑
に
お
い
て
、
法
に
お
け
る
暴
力
性

は
、
法
維
持
的
暴
力
と
法
措
定
的
暴
力
の
両
方
が
結
合
し
た
形
で
現
れ
て
く
る

(o
h

国

H
Q。
⑩
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
死
刑
こ
そ
、
法
の
根
源
の
最
も
顕
著
な

表
象
な
の
で
あ
る
。

死
刑
の
批
判
者
た
ち
は
、
死
刑
の
否
認
が
、
刑
罰
の
基
準
で
も
法
律
で
も
な

く
、
法
そ
の
も
の
に
そ
の
根
源
か
ら
襲
い
か
か
る
こ
と
で
あ
る
、
と
お
そ
ら

く
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
た
ぶ
ん
感
じ
と
ろ
う
と

も
せ
ず
に
、
感
じ
て
.い
た
。
つ
ま
り
、
暴
力
、
す
な
わ
ち
運
命
的
に
そ
の
地
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位
に
任
ぜ
ら
れ
た
暴
力
が
、
法

の
根
源
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
法
秩
序
の
中
に

現
れ
る
暴
力
の
な
か
で
も
、
生
と
死
を
左
右
す
る
最
高
の
暴
力
に
お
い
て
、

法
の
根
源
が
代
表
的
に
存
在
を
現
し
、
そ
の
存
在
に
お
い
て
恐
ろ
し
く
も
顕

現
す
る
の
で
あ
る
。
(
圍

HO◎
Q。
)

こ
の
よ
う
な
死
刑
ど
い
う
法
規
に
極
端
に
現
れ
て
く
る
法
の
根
源
、
す
な
わ
ち
、

「
法
的
暴
力
」
は
、
近
代
の
実
定
法
に
の
み
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と

は
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
の
文
脈
か
ら
読

み
と
れ
る
。
「
原
始
的
な
法
関
係
に
お
い
て
、

死
刑
は
、
所
有
権
侵
害

の
よ
う

な
違
法
行
為

に
も
定

め
ら
れ
て
い
る
」

(凶び
崔
・)
と
い
う
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
は
、
死
刑
が
近
代
法
以
前
に
お
い
て

も
、
法
を
措
定
す
る
こ
と
と
法
そ

の
も
の
の
維
持
の
た
め
に
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
法
の
根
源
渉
暴
力
で
あ
る
こ
と
は
、
近
代
法
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
の
不
文
律
や
慣
習
法
で
あ
ろ
う
が
、
「
法
」
で
あ
る
も
の

の
運
命
な
の
で
あ
る
。

こ
の

「
法
」
の
運
命
に
関
し
て
は
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
初
期
の
論
文
の

一
つ
で

曾
)

あ
る

『運
命
と
性
格
』
に
照
ら
し

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
文
に
お
い

て
、
ペ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
『
暴
力
批
判
論
』

の
前
触
れ
と
も
い
え
る
よ
う
な

「運

命
の
概
念
」
を
提
示
し
て
い
る
。

て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
幸
運
は
、
最
も
重
い

負
債
を
負
う
こ
と
す
な
わ
ち
不
遜
、
こ
れ
に
対
す
る
誘
惑
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
潔
白
と
の
連
関
が
、
運
命
の
中
に
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
(
閏

H課

)

つ
ま
り
、
運
命
と
は
、
罪
を
背
負
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
反
対
は
あ
り
得
な
い
。

そ
こ
に
幸
運
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
次
に
や

っ
て
く
る
不
幸
の
導
き

手
で
あ

っ
て
、
幸
福
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
運

命
の
連
関
の
中
に
、
幸
福
は
存
在
せ
ず
、
「
む
し
ろ
、
幸
福
と
は
、
運
命
の
連

鎖
か
ら
、
あ
る
い
は
運
命
の
独
自
の
網
か
ら
幸
福
な
人
を
そ
の
外

へ
解
き
放

つ

も
の
」
(一ぴ
達
。)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
運
命
の

連
鎖
で
あ
る

「
不
幸
と
罪
だ
け
が
効
力
を
持

つ
別
の
領
域
」
(筐
阜
)
が
、
「法
」

な
の
で
あ
る
。

法
秩
序
は
、人
間
の
デ

モ
ー
ニ
ヅ
シ

ュ
な
存
在
段
階
の
残
骸
に
す
ぎ
な
い
し
、

そ
こ
で
は
法
的
規
約
が
人
間
の
問
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
人
間
と
神

々
と
の

関
係
を
も
定
め
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
正
義
の
国
と
法
秩
序
が
取
り
違
え

ら
れ
る
と
い
う
誤
解
に
よ

っ
て
、
デ
ー
モ
ソ
に
対
す
る
勝
利
が
始
ま

っ
た
時

代
を
越
え
て
、
法
秩
序
は
維
持
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
閏

日置
)
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モ
ラ
ル
に
よ

っ
て
罪
の
概
念
に
伴

っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
概
念
、
す
な
わ
ち
、

潔
白
の
概
念
と
、
運
命
の
概
念

の
間
に
、
ふ
さ
わ
し
い
関
係
が
欠
け
て
い
る

こ
と
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
的
な
運
命
の
考
察
が
展
開
さ
れ

る
な
か
で
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
幸
運
が
、
そ
の
潔
白
な
行
状
の
証
明
と
し

た
と
え
、
法
の
権
威
が
神

々
か
ら
人
間
の
手
に
移
り
、
デ
ー
モ
ソ
に
対
し
て

勝
利
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
「
法
」
で
あ
る
こ
と
の
運
命
は
、
近
代
法

以
前
の
い
わ
ば
神
話
的
世
界
以
来
、変
わ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
近
代
法
の
成
立
以
降
も
、
法
を
措
定
し
、
そ
の
反
復
に
よ

っ
て



法
秩
序
を
維
持
す
る
暴
力
で
あ
る

「法
的
暴
力
」
は
、
立
法
権
と
し
て
、
こ
れ

も
ま
た
主
権
者
の
代
表
で
あ
る
議

会
が
担

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(o
h●
閏

H
㊤
H
)
。
つ
ま
り
、
法

の
反
復
性

に
よ

っ
て
、
法
措
定
的
な
暴
力
を
反
復
し
た

も
の
、
あ
る
い
は
、
法
を
代
表
す
る
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
生
み
出
さ

れ
た
も
の
は
、
議
会
と
い
っ
た
目
に
見
え
る
法
的
現
象
と
な
り
、
こ
れ
に
よ

っ

(13
)

て

「法
的
暴
力
」
そ
の
も
の
は
覆
わ
れ
、
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。
ま
さ
に
、
運
命

が

「徴
の
中
で
の
み
見
い
だ
さ
れ
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
見
極
め
ら
れ
な
い
」

(
目

H刈
b。
)
よ
う

に
、
「法
的
暴
力
」
も
そ
れ
自
身
に
お
い
て
見
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
法
と
い
え
ど
も

「
法
」
の
運
命

の
も
と
に

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
目
に
見
え

る
法
的
現
象
の
背
後
で
、
「人
間
の
デ
モ
ー

ニ
ッ
シ
ュ
な
存
在
段
階
」
以
来
、
「
法
的
暴
力
」
が
存
在
し
支
配
し
続
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「法
的
暴
力
」
は
、
代
議
性
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
反

復
性
と
代
表
制
の
た
め
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
運
命
的
な
暴
力

に
支
配
さ
れ
続
け
る
の
も
、
ま
た
、
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
を
忘
却
す
る

の
も
、
人
間
の
運
命
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
運
命
的
な
暴
力
に
対
し
て
、
ペ

ン
ヤ
ミ
ソ
は
、
コ
言呈
叩
の
領
域
」
を
、

非
暴
力
的
な
領
域
と
し
て
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
市
民
的
な
合
意

の
技

術
で
あ
る
話
し
合
い

(d
轉
Φ鞋
Φ
自
昌
αq
)
に
お
い
て
、
「
非
暴
力
的
な
合
意
の

可
能
性
だ
け
で
な
く
、
暴
力
の
原
則
的
な
排
除
」

(国

H
㊤
b。
)
が
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
「言
語
」
が
非
暴
力
的
な
人
間
的
合
意
の
領
域
で
あ
る
の
は
、
「嘘

の
非
処
罰
性
」
(筐

恥
・)
と
い
う

点
に
あ
る
。
だ
が
、
こ
の

「
言
語
」
が
ど
の

よ
う
な
言
語
で
あ
る
の
か
、
『暴
力
批
判
論
』
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か

し
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
べ
ソ
ヤ

ミ
ソ
の

『
翻
訳
者
の
使
命
』
を
参
照
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
補
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の

『翻
訳
者
の
使
命
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
言
語
の
媒
介
性
の
問

題
で
あ
る
。
言
語
は
、
伝
達
す
る
た
め
の
手
段
と
な

っ
て
き
た
が
、
翻
訳
と
い

う
作
業
を
通
じ
て
、
異
な
る
諸
国
語
の
間
が

つ
な
ぎ
合
わ
せ
ら
れ
、
言
語
本
来

の
姿
で
あ
る

「純
粋
言
語
」
が
構
想
さ
れ
る
と
い
う

(oh
・
守

ド
Q。h
)
。
た
だ

し
、
こ
の
領
域
は

「
神
の
記
憶
の
領
域
」
で
あ

っ
て
、
翻
訳
者
の
使
命
と
し
て

近
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
方
、
個
別
言
語
で
は
語
れ
な
い
ゆ
え
に
、
沈
黙

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
域
な
の
で
あ
る

(oh.
冒

H
Φ
)
。
つ
ま
り
、
言
語
は
、

伝
達
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
非
媒
介
的
で
あ
り
、
本
来
、
顕
現
を
意
味
す
る
、

神
の
自
己

「表
明

(ζ
9
ロ
一哺①
ωけ9叶一〇
昌
)」
な
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
言
語

に
は
、
翻
訳
者
に
と

っ
て
、
あ
る
い
は
人
間
に
と

っ
て
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
が
、

「
『
正
』
と

『
誤
』
の
適
切
な
決
定
の
不
可
能
性
」
(
圍

這
O
)
が
内
在
す
る
。

ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「言
語
」
に
お
い
て
、
と
く
に
そ
の
決
定
不
可

能
性
に
お
い
て
、
処
罰
に
関
わ
ら
な
い
非
暴
力
性
が
現
れ
、
運
命
的
な

「法
的

暴
力
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ソ
は
、
「純
粋
言
語
」

の
領
域
は
人
間
に
と

っ
て
、
非
決
定
的
で
、
非
暴
力
的

な
領
域
で
あ
る
と
主
張
す
る

一
方
で
、
言
語
の

「表
明
」
に
は
、
神
の
存
在
宣

言
と
い
う
暴
力
的
な
姿
が
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る

(oh

目

H
㊤
刈
)
。
そ
れ
ゆ

え
、
言
語
の
非
暴
力
性
と
い
う
暴
力
か
ら
の
抜
け
道
も
、
こ
の
時
点
で
は
そ

れ
ほ
ど
確
証
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
こ
の
言
語
の

暴
力
的
な
側
面
は
、
『
暴
力
批
判
論
』
に
お
い
て

「
神
話
的
暴
力
」

(臼
o

日
旨
匡
ωo『
Φ
O
①
≦
巴
什)
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は
、
こ
の
神
話
的
暴
力
の
例
を
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
中
に
見
い
だ

初期 ベソヤ ミンにおける 「野蛮」の概念225



し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
テ
バ
イ
の
女
王
、
ニ
オ
ベ
の
不
遜
の
物
語
を
、
そ

の
顕
著
な
例
と
し
て
取
り
上
げ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
「幸
運
」
に
も
多

く
の
優
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
恵
ま
れ
た

ニ
オ
ベ
が
、
そ
の
喜
び
の
あ
ま
り
、
「
不

遜
」
に
も
ア
ポ
ロ
ン
と
ア
ル
テ
ミ
ス
の
母
で
あ
る
レ
ト
よ
り
も
自
分
の
方
が
幸

福
だ
、
と
い
っ
て
し
ま
う
。
そ

の
結
果
、
彼
女
の
子
ど
も
全
員
が
ア
ポ
ロ
ン
と

ア
ル
テ
ミ
ス
の
手
に
か
か

っ
て
殺

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ニ
オ

ベ
の
不
遜
が
運
命
を
挑
発
し
、
そ
の
罪
と
不
幸
を
招
く
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ

る

(筐
α
●)
。
こ
こ
で
、
発
動
さ
れ
た
の
が

「神
話
的
暴
力
」
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
神
が

ニ
オ
ベ
の
子
ど
も
た
ち
を
手
に
か
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ニ
オ
ベ
の

前
に
神
自
身
の
存
在
を
宣
言
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
踏
み
込
ん
で
は
な
ら
な

.い
神
の
領
分
と
人
間
の
領
分
の
境
界
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ニ
オ
ベ
は
そ

の
罪
を
永
遠
に
担
う
も
の
と
し

て
、
境
界
石
と
な

っ
て
残
さ
れ
る
の
で
あ
る

(凶び
箆
●)
。

こ
の
よ
う
な
神
と
い
う
権
力
者

の
領
域
と
そ
の
定
め
た
法
に
従
う
人
間
の
領

域
の
間
の
境
界
設
定
こ
そ
、
法
措

定
的
暴
力
の
出
現
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

二
つ
の
領
域
を
区
切
る
境
界
と
い
う

「条
約
を
結
ぶ
両
者
に
と

っ
て
は
、
踏
み

越
え
て
は
な
ら
な
い

一
線
は
同
じ
線
」
(
閏

H
㊤◎。
)
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、
近
代
法
に
い
た
る
あ
ら
ゆ
る
法
措
定
の
原
型
を
見
て
い
る
。
つ

.
ま
り
、
権
力
を
持

つ
の
は
神
あ
る

い
は
勝
利
者
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
権

利
は
人
間
あ
る
い
は
敗
北
者
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

勝
者
の
側
の
領
域
も
、
敗
者
の
権
利
す
な
わ
ち
暴
力
に
よ

っ
て
潜
在
的
に
脅
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
力
者
が
そ
の
権
力
を
維

持
す
る
た
め
の
法
措
定
の
行
為
は
、
被
権
力
者
に
恐
れ
を
抱
か
せ
る
た
め
に
そ

の
領
域
を
限
界
づ
け
る
と
同
時
に
、
権
力
者
自
身
も
常
に
被
権
力
者
の
暴
力
を

恐
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
権
力
者
の
持

つ
権
力
が
根
源

的
な
暴
力
な
の
で
は
な
く
、
両
者
の
境
界
で
あ
る

「
法
」
こ
そ
が
恐
れ
を
知
ら

ぬ
根
源
的
な
力
を
持

つ
の
で
あ
る
。

か

つ
て
、
法

(國
Φ
oぽ
)
は
、
権
力
者
の

「特
権

(<
o
罎
o
o巨
)」
で
あ

っ

た
か
も
し
れ
な
い
が

(筐
拝
)
、
支
配
さ
れ
て
い
た
人

々
は
、
う
か
つ
に

一
線

を
踏
み
越
え
て
運
命
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
成
文
法
を
求
め
、
さ

ら
に
、
そ
の
権
利
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
執
心
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
近

代
の
成
文
法
を
求
め
る
闘
争
も
、
法
を
踏
み
越
え
て
贖
罪
を
求
め
ら
れ
る
よ
う

な
神
話
的
な
規
約
の
精
神
に
対
す
る
反
乱
で
は
あ
る
が

(oh
・
圍

H㊤
㊤
)
、
近

代

の
法
の
根
本
法
則
に

「法
律
の
無
知
は
処
罰
を
妨
げ
な
い
」
(凶び
達

。)
と
あ

る
よ
う
に
、
法
秩
序
は
い
ま
な
お
神
話
的
暴
力
を
構
造
的
に
維
持
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
も
、
法
の
根
源
で
あ
る
法
的
暴
力
に
お
い
て
、

理
性
が
克
服
し
て
い
た
つ
も
り
の
近
代
以
前
の
神
話
的
世
界
が
、
生
き
な
が
ら

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
定
法
に
お
け
る
手
段
の
合
法
性
を
決
定
す

る
の
は
、
法
措
定
的
暴
力
で
あ
り
法
維
持
的
暴
力
で
あ
る

「
法
的
暴
力
」
で
あ

る
。
こ
の

「
法
的
暴
力
」
は
、
「神
話
的
暴
力
」
を
支
え
に
し
て
、
そ
の
具
現

化
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
法
を
通
じ
て
、人
間
の
歴
史
を
支
配
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

よ
り
純
粋
な
領
域
を
開
く
ど
こ
ろ
か
、
直
接
的
な
暴
力
の
神
話
的
な
表
明

は
、
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
暴
力
と
同
じ
で
あ

り
、
こ
の
法
的
暴
力

の
問
題
の
予
感
を
、
そ
の
歴
史
的
な
機
能
の
腐
敗
性

の
確
証
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
腐
敗
性
の
根
絶
が
課
題
と
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な

る

。

(
国

ド
㊤
㊤
)

結

局

、
ベ

ン
ヤ

ミ

ン
に
よ

れ

ば

、

理

性

に

残

さ

れ

た

こ
と

は

、

法
的

問
題

の
決

定

不

可
能

性
だ

と

い
う

(
o
h。

圍

H
O
①
)
。

手
段
の
合
法
性
と
目
的
の
妥
当
性
に
つ
い
て
理
性
が
決
定
す
る
の
で
は
決
し

て
な
く
、
前
者
に
つ
い
て
は
運
命
的
な
暴
力
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
ま
さ
に

神
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
(ま
達
・)

こ
こ
で
、
さ
ら
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
暴
力
が
問
題
と
な
る
も
う

一
つ
の
領

域
で
あ
る
正
義
と
の
関
係
に
議
論
を
進
め
る
。
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
に
よ
れ
ば
、
手
段

の
合
法
性
を
決
定
す
る
の
が
法
的
暴
力
で
あ
る

一
方
、
目
的
の
妥
当
性
、
あ
る

い
は
正
義
の
批
評
基
準
を
決
定
す
る
の
は
、
神
話
に
対
立
す
る

「
神
」
で
あ
り
、

ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
い
う
と

こ
ろ
の

「
神
的
暴
力
」
(岳
o
σq
O
け岳
oげ
①
Ω
Φ耄
巴
け)

で
あ
る
。
こ
の

「神
的
暴
力
」
は

、
法
を
措
定
し
維
持
し
続
け
よ
う
と
す
る

「
神

話
的
暴
力
」
の
循
環
を
破
壊
す
る
機
能
を
も
つ

(o
臨。
=∪坤幽
.)
。
そ
の
例
と
し

て
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
聖
書
の
コ
ラ
の

一
族
に
対
す
る
神
の
裁
き
を
挙
げ
る
。

エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
.の
間
で
、
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
に

対
す
る
不
満
が
高
ま
り
、
と
く
に

コ
ラ
の

一
族
と
対
立
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
こ
で
、
人
々
は
、
神
の
裁
き
を
受
け
る
こ
と
に
す
る
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、

コ
ラ
た
ち
は

一
族
も
ろ
と
も
大
地

の
裂
け
目
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
の
で

あ
砠
・
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば

・
ま
さ
に
ご

・
の
物
語
に
お
い
て
、
「神
的
暴

力
」
に
よ
り

一
瞬
に
し
て
罪
が
取

り
除
か
れ
、
法
的
暴
力
か
ら

つ
ま
り
運
命
的

な
法

の
連
関

の
中
か
ら
、
生

き
て
い
る
者
が
解
き
放
た
れ
る

(
o
h

目

b。
O
O
)

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の

「神
的
暴
力
」

の
原
理
は
、
律
法

§

に
お
け
る

「あ
な
た
が
た
は
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
戒
律
に
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
戒
律
か
ら
は
、
戒
律
に
触
れ
た
者
に
対
し
て
、
何
の
判
決

も
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

(筐
q
.)
。
と
い
う

の
も
、
判
決
、
あ
る
い
は

神
の
裁
き
と
い

っ
た
正
義
の
決
定
は
、
理
性
に
よ
る
思
考
の
範
囲
を
超
え
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
は
、
こ
の
よ
う
な

「
神
的
暴
力
」

は
、
宗
教
的
な
領
域
で
の
み
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
領
域
に
お
い
て

も
そ
の
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
。

神
話
的
な
法
形
態
の
呪
縛
に
あ
る
こ
の
循
環

の
突
破
に
、
つ
ま
り
、
暴
力
と

と
も
に
あ
る
法

i

こ
の
法
は
、暴
力
が
法
を
当
て
に
し
て
い
る
よ
う
に
、

暴
力
を
当
て
に
し
て
い
る
の
だ
が

ー

を
、
結
局
、
国
家
権
力
を
取
り
除

仁

こ
と

に

、
新

し

い
歴

史

の
時

代

は

根

拠

づ

け

ら

れ

る

。

(
圍

卜。
O
卜。
)

し
か
し
、
こ
の
革
命
的
な

「神
的
暴
力
」
が
実
際
ど
こ
ま
で
有
効
か
、
と
い
う

問
題
に
対
し
て
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
は
明
言
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
ベ

ソ
ヤ
ミ
ソ
は
、

現
実
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
「神
話
的
暴
力
」
の
み
で
あ
る
と
い
う

(9

圍

b。O
ω
)
。
ま
た
、
た
と
え
、
「
神
的
暴
力
」
が
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る

こ
と
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
古
く
か
ら
続
く

「
神
話
的
暴
力
」
に
姿
を
変
え
て

し
ま
う
こ
と
も
否
定
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
古
く
か
ら
の
法
秩
序
を
「神

的
暴
力
」
莎
打
ち
破

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
続
く
現
象
と
し
て
、
そ
こ
に

新
た
な
支
配
形
態
と
し
て
の
法
が
措
定
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
可
能
性
が
十
分
考
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え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
現
実
の
歴
史
が
展
開
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

結
局
、
歴
史
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
「神
話
的
暴
力
」
に
基
づ
い
た
法
秩
序
だ

け
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の

『
暴
力
批
判
論
』
に
お
い
て
、
当
時
の

体
制
の
持

つ
矛
盾
を
暴
い
て
い
く
と
同
時
に
、
近
代
に
お
い
て
、
人
間
の
理
性

に
よ

っ
て
誤
解
さ
れ
て
き
た

一
つ
の
構
造
、
す
な
わ
ち
、
近
代
に
お
け
る

「
野

蛮
」
を
も
暴
く
結
果
と
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
人
間
が
、

一
種
の
神
話
的
世
界
と

い
う
呪
縛
に
打
ち
克
ち
、
近
代

の
法
秩
序
と
い
う
正
義

の
国
、
ま
さ
に
理
性
に

よ

っ
て
支
配
さ
れ
た
世
界
を
樹
立
し
た
と
い
う
考
え
に
挑
む
も
の
で
あ
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
神
話
の
世
界
も
近
代
の
世
界
も
同
じ
秩
序
の
力
、
す
な

わ
ち

「神
話
的
暴
力
」
に
拠

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「
神
話
的
暴
力
」
の

も
と
も
と
の
姿
は
、
神
の
存
在

「表
明
」
で
あ
り
、
直
接
的
な
暴
力
で
あ

っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
直
接
的
な
暴
力
は
、
権
力
を
示
す
法
を
措
定

す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「
法
的
暴
力
」
と
な

っ
て
い
く
。
こ
の
法
措
定
を
繰
り
返

し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
法
を
維
持
し
続
け
る
と
い
う

「
法
的
暴
力
」
は
、
デ
リ
ダ

も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
反
復
性
と
、
反
復
に
よ

っ
て
も
と
の
姿
を
代
表
す
る

も
の
が
生
じ
る
、
と
い
う
代
表
性
を
持

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
反
復
さ
れ
、

「
代
表
さ
れ
窶

で
、
「法
的
暴
力
」
は
現
実
に
現
れ
る
の
で
あ
㌔

ベ
ン
ヤ
ミ

ソ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
端
的
な
例
が
民
主
主
義

の

「
議
会
」
で
あ
る
。
「議
会
」

は
、
そ
れ
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
き
か
ら
ず

っ
と
暴
力
的
な
法
秩
序
と
し
て
姿

を
現
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
暴
力
性
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
。
ま
し

て
や
、
「神
話
的
暴
力
」
の
持

っ
て
い
た
直
接
的
な
暴
力
性
は
す

っ
か
り
忘
れ

去
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
目
の
前
の
権
力
の
打
倒
の
み
が
繰
り
返
し
課

題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
の
結
果
は
、
反
民
主
主
義

・
反
自
由
主
義
と
い
う
ベ
ソ
ヤ

、、、
ン
の
姿
勢
に
も
問
題
を
投
げ
か
け
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

「
神
話
的
暴
力
」
に
支
配
さ
れ
た
近
代

の
構
造
の
矛
盾
に
自
分
自
身
も
陥

っ
て

い
く
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
言
語
か
ら
導
か
れ
た
決
定
不
.能
性
は
こ
こ
で
は
ま
だ
曖
昧
で
あ
る
し
、
ま

た
、
「
神
的
暴
力
」
は

一
瞬
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
現
実
の
権
力
構
造
に
衝
撃
を

与
え
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
新
し
い
構
造
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や

「神
的
暴
力
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な

二
つ
の
契
機
が
ど
の
よ
う
な
連
関
に
あ
る
の
か
も
、
こ
こ

で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、

つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
思
想
に
、
「破
壊
」
の
可
能
性
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は

「持
続
」
と
は
結

び

つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
確
か
に
、
「
神
的
暴
力
」
は
決
定
的

な
力
で
あ
る
と
い
う
点
で
決
断
主
義
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
し
い
権
力
構
造

を
生
み
出
す
よ
う
な
持
続
性
に
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
決
断
主
義
と

は

一
線
を
画
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
結
局
、
神
話
的
世
界
を
克
服
す
る
た

め
に
、
理
性
の
誤
解
を
暴
い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
で
あ
る
が
、
彼
自
身
、
逃
げ
道
の

な
い
運
命
の
連
関
の
な
か
に
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
露
呈
さ
れ
て
く

る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の

「神
的
暴
力
」
渉
な
に
も
の
で
あ
る
の
か
、
『暴
力

批
判
論
』
に
お
い
て
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
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神
聖
な
執
行

の
象
徴
と
し
て
の
表
象
で
あ
り
印
で
あ

っ
て
、
決
し
て
手
段
で

は
な
い
神
的
暴
力
は
、
摂
理

の
暴
力
と

い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
(
国

b。8

)
「神
的
暴
力
」
は
、
人
間
の
理
性
に
よ
る
思
考
の
範
囲
を
越
え
た
摂
理
の
暴

力
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
人
間
に
と

っ
て
不
可
侵
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
「神
話
的
暴
力
」
は
、
神

が
人
間
の
領
分
を
定
め
、
神
と
人
間
の
間
に

境
界
線
を
引
く
こ
と
で
、
神
の
領
域
を
人
間
に
と

っ
て
不
可
侵
な
も
の
と
し
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
境
界
は
、
神
が
定
め
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
神
に
と

っ
て
も
踏
み
越
え
て
は
な
ら
な
い

一
線
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
神
の
側
か
ら
も
人
間
の
側
か
ら
も
不
可
侵
で
あ
る
領
域
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
不
可
侵
性
を
持

つ
境
界
に
、
「
法
的
暴
力
」
の
形
で

「神

話
的
暴
力
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
境
界
を
持
た
な
い

「
神
的
暴
力
」
と
境
界
と
し
て
現
れ
て
く
る

「神
話
的
暴
力
」
の
い
ず
れ
に
も
、
そ
の
不
可
侵
性
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ソ
の
思
想
に
お
い
て
、
暴
力
ま
た
は
権
力

の
担
い
手
と
し
て
の

「
主
権
」
に
関
し
て
、
こ
の
不
可
侵
性
の
点
か
ら
さ
ら
に

論
じ
よ
う
と
思
う
。

3

主
権
の
問
題

法
が
存
在
す
る
限
り
、
そ
れ
が

い
か
な
る
形
を
取

っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
は

「法
的
暴
力
」
を
通
じ
て
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
神
話
的
世
界
の
支
配
が
維
持
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
土
台
の
上
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
主

権
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持

つ
の
か
、
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、
こ
の
主
権
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
当
時
の
保
守
革
命
論
者
力
ー

ル

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
影
響
を
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
が
受
け
て

い
た
こ
と
か
ら
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
思
想
が
か
れ
独
自
の
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
社
会
思
想
の
流
れ
の
中
に
も
あ

っ
た
こ
と
も
示
そ
う
と
思
う
。
そ
の
た
め
、

ま
ず
、
カ
ー
ル

・
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
と
ペ
ソ
ヤ
ミ
ン
の
接
点
を
示
し
、
さ
ら
に
、
そ

の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

@

カ
ー
ル

・
シ

ュ
ミ
ッ
ト
は
、
彼
を
有
名
に
し
た

『政
治
的
な
も
の
の
概
念
』

で
、
政
治
的
な
も

の
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
ま
ず
、
政
治
的
な
も
の
の
概
念
の
出
発
点
を
、
先
入
見
を
与
え
な
い
程
度

の
も
の
と
し
て
、
国
家
と
は
、
「
あ
る
ま
と
ま

っ
た
地
域
内
に
組
織
さ
れ
た
国

(18
)

民
の
政
治
的
な
状
態
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
歴
史
的
発
生
に
し
た
が
え
ば
、
国

(19
V

民
の
特
別
な
状
態
で
あ
り
、
決
定
的
な
場
合
に
権
威

の
あ
る
状
態
」
で
あ
る
と

い
う
定
義
に
お
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
政
治
的
な
も
の
の

範
疇
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
国
民
の
特
別
な
結
合
状
態
は
、
友
と

敵
と
い
う
区
別

(会
①
d
暮
①孱
o
げ
Φ達
琶
σq
<
o
昌
聞
話
彗

α
β
巳

周
Φ
ぎ
自
)
に

(20
)

基
づ
き
、
こ
の
区
別
に
よ

っ
て
、
政
治
的
な
行
動
や
動
機
が
生
ま
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
政
治
的
な

「友
と
敵
」
と
い
う
区
別
に
よ

っ
て
決

め
ら
れ
た
態
度
が
、
政
治
的
な
態
度
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
態
度
決
定

を
迫
ら
れ
る
根
拠
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
戦
争
の
存
在
が
現
実
的
な
可
能
性
と

曾
)

し
て
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
で
言
え
ば
、
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政
治
的
な
も
の
と
は
、
「
い
ず
れ

に
せ
よ
、
危
急
の
事
態
に
基
づ
い
た
集
団
儷
」

な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
集

団
は
、
常
に
決
定
的
な
人
間
の
集
団
で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
、
政
治
的
な
統

一
体
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
常
に
、
決
定

的
な
統

一
体
で
あ
り
、
決
定
的
な
場
合
に
関
す
る
決
断
が
、
た
と
え
そ
れ
渉

例
外
的
な
状
態
で
あ

っ
て
も
、
概
念
上
必
然
的
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
意
味
で
の

「
主
権
を
持

つ
」
統

一
体
な
の
で
あ
る
喩
v

こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
正
常
な
状
態
の
み
な
ら
ず
、

緊
急
の
例
外
的
状
況
に
お
い
て
も
、
決
定
舶
な
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
力
を
持

つ
も
の
こ
そ
渉
主
権
者
で
あ
る
、
と
い
う
の
が

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
で
あ
る
。

こ
の

『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
に
先
立
つ
十
年
前
・
す
で
に
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
、
彼
の
主
権
論
を
、
『政
治
神
学
讐

お
い
て
展
開
し
て
い
る
・

こ
}」
で

は
、
「主
薯

と
は
、
例
外
的
状
況
に
関
し
て
決
断
す
る
も
の
で
あ
る
『
.と
い

う
定
義
か
ら
出
発
し
て
、
こ
の
決
断
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「例

譎

状
況
に
関
す
る
決
断
と
い
・つ
も
の
が
、
最
も
際
立

・
た
意
味
に
お
け
る
決

断
」
で
あ
り
、
決
定
的
な
力
を
持

つ
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
そ
の
よ
う
な

決
断
に
よ

っ
て
、
法
が
適
応
で
き
る
正
常
な
状
態
が
作
り
出
さ
れ
る
か
ら
だ
、

ガ
　

と
シ
ュ
ミ

ッ
ト
は
い
っ
て
い
る
。
歴
史
的
に
、
国
家
に
お
け
る
主
権
と
い
う
の

は
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
概
念
で
あ
膕
、
こ
と
に
、

啓
蒙
期
以
降
、
百

然
科
学
的
な
思
考
の
論
理
の

一
貫
性
噛
.と
同

一
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
例
外
的
状
況
と
い
う
も
の
は
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

つ
ま

り
、
主
権
は
、
神
や
君
主
と
い

っ
た
人
格

(℃
①屋
o
昌
)
的
要
素
を
失
い
、
民

主
主
欒

い
た

。
て
は
、
相
対
的
で
非
人
格
的
な
、
つ
ま
り
、
量
的
な
科
学
性

の
表

現

に

成

り

下
が

っ
て

し

ま

っ
て

い

る
と

い
う

。

そ

れ

ゆ

え

、

シ

ュ
ミ

ッ
ト

は
、
鴨

よ
.つ
な
現
実
を
打
破
す
る
も
の
と
し
て
、
「
例
外
」
を
評
価
す
る
の

で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
い
わ
ゆ
る
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
に
お
い
て
は
、
大
統
領
に
非
常
事
態
宣
言
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
他
方
で
、
国
会
が
そ
の
解
除
を
要
求
で
き
る
た
め
、
互
い
に
制

約
し
あ
鋤
、
例
外
的
状
況
に
関
す
る
決
断
が
先
送
り
さ
れ
、
何
の
解
決
に
も
い

た
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
国
家
の
権
利
と
し
て
、
例
外
的
状

況
の
た
め
に
は
、
「
法
の
停
止
」
と
い
う
権
限
の
必
要
を
説
く
の
で
あ
砲
・

つ

ま
り
、
民
主
的
な
憲
法
の
も
と
で
は
、
行
き
過
ぎ
を
防
ぐ
と
い
う
均
衡
力
が
働

く
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
生
じ
る
何
も
決
断
で
き
な
い

ま
ま
の
状
態
を
克
服
し
よ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
例
外
的
状
況
と
は
、
具
体
的
な
戦
争
で
あ
り
、

国
家
の
成
立
の
意
味
が
、
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
戦
争
の
可
能
性
に
対
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と

っ
て
、

こ
の
戦
争
は
、
法
規
範
が
適
応
さ
れ
得
る
正
常
な
状
態
、
あ
る
い
は
、
法
規
範

が
適
応
さ
れ
る
た
め
に
不
可
欠
な
前
提
条
件
で
あ
る
平
和
な
状
態
を
維
持
す
る

ゑ

た
め
に
必
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
平
和
な
状
態
と
い
う

の
は
、
戦

争
の
可
能
性
を
見
定
、め
た
上
で
人
々
が
結
集
し
た
状
態
で
あ
る
国
家
の
内
部

で
、
守
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
決
定
的
な
統

一
体
で
あ
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る
国
家
は
、
そ
の
重
要
な
機
能
と
し
て
交
戦
権
を
持

つ
こ
と
に
な
る
。

決
定
的
な
政
治
的
統

一
体
と
し

て
の
国
家
は
、
巨
大
な
権
限
を
自
己
に
集
中

さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
を
行
い
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
人
間
の
生
命

を
意
の
ま
ま
に
す
る
と
い
う
権
限
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
交
戦
権
に
は
そ

の
よ
う
な
裁
量
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ

と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
国
民
に
対
し
て
死
の
覚
悟
と
殺
人
の
覚
悟

を
要
求
し
、
敵
に
味
方
す
る
も

の
を
殺
す
こ
と
を
要
求
す
る
、
と
い
う
こ
と

$

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
戦
争
時
に
現
れ
る
人
間
の
生
命
に
関

す
る
自
由
裁
量
こ
そ
、
主
権
者
の
持

つ
特
徴
を
最
も
顕
著
に
現
し
て
い
る
最
大

の
権
限
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
死
刑
と
い
う
刑
罰
も
、
こ
の
よ
う
な
権
限
の

一

部
で
あ
る
と
施

・
た
だ
し
・
シ

・
ミ

・
ト
の
場
合
、
法
的
な
刑
罰
は
、
国
家

で
は
な
く
、
国
家
内
部
の
他
の
団
体
や
家
族
に
委
託
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
最

竃

大
の
直
接
的
な
国
家
の
権
限
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
戦
争
存
在
を
前
提
と
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
に
対
し
て
、
前
提
の
根

拠
が
人
間
性
悪
説
の
よ
う
な
人
間
性
の
問
題
と
し
て
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
と

か
、
戦
争
存
在
そ
の
も
の
の
将
来

的
な
有
効
性
に
関
す
る
懐
疑
が
、
レ
オ

.
シ

(38
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ユ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て

い
る
。
確
か
に
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
批
判
は
、

人
間
本
性
の
問
題
に
ま
で
議
論
を
押
し
広
げ
て
お
き
な
が
ら
、
明
言
を
避
け
る

シ

ュ
ミ
ッ
ト
の
曖
昧
さ
や
、
政
治
的
な
も
の
の
将
来
的
な
可
能
性
の
問
題
と
い

う
点
で
は
、
妥
当
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
戦

争
を
目
の
前
に
し
て
、
戦
争
の
存
在
し
な
い
未
来
の
可
能
性
ば
か
り
を
探
る
の

は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
シ
ュ
ミ

ッ
ト
批
判
も
可
能
性
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
現
実
か
ら
決
し
て
遊
離
し
よ
う
と
し
な
い
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の
姿
勢
を
見

逃
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
人
間
本
性
が

悪
で
あ
り
、
危
険
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
家
論
が
カ
ト
リ
ッ

ク
公
法
学
と
パ

ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
、
い
わ
ば
原
点
と
し
て
の

人
間
の
原
罪
が
、
彼

の
信
仰
告
白
と
し
て
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

㌔

そ
れ
ゆ
え
・
シ
言

ラ
ウ
ス
の
批
判
は
、
現
実
を
打
開
す
る
た
め
の
未
来

へ
の
可
能
性
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
補
足
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
有
効
だ
と

い
え
る
。
だ
が
、
主
権
者
の
持

つ
権
限
の
中
で
も
最
も
決
定
的
な
も
の
は
、
戦

争
時
に
現
れ
る
人
間
の
生
命
に
関
す
る
自
由
裁
量
で
あ
る
、
と
い
う

シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
主
張
は
、
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

こ

の
人
間
の
生
命
に
関
す
る
権
利
は
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
の

『暴
力
批
判
論
』
に

お
け
る

「
法
的
暴
力
」
が
、
そ
の
本
質
を
最
も
顕
著
に
示
し
た
も
の
と
し
て
の

「死
刑
」
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
場
合
、
こ
の
人
間

の
生
命
に
関
す
る
権
限
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
政
治
的
な
権
力
に
お
け

る
主
権
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ペ
ソ

ヤ
ミ
ソ
が
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の

『政
治
神
学
』
か
ら
構
想
し
た

『ド
イ
ツ
悲
劇
の
根

源
『
.に
お
け
る
バ
。
・
ク
時
代
の
君
主
の
主
権
理
論
を
、
前
節
で
論
じ
た

「
法

的
暴
力
」
に
照
ら
し
、
考
察
を
進
め
た
い
。

こ
の

『ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
は
、
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
と
そ
の
時
代
に
お
け
る

決
定
的
な
範
疇
と
し
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
光
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前

提
と
な
る
バ

ロ
ッ
ク
悲
劇
の
性
格
の
分
析
に
お
い
て
、
殉
教
者
と
し
て
の
君
主

初期ベ ンヤミン におけ る 「野蛮」の概 念231



が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作

で
は
、
主
権
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
破
滅
し
て
い

く
運
命
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
バ

ロ
ッ
ク
時
代
の
君
主
を
、
十
七
世
紀
の
主
権
概

念
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
理
論
づ
け
て
い
る
。

十
七
世
紀
の
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
、
ド
不
ツ
の
領
邦
君
主
は
三
十
年
戦
争
を

く

ぐ
り
抜
け
、
例
外
的
状
況
に
お

い
て
行
使
す
る
権
力
は
、
君
主
が
持

つ
こ
と
を

互
い
に
認
め
あ

っ
た
。
つ
ま
り

、
法
に
定
め
ら
れ
た
通
常
の
状
態
に
お
け
る
権

力
以
上
の
力
を
、
君
主
は
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
代
の
主
権
概
念
渉
最
高
の
領
邦
君
主
の
執
行
権
と
な
る
な
ら
ば
、
バ
ロ
ッ

ク
の
主
権
概
念
は
、
例
外
的
状
況
の
議
論
か
ら
発
展
し
て
、
例
外
的
状
況
を

排
除
す
る
と
い
う
領
邦
君
主

の
最
も
重
要
な
機
能
と
な
る
。
(
圍

b。嵩

)

つ
ま
り
、
バ
ロ
ッ
ク
の
君
主
は
、
例
外
的
状
況
を
排
除
し
、
法
を
適
応
し
得
る

通
常
の
状
態
を
作
り
出
す
機
能
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
主
権
者
だ
と
い
う
の

で
露

。
。」
の
引
用
箇
所
に
は
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の

『政
治
神
学
』
の
影
響
が
見

ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
政
治
神
学
』
の
冒
頭
に
、
「
主
権
者
は
、
例
外
的
状

況
に
お
い
て
決
定
を
下
す
も
の
で
あ
る
O
.と
あ
る
か
ら
で
み
る
・
こ
の
主
権
の

定
義
の
背
景
と
し
て
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
は
、
神
学
概
念
の
世
俗
化
で
あ
る
近
代
国

家
も
、
彼
の
望
む
君
主
政
に
お
い
て
は
、
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
君
主
の
超
個
人
的

な
あ
り
方
を
パ
ラ
レ
ル
に
耋

て
い
聡
・
だ
が
・
糴

の
世
俗
化
と
し
て
耋

ら
れ
る
近
代
国
家
の
権
限
も
、
神

の
不
可
侵
性
を
あ
え
て
侵
し
、
君
主
が
神
の

よ
う
な
権
限
を
持

つ
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
し
た
、
と
も
い
え
よ
う

(o
h・
H

b。
虧
α
)
。
し
た
が

っ
て
、
君
主
が
神
を
そ
の
地
位
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
し
た
結

果
、
も
は
や
権
力
者
の
不
可
侵
性
は
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

君
主
は
権
力
を
手
に
入
れ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
彼
自
身
が
、
常
に
次
の
簒
奪
者

に
よ

っ
て
脅
か
さ
れ
る
状
況
に
陥
る

(筐
畠
.)
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
概
念
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
引
用
せ
ず
、
「
例
外

的
状
況
に
お
い
て
決
定
を
下
す
も
の
」
を

「例
外
的
状
況
を
排
除
す
る
も
の
」

に
、
変
更
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
機
能
が
、
君
主
に
と

っ
て
い
か
に
重
要

で
あ
る
か
は
、
例
外
的
状
況
を
排
除
で
き
る
か
否
か
に
よ

っ
て
、
彼
の
地
位
と

生
存
の
可
能
性
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の

も
、
ま
さ
に
、
こ
の
例
外
的
状
況
に
お
い
て
、
次
の
簒
奪
者
が
現
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
サ
、、、
ユ
エ
ル

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「例
外
的
状
況
に

お
い
て
決
定
を
下
す
も
の
」
か
ら

「排
除
す
る
も
の
」

へ
変
更
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
が

「決
定
と
い
う
考
え
方
そ
れ
自
体
に
疑
義
を
示
し
て
い
る
咆
こ
と
を
意
味

す
る
と
い
う
。
と
い
う

の
も
、
簒
奪
者
と
し
て
の
君
主
は
、
「法
的
暴
力
」
の

秩
序
に
支
え
ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
自
身
が
、
例
外
的
状
況
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
例
外
だ
か
ら
で
あ
鰓
・
そ
れ
ゆ
え
・
羣

の
機
能
で
あ
る
例

外
的
状
況
の
排
除
と
、
君
主
自
身
の
存
在
は
矛
盾
す
る
。
す
な
わ
ち
、
職
務
を

果
た
せ
ば
身
の
破
滅
で
あ
り
、
保
身
に
走
れ
ば
君
主
と
し
て
権
能
を
持
た
な
い

こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
君
主
に
と

っ
て
、
決
定
を
下
す
と
い
う
こ
と
は

不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定
不
能
性
、
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う

「
破
滅
」
の
観
念

(
H

bo
虧
O
)
が
、
ま
さ
に
、
彼
の
示
す
バ
ロ
ッ
ク
期
に
お

け
る
主
権
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
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4

結
び

か

つ
て
、
神
話
的
な
世
界
に
お

い
て
、
決
定
、
す
な
わ
ち
境
界
設
定
は
、
神

々
の
自
己
表
明
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
神
々
の
権
威
の
世

俗
化
、
つ
ま
り
、
神
の
不
可
侵
性
を
侵
し
て
権
力
を
手
に
入
れ
た
の
が
、
世
俗

の
君
主
た
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
神

の
不
可
侵
性
を
破
壊
し
た
た
め
に
、
そ
の
証

で
も
あ

っ
た
神
々
の
境
界
設
定
と
い
う
決
定
的
な
力
を
、
君
主
た
ち
は
手
に
入

れ
損
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
々
の
持

っ
て
い
た
境
界
設
定
と
い
う
権

能
は
、
神
権
政
治
と
い
え
ど
も
継
承
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
分
の
権
威
に
不
可
侵
性
を
持

っ
て
い
な
い
君
主
た
ち
に
残
さ
れ

た
道
は
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
い
う
よ
う
に
、
あ
る
種
の
殉
教
者
と
し
て
破
滅
し
て

い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
簒
奪
者
と
し
て
の
運
命
と
い
え
よ
う
。
簒
奪
者
は
、

い
つ
で
も
次
の
簒
奪
者
に
お
び
え
な
が
ら
、
自
分
の
制
定
し
た
法
の
維
持
の
た

め
、
「
法
的
暴
力
」
に
依
存
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
権
者
の
あ
り
方
は
、
こ
の
君
主
の
首
を
切
り
落
と
し
て
も
変

わ
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
君
主
か
ら
民
衆
の
手
に
移

っ
た
権
力
に
お
い
て

は
、
君
主
が
持

っ
て
い
た
例
外
的
状
況
に
関
す
る
機
能
す
ら
怪
し
く
な

っ
て
い

く
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
に
お
い
て
は
、
「例
外
的
状
況
」
に
関
す
る
い
か
な

る
配
慮
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ

も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
様
、
特
に
民
主
的
な
憲
法
に
つ
い
て
、
か
つ
て
主
権
の
概

念
が
持

っ
て
い
た
巨
大
な
権
力
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し

か
し
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
が
、
こ
の
強
大
な
権
限
に
は
い
ま
な
お
決
断
力
が
あ
る
と

見
な
し
、
そ
れ
を
要
諠
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
は
、
す
で
に

「法

的
暴
力
」
と
化
し
た
権
限
と
し
て
、
そ
の
決
定
不
能
性
、
す
な
わ
ち
、
「破
滅
」

の
観
念
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
両
者
の
違
い
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
「法
的
暴
力
」
と
し
て
境
界
設
定
と
い
う
権
力
は
、
権
力

と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
確
な
そ
の
居
場
所
を
持
た
ず
、

浮
遊
す
る
の
で
あ
る
。

失
わ
れ
た
不
可
侵
性
、
あ
る
い
は
、
失
わ
れ
た
神

々
の
決
定
的
な
宣
言
の
力

は
、
「
神
話
的
暴
力
」
を
支
え
に
し
た

「法
的
暴
力
」
と
堕
し
て
、
人
間
を
運

命
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
、
主
権
者
と
い
え
ど
も
、
決
定
不
能
に
陥

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
、
神
話
の
世
界
の
神

々
の
宣
言
も
、
ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ

の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
神
的
暴
力
」
と
い
う

「言
語
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
人
間
に
と

っ
て
決
定
不
能
な
ゆ
え
に
非
暴
力
性
を
持

つ
「言
語
」

は
、
運
命

の
連
関
の
外
に
あ
る
神
に
と

っ
て
、
決
定
的
な
暴
力
を
孕
ん
だ

「
言

語
」
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

「言
呈
叩」
を
可
能
に
す
る
の
は
、
言

語
の
媒
介
性
で
は
な
く
、
語
る
に
値
す
る
経
験
で
あ
る

(o
h

目

bo
障
)
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
経
験
が
貧
困
化
し
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
近
代
で
は
、
同
時
に
、

「言
語
」
も
枯
渇
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
近
代
の

「
野
蛮
」
な
状
態
、
ま
た
、

人
間
σ
決
定
不
能
性
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
状
態
に
は
、
経
験
あ
る
い
は

「言
語
」

が
断
片
化
し
た
が
ゆ
え
に
、
翻
訳
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
、
そ
の
断
片
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
か
ら
新
し
い
歴
史
を
構
成
す
る
チ

ャ
ン
ス
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
関
係
が
流
動
化
さ
れ
た
状
態
は
、
い
わ
ゆ
る

「野

蛮
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
神
的
暴
力
」
が
発
揮
さ
れ
、
既
存

の
歴
史
か
ら
解
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放
さ
れ
る
と
い
う
自
由
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る

の
が

「言
語
」
に
よ
る
翻
訳
作
業

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
渉

「
言

語
」
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

の
は
、
言
語
に
こ
そ

「
神
的
暴
力
」
が
あ
る

か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
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            Der Begriff Barbarei' im friiheren Benja mi 

                      Asako NAGASAWA 

In diesem Aufsatz handelt es sich um den Begriff Barbarei', der in der Benjaminschen Kritik an der 
Moderne eine komplexe Rolle spielt. Die Barbarei' geh6rt ini allgemeinen. Verstdndis des Wortes zu 
unk-ultivierten Zeiten. Wenn Benjamin diesen Begriff aktualisiert, so deswegen, weil die der Barbarei 
immanenten UrsprungshTdfte - zumindest nach ibm - auch in der Gegenwart wirken. Dabei weist 
Benjamin zum. einen darauf hin, daB die schicksalhafte Gewalt nicht nur in den Machtverhdltnissen 
der mythischen Zeit, sondern auch in der gegenwdrtigen Rechtsordming herrscht . Neben der urspriing-
lichen negativen BedeutLmg des Begriffs mifit ihm. Benjamin zum anderen einen positiven Sinn bei: Es 
kann m6glicherweise die Chance geben, mit der destruktiven Gewalt eine neue Geschichte beginnen 
zu lassen. Der Begriff der Barbarei ld8t sich also daraus erkldren, dag die mythische Gewalt', der 
eine Pol des bekannten Benjaminschen Begriffspaars, nach wie vor in Form des Rechts im modemen 
positiven Recht wie in primitiven Rechtsverhdltnissen vorhanden ist und daB die g6ttliche Gewalt'

, di
e ihr entgegengesetzt wird, die herrschende Rechtsordming zerst6rt" . 

Die mythische Gewalt' ist bei Benjamin als die Manifestaion der G6tter in der mythischen Welt zu 
verstehen. Durch sie erinnerten die G6tter den Menschen an ihre Existenz, wenn der Mensch die 
Grenze fibertreten hat , die die Gdtter zwischen dem. Menschen und sich selbst zogen. Diese Manifesta-
tion und die Grenzziehung sind. nichts anderes als die mythische Gewalt. Aber ihre Unverletzlichkeit', di

e sie ursprfmglich besag, ist an der auf ihr berulienden modernen Rechtsordming verlorengegangen, 
und zwar deswegen, weil die Souverdnitdt, die frillher den G6ttern des Mythos zustand, nicht mehr 
sich dem Monarchen eignet. Deshalb fordert hier Benjamin die g6ttliche Gewalt als die revolutiondre, 
um. die inimer noch durch die mythischen Krdfte beherrschte Moderne aufzusprengen". Benjamin 
sieht sie aber nicht in der rohen Gewalt, sondern eher in einer verwandelten. Sie ist stets prdsent in 
der gewaltlosen Sphdre, d.h. in der reinen Sprache' . 

Key Words 

   Walter Benjamin, Carl Schmitt, Barbarei', das Recht, Zur Kritik der Gewalt'
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