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一
　
序
　
論

　
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
他
界
し
て
か
ら
僅
か
数
年
の
内
に
研
究
者
た
ち
は
、
既
に
フ
ー
コ
ー
が
身
を
置
い
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
科
学

認
識
論
、
特
に
師
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
（G

eorges Canguilhem

）
と
の
関
係
に
お
い
て
研
究
を
始
め
て
い
た
。
テ
ー
マ
別
に
言

え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
主
に
二
つ
の
方
向
性
に
注
目
し
て
い
る
。
一
つ
は
方
法
論
の
次
元
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
問
題
関
心
の
次
元

で
あ
る
。

　
前
者
は
主
と
し
て
、
前
期
フ
ー
コ
ー
が
カ
ン
ギ
レ
ム
か
ら
如
何
な
る
影
響
を
受
け
て
彼
の
考
古
学
の
方
法
を
形
成
さ
せ
た
の
か
に
つ
い

て
扱
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ガ
リ
ー
・
ガ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
一
九
八
九
年
の
『
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
科
学
的
理
性
の
考
古
学
』
で
、
フ
ー

コ
ー
が
一
方
で
は
カ
ン
ギ
レ
ム
を
通
じ
て
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
認
識
論
的
断
裂
と
先
験
的
認
識
条
件
に
つ
い
て
の
思
想
を
受
容

し
、
他
方
で
は
理
論
そ
れ
自
体
の
形
成
史
よ
り
も
理
論
を
可
能
に
す
る
諸
々
の
概
念
の
形
成
史
に
関
心
を
払
う
と
い
う
カ
ン
ギ
レ
ム
の
方

法
に
直
接
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
を
唱
え
て
い（
1
）る。

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
タ
ル
カ
ッ
ト
は
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
を
中
心
に
、
確
か
に
フ
ー
コ
ー

は
医
学
の
価
値
に
つ
い
て
カ
ン
ギ
レ
ム
と
全
く
異
な
る
見
解
を
抱
き
、
科
学
の
形
成
史
に
お
け
る
政
治
的
な
要
素
に
よ
り
注
目
し
て
い
た

が
、
そ
れ
で
も
な
お
歴
史
の
偶
然
性
を
重
視
し
脱
人
間
化
の
研
究
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
カ
ン
ギ
レ
ム
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て

い（
2
）る。

　
後
者
は
、
中
期
フ
ー
コ
ー
、
あ
る
い
は
「
系
譜
学
期
」
の
フ
ー
コ
ー
の
問
題
関
心
に
お
け
る
カ
ン
ギ
レ
ム
の
影
響
に
着
目
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
特
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
の
は
カ
ン
ギ
レ
ム
の
「
規
範
」、「
規
範
性
」
を
め
ぐ
る
生
命
哲
学
と
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
と
の
関
係

で
あ
る
。
マ
リ
ア
・
ミ
ュ
ー
レ
は
カ
ン
ギ
レ
ム
の
規
範
性
（norm

ativité

）
の
概
念
を
通
し
て
、
生
権
力
が
生
の
規
範
性
と
そ
の
運
動
に

倣
っ
て
、
人
口
の
正
常
性
／
正
常
状
態
（norm

alité

）
を
維
持
す
る
た
め
に
人
口
が
正
常
に
生
き
う
る
環
境
を
絶
え
ず
構
築
す
る
こ
と
を
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示（
3
）す。
近
藤
和
敬
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
「
生
＝
規
範
」
と
い
う
等
式
を
踏
ま
え
、
カ
ン
ギ
レ
ム
に
お
け
る
個
体
的
な
生
命
の
有
す
る
規
範

形
成
力
（norm

ativité

）
を
介
し
て
こ
そ
、
フ
ー
コ
ー
は
無
限
の
社
会
的
正
常
化
の
円
環
で
局
所
的
な
抵
抗
戦
術
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
主
張
し
て
い（
4
）る。

　
以
上
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
の
思
想
に
お
け
る
カ
ン
ギ
レ
ム
の
影
響
が
明
ら
か
に
さ
れ（
5
）た。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
し
た

よ
う
に
、
昨
今
の
研
究
は
主
に
前
・
中
期
の
フ
ー
コ
ー
と
カ
ン
ギ
レ
ム
と
の
関
連
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
ア
ン
ト

ネ
ッ
ラ
・
ク
ト
ロ
の
研
究
は
、
フ
ー
コ
ー
と
カ
ン
ギ
レ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
最
も
総
合
的
な
研
究
と
言
え
る
。
彼
女
は
カ
ン
ギ
レ
ム

が
認
識
論
の
次
元
で
フ
ー
コ
ー
に
与
え
た
カ
ン
ト
的
な
影
響
（
真
理
を
条
件
付
け
る
こ
と
、
概
念
が
成
立
可
能
な
領
域
を
規
定
す
る
こ
と
）
を
明

ら
か
に
し
た
一
方
で
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
生
命
観
（
規
範
性
と
し
て
の
生
命
）
を
通
じ
て
、
フ
ー
コ
ー
は
自
身
に
お
け
る
生
命
に
関
す
る
定
義

の
欠
如
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
異
な
る
形
式
／
規
範
の
間
で
転
換
し
選
択
す
る
倫
理
的
な
状
態
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
唱
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
こ
こ
﹇
自
己
構
成
論
の
実
現
﹈
で
は
カ
ン
ト
的
な
起
源
の
み
な
ら
ず
、
別
の
﹇
生
命
哲
学
的
な
﹈

起
源
も
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
﹇
後
者
の
﹈
起
源
は
、
倫
理
的
な
主
体
性
の
理
念
に
特
徴
付
け
る
『
生
物
学
的
』
概
念
性
の
光
の
中
で

自
ら
を
表
現
し
て
い（
6
）る」。
生
物
学
的
生
命
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
ア
ン
ト
ネ
ッ
ラ
の
フ
ー
コ
ー
論
は
多
か
れ
少
な
か
れ
フ
ー
コ
ー
と
生

命
哲
学
と
の
違
い
を
解
消
し
て
し
ま
っ
た
。
フ
ー
コ
ー
の
独
自
性
を
保
ち
な
が
ら
彼
と
カ
ン
ギ
レ
ム
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

私
た
ち
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
と
フ
ー
コ
ー
の
下
で
指
導
を
受
け
た
ピ
エ
ー
ル
・
マ
シ
ュ
ー
レ
か
ら
有
益
な
示
唆
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

マ
シ
ュ
ー
レ
は
、
一
方
で
、
フ
ー
コ
ー
は
確
か
に
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
規
範
に
関
す
る
問
題
領
域
に
お
い
て
模
索
し
て
い

た
が
、
生
体
と
規
範
と
の
関
係
と
い
う
あ
ま
り
に
も
生
気
論
的
な
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
主
体
と
規
範
と
の
関
係
に
関
心
を
払
っ
て
い
る

と
指
摘
し
て
い（
7
）る。
他
方
で
、「
カ
ン
ギ
レ
ム
と
フ
ー
コ
ー
の
主
体
性
と
規
範
性
」
の
中
で
、
規
範
の
主
体

―
主
体
を
規
範
に
従
わ
せ

る
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
主
体
が
規
範
を
作
り
出
す
こ
と
で
も
あ
る

―
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
が
徐
々
に
消
え
て
ゆ
く
時
期
、

つ
ま
り
「
自
己
へ
の
配
慮
」
期
の
フ
ー
コ
ー
で
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
実
践
的
主
体
、
す
な
わ
ち
自
己
構
成
的
な
主
体
の
問
題
に
注
目
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し
続
け
て
い
た
と
強
調
す（
8
）る。
マ
シ
ュ
ー
レ
は
、
フ
ー
コ
ー
が
主
体
性
を
軸
に
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
る
問
題
領
域
を
変
更
し
て
い
た
こ
と
を

私
た
ち
に
仄
め
か
し
て
い
る
。

　
以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
本
論
は
以
下
の
問
題
意
識
を
め
ぐ
っ
て
フ
ー
コ
ー
と
カ
ン
ギ
レ
ム
と
の
関
係
に
注
目
す
る
。
周
知
の

通
り
、
中
後
期
の
フ
ー
コ
ー
は
権
力
を
、
抑
圧
的
か
つ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
は
な
く
生
産
的
か
つ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
見
な
し
た
。

こ
う
し
た
転
換
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
カ
ン
ギ
レ
ム
の
影
響
が
見
え
る
。
従
っ
て
、
本
論
は
カ
ン
ギ
レ
ム
の
問
題
意
識
及
び
「
規
範
」
に

関
わ
る
概
念
群
を
整
理
し
、
フ
ー
コ
ー
を
カ
ン
ギ
レ
ム
の
影
響
の
下
に
置
く
こ
と
で
、
フ
ー
コ
ー
が
如
何
な
る
形
で
権
力
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
性
格
を
捉
え
て
い
る
の
か
を
描
く
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
こ
で
続
い
て
生
じ
て
く
る
問
題
は
、
も
し
権
力
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ

れ
ば
、
批
判
的
知
識
人
の
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
、
抵
抗
す
る
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
確
か
に
抵
抗
論
の
構

築
は
殆
ど
フ
ー
コ
ー
自
身
の
文
脈
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
カ
ン
ギ
レ
ム
の
内
在
性
と
可
能
性
に
関
す
る
哲
学
の
影
が
依

然
と
し
て
見
え
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
の
も
う
一
つ
の
狙
い
は
、
そ
の
影
を
顕
在
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
本
論
は
六
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
の
先
行
研
究
と
問
題
意
識
に
つ
い
て
の
説
明
に
続
き
、
第
二
、
三
章
は
カ
ン
ギ
レ

ム
の
規
範
論
を
整
理
す
る
。
第
四
、
五
章
は
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
カ
ン
ギ
レ
ム
の
受
容
に
注
目
す
る
。
最
後
の
第
六
章
は
、
フ
ー
コ
ー
と

カ
ン
ギ
レ
ム
の
差
異
を
限
定
的
な
範
囲
で
論
じ
る
。

二
　
カ
ン
ギ
レ
ム
の
問
題
構
成

―
実
証
主
義
に
対
す
る
批
判

　
本
章
で
は
、
ま
ず
『
正
常
的
な
も
の
と
病
理
的
な
も
の
』（
以
下
、『
正
常
と
病
理
』）
な
ど
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
の
著
作
を
め

ぐ
っ
て
、
本
論
の
問
題
意
識
に
関
連
す
る
限
り
で
彼
の
規
範
に
関
す
る
概
念
群
を
整
理
す
る
。

　
ま
ず
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
規
範
と
規
範
性
を
理
解
す
る
た
め
に
、
彼
の
問
題
意
識
の
始
点
を
明
ら
か
に
す
る
。『
正
常
と
病
理
』
の
第
一
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部
で
カ
ン
ギ
レ
ム
は
、
一
九
世
紀
以
来
流
行
っ
て
い
る
一
つ
の
観
念
、
す
な
わ
ち
、
病
理
的
な
も
の
を
正
常
な
状
態
の
量
的
な
変
化
だ
と

捉
え
る
と
い
う
観
念
と
対
決
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
こ
う
し
た
観
念
の
一
人
の
旗
手
た
る
者
で
あ
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
医
学
者
の
ブ
ル
セ
（François-Joseph-V

ictor Broussais

）
の
思
想
を
踏
ま
え
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ル
セ
の
原
理
」
を
提
起
し
、
コ

ン
ト
自
身
の
思
想
の
一
つ
の
基
盤
に
し
て
い
る
。
コ
ン
ト
が
ま
と
め
た
「
ブ
ル
セ
の
原
理
」
は
、
一
言
で
表
す
と
、
全
て
の
疾
病
の
本
質

は
正
常
な
状
態
を
構
成
す
る
生
体
組
織
に
お
け
る
興
奮
の
過
剰
や
不
足
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
疾
病
と
は
、
健
康
の

維
持
に
欠
か
せ
な
い
刺
激
の
働
き
の
中
で
、
そ
の
強
さ
の
単
な
る
変
化
の
結
果
に
過
ぎ
な（
9
）い」。
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
セ
は
彼

の
『
刺
激
と
狂
気
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
人
間
の
活
動
が
可
能
に
な
る
の
は
、
環
境
が
器
官
に
与
え
る
影
響
が
、
人
体
に
遍
在
す
る
神

経
を
通
じ
て
人
体
の
諸
々
の
組
織
の
興
奮
反
応
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
図
式
の
中
で
、
人
間
を

疾
病
に
罹
ら
せ
る
の
は
興
奮
の
過
剰
と
不
足
と
い
う
二
つ
の
原
因
で
あ
る
。
例
え
ば
、
酸
素
の
不
足
は
肺
に
刺
激
を
過
小
に
与
え
、
そ
れ

を
異
常
に
機
能
さ
せ
て
し
ま
う
。
逆
に
、
酸
素
の
過
剰
は
肺
を
過
大
に
刺
激
し
、
過
興
奮
に
し
て
炎
症
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
）
10
（
う
。

　
コ
ン
ト
は
ブ
ル
セ
の
生
理
学
と
病
理
学
に
つ
い
て
の
以
上
の
考
察
を
継
承
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
普
遍
的
な
原
理
と
見
な
し
た
。
た
だ
し

コ
ン
ト
の
趣
旨
は
、
生
命
科
学
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
社
会
学
で
あ
る
。
彼
は
「
進
歩
は
秩
序
の
発
展
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
彼
自
身
の

信
念
を
証
明
す
る
た
め
に
ブ
ル
セ
の
理
論
を
用
い
て
お
り
、
実
際
、
生
命
科
学
的
な
意
味
で
「
ブ
ル
セ
の
原
理
」
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
は

し
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ト
が
こ
う
し
た
原
理
に
与
え
た
最
も
重
要
な
寄
与
は
、
ブ
ル
セ
の
理
論
に
内
在
し
て
い
る
が
俎

上
に
載
せ
ら
れ
な
い
で
い
る
も
の
に
言
及
し
た
こ
と
に
あ
る
。
コ
ン
ト
の
言
葉
で
説
明
す
れ
ば
「
病
理
的
状
態
は
生
理
的
状
態
と
は
根
本

的
に
少
し
も
違
わ
な
い
。
生
理
的
状
態
に
対
し
て
、
病
理
的
状
態
は
あ
る
面
で
あ
る
延
長
を
な
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
延
長
は
、

正
常
な
有
機
体
の
各
現
象
に
固
有
な
変
異
の
限
界

―
上
限
で
あ
れ
下
限
で
あ
れ

―
を
あ
る
程
度
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
病
理
的
状

態
は
、
真
に
新
し
い
現
象
、
つ
ま
り
あ
る
程
度
で
純
粋
に
生
理
的
な
類
似
性
を
持
つ
こ
と
の
な
い
よ
う
な
現
象
を
、
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
だ
ろ
）
11
（
う
」。
言
い
換
え
る
と
、
も
し
病
理
的
な
も
の
が
正
常
な
も
の
の
量
的
な
変
化
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
病
理
的
な
も
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の
は
本
質
的
に
正
常
な
も
の
と
同
質
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
コ
ン
ト
か
ら
す
る
と
、
量
的
な
次
元
ま
で
還
元
す
れ
ば
、
正
常
で
あ

れ
病
理
で
あ
れ
、
異
な
る
現
象
の
間
に
は
数
字
上
の
差
し
か
な
い
た
め
同
様
の
物
理
学
的
か
つ
化
学
的
な
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
う
一
人
の
旗
手
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
学
者
の
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
（Claude Bernard

）
で
あ
る
。
カ
ン
ギ
レ
ム
の
分
析
に
よ
る

と
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
糖
尿
病
に
お
け
る
血
糖
に
関
す
る
研
究
を
通
じ
て
ブ
ル
セ
の
原
理
を
よ
り
一
層
深
め
て
い
た
。
以
前
か
ら
、
糖
尿
病

は
血
糖
の
過
剰
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
だ
と
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、
当
初
医
学
者
た
ち
は
、
体
外
か
ら
摂
取
し
た
糖
分
が
消
化
さ

れ
な
い
た
め
血
糖
と
な
り
、
そ
れ
が
糖
尿
病
の
病
源
と
な
る
と
想
定
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
摂
取
し
た
消
化
さ
れ
な
い
糖
分
は
、「
疾
病

は
生
理
的
状
態
の
外
に
位
置
し
て
有
機
体
の
外
か
ら
そ
れ
に
付
け
加
え
る
一
つ
の
実
体
で
あ
る
」
と
い
う
当
時
の
病
理
観
の
象
徴
物
に

な
っ
て
い
）
12
（
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
彼
の
研
究
を
基
に
、
血
糖
は
必
ず
し
も
外
来
の
糖
分
の
産
物
で
は
な
く
、
有
機
体
そ
れ
自
体
の
産
物
で
も

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
糖
尿
病
の
期
間
で
あ
れ
、
こ
の
疾
病
状
態
以
外
の
場
合
で
あ
れ
、
血
糖
は
一
つ
で
し
か
な
く
、
不
変
で
あ
り

永
続
的
で
あ
）
13
（

る
」。
血
糖
そ
の
も
の
は
正
常
な
現
象
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
数
字
上
の
変
化
の
た
め
に
病
的
な
象
徴
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

血
糖
と
糖
尿
病
と
の
関
係
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
以
後
に
も
絶
え
ず
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
血
糖
を
例
と
し
て
ベ

ル
ナ
ー
ル
が
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
正
常
な
も
の
と
病
理
的
な
も
の
と
の
連
続
性
で
あ
る
。
糖
尿
病
の
場
合
、
も
し
血
糖
は
い
つ
も

存
在
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
健
康
な
人
と
糖
尿
病
の
患
者
と
の
唯
一
の
区
別
は
、
血
糖
値
の
差
で
し
か
な
い
。
よ
っ
て
、
両
者
と
も
同
じ

血
糖
値
の
変
動
の
法
則
に
服
す
る
。
一
見
す
る
と
、
こ
れ
は
コ
ン
ト
の
重
視
す
る
同
質
性
と
は
区
別
さ
れ
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン

ギ
レ
ム
に
よ
る
と
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
コ
ン
ト
よ
り
徹
底
的
に
正
常
と
病
理
と
の
問
題
を
量
的
な
次
元
ま
で
還
元
し
た
。
と
い
う
の
は
、
少

な
く
と
も
、
同
質
的
な
も
の
の
「
質
」
を
定
義
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
同
質
性
と
比
べ
る
と
、
連
続
性
は
二
つ
の
正
反
対
の
も
の
を
互
い
に
あ
る

性
質
に
還
元
す
る
必
要
が
な
く
、
媒
介
を
通
じ
て
現
象
を
標
的
に
し
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ト
に
は
依

然
と
し
て
ま
ず
何
が
正
常
で
あ
る
の
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
と
し
た
ら
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
は
こ
う
し
た
存
在
論
的
な
次
元
で
の
問
い
が
不
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要
で
、
数
字
の
変
動
と
現
象
と
の
関
連
性
を
考
え
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
）
14
（
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
実
証
主
義
的
な
正
常
論
の
中
か
ら
、
カ
ン
ギ
レ
ム
は
概
念
の
曖
昧
さ
を
鋭
く
見
出
し
た
。
ま
ず
コ
ン
ト
の
中
で
、
よ
く

使
わ
れ
て
い
る
過
剰
と
不
足
は
、
何
か
に
と
っ
て
の
過
剰
や
不
足
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
何
か
」
は
、
過
剰
と
不
足

が
概
念
と
し
て
機
能
を
果
た
す
の
に
先
決
的
な
も
の
で
あ
る
。「『
過
剰
』
と
『
不
足
』
の
曖
昧
さ
、
つ
ま
り
計
量
的
な
主
張
の
下
で
か
ろ

う
じ
て
隠
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
暗
黙
の
う
ち
の
質
的
、
規
範
的
な
性
格
が
、
コ
ン
ト
の
場
合
以
上
に
注
目
さ
れ
る
。
有
効
で
望
ま
し
い

と
さ
れ
た
尺
度
と
の
関
係
で
、
従
っ
て
あ
る
規
範
と
の
関
係
で
、
過
剰
と
不
足
が
存
在
す
る
。
異
常
を
過
多
や
過
少
に
よ
っ
て
定
義
す
る

こ
と
は
、
正
常
と
言
わ
れ
て
い
る
状
態
の
規
範
的
な
性
格
を
認
め
る
こ
と
で
あ
）
15
（

る
」。
そ
し
て
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
も
、
こ
う
し
た
曖
昧
さ
は

存
在
し
て
い
る
。
彼
は
確
か
に
量
的
な
次
元
で
、
病
理
的
状
態
を
「
正
常
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
不
調
で
あ
り
、
正
常
な
現
象
に
お
け
る
量
的

な
変
異
、
す
な
わ
ち
過
大
化
ま
た
は
希
薄
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
病
理
的
状
態
が
「
正
常
状
態
の
過
大
化
、
不

均
衡
、
不
調
和
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
き
、
不
均
衡
や
不
調
和
な
ど
の
、
実
際
に
は
質
的
な
次
元
で
語
ら
れ
る
用
語
は
、
量
的
な
次

元
に
還
元
し
が
た
い
何
ら
か
の
も
の
を
暗
示
し
て
い
）
16
（

る
。

　
こ
の
還
元
の
困
難
さ
を
介
し
て
、
カ
ン
ギ
レ
ム
は
、
疾
病
が
量
的
な
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
客
観
的
な
現
実

で
あ
る
の
か
を
問
う
。
一
連
の
医
学
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
し
て
か
）
17
（

ら
、
カ
ン
ギ
レ
ム
は
、
波
長
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
光
が
人
間

の
目
に
対
し
て
異
な
る
色
と
し
て
現
れ
る
こ
と
の
よ
う
に
、
数
字
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
現
象
は
生
物
に
と
っ
て
異
な
る
「
意

味
」
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
故
に
、
実
証
主
義
的
な
考
え
方
は
、
性
質
を
数
字
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
性
質
を
否

定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
性
質
そ
の
も
の
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
）
18
（

い
。
数
学
と
い
う
完
全
に
中
立
的
な
状
態
に
お
い
て
は
、
全
て

の
現
象
が
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
発
生
し
、
そ
の
中
に
は
、
正
常
な
も
の
や
病
理
的
な
も
の
を
論
じ
る
空
間
や
必
要
が
全
く
な
い
。
し
か
し
、

医
学
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
議
論
は
ま
ず
正
常
な
も
の
や
病
理
的
な
も
の
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
医
学
に
は
生
体
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
任
務
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ギ
レ
ム
は
医
学
者
の
ク
サ
ブ
ィ
エ
・
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ビ
シ
ャ
（Xavier Bichat

）
の
話
を
引
用
し
て
そ
れ
を
確
証
す
る
。

　
生
理
学
に
お
け
る
生
体
の
運
動
は
、
天
文
学
、
力
学
、
水
力
学
、
流
体
静
力
学
な
ど
に
お
け
る
慣
性
体
の
運
動
に
相
応
す
る
。
し
か
し
、
後
者
の
諸

学
科
に
は
前
者
に
対
す
る
病
理
学
の
よ
う
な
対
応
す
る
科
学
が
何
ら
存
在
し
な
い
。
同
じ
理
由
で
、
全
て
の
医
薬
の
理
念
に
対
す
る
批
判
的
な
考
察
は

物
質
科
学
に
拒
否
さ
れ
る
。
医
薬
は
、
あ
る
属
性
を
自
然
的
類
型
（type naturel

）
に
連
れ
戻
す
こ
と
を
目
指
す
。
し
か
し
物
理
的
属
性
は
自
然
的

類
型
を
決
し
て
失
わ
な
い
の
で
、
そ
こ
に
連
れ
戻
さ
れ
る
必
要
も
な
か
ろ
）
19
（
う
。

す
な
わ
ち
、
生
物
に
は
回
復
し
た
い

0

0

0

状
態
（
ビ
シ
ャ
に
よ
る
と
自
然
的
類
型
）
が
存
在
す
る
た
め
に
、
医
学
（
さ
ら
に
生
物
学
）
そ
れ
自
体
は
、

完
全
に
中
立
的
な
科
学
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
正
常
な
も
の
と
病
理
的
な
も
の
を
区
別
し
理
解
す
る
科
学
と
し
て

の
医
学
に
は
、
そ
も
そ
も
何
が
「
良
い
」
の
か
な
ど
の
価
値
に
関
わ
る
問
題
が
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
証
主
義
の
よ
う
な
、

量
的
な
考
え
方
か
ら
正
常
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
と
、
実
際
に
研
究
の
対
象
を
取
り
消
す
恐
れ
が
あ
る
と
、
カ
ン
ギ
レ
ム
は
何
度
も
強
調

し
て
い
）
20
（
る
。
生
命
科
学
は
、
科
学
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
生
命
に
関
す
る
科
学
で
あ
る
た
め
、
物
理
学
者
や
化
学
者
の
よ
う
に
研
究
対

象
を
数
字
に
還
元
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
脱
価
値
的
な
や
り
方
は
、
価
値
と
密
接
に
関
わ
る
医
学
、
生
物
学
な
ど
の
生
命
科
学
の
領
域
に
お

い
て
技
術
的
に
は
有
用
で
あ
る
が
、
生
命
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
無
力
な
の
で
あ
る
。

三
　
生
命
と
社
会
に
お
け
る
「
規
範
」

　
以
上
の
実
証
主
義
の
潮
流
に
対
す
る
カ
ン
ギ
レ
ム
の
批
判
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
生
命
と
い
う
彼
の
最
も
関
心
を
寄
せ
る
問
題
を
め

ぐ
っ
て
規
範
に
関
わ
る
概
念
群
を
明
ら
か
に
す
る
。
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生
命
を
ビ
シ
ャ
の
言
っ
た
「
慣
性
体
」
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
生
命
の
「
力
動
的
極
性
」（polarité 

dynam
ique

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
慣
性
の
原
理
に
基
づ
い
た
運
動
の
科
学
で
あ
る
近
代
力
学
は
、
実
際
、
自
然
な
運
動
と
暴
力
に
よ
る
運
動
（m

ouvem
ent violent

）
と
の
区
別
を

不
条
理
な
も
の
に
し
て
い
た
。
慣
性
は
、
ま
さ
に
運
動
の
方
向
と
変
化
に
無
頓
着
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
命
は
決
し
て
自
分
に
対
し
て
作
ら
れ

て
い
る
条
件
に
は
そ
ん
な
に
無
頓
着
な
も
の
で
は
な
い
。
生
命
は
極
性
で
あ
る
。
食
物
の
摂
取
、
同
化
、
排
出
と
い
う
最
も
簡
単
な
生
物
学
的
装
置
は
、

一
つ
の
極
性
を
表
し
て
い
る
。
食
物
同
化
の
廃
棄
物
が
有
機
体
に
よ
っ
て
排
出
さ
れ
ず
内
部
の
環
境
を
詰
ま
ら
せ
た
り
内
部
の
環
境
で
毒
を
発
生
さ
せ

た
り
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
は
全
て
確
か
に
（
物
理
学
的
、
化
学
的
な
ど
の
）
法
則
に
従
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
有
機
体
そ
れ
自
体
の
活
動
と
い
う

規
範
に
は
従
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
生
物
学
的
規
範
性
を
語
る
時
に
指
し
示
し
た
い
単
純
な
事
実
で
あ
）
21
（
る
。

カ
ン
ギ
レ
ム
の
挙
げ
た
例
か
ら
、
そ
の
力
動
的
極
性
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
消
化
さ
れ
た
「
廃
棄
物
」
が
も
し
外
に
排
出

さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、「
毒
」
に
な
る
と
い
う
過
程
は
も
ち
ろ
ん
物
理
学
的
ま
た
は
化
学
的
な
法
則
に
従
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
生

物
は
依
然
と
し
て
こ
う
し
た
物
質
を
外
に
排
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
生
物
は
「
生
命
は
決
し
て
自
分
に
対
し
て
作
ら
れ
て

い
る
条
件
に
は
そ
ん
な
に
無
頓
着
な
も
の
で
は
な
」
く
、
生
き
て
い
る
間
に
内
外
環
境
か
ら
良
か
れ
悪
し
か
れ
た
く
さ
ん
の
影
響
を
受
け
、

そ
の
中
で
で
き
る
限
り
生
命
に
良
い
影
響
を
維
持
し
悪
い
影
響
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
生
物
は
、「
慣
性
体
」
の
よ
う
に

受
動
的
に
環
境
と
関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
能
動
的
に
自
身
や
内
外
環
境
を
調
節
し
改
造
す
る
。
そ
の
過
程
で
、
諸
々
の
感
覚
、
動

作
、
意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
な
判
断
な
ど
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
命
の
内
外
環
境
に
お
い
て
う
ま
く
機
能
が
果
た

さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
行
動
の
総
体
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
存
在
状
態
と
言
え
る
。
逆
で
あ
れ
ば
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
存
在
状
態
で
あ
る
。

一
言
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
異
な
る
内
外
環
境
や
条
件
に
お
い
て
、
生
物
が
生
き
る
た
め
に
そ
の
環
境
や
条
件
に
最
も

0

0

適
う
存
在
状
態
を
表
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す
能
力
は
、
生
命
の
極
性
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
力
動
的
」
と
い
う
修
飾
語
は
、
生
物
が
異
な
る
存
在
状
態
の
間
で
切
り
替
わ
る
と

い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「﹇
医
学
が
生
命
の
技
術
と
し
て
存
在
す
る
の
は
﹈
生
き
て
い
る
人
間
は
、
自
身
を
病
理
的
だ
と
見
な

す
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、﹇
生
体
は
﹈
生
命
の
力
動
的
極
性
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
価
値
の
形
と
し
て
現
れ
る
も
の
と
す

る
あ
る
状
態
や
行
動
を
回
避
し
た
り
修
正
し
た
り
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
見
な
す
の
で
あ
）
22
（
る
」。
回
避
や
修
正
な
ど
の
行
動
を
通
じ
て
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
恐
ろ
し
い
状
態
か
ら
離
れ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
望
ま
し
い
状
態
に
入
る
こ
と
（
ま
た
は
疾
病
に
罹
る
場
合
、
後
者
か
ら
前
者
へ
入

る
こ
と
）
は
、
そ
の
極
性
に
お
け
る
力
動
性
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
物
理
学
的
ま
た
は
化
学
的
な
観
点
か
ら
見
る
と
無
意
味
な
も
の
は
、

生
命
の
力
動
的
極
性
に
お
い
て
、
排
出
さ
れ
な
け
れ
ば
生
命
に
害
が
あ
る
も
の
に
な
る
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
生
存
状
態
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
生
存

状
態
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
）
た
め
、
必
ず
排
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
こ
の
生
命
の
力
動
的
極
性
の
観
点
か
ら
私
た
ち
は
カ
ン
ギ
レ
ム
の
独
自
の
規
範
論
を
把
握
し
う
る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
生

命
が
有
す
る
力
動
的
極
性
は
、
生
命
を
法
則
に
従
っ
て
い
る
機
械
論
的
な
世
界
か
ら
分
離
し
て
、
価
値
と
選
択
の
あ
る
、
可
能
性
の
領
域

に
導
入
す
る
。
そ
の
領
域
を
、
カ
ン
ギ
レ
ム
は
「
規
範
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
規
範
の
質
は
、
そ
の
事
実
の
性
格
よ
り
も
、
む
し
ろ
規
範

の
使
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
使
用
は
、
価
値
と
関
連
し
て
い
る
。
規
範
は
、
現
実
の
領
域
を
決
定
す
る
価
値
を
表
現
す
）
23
（
る
」。

そ
し
て
、
規
範
と
い
う
概
念
装
置
を
通
し
て
、
カ
ン
ギ
レ
ム
は
、
正
常
と
は
何
か
に
つ
い
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
言
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
規
範
に
従
え
ば
正
常
で
あ
り
、
反
対
に
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
ら
異
常
で
あ
る
。「
生
命
の
力
動
的
極
性
に
照
合

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
型
や
機
能
を
正
常
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
…
…
正
常
状
態
な
し
に
は
異
常
な
も
の
は
異

常
な
の
で
は
な
）
24
（

い
」。
正
常
は
規
範
抜
き
で
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
正
常
」
は
、
そ
も
そ
も
一
種
の
価
値
的
な
言
説

で
あ
り
、
規
範
と
い
う
価
値
を
措
定
す
る
領
域
に
お
い
て
の
み
、
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
規
範
と
正
常
は
論
理
的
に
異
常
に
先
立
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
常
は
、「
存
在
と

し
て
は
先
で
あ
る
（existentiellem

ent p

）
25
（

rem
ier

）」。
と
い
う
の
は
、「
健
康
状
態
と
は
、
主
体
が
自
分
の
身
体
に
つ
い
て
意
識
し
な
い
で
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い
る
状
態
で
あ
る
。
逆
に
、
身
体
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
健
康
に
対
す
る
限
界
感
、
脅
威
感
、
妨
害
感
の
中
で
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

表
現
を
完
全
な
意
味
で
説
明
す
る
と
、
正
常
と
い
う
生
き
た
概
念
が
、
規
範
へ
の
侵
害
の
可
能
性
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
」
か
ら
で
あ
）
26
（
る
。
つ
ま
り
、
原
初
的
な
規
範
自
身
は
、
無
意
識
的
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
自
身
が
違
反
さ
れ
破
壊
さ
れ
た

場
合
の
み
、
意
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
旦
規
範
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
生
物
は
既
に
回
帰
不
可
能
な

原
初
性
か
ら
離
れ
異
常
と
い
う
状
態
に
滑
り
込
ん
で
し
ま
）
27
（

う
。
そ
れ
故
、
異
常
な
も
の
及
び
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
経
験
は
、
正
常
な
も
の
や
規

範
を
考
え
る
こ
と
の
き
っ
か
け
と
な
る
。
逆
に
、
規
範
に
つ
い
て
の
思
考
の
開
始
は
、
常
に
異
常
な
状
態
か
ら
の
離
脱
、
及
び
正
常
な
状

態
へ
の
回
帰
の
願
望
と
意
図
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
私
た
ち
が
読
み
取
り
う
る
の
は
、
規
範
は
既
に
与
え
ら
れ
た
経
験
に
対
す
る
否

定
で
あ
る
こ
と

―
カ
ン
ギ
レ
ム
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
否
定
は
「
否
定
操
作
（opération de négation

）
に
、
異
常
性
に

よ
り
喚
起
さ
れ
た
修
正
に
従
属
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
）
28
（
り
、
あ
る
規
範
か
ら
別
の
規
範
へ
の
変
動
の
可
能
性
で
も
あ
る
。
も
し
具
体
的
な

生
命
が
必
ず
一
つ
の
具
体
的
な
規
範
で
あ
れ
ば
、
生
命
一
般
は
規
範
的
＝
規
範
形
成
的
（norm

atif

）
な
も
の
、
す
な
わ
ち
規
範
性
＝
規

範
形
成
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
異
な
る
環
境
に
お
い
て
異
な
る
存
在
状
態
を
表
現
す
る
生
命
の
力
動
的
極
性
に
基
づ
い
て
成
立

で
き
る
概
念
で
あ
る
。
生
命
に
と
っ
て
、
内
的
で
あ
れ
外
的
で
あ
れ
、
環
境
は
絶
え
ず
変
動
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
旦
、

古
い
規
範
が
新
し
い
環
境
に
適
応
で
き
な
い
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
新
し
い
環
境
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
生
命
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
価
値
は
、
一
種
の
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
生
命
に
よ
る
自
己
と
環
境
の
調
節
と
修
正
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
を
否
定
し
再
編
成

す
る
。
結
果
と
し
て
、
新
し
い
規
範
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
古
い
規
範
か
ら
新
し
い
規
範
へ
」
変
動
す
る
能
力
は
、

規
範
性
と
い
う
も
の
で
あ
）
29
（

る
。

　
規
範
と
規
範
性
は
、
確
か
に
最
終
的
に
は
生
命
の
中
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
生
命
そ
れ
自
体
と
し
か
関
係
し
な
い
も
の
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
規
範
の
形
成
と
規
範
性
の
達
成
は
、
必
ず
環
境
と
の
関
係
の
中
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ギ
レ
ム
は
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
（Jakob Johann von U

exküll

）
に
よ
る
環
境U

m
w
elt

（m
ilieu

）
と
周
囲
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U
m
gebung

と
の
区
別
を
継
承
し
て
い
る
。U

m
w
elt

は
生
物
が
自
身
を
可
能
に
す
る
環
境
を
指
示
し
て
い
る
が
、U

m
gebung

は
文
字

通
り
に
「
周
り
の
既
に
与
え
ら
れ
た
も
の
」（U

m
-gebung

）
と
し
て
の
地
理
的
な
環
境
で
あ
る
。
こ
の
区
別
を
踏
ま
え
て
、
カ
ン
ギ
レ
ム

は
、
環
境
は
周
囲
か
ら
の
選
択
的
な

0

0

0

0

抽
出
で
あ
り
、
価
値
的
な
判
断
の
基
準
で
あ
る
規
範
に
従
っ
て
構
築
さ
れ
た
有
意
義
な
空
間
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
）
30
（
る
。
こ
こ
で
、
私
た
ち
は
さ
ら
に
明
瞭
に
規
範
の
両
義
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
規
範
は
、
先
決
的

な
価
値
の
基
準
で
あ
る
と
同
時
に
、
価
値
が
実
現
さ
れ
た
後
に
形
成
し
て
く
る
「
生
き
る
形
式
」（form

e vivante

）
で
あ
る
。
確
か
に
、

先
述
し
た
「
価
値
と
選
択
の
あ
る
可
能
性
の
領
域
」
と
い
う
規
範
の
定
義
か
ら
、
既
に
こ
う
し
た
両
義
性
を
意
識
で
き
る
が
、
ま
さ
し
く

環
境
と
の
関
係
、
特
に
環
境
に
対
す
る
改
造
の
中
か
ら
、
こ
う
し
た
両
義
性
は
よ
り
顕
在
に
な
っ
て
い
る
。
規
範
は
、
環
境
に
適
う
こ
と

か
ら
生
ま
れ
て
く
る
生
き
る
形
式
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
「
既
に
与
え
ら
れ
た
も
の
」
に
意
味
と
価
値
を
付
与
し
て
環
境
を
再
編
成
す
る

行
動
を
促
す
価
値
規
範
で
あ
）
31
（
る
。
生
命
一
般
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
う
し
た
能
力
を
有
す
る
が
、
よ
り
能
動
的
で
大
規
模
に
環
境
を
改

造
す
る
能
力
は
、
人
間
に
特
有
の
能
力
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

　
あ
る
意
味
で
は
、
人
間
は
古
い
環
境
の
変
化
を
受
動
的
に
耐
え
忍
ぶ
の
で
は
な
く
、
新
し
い
環
境
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、
ヒ
ト
と
い
う

種
に
お
い
て
淘
汰
は
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
別
の
意
味
で
は
、
人
間
に
お
け
る
淘
汰
は
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
お
い
て
実
存
し
、
抵
抗
し
、
技
術

的
・
文
化
的
に
活
動
し
う
る
生
体
で
あ
る
限
り
、
そ
の
極
限
的
な
完
成
に
到
達
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
）
32
（
る
。

た
だ
し
、
環
境
に
対
す
る
人
間
の
こ
う
し
た
改
造
は
、
個
体
と
し
て
の
人
間
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
集
団
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て
の
み

可
能
に
な
る
。
そ
れ
故
、
人
間
の
規
範
の
形
成
は
、
集
団
と
し
て
の
人
間
、
つ
ま
り
社
会
と
の
関
係
の
中
で
の
み
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

「
実
際
に
、
人
間
的
な
生
命
条
件
に
お
い
て
は
、
社
会
的
な
慣
習
規
範
が
生
物
学
的
な
訓
練
規
範
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
よ
）
33
（

う
」。
一
九
四
三
年
の
初
版
の
『
正
常
と
病
理
』
に
お
い
て
カ
ン
ギ
レ
ム
は
、
も
っ
ぱ
ら
有
機
体
あ
る
い
は
生
命
一
般
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を
論
じ
て
お
り
、
人
間
的
生
と
い
う
特
異
性
の
あ
る
テ
ー
マ
に
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
既
に
引
用
し
た
『
生
命
の
認
識
』
の

中
の
思
考
を
通
し
て
、
二
〇
年
後
の
『
正
常
と
病
理
』
の
再
版
の
中
で
、
彼
の
議
論
は
生
命
一
般
か
ら
人
間
的
生
ま
で
移
り
変
わ
り
、
社

会
と
規
範
と
の
関
係
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
人
間
の
生
物
学
的
規
範
、
つ
ま
り
、
あ
る
種
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
生
き
る
形
式
の
形
成
は
、
必
ず
社
会
的
規
範
を
通
じ

て
達
成
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
社
会
的
規
範
は
人
間
の
生
物
学
的
規
範
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
社
会
的
規
範
は

生
物
学
的
規
範
に
等
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
的
規
範
を
生
物
学
的
規
範
と
同
様
に
取
り
扱
う
と
い
う
考
え
方
は
、
実
際
に
は

社
会
を
あ
る
種
の
有
機
体
あ
る
い
は
生
物
と
同
一
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ギ
レ
ム
は
こ
う
し
た
考
え
方
を
拒
否
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
社
会
と
そ
の
構
成
部
分
で
あ
る
個
人
と
の
関
係
は
、
有
機
体
と
そ
の
構
成
部
分
で
あ
る
器
官
と
の
関
係
と
は
全
く
違
う
か
ら
で
あ
る
。

器
官
は
、
有
機
体
の
生
存
と
い
う
総
体
的
な
枠
組
み
と
目
的
の
下
で
の
み
機
能
を
果
た
し
う
る
。「﹇
生
物
学
的
な
﹈
欲
求
が
あ
る
装
置
を

通
し
て
現
れ
た
り
満
た
さ
れ
た
り
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
欲
求
の
中
枢
は
、
全
体
と
し
て
の
有
機
体
で
あ
る
。
同
様
に
、
欲
求
の
調
節
が
、

神
経
系
と
内
分
泌
系
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
に
し
て
も
、
諸
部
分
の
総
体
へ
の
統
合
を
示
し
て
い
）
34
（

る
」。
つ
ま
り
、
諸
器
官
は
、
互
い
に
外

部
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
有
機
体
の
中
で
直
接
性
（im

m
édiateté

）
を
示
し
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
器
官
の
有
機
体
に
お
け
る
存

在
状
態
と
比
べ
る
と
、
個
人
は
、
ま
ず
自
ら
の
価
値
と
行
動
の
目
的
を
持
つ
、
一
人
ひ
と
り
の
独
立
し
た
個
体
で
あ
り
、
社
会
の
要
請
と

規
範
に
必
然
的
に
適
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
し
か
し
、
個
人
が
何
ら
か
の
社
会
で
そ
の
社
会
の
欲
求
と
規
範
に
疑
問
を
抱
き
、
そ
れ

ら
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と

―
こ
れ
は
そ
の
欲
求
と
規
範
が
社
会
全
体
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
の
例
証
で
あ
る

―
だ
け
で
、
…
…
抑
え

ら
れ
て
い
る
意
見
や
潜
在
的
な
対
立
の
場
と
し
て
の
社
会
が
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
自
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
が
、
十
分
に
わ
か

る
。
個
人
が
社
会
の
究
極
目
的
を
疑
問
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
構
造
上
可
能
な
集
団
的
活
動
が
一
体
化
し
て
い
る
目
的
を
、
社
会
が

ま
さ
し
く
欠
い
て
い
る
た
め
に
、
諸
手
段
を
う
ま
く
統
合
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
例
証
で
は
な
か
ろ
う
）
35
（

か
」。
社
会
に
お
け
る
諸
個

体
は
、
そ
の
個
体
性
が
故
に
、
実
際
に
は
諸
器
官
の
よ
う
に
生
物
学
的
規
範
に
等
し
い
社
会
的
規
範
を
自
然
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
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な
い
。
社
会
と
個
体
と
は
、
そ
し
て
個
体
と
個
体
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
互
い
に
避
け
ら
れ
な
い
外
在
性
を
示
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
カ
ン
ギ
レ
ム
か
ら
み
れ
ば
、
社
会
の
構
成
は
有
機
的
な
構
成
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
機
械
的
な
構
成
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

「
組
織
体
に
お
け
る
社
会
的
な
諸
機
械
の
外
在
性
は
、
一
つ
の
機
械
に
お
け
る
諸
部
品
の
外
在
性
と
は
違
わ
な
）
36
（
い
」。

　
も
ち
ろ
ん
、
社
会
は
機
械
的
な
側
面
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
が
規
範
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
、
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
る
と
、
社
会
は
生
命
の
有
機
的
な
活
動
を
模
倣
す
る
と
い
う
形
で
、
自
己
の
規
範
を
作
り
出
し
て
く
る

の
で
あ
）
37
（
る
。
で
は
、
社
会
は
如
何
に
し
て
生
命
の
活
動
を
模
倣
す
る
の
か
。
こ
こ
で
、
カ
ン
ギ
レ
ム
は
技
術
に
関
す
る
議
論
を
引
き
入
れ

て
い
る
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
技
法
は
自
然
を
模
倣
す
る
と
言
っ
た
の
と
同
じ
意
味
で
、
社
会
的
組
織
体
の
諸
現
象
は
、
生
命
組
織

体
に
対
す
る
模
倣
で
あ
る
。
…
…
社
会
的
組
織
体
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
情
報
を
探
し
受
け
入
れ
た
り
計
算
し
た
り
決
断
を
下
し
た
り
す
る

諸
器
官
＝
機
関
（organe

）
を
発
明
す
）
38
（
る
」。
こ
こ
で
、「
諸
器
官
を
発
明
す
る
」
こ
と
は
、
社
会
的
な
組
織
の
現
象
が
常
に
あ
る
種
の
器

官
の
機
能
の
増
幅
と
延
長
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
統
計
学
は
計
算
の
機
能
の
延
長
で
あ
り
、
車
は
移
動
の
機

能
の
増
幅
で
あ
る
。
生
物
は
自
己
の
器
官
で
周
囲
と
相
互
作
用
を
結
成
し
正
常
な
環
境
を
選
出
し
た
り
構
成
し
た
り
す
る
の
と
同
様
に
、

人
間
社
会
は
、
自
ら
の
価
値
に
適
う
正
常
な
環
境
を
作
り
出
す
た
め
に
、
個
々
の
構
成
員
を
諸
々
の
組
織
へ
と
編
成
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を

通
じ
て
価
値
を
実
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
編
成
の
過
程
の
中
か
ら
、
二
つ
の
も
の
が
生
じ
て
き
た
。
一
つ
目
は
経
験
的
な
次
元

で
見
ら
れ
う
る
人
間
の
行
動
能
力
を
向
上
さ
せ
る
人
と
物
の
配
置
の
方
法
で
あ
り
、
二
つ
目
は
理
論
的
な
次
元
で
語
ら
れ
う
る
編
成
や
配

置
方
法
を
説
明
す
る
体
系
的
な
認
識
で
あ
）
39
（

る
。
こ
う
し
た
方
法
と
認
識
は
、
共
に
カ
ン
ギ
レ
ム
に
お
け
る
技
術
と
い
う
も
の
を
構
成
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
正
常
な
環
境
を
作
る
技
術
は
全
体
と
し
て
、
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
っ
て
、「
社
会
的
器
官
」（organe sociale

）
と
呼
ば
れ

て
い
）
40
（
る
。
器
官
の
機
能
の
延
長
と
増
幅
と
し
て
の
技
術
／
社
会
的
器
官
を
媒
介
に
、
社
会
は
個
体
の
生
命
よ
り
広
い
範
囲
で
、
価
値
や
可

能
性
と
し
て
の
規
範
を
実
現
し
、
正
常
な
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
で
、
社
会
は
生
命
の
活
動

を
模
倣
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
如
何
に
リ
ア
ル
な
模
倣
で
あ
っ
て
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
社
会
は
や
は
り
生
命
に
等
し
い
も
の



ポジティブな権力論に向けて

135

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
社
会
の
各
部
分
は
互
い
に
外
在
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
41
（
る
。

さ
ら
に
、
特
に
注
意
を
払
う
べ
き
な
の
は
、
社
会
は
技
術
の
主
体
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
も
技
術
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ギ
レ
ム
の
以
上
の
議
論
か
ら
み
れ
ば
、
技
術
は
人
間
の
行
動
能
力
を
向
上
さ
せ
る
方
法
と
認
識
と
に
よ
っ
て
規
範
を
実
現
す
る
も

の
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
社
会
が
人
間
に
お
け
る
規
範
的
生
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
、
社
会
そ
れ
自
体
が
人

間
を
周
囲
に
よ
り
よ
く
適
応
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
意
味
で
は
、
社
会
そ
れ
自
体
の
編
成
と
そ
の
内
部
の
人
と
物
の
配
置
は

必
然
的
に
技
術
の
産
物
、
あ
る
い
は
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
、
社
会
の
諸
構
成
部
分
が
互
い
に
持
つ
外
在
性
を
も
連
想
す
る

な
ら
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
枠
組
み
の
中
で
社
会
を
語
る
時
に
、
社
会
は
単
一
の
技
術
の
産
物
で
は
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
意
識
で
き
る
だ
ろ
う
。

カ
ン
ギ
レ
ム
自
身
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
展
開
し
て
い
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
に
触
れ
た
こ
と
は
あ
る
。「『
正
常
』
と
い
う
言
葉

が
出
現
し
た
一
七
五
九
年
と
、『
正
常
化
さ
れ
た
』（norm

alisé

）
と
い
う
言
葉
が
出
現
し
た
一
八
三
四
年
と
の
間
に

―
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
幻
想
の
絶
好
例
で
あ
る
が

―
あ
る
規
範
的
な
階
級
が
、
諸
々
の
社
会
規
範
の
機
能
と
社
会
規
範
に
対
す
る
彼
ら
の
利
用
（
さ
ら
に

彼
ら
が
社
会
規
範
の
内
容
を
決
め
た
）
を
同
一
視
す
る
権
力
を
手
に
入
れ
）
42
（

た
」。
社
会
と
い
う
空
間
を
自
分
の
生
に
有
益
な
環
境
に
す
る
と
い

う
規
範
性
の
要
請
の
た
め
に
、
社
会
の
各
部
分
に
は
他
の
価
値
に
基
づ
い
た
規
範
を
自
ら
の
規
範
に
置
き
換
え
る
、
少
な
く
と
も
適
応
さ

せ
る
意
図
が
あ
る
。
こ
う
し
た
意
図
は
、
実
践
的
な
次
元
で
、
あ
る
技
術
は
別
の
技
術
と
合
流
し
、
あ
る
い
は
別
の
技
術
を
征
服
す
る
と

い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
旦
、
あ
る
部
分
が
優
位
を
取
れ
ば
、
社
会
規
範
と
彼
ら
の
規
範
を
「
同
一
視
す
る
権
力
を
手
に
入
れ
」

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
こ
う
し
て
勝
利
し
た
規
範
を
め
ぐ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
社
会
の
中
に
も
、
規
範
性

に
基
づ
い
て
、
逸
脱
の
現
象
及
び
対
抗
す
る
技
術
、
す
な
わ
ち
勝
利
し
た
規
範
に
沿
わ
ず
、「
異
常
」
だ
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が
常
に
生

じ
た
り
蘇
っ
た
り
す
る
の
で
、
単
一
の
技
術
の
産
物
と
し
て
の
社
会
は
、
優
位
な
部
分
の
観
点
か
ら
の
み
語
ら
れ
う
る
想
像
ま
た
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。
比
較
的
に
優
位
な
部
分
と
比
較
的
に
劣
位
な
部
分
と
の
競
争
の
中
で
、
正
常
化
（norm

alisation

）
の
問
題
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
異
常
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
い
ず
れ
か
の
規
範
に
基
づ
い
て
観
察
し
始
め
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れ
ば
、
相
応
し
い
異
常
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
正
常
化
は
い
ず
れ
か
の
規
範
と
共
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
規
範
性
の
産
物

と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
既
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
社
会
に
お
い
て
、
主
導
的
な
規
範
は
、
隷
属
的
な
規
範
を
絶
え
ず
修
正

し
自
ら
に
適
応
さ
せ
征
服
す
る
こ
と
が
極
め
て
必
要
な
の
で
、
正
常
化
は
主
導
的
な
部
分
に
正
常
な
環
境
を
作
り
出
す
一
方
で
、
隷
属
的

な
部
分
の
規
範
性
を
制
圧
し
、
少
な
く
と
も
方
向
性
を
付
与
し
無
制
限
の
規
範
形
成
力
を
規
制
・
調
節
す
る
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ

う
し
た
規
制
・
調
節
は
主
導
的
な
部
分
自
身
に
も
適
用
さ
れ
）
43
（

る
）。
こ
の
過
程
で
、
正
常
化
の
論
理
が
形
成
さ
れ
る
。
正
常
化
は
人
間
の
規
範
性

の
産
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
範
性
一
般
と
距
離
を
置
く
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
目
的
は
、
規
範
性
一
般
を
促
進
ま
た
は
維

持
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
あ
る
所
与
の
規
範
に
基
づ
い
て
、
そ
の
規
範
の
存
続
と
、
そ
の
規
範
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
方
向
性
に
従

う
規
範
的
な
生
成
、
す
な
わ
ち
特
定
の
規
範
性
を
促
進
し
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
的
な
正
常
化
に
お
い
て
は
、
規
範

的
な
も
の
や
規
範
性
の
代
わ
り
に
、
正
常
な
も
の
や
正
常
性
の
形
成
が
重
要
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
正
常
化
自
体
も
、
特
定
の
規
範
を
作

り
出
す
ま
た
は
選
択
す
る
機
能
、
そ
し
て
正
常
な
も
の
を
決
め
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
物
学
的
規
範
性
に
対
す
る
模
倣

と
し
て
の
社
会
そ
の
も
の
の
規
範
性
は
、
正
常
化
の
形
を
取
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
規
範
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ン
ギ
レ
ム
の
概
念
群
に
つ
い
て
の
整
理
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
以
下
の
こ
と
を
看
取
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
は
規
範
性
が
存
在
す
る
。
こ
の
規
範
を
形
成
す
る
力
を
通
じ
て
、
生
物
は
内
外
環
境
と
の
相
互

作
用
の
中
で
規
範
、
つ
ま
り
生
き
る
形
式
と
可
能
性
の
領
域
を
産
出
す
る
。
人
間
は
、
一
種
の
生
物
と
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
規
範
性

を
有
し
て
お
り
、
特
有
の
規
範
に
基
づ
い
て
自
己
に
有
益
な
環
境
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
人
間
と
い
う
生
物
に
お
け
る

規
範
の
特
異
性
は
、
人
間
が
社
会
と
い
う
形
式
ま
た
は
社
会
的
生
に
よ
っ
て
他
の
生
物
よ
り
広
い
範
囲
で
う
ま
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
社
会
及
び
社
会
的
生
と
そ
の
規
範
の
形
成
は
、
人
間
的
生
と
そ
の
規
範
の
形
成
を
論
じ
る
と
き
に
極
め

て
肝
心
な
主
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
は
有
機
的
な
も
の
で
は
な
い
が
故
に
、
社
会
に
お
け
る
各
部
分
と
各
規

範
と
の
間
で
避
け
が
た
く
競
争
的
な
関
係
を
結
成
す
る
。
結
局
、
あ
る
規
範
に
よ
る
正
常
化
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
人
間
に
と
っ
て
、
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価
値
と
可
能
性
と
し
て
の
規
範
の
実
現
は
技
術
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
社
会
及
び
社
会
的
生
の
形
成
に
関
わ
る
議
論
は
、
正
常
化
の

技
術
に
関
わ
る
議
論
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
以
上
の
カ
ン
ギ
レ
ム
の
問
題
領
域
を
踏
ま
え
て
、
次
の
章
で
は
、
フ
ー
コ
ー
が
如
何
に
カ

ン
ギ
レ
ム
の
拓
い
た
問
題
領
域
に
お
い
て
思
考
し
て
い
た
の
か
を
取
り
扱
う
。

四
　
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
に
お
け
る
カ
ン
ギ
レ
ム
の
受
容
㈠
　
生
政
治
を
め
ぐ
っ
て

　
前
章
で
取
り
扱
っ
た
概
念
群
か
ら
、
既
に
中
後
期
の
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
一
連
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
実
は
一

九
七
五
年
の
講
義
『
異
常
者
た
ち
』
に
お
い
て
、
一
八
世
紀
に
新
し
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
規
律
権
力
の
輪
郭
を
引
い
て
か
ら
、
フ
ー

コ
ー
は
こ
の
規
律
権
力
の
目
的
は
カ
ン
ギ
レ
ム
的
な
正
常
化
、
つ
ま
り
合
規
範
化
の
次
元
で
理
解
す
べ
き
だ
と
、
カ
ン
ギ
レ
ム
か
ら
の
継

承
を
明
白
に
示
し
て
い
）
44
（
る
。
本
章
で
は
、
生
政
治
を
め
ぐ
る
フ
ー
コ
ー
の
仕
事
に
お
け
る
カ
ン
ギ
レ
ム
の
受
容
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
生
政
治
論
は
、
二
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
個
人
の
身
体
に
注
目
す
る
規
律
権
力
で
あ

り
、
二
つ
目
は
人
口
を
め
ぐ
る
生
政
治
（
個
人
と
人
口
に
注
目
す
る
、
全
体
と
し
て
の
生
政
治
と
区
別
す
る
た
め
に
、
以
下
、「
生
権
力
」）
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
各
自
の
論
理
に
沿
っ
て
カ
ン
ギ
レ
ム
の
規
範
の
概
念
群
と
関
係
を
結
ぶ
。

　
一
九
七
八
年
の
講
義
『
安
全
・
領
土
・
人
口
』
の
中
で
、
フ
ー
コ
ー
は
規
律
権
力
に
よ
る
正
常
化
を
総
括
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、

規
律
権
力
は
あ
る
目
的
を
提
示
し
、
こ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
使
わ
れ
る
対
象
を
で
き
る
限
り
観
察
・
修
正
可
能
な
最
小
限
の
単
位
へ

と
小
分
け
に
す
る
。
そ
し
て
、
目
的
の
達
成
に
最
適
な
単
位
の
配
置
と
編
成
を
確
定
す
る
。
続
い
て
漸
進
的
な
訓
練
と
恒
常
的
な
制
御
の

体
制
を
作
り
出
し
、
最
後
に
こ
の
配
置
と
編
成
に
よ
る
体
制
に
適
う
か
ど
う
か
を
規
準
に
し
て
正
常
な
も
の
と
異
常
な
も
の
の
ど
ち
ら
か

を
決
め
）
45
（

る
。
フ
ー
コ
ー
の
ま
と
め
か
ら
、
正
常
な
も
の
と
異
常
な
も
の
と
の
区
別
、
及
び
そ
の
区
別
に
よ
る
正
常
化
を
可
能
に
す
る
の
は
、

最
適
な
配
置
と
編
成
と
そ
れ
に
よ
る
体
制
＝
規
範
で
あ
る
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
は
規
律
的
な
正
常
化
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に
言
及
す
る
と
き
に
、
実
際
に
は
カ
ン
ギ
レ
ム
と
同
様
に
、
規
範
が
根
本
的
に
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

フ
ー
コ
ー
は
、
規
範
確
立
＝
規
範
化
（norm

ation

）
と
い
う
造
語
で
、
先
決
的
な
規
範
に
基
づ
い
て
形
成
す
る
規
律
的
な
正
常
化
の
特
徴

を
表
し
て
い
る
。

　
フ
ー
コ
ー
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
律
的
な
正
常
化
が
以
下
の
意
味
で
特
に
問
題
と
な
る
。
周
知
の
通
り
、
フ
ー
コ
ー
は
一
九
七

六
年
の
『
知
へ
の
意
志
』
に
お
い
て
、
権
力
は
抑
圧
で
あ
る
と
い
う
抑
圧
の
仮
説
に
決
定
的
に
批
判
的
な
態
度
を
示
し
た
。
フ
ー
コ
ー
は

権
力
と
性
と
の
関
係
を
出
発
点
に
し
て
、
伝
統
的
な
権
力
論
は
殆
ど
、
権
力
を
法
と
い
う
論
理
上
と
形
式
上
一
貫
し
た
形
を
取
っ
て
排
除

と
否
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
対
象
と
関
係
を
結
ぶ
も
の
、
す
な
わ
ち
主
権
的
権
力
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
主
権
的
権

力
に
よ
っ
て
、
近
代
以
来
絶
え
ず
生
ま
れ
て
き
た
、
諸
々
の
新
し
い
権
力
と
そ
の
効
果
（effet

）
を
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

従
っ
て
フ
ー
コ
ー
は
、
権
力
が
抑
圧
的
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
い
う
定
見
を
や
め
て
、
生
産
的
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

か
ら
権
力
を
理
解
す
べ
き
と
主
張
す
）
46
（
る
。
し
か
し
他
方
で
、『
監
獄
の
誕
生
』
と
い
う
ほ
ぼ
同
時
期
の
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
規
律
権

力
は
読
者
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
印
象
を
与
え
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

　
一
望
監
視
監
獄
を
モ
デ
ル
と
し
た
規
律
権
力
の
構
造
に
お
い
て
、
具
体
的
な
場
合
に
監
視
者
が
い
る
か
ど
う
か
は
実
は
重
要
で
は
な
い
。

被
監
視
者
が
、
遍
在
す
る
権
力
の
ま
な
ざ
し
に
監
視
さ
れ
る
可
能
性
が
自
分
に
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
と
き
、
規
律
権
力
は
う
ま
く
機
能

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
総
体
的
に
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
権
力
関
係
の
体
制
を
根
本
的
に
確
保
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
「
権
力

の
ま
な
ざ
し
」
そ
の
も
の
の
存
在
を
意
識
さ
せ
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
一
望
監
視
的
な
規
律
権
力
の
中
心
部
に
は
主
権
者
と
い
う
最
高
権

力
の
実
体
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
自
身
の
反
省
に
よ
れ
ば
、
規
律
権
力
が
「
最
も
古
い
主
権
者
の

最
も
古
い
夢
」
で
あ
る
と
も
言
え
）
47
（
る
。
他
方
で
は
、「
従
順
な
身
体
」
を
形
成
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
絶
え
間
な
い
訓
練
と
矯
正
の
中

で
、
外
部
か
ら
規
範
を
直
接
に
身
体
の
隅
々
ま
で
刻
み
込
む
と
き
に
、
規
律
権
力
は
常
に
あ
る
強
制
力
の
形
に
よ
っ
て
身
体
に
介
入
し
、

そ
の
自
由
を
制
限
し
て
既
有
の
規
範
を
排
除
す
る
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
で
観
察
さ
れ
て
い
）
48
（
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
規
律
権
力
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が
抑
圧
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
は
確
か
に
事
実
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
理
解
す

る
こ
と
は
フ
ー
コ
ー
の
文
脈
に
お
い
て
な
お
さ
ら
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
の
手
が
か
り
は
、
ま
さ
に
規
範
と
い
う
規
律
権
力
の
体
制
で
先

決
な
位
置
を
占
め
る
概
念
に
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ー
コ
ー
自
身
の
反
省
を
踏
ま
え
る
と
、
私
た
ち
が
明
ら
か
に
す
べ
き
な
の
は
、
規
律
権

力
が
抑
圧
的
な
側
面
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
フ
ー
コ
ー
が
カ
ン
ギ
レ
ム
の
分
析
を
通
し
て
生
産
的
な
側
面
を
獲
得

し
た
「
規
範
」
に
関
す
る
概
念
群
を
使
う
と
き
、
彼
は
、
何
よ
り
ま
ず
規
律
権
力
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
注
目
し
そ
れ
を
明
ら
か
に
し

よ
う
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
側
面
は
、
伝
統
的
な
権
力
論
が
常
に
忽
せ
に
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
異
常
者
た
ち
』
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
は
、
自
分
が
カ
ン
ギ
レ
ム
を
継
承
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
カ
ン
ギ

レ
ム
が
規
範
を
「
価
値
と
選
択
の
あ
る
可
能
性
の
領
域
」
と
捉
え
る
と
同
様
に
、
フ
ー
コ
ー
も
カ
ン
ギ
レ
ム
的
な
意
味
で
規
範
を
理
解
し

て
い
る
。「
規
範
の
役
割
は
、
排
除
し
た
り
拒
否
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、
そ
れ
は
常
に
介
入
と
改
造
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
技

術
、
あ
る
規
範
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
）
49
（
る
」。
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
る
と
、
力
動
的
極
性
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た

生
命
に
は
、
環
境
に
最
も
相
応
し
い
規
範
を
構
築
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
そ
の
規
範
は
、
生
に
有
益
ま
た
は
有
害
な
も
の
、
す
な
わ
ち

価
値
を
規
定
す
る
。
さ
ら
に
規
範
は
そ
の
価
値
を
実
現
の
可
能
性
と
し
て
、
潜
在
的
な
行
動
の
仕
方
を
引
き
出
し
て
作
り
出
す
と
い
う
役

割
を
担
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
規
範
は
あ
る
も
の
を
価
値
の
な
い
も
の
と
見
な
し
て
低
く
評
価
し
、
規
範
に
よ
る
行
動
か
ら
排
除
す
る

と
同
時
に
、
実
は
価
値
の
あ
る
方
向
性
を
も
示
し
、
さ
ら
に
価
値
の
実
現
の
た
め
の
新
し
い
行
動
の
生
産
的
な
空
間
を
拓
）
50
（
く
。

　
フ
ー
コ
ー
は
カ
ン
ギ
レ
ム
の
こ
の
規
範
論
に
、「
規
範
に
は
権
力
へ
の
志
向
が
備
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
と
、「﹇
規
範
は
﹈
権
力
の

行
使
を
基
礎
づ
け
正
当
化
す
る
出
発
点
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
っ
）
51
（

た
。
ま
さ
し
く
規
範
そ
の
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
価
値
の
配

分
の
機
能
は
、
規
範
に
権
力
の
行
使
を
基
礎
づ
け
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
規
律
権
力
は
、
立
法
を
通
し
て
合
法
性
の
原
理

に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
主
権
権
力
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
、
対
象
を
「
よ
り
良
い
」
状
態
ま
で
導
く
と
い
う
規

範
的
な
理
念
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
規
範
は
規
律
権
力
の
体
制
を
通
じ
て
集
団
の
内
部
で
広
が
る
時
に
、
同
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時
に
あ
る
価
値
の
実
現
に
最
も
適
切
な
仕
方
を
採
用
す
る
要
求
を
集
団
に
課
す
る
。
あ
る
価
値
を
実
現
す
る
と
い
う
目
的
に
お
い
て
、
あ

る
規
範
の
普
及
は
、
価
値
を
よ
り
よ
く
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
工
場
の
生
産
性
や
兵
士
の
ス
キ
ー
ル
の
向
上
の
よ
う
に
）。
規
範
の
普
及
、

す
な
わ
ち
正
常
化
の
過
程
で
、
確
か
に
抑
圧
的
な
側
面
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
側
面
は
、
総
体
的
に
い
え
ば
、
生
産
的
な

側
面
に
従
属
す
る
。
正
常
化
の
論
理
に
お
い
て
、
あ
る
古
い
規
範
を
抑
制
し
排
除
す
る
こ
と
は
、
常
に
こ
の
古
い
規
範
よ
り
生
産
的
で

「
良
い
」
新
し
い
規
範
が
代
案
と
な
り
う
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
抑
圧
は
そ
の
新
し
い
規
範
の
存
在
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
製
造
し
、
創
造
し
、
生
産
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
が
﹇
正
常
化
を
め
ぐ
っ
て
行
使
さ
れ
る
規
律
権
力
の
﹈
中
心
に
あ
り
、
抑
圧
は
付
随
的
で

副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
）
52
（

い
」。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
エ
ワ
ル
ド
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
規
律
は
直
接
的
に
規
範
と
等
し
い
も
の
で
は
な
い
。

個
人
の
身
体
と
身
体
の
訓
練
に
注
目
す
る
規
律
は
、
価
値
と
方
向
性
を
指
示
す
る
規
範
な
し
に
は
、
単
な
る
制
限
に
過
ぎ
な
い
。
規
範
が

規
律
権
力
の
行
使
の
基
礎
と
な
る
な
ら
ば
、
規
律
権
力
は
、
隔
離
と
閉
じ
込
め
の
よ
う
な
消
極
的
な
段
階
に
留
ま
ら
ず
、
対
象
に
積
極
的

に
介
入
す
る
権
力
の
形
式
に
な
る
こ
と
が
で
き
）
53
（
る
。
従
っ
て
、
規
律
権
力
は
規
範
を
も
っ
て
正
常
な
も
の
と
異
常
な
も
の
を
定
義
す
る
過

程
で
、
必
然
的
に
規
範
に
適
わ
な
い
も
の
を
異
常
な
も
の
と
し
て
排
除
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
排
除
さ
れ
た
も
の
と
の
関
係
を
断
ち
切
ろ

う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
そ
の
も
の
を
絶
え
ず
回
収
し
、
規
範
に
適
う
正
常
な
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
さ

し
く
こ
う
し
た
正
常
化
の
中
で
こ
そ
、
異
常
な
も
の
を
認
識
す
る
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
異
常
な
も
の
や
逸
脱
者
を
め
ぐ
っ
て
、

一
連
の
そ
れ
ら
に
関
わ
る
体
系
的
な
知
と
言
説
は
成
立
し
た
り
、
絶
え
ず
正
常
化
の
技
術
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
う

す
れ
ば
、
規
律
権
力
は
、
規
範
の
調
整
や
再
確
立
、
ま
た
は
正
常
化
の
技
術
の
改
善
に
よ
っ
て
、
排
除
さ
れ
た
も
の
を
再
び
正
常
な
も
の

の
中
へ
回
収
し
う
）
54
（

る
。
結
局
、
知
と
権
力
と
の
相
互
作
用
の
枠
組
み
の
中
で
、
フ
ー
コ
ー
的
な
「
排
除
を
通
じ
た
包
摂
」
が
見
え
る
。

　
こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
的
な
「
排
除
を
通
じ
た
包
摂
」
の
中
で
、
新
た
な
経
験
が
識
別
さ
れ
、
こ
の
経
験
を
め
ぐ
る
新
た
な
言
説
が
語
ら

れ
）
55
（

る
。
そ
し
て
新
た
な
経
験
と
言
説
の
増
殖
に
伴
い
、
規
律
権
力
の
生
産
的
で
あ
る
た
め
に
獲
得
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
性
格
が
私
た
ち
に

は
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ギ
レ
ム
は
規
範
と
権
力
と
の
関
係
に
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
が
、
フ
ー
コ
ー
は
、
カ
ン
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ギ
レ
ム
の
「
技
術
が
規
範
に
対
す
る
認
識
を
生
産
す
る
」
及
び
「
技
術
が
規
範
を
実
現
す
る
手
段
」
と
い
う
観
点
に
お
け
る
「
技
術
」
を
、

あ
る
種
の
関
係
と
配
置
を
実
現
し
何
ら
か
の
効
果
を
も
た
ら
す
（
権
力
）
意
志
の
手
段
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
権
力
と
規
範
と

の
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
。
権
力
は
、
規
範
か
ら
一
方
的
に
影
響
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
権
力
が
規
範
を
実
現
す
る
う
ち
に
、
新
し

い
知
は
生
産
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
規
範
が
行
う
価
値
を
判
断
し
配
分
す
る
機
能
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
は

権
力
は
規
範
を
調
整
し
創
造
す
る
機
能
を
有
す
る
。「
規
範
」
や
「
正
常
化
」
な
ど
の
カ
ン
ギ
レ
ム
的
な
用
語
は
フ
ー
コ
ー
に
、
規
律
権

力
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
性
格
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
概
念
装
置
を
提
供
し
た
。
だ
か
ら
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
観
点
を
ま
と
め
た
後
、
フ
ー
コ
ー

は
、「
正
常
化
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
技
術
的
か
つ
政
治
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
や
り
方
を
、﹇
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
な
く
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
﹈
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
領
域
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
に
利
用
し
た
い
」
と
言
っ
）
56
（
た
。

　『
安
全
・
領
土
・
人
口
』
に
お
け
る
、
個
人
を
対
象
と
し
た
規
律
権
力
と
区
別
す
る
、
人
口
を
対
象
と
し
た
も
う
一
つ
の
権
力
類
型
、

つ
ま
り
生
権
力
に
対
す
る
フ
ー
コ
ー
の
下
し
た
定
義
に
立
ち
戻
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
生
権
力
は
、
あ
る
目
的
の
達
成
の
た
め
に
人

為
的
な
合
理
的
規
範
を
出
発
点
に
し
て
正
常
な
も
の
と
異
常
な
も
の
を
判
断
し
正
常
化
を
行
う
規
律
権
力
と
違
い
、
対
象
を
測
る
と
い
う

形
（
多
く
の
場
合
、
統
計
学
の
形
）
に
よ
っ
て
、
対
象
に
お
け
る
「
自
然
的
な
」
分
布
あ
る
い
は
傾
向
性
を
発
見
し
、
そ
れ
を
「
正
常
な
も

の
」（le norm

al

）
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
多
種
の
「
正
常
な
も
の
」
の
中
に
、
生
権
力
は
都
合
の
良
い
分
布
や
傾
向

性
を
読
み
取
り
、
相
応
し
い
規
範
と
し
て
捉
え
、
正
常
化
の
基
準
系
と
し
て
操
作
上
の
機
能
を
果
た
さ
せ
）
57
（

る
。
こ
こ
で
用
語
の
使
用
か
ら
、

フ
ー
コ
ー
の
思
想
と
カ
ン
ギ
レ
ム
の
思
想
と
の
親
縁
関
係
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ギ
レ
ム
か
ら
み
れ
ば
、
正
常
性
は
、
生
物

学
的
な
次
元
で
生
命
一
般
が
規
範
性
を
持
つ
持
続
的
な
状
態
を
意
味
し
て
お
り
、
社
会
的
な
次
元
で
、
正
常
だ
と
さ
れ
た
規
準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
持
続
的

に
合
う
状
態
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ギ
レ
ム
の
社
会
の
正
常
化
に
関
す
る
総
体
的
な
考
え
方
を
フ
ー
コ
ー
は
、
個
人
に
関
す

る
規
律
権
力
の
正
常
化
と
社
会
や
人
口
に
関
す
る
生
権
力
の
正
常
化
と
い
う
二
つ
の
様
態
に
分
け
る
の
み
な
ら
ず
、
規
範
に
先
立
つ
と
さ

れ
た
「
正
常
な
も
の
」
が
政
治
の
領
域
に
お
い
て
如
何
に
誕
生
す
る
の
か
を
、
歴
史
的
に
考
察
し
て
い
る
。
先
述
し
た
通
り
、
規
律
権
力
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に
お
い
て
は
、
規
範
が
ま
ず
「
発
明
」
さ
れ
、
そ
れ
に
合
う
か
ど
う
か
が
正
常
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
規
準
に
な
る
。
逆
に
、
生

政
治
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
あ
る
「
正
常
な
も
の
」
が
統
計
学
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
、
さ
ら
に
規
範
と
維
持
さ
れ
る
べ
き
正
常
性
の

基
礎
に
な
）
58
（
る
。

　
以
上
の
ま
と
め
か
ら
、
フ
ー
コ
ー
の
分
析
に
お
け
る
正
常
性
の
形
成
に
最
も
重
要
な
の
は
「
自
然
的
な
も
の
」
あ
る
い
は
自
然
性

（naturalité

）
の
発
見
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
う
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
と
、
一
八
世
紀
の
「
権
力
技
術
の
領
域
に
は
、
一
つ
の
自
然

が
入
っ
て
き
た
。
主
権
者
が
こ
の
自
然
に
対
し
て
、
こ
の
自
然
の
上
に
、
こ
の
自
然
に
抗
し
て
正
義
な
る
法
を
課
し
て
は
い
け
な
）
59
（
い
」。

こ
う
し
た
自
然
性
は
、
人
口
と
い
う
人
の
集
ま
り
の
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
本
性
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
観

察
さ
れ
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、「
人
間
が
共
に
住
ん
だ
り
集
ま
っ
た
り
交
換
し
た
り
働
い
た
り
生
産
し
た
り
す
る
時
に
自
発
的
に

発
生
す
る
」、
規
則
的
（régulier
）
な
こ
と
の
総
体
で
あ
り
、「
実
効
的
な
現
実
の
水
準
で
」
捉
え
ら
れ
る
も
の
し
か
指
し
示
さ
な
）
60
（
い
。
政

治
経
済
学
を
は
じ
め
と
し
た
一
八
世
紀
以
来
の
諸
人
間
学
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
こ
う
し
た
自
然
性
は
、
ま
さ
し
く
効
果
を
も
た
ら

0

0

0

0

0

0

す
現
実

0

0

0

で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
故
に
、
統
治
の
真
偽
性
を
測
定
す
る
役
割
を
担
う
、
真
理
を
産
出
す
る
「
真
理
の
領
域
」（cham

p de 

vérité

）
と
な
）
61
（
る
。
例
え
ば
、
市
場
と
価
格
を
め
ぐ
る
分
析
の
中
で
、
フ
ー
コ
ー
は
、
一
八
世
紀
以
来
、
市
場
は
自
然
性
を
内
包
す
る
領

域
で
あ
る
た
め
、
人
間
の
営
為
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
な
い
自
然
的
な
ま
た
は
自
発
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
生
み
出
す
の
み
な
ら
ず
、
も
し
人

間
が
こ
う
し
た
自
然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
干
渉
せ
ず
に
放
任
す
れ
ば
、
統
計
学
に
よ
っ
て
「
自
然
価
格
」（prix naturel

）
や
「
正
常
価
格
」

（prix norm
al

）
の
形
成
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
自
然
価
格
」
や
「
正

常
価
格
」
は
、
生
産
と
需
要
と
の
適
切
な
関
係
を
表
し
う
る
も
の
で
あ
る
。「
価
格
が
市
場
の
自
然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
適
合
的
で
あ
る
限

り
で
、
そ
の
価
格
は
、
統
治
実
践
に
お
い
て
間
違
い
の
な
い
統
治
実
践
と
間
違
っ
た
統
治
実
践
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
真
理
の
一
つ

の
基
準
を
構
成
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ま
さ
に
市
場
の
自
然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
自
然
価
格
の
形
成
に
よ
っ
て

―
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、

統
治
が
行
う
こ
と
、
つ
ま
り
統
治
が
取
る
措
置
や
統
治
が
課
す
規
則
を
見
る
時

―
統
治
実
践
を
偽
で
あ
る
と
し
た
り
真
で
あ
る
と
し
た
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り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
）
62
（
る
」。
こ
こ
で
、「
正
常
な
」
と
「
自
然
的
な
」
と
い
う
二
つ
の
用
語
が
混
用
さ
れ
て
い
る
が
、
自
然

性
と
正
常
性
と
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
を
意
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ー
コ
ー
が
指
摘
し
た
通
り
、
自
然
性
は
、
そ
れ
自
体
が

価
値
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
繰
り
返
し
現
れ
る
、
単
な
る
傾
向
性
に
過
ぎ
な
い
。
ど
の
自
然
性
が
選
択
さ
れ
る
の
か
、
ど
の
正
常
な

も
の
が
他
の
正
常
な
も
の
よ
り
「
正
常
」
だ
と
さ
れ
、
規
範
と
し
て
見
な
さ
れ
、
持
続
的
な
維
持
を
要
請
す
る
正
常
性
と
な
る
の
か
な
ど

の
問
題
に
答
え
る
の
は
、「
正
常
化
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
正
常
化
は
、
技
術
が
同
時
に
認
識
す
る
こ
と
と
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
と
い

う
二
重
の
意
味
を
踏
ま
え
る
と
、
規
範
が
確
立
さ
れ
た
後
に
対
象
を
規
範
に
適
わ
せ
る
技
術
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
価
値
を
付
与
し
規

範
を
決
め
る
技
術
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
生
権
力
の
歴
史
に
お
い
て
、「
問
題
は
も
は
や
規
範
化
＝
規
範
確
立
で
は
な
く
、

む
し
ろ
厳
密
な
意
味
で
正
常
化
こ
そ
が
問
題
だ
」
と
指
摘
し
て
い
）
63
（
る
。
要
す
る
に
規
範
化
は
、
人
間
が
人
間
の
何
ら
か
の
主
観
的
な
目
的

に
従
っ
て
規
範
を
作
り
出
す
と
い
う
意
味
で
語
ら
れ
る
。
正
常
化
は
、
人
間
の
主
観
的
な
判
断
の
外
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
状
況
を
、

主
観
的
に
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
後
者
の
意
味
で
、
特
定
の
自
然
性
が
「
正
常
な
も
の
」
と
見
な
さ
れ
規
範
と
し

て
扱
わ
れ
、
さ
ら
に
真
理
の
領
域
に
な
る
の
は
、
正
常
化
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
正
常
化
は
、
自
然
性
が
統
治
の
問
題
領
域

に
入
る
た
め
の
入
口
を
構
成
す
る
。

　
一
旦
、
正
常
化
さ
れ
た
／
正
常
だ
と
さ
れ
た
自
然
性
が
真
理
の
領
域
と
さ
れ
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
自
然
性
を
め
ぐ
っ
て
、
統

治
に
対
す
る
新
た
な
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
如
何
に
統
治
対
象
の
自
然
性
に
従
っ
て
統
治
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も

し
統
治
対
象
が
そ
の
内
在
的
で
変
え
が
た
い
自
然
性
に
基
づ
い
て
あ
る
秩
序
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
干
渉
を
減
少
さ

せ
て
、
ひ
い
て
は
自
由
放
任
を
行
う
こ
と
が
自
然
性
に
従
う
合
理
的
か
つ
効
率
的
な
統
治
の
技
術
と
な
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
問
題

と
な
る
の
は
、
実
際
に
は
、
自
由
放
任
を
行
え
ば
異
な
る
効
果
が
生
ま
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
都
合
の
良
い
傾
向

性
及
び
そ
の
効
果
を
如
何
に
強
め
、
都
合
の
悪
い
傾
向
性
及
び
そ
の
効
果
を
如
何
に
弱
め
る
の
か
は
、
生
権
力
が
直
面
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
課

題
と
な
）
64
（
る
。
つ
ま
り
、「
自
由
放
任
」
は
、
統
治
の
不
要
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
新
し
く
て
効
率
的
な
統
治
の
技
術
を
呼
び
か
け
る
の
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で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
も
し
人
口
と
内
包
す
る
自
然
性
が
、
統
治
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
そ
れ
自
体
に
は
統
治
を
拒
む
傾
向
が
あ
る
自
然
現
象
と
見

な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
権
力
は
人
口
そ
の
も
の
に
施
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
カ
ン
ギ
レ
ム
を
踏
ま
え
て
フ
ー
コ
ー
は
、
こ
の
統

治
実
践
の
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
環
境
が
媒
介
と
し
て
権
力
の
対
象
と
な
る
と
指
摘
し
て
い
）
65
（

る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
性
の
発

見
に
伴
い
、
人
間
は
政
治
的
な
領
域
に
お
い
て
法
的
主
体
の
角
度
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
自
然
現
象
と
し
て
の
人
間
、
あ
る
い
は
「
ヒ
ト

と
い
う
種
」（espèce hum

aine

）、
す
な
わ
ち
生
物
学
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
始
め
た
か
ら
で
あ
）
66
（
る
。
人
間
は
ま
さ
に
生
物
で
あ
る
が
故

に
、
異
な
る
環
境
の
下
で
様
々
な
反
応
を
示
す
。
人
口
で
は
な
く
環
境
に
お
け
る
諸
々
の
要
素
を
調
節
し
編
成
し
て
、
環
境
の
中
で
存
在

す
る
人
口
の
あ
る
反
応
を
引
き
出
し
導
き
出
す
こ
と
を
通
じ
て
、
権
力
は
、
間
接
的
な
形
で
統
治
対
象
に
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時

に
、
対
象
に
お
け
る
自
然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
違
反
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
生
権
力
的
な
正
常
化
は
、
こ
う
し
た
環

境
に
対
す
る
統
治
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
環
境
を
絶
え
ず
維
持
し
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
治
対
象

は
あ
る
正
常
性
の
社
会
的
規
範
に
お
い
て
合
規
範
的
＝
正
常
な
生
活
を
送
る
こ
と
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
人
口
が
統
治
さ
れ
べ
き
で
は

な
い
対
象
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
に
お
け
る
自
然
性
は
、
人
を
異
な
る
環
境
の
中
で
あ
る
秩
序
を
形
成
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
、
こ
う
し
た
自
発
的
な
「
自
由
」
の
能
力
は
、
実
際
、
生
権
力
的
な
統
治
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
よ
り
効
率
的

で
少
な
く
統
治
す
る
こ
と
が
可
能
に
す
る
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。「
統
治
実
践
は
…
…
市
場
、
売
買
、
所
有
権
の
行
使
、
議
論
、
必
要
で

あ
れ
ば
表
現
な
ど
の
、
い
く
つ
か
の
自
由
が
実
際
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
機
能
し
う
る
。
従
っ
て
、
新
た
な
統
治
理
性
は
自
由
を
必

要
と
し
、
新
た
な
統
治
技
法
は
自
由
を
消
費
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
の
消
費
、
言
い
換
え
れ
ば
、
新
た
な
統
治
は
自
由
を
生
産
せ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
自
由
を
生
産
し
組
織
せ
ね
ば
な
ら
な
）
67
（
い
」。
結
局
、
こ
う
し
た
自
由
の
生
産
と
運
営
を
狙
う
生
権
力
的
な
正
常

化
か
ら
、
フ
ー
コ
ー
の
強
調
し
て
い
る
権
力
の
生
産
的
か
つ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
性
格
が
見
え
る
。

　
以
上
の
分
析
か
ら
、
中
後
期
の
フ
ー
コ
ー
が
規
範
を
は
じ
め
と
し
た
カ
ン
ギ
レ
ム
の
概
念
群
の
影
響
の
下
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
権
力
論
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を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
権
力
論
は
、
批
判
的
知
識
人
の
フ
ー
コ
ー
自
身
に
対
し
て
、
権
力
が
抑
圧
を
行

わ
な
い
と
し
た
ら
、
抵
抗
は
如
何
に
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
。
次
の
章
で
は
こ
の
問
題
を
取
り
扱
う
。

五
　
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
に
お
け
る
カ
ン
ギ
レ
ム
の
受
容
㈡
　
抵
抗
を
め
ぐ
っ
て

　
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
は
じ
め
て
こ
の
問
題
に
気
づ
い
た
人
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ー
コ
ー
へ
の
手
紙
の
中
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
以
下
の

よ
う
に
指
摘
し
た
。
生
産
的
か
つ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
権
力
論
の
成
立
に
伴
い
、
実
際
に
は
、
全
て
の
抵
抗
が
再
コ
ー
ド
化
と
再
領
土
化
の
問

題
を
前
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
結
局
、
フ
ー
コ
ー
は
、
抵
抗
現
象
に
改
め
て
ス
テ
ー
タ
ス
を
与
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
）
68
（
う
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
示
唆
し
た
通
り
、
七
〇
年
代
末
の
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
は
、
二
重
の
次
元
で
抵
抗
の
意
味
を
解
消
し
て
し
ま
う
。
一
方

で
は
、
規
律
権
力
と
生
権
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
生
政
治
は
、
主
体
に
規
範
を
付
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
主
体
に
「
自
由
の
条
件
」
を

獲
得
さ
せ
る
の
で
あ
）
69
（

る
。
こ
の
よ
う
に
統
治
さ
れ
る
過
程
の
中
で
、
確
か
に
主
体
は
、
一
定
の
制
限
を
押
し
付
け
ら
れ
て
不
自
由
な
状
態

に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
、
主
体
は
よ
り
自
由
に
な
る
可
能
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
よ
っ
て
、
抑

圧
が
解
消
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
抑
圧
に
抗
す
る
法
権
利
と
さ
れ
た
伝
統
的
な
抵
抗
の
基
礎
も
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
何
と
い
っ
て
も
、
普
遍

的
な
意
味
で
の
よ
り
健
康
な
生
命
や
よ
り
快
適
な
生
活
は
、
抵
抗
を
必
要
で
は
な
い
も
の
に
す
る
。
他
方
で
は
、
規
律
権
力
的
な
正
常
化

及
び
生
権
力
的
な
正
常
化
を
核
心
と
し
た
生
政
治
は
、
既
に
そ
の
論
理
の
中
で
異
常
な
も
の
と
逸
脱
し
た
も
の
の
存
在
を
予
想
し
て
い
る

た
め
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
を
絶
え
ず
回
収
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
政
治
の
統
治
は
完
成
に
至
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
正

常
か
ら
の
逸
脱
は
、
こ
の
意
味
で
、
生
政
治
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
政
治
に
対
す
る
増
強
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に

理
解
す
る
と
、
私
た
ち
は
如
何
な
る
意
味
で
抵
抗
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
、
抵
抗
が
如
何

に
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
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こ
こ
で
、
し
ば
ら
く
カ
ン
ギ
レ
ム
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
。
カ
ン
ギ
レ
ム
的
な
枠
組
み
か
ら
み
れ
ば
、
抵
抗
が
不
可
能
な
わ
け
で
は

な
い
（
た
だ
し
、
彼
は
「
抵
抗
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
）。
彼
の
考
え
に
よ
る
と
、
人
間
は
一
種
の
生
物
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
規
範
性

を
有
す
る
規
範
的
な
存
在
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
人
間
に
は
異
な
る
環
境
を
構
築
す
る
能
力
と
、
異
な
る
環
境
の
中
で
異
な
る
規
範
を
形

成
す
る
能
力
が
あ
る
。
新
た
な
規
範
の
形
成
は
、
常
に
既
存
の
規
範
の
無
効
化
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
既
存
の
規
範
に
対
す
る
抵
抗
は
、

一
種
の
生
命
現
象
で
あ
り
、
生
命
に
内
在
す
る
行
動
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
生
命
現
象
に
は
、
そ
れ
自
身
の
内
在
性

の
た
め
、
法
権
利
的
な
言
説
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
法
権
利
的
な
言
説
は
、
意
味
が
な
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
が
、
正
常
化
に
関
わ
る
文
脈
に
お
い
て
正
常
化
の
戦
略
と
見
な
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
権
利
的
な
言
説

は
、
合
法
的
な
抵
抗
と
合
法
的
で
は
な
い
抵
抗
を
区
分
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
範
的
な
力
に
よ
る
抵
抗
を
規
制
あ
る
い
は
調
節
し
、

統
治
シ
ス
テ
ム
の
中
に
整
理
し
て
組
み
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
社
会
的
規
範
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
常
に
外

部
的
な
も
の
な
の
で
、
生
命
そ
の
も
の
の
内
在
性
と
完
全
に
重
な
り
合
う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
内
在
性
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
の
た
め
、
社
会
と
生
命
と
の
緊
張
関
係
は
必
然
的
で
無
限
に
繰
り
返
す
も
の
で
あ
り
、
抵
抗
は
そ
の
繰
り
返
す
運
動
に
位
置
す

る
。
他
方
で
は
、
た
と
え
抵
抗
現
象
と
そ
れ
に
よ
る
新
し
い
規
範
に
は
常
に
再
び
既
存
の
規
範
の
中
に
回
収
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し

て
も
、
一
旦
、
逸
脱
現
象
が
現
れ
る
と
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
条
件
は
、
実
は
新
し
い
可
能
性
と
し
て
生
命
に
内
在
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

新
し
い
可
能
性
は
、
逸
脱
が
た
と
え
そ
の
条
件
が
な
く
な
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
潜
勢
力
と
し
て
存
在
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ

を
踏
ま
え
て
、
新
し
い
可
能
性
は
さ
ら
に
以
下
の
三
点
を
意
味
す
る
。
第
一
に
、
同
様
あ
る
い
は
類
似
す
る
条
件
が
再
構
成
さ
れ
る
と
、

逸
脱
は
再
現
さ
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
既
存
の
規
範
は
そ
の
可
能
性
を
完
全
に
消
化
す
る
と
、
そ
れ
自
体
も
通
常
の
軌
道
か
ら
外
れ
て
新

し
い
規
範
と
見
な
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
第
三
に
、
こ
う
し
た
新
し
い
可
能
性
は
、
生
命
現
象
の
起
点
を
新
し
く
構
成
し
、
そ
の

起
点
に
基
づ
い
て
、
新
し
い
逸
脱
、
新
し
い
抵
抗
は
引
き
続
き
可
能
性
の
形
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
内
在
性
と
可
能
性
を
め

ぐ
る
抵
抗
論
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
に
お
い
て
生
命
の
「
誤
謬
」（erreur

）
を
犯
す
能
力
と
呼
ば
れ
て
い
）
70
（
る
。
ま
さ
に
生
命
と
外
部
と
の
無
限
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の
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
、
抵
抗
は
常
に
可
能
性
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
カ
ン
ギ
レ
ム
の
内
在
性
と
可
能
性
に
関
す
る
考
察
は
、
フ
ー
コ
ー
も
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
る
に
間
違
い
な
い
。『
知
へ
の
意
志
』
の

中
で
彼
は
、
自
分
の
権
力
論
を
明
ら
か
に
し
始
め
て
い
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
、
無
数
の
力
関
係

0

0

0

（rapport de force

）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
行
使
さ
れ
る
領

域
に
内
在
的
で
か
つ
そ
れ
ら
の
組
織
の
構
成
要
素
で
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
。
絶
え
ざ
る
戦
闘
と
衝
突
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
変
形
し
、
強
化
し
、
逆
転

さ
せ
る
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
…
…
権
力
は
至
る
場
所
に
あ
る
。
…
…
「
あ
る
」
権
力
（«le» pouvoir

）
と
は
、
そ
の
恒
常
的
か
つ
反
復
的
な
、
慣
性
的

か
つ
自
己
生
産
的
な
性
格
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
全
て
の
可
動
性
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
全
体
的
な
効
果
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
権
力
と
は
、
制
度

で
も
構
造
で
も
一
部
の
人
々
が
持
っ
て
い
る
力
で
も
な
い
。
あ
る
社
会
に
お
け
る
錯
綜
し
た
戦
略
的
な
状
況
の
名
称
な
の
で
あ
）
71
（

る
。

「
力
関
係
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
権
力
は
力
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
関
係
的
な
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の

力
は
、
物
理
学
的
な
意
味
で
の
力
で
は
な
く
、
権
力
に
お
け
る
効
果
を
も
た
ら
す
側
面
な
の
で
あ
）
72
（
る
。
そ
れ
ら
は
常
に
、
諸
々
の
変
動
の

中
に
位
置
し
て
、
何
か
を
変
化
さ
せ
効
果
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
関
係
と
は
、
様
々
な
力
が
効
果
を
生
み
出
す
う
ち
に
相
互
作
用
を
可
能

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
物
理
学
的
な
見
方
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
関
係
は
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
力
へ
の
意
志
」
の
意
味

で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
力
に
内
在
す
る
、
関
係
を
結
ぶ
意
志
の
補
完
な
し
に
は
、
力
と
力
と
の
間
の
状
態
は
瞬
間
的

な
衝
突
と
交
差
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
間
の
差
異
は
、
強
さ
や
弱
さ
な
ど
の
質
的
な
も
の
で
は
な
く
て
量
的
な
も
の
に
過

ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
変
化
、
増
強
と
逆
転
な
ど
の
関
係
的
な
活
動
も
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
）
73
（

い
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
力
へ
の
意
志
」
が

な
け
れ
ば
関
係
は
生
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
権
力
関
係
が
各
種
の
関
係
の
「
分
割
、
不
平
等
と
不
均
衡
」、

す
な
わ
ち
性
質
上
の
差
異
に
よ
る
「
直
接
的
な
効
果
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
時
）
74
（
に
、
そ
の
関
係
を
結
ぶ
内
的
な
意
志
の
存
在
を
指
し
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示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
力
関
係
の
様
態
、
つ
ま
り
「
絶
え
ざ
る
戦
闘
と
衝
突
」
の
ゲ
ー
ム
か
ら
、
抵
抗
が
既
に
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
力
関
係
の
内
的

な
一
極
、
す
な
わ
ち
対
抗
力
と
し
て
力
関
係
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
）
75
（
る
。
従
っ
て
、
フ
ー

コ
ー
の
枠
内
で
、
権
力
の
遍
在
性
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
性
格
が
抑
圧
的
な
権
力
を
先
決
的
条
件
と
し
た
伝
統
的
な
抵
抗
を
無
効
化
さ
せ
る
と

同
時
に
、
力
関
係
に
内
在
す
る
力
の
対
抗
関
係
が
成
り
立
ち
う
る
。
こ
う
し
た
対
抗
関
係
の
形
成
は
、
根
本
的
に
あ
る
法
や
権
利
に
よ
ら

な
い
。
意
志
が
関
係
の
形
成
に
対
す
る
内
的
な
補
足
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
対
抗
関
係
の
形
成
は
、
あ
る
力
の
効
果
を
拒
否
し
、
別
の

効
果
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
を
取
り
替
え
る
意
志
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
が
最
後
に
批
判
と
い
う
抵
抗
的
な
行
動
を
、「
統
治
さ
れ

な
い
こ
と
」
で
は
な
く
、「
こ
の
よ
う
に
統
治
さ
れ
た
く
な
い

0

0

0

0

」
と
「
意
志
的

0

0

0

不
服
従
」（inservitude volontaire

）
の
技
法
と
し
て
描
い

た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
）
76
（

る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
力
関
係
を
通
し
て
、
ま
ず
抵
抗
を
内
在
的
な
現
象
と
見
な
し
て
い
る
。

　
ひ
い
て
は
、
こ
う
し
た
他
の
力
と
関
係
を
結
ぶ
か
ど
う
か
、
そ
し
て
如
何
な
る
関
係
を
結
ぶ
の
か
を
決
め
る
意
志
は
、
可
能
性
と
し
て

の
権
力
の
概
念
を
指
し
示
し
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、「
こ
の
よ
う
に
統
治
さ
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
意
志
が
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は

少
な
く
と
も
他
の
代
案
の
存
在
あ
る
い
は
可
能
的
な
存
在
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
権
力
は
、「
で
き
る
」（pouvoir

）
と
し
て
、
代
案
の
存

在
の
可
能
性
と
実
現
の
条
件
と
な
る
。「
権
力
関
係
は
ま
さ
し
く
権
力
関
係
で
あ
る
た
め
に
、
二
つ
の
要
素
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ

れ
は
、『
他
者
』（
権
力
が
行
使
さ
れ
る
者
）
が
行
動
の
主
体
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
意
識
さ
れ
、
最
後
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し

て
、
権
力
関
係
を
前
に
す
る
、
対
応
、
反
発
、
効
果
、
可
能
な
発
明
の
全
領
域
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
。
…
…
権
力
は
可
能
な
諸
行
動
に

対
す
る
行
動
の
全
体
構
造
で
あ
る
。
行
動
の
主
体
の
振
る
舞
い
が
そ
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
る
可
能
性
の
領
域
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
）
77
（

る
」。

権
力
が
可
能
性
で
も
あ
る
次
元
で
、
権
力
の
概
念
は
力
の
概
念
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
え
な
い
。
力
は
、
既
に
そ
の
効
果
を
も
た
ら

し
て
い
る
た
め
、
実
現
し
た
こ
と
を
常
に
意
味
し
て
い
る
。
逆
に
権
力
は
、
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
ま
だ
実
現
し
て
い
な

い
こ
と
や
将
来
に
実
現
す
る
こ
と
（
ま
た
は
実
現
し
な
い
こ
と
）
を
意
味
す
る
が
故
に
、
権
力
関
係
に
内
在
す
る
抵
抗
は
、
単
な
る
対
抗
関
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係
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
可
能
性
の
出
現
や
形
成
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
）
78
（
る
。

　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
『
一
次
元
的
人
間
』
に
お
い
て
、
高
度
資
本
主
義
の
た
め
、
同
質
化
さ
れ
た
生
活
に
抵
抗
し
そ
れ
を
超

越
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
嘆
い
て
い
る
時
、
フ
ー
コ
ー
は
自
身
の
権
力
論
に
基
づ
い
て
、
私
た
ち
人
間
が
思
い

描
く
べ
き
な
の
は
、
権
力
関
係
を
超
越
す
る
解
放
で
は
な
く
、
権
力
関
係
に
内
在
す
る
、
権
力
に
よ
る
抵
抗
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

一
九
七
六
年
の
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
国
家
、
資
本
主
義
な
ど
の
総
体
的
装
置
の
外
部
に
位
置
し
、
人
間
の
普

遍
的
な
良
心
の
代
表
者
の
役
割
を
担
う
と
い
う
任
務
を
自
ら
に
課
し
た
普
遍
的
知
識
人
（intellectuel universel

）
よ
り
、
現
在
の
政
治
的

な
領
域
に
お
い
て
、「
特
殊
知
識
人
」（intellectuel spécifique

）、
あ
る
い
は
「
特
定
の
領
域
」
の
知
識
人
の
方
が
、
ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
特
殊
知
識
人
と
は
、
主
に
あ
る
具
体
的
な
分
野
に
関
わ
る
局
所
的
な
知
識
を
持
つ
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
の

知
識
（
例
え
ば
精
神
医
学
、
社
会
学
、
情
報
科
学
）
は
、
主
に
現
代
に
お
い
て
、
権
力
の
行
使
の
条
件
を
構
成
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

ら
に
は
あ
る
権
力
行
使
の
戦
術
を
分
析
し
、
露
呈
し
、
別
の
権
力
行
使
の
仕
様
を
示
し
た
り
、
別
の
戦
術
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
利
点
も
あ
）
79
（
る
。
つ
ま
り
、
フ
ー
コ
ー
か
ら
み
れ
ば
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
抵
抗
は
依
然
と
し
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、

新
し
い
抵
抗
の
戦
略
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。

六
　
結
　
論

　
以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
影
響
の
下
で
、
フ
ー
コ
ー
は
内
在
性
と
可
能
性
に
基
づ
い
て
、
伝
統
的
な
権
力
論
と
違
っ
た
権
力
論

を
立
て
、
そ
れ
を
通
し
て
再
び
抵
抗
に
新
し
い
可
能
性
を
与
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
決
し
て
フ
ー
コ
ー
と
カ
ン
ギ
レ
ム
と
の
間
に
は

相
違
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
カ
ン
ギ
レ
ム
に
お
い
て
核
心
と
な
っ
た
「
生
命
」（la vie

）
へ
の
関
心
は
、
フ
ー
コ
ー
に

お
い
て
は
、
な
い
と
言
え
な
い
が
少
な
く
と
も
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
フ
ー
コ
ー
の
内
在
的
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
権
力
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論
に
、
フ
ー
コ
ー
の
思
想
を
支
え
る
「
知
―
権
力
」
の
以
外
の
第
三
の
軸
、
す
な
わ
ち
「
生
命
」
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
）
80
（
が
、
結
局
、

フ
ー
コ
ー
自
身
が
選
ん
だ
第
三
の
軸
は
「
主
体
」
で
あ
っ
）
81
（

た
。

　
な
ぜ
な
ら
、「
権
力
存
在
論
」
と
も
言
え
る
フ
ー
コ
ー
の
枠
組
み
の
中
で
、
構
成
的
な
機
能
を
果
た
す
担
い
手
は
、
権
力
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
決
的
な
条
件
と
し
た
「
生
命
」
の
概
念
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
よ
う
に
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
確
か
に
あ
る
具
体
的
な
生
命
は
、
権
力
関
係
の
あ
る
種
の
再
編
成
に
な
り
、
さ
ら
に
抵
抗
の
拠
点
と
し
て
は
機
能

す
る
も
の
の
、
権
力
と
比
べ
る
と
根
本
的
に
副
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
権
力
の
産
物
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
生
命
一
般
か
ら
み
れ
ば
、

生
命
は
規
範
形
成
「
力
」
と
し
て
、
実
際
に
は
権
力
の
概
念
の
中
へ
取
り
込
ま
れ
た
。
構
成
的
な
権
力
と
そ
の
効
果
の
間
で
は
、
権
力
に

属
さ
な
い
、
媒
介
と
し
て
の
生
命
と
い
う
概
念
装
置
が
不
要
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
晩
年
の
フ
ー
コ
ー
は
徐
々
に
、
規
範
や
規
範
性

な
ど
の
概
念
と
一
定
の
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
）
82
（

た
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
主
体
を
選
ん
だ
の
か
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
主
体
と
い
う
概
念
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。「
制
御
と
依
存
の

た
め
他
者
に
服
従
し
た
主
体
と
、
自
己
良
心
や
自
己
認
識
の
た
め
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
結
び
つ
い
た
主
体
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の

意
味
で
も
、
こ
の
言
葉
は
征
服
し
隷
属
さ
せ
る
権
力
の
形
式
を
示
し
て
い
）
83
（
る
」。
従
っ
て
、「
主
体
」
の
有
効
性
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
主
体
が
隷
属
化
＝
主
体
化
（assujettissem

ent
）
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
概
念
は
権
力
関
係
に
お
け
る
構
成

さ
れ
る
側
面
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
に
統
治
さ
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
意
志
に
よ
っ
て
あ
る
主
体
化
の
モ

デ
ル
を
拒
否
し
別
の
形
の
主
体
に
な
ろ
う
と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
概
念
は
権
力
関
係
に
お
け
る
構
成
す
る
側
面
を
指
し
示
す
こ
と

が
で
き
る
。
ま
さ
に
主
体
は
、
権
力
が
行
使
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
を
行
使
す
る
と
い
う
総
合
的
な
次
元
で
、
自
己
と
他
者
の
統
治
を
論

じ
る
こ
と
が
で
き
る
晩
年
の
フ
ー
コ
ー
の
理
論
的
な
空
間
を
拓
い
た
。

　
フ
ー
コ
ー
は
最
後
ま
で
「
生
気
論
者
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
重
要
な
点
で
カ
ン
ギ
レ
ム
と
同
様
の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
。

主
体
性
の
問
題
は
主
体
の
構
成
の
問
題
で
あ
る
と
意
識
す
る
と
、
そ
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
規
範
性
の
影
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
は
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な
）
84
（
い
。「
生
き
る
形
式
」
を
模
索
す
る
次
元
で
、
二
人
の
思
想
家
は
、
規
範
論
に
せ
よ
主
体
論
に
せ
よ
、「
人
間
は
如
何
に
生
き
る
べ
き

か
」
と
い
う
倫
理
的
か
つ
政
治
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
考
え
続
け
て
い
る
。

（
1
）  G

ary G
utting, M

ichel Foucault

’s A
rchaeology of Scientific Reason: Science and the H

istory of Reason （Cam
bridge U

niversity 
Press, 1989

）, 52 -4.

（
2
）  Sam

uel Talcott, G
eorges Canguilhem

 and the Problem
 of Error （Palgrave M

acm
illan, 2019

）, 253 -6.

（
3
）  M

aria M
uhle, 

‘A G
enealogy of Biopolitics

’, in The G
overnm

ent of Life: Foucault, Biopolitics, and N
eoliberalism

, Vanessa 
Lem
m
 &
 M
iguel Vatter ed. （Fordham

 U
niversity Press, 2014

）, 89 -96.

（
4
）  

近
藤
和
敬
「
生
命
と
認
識

―
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
か
ら
み
る
「
生
権
力
」
の
可
能
性
」、
桧
垣
立
哉
編
『
生
権
力
論
の
現
在
』、
勁
草
書
房
、

二
〇
一
一
、
一
九
六
―
二
〇
六
頁
。
他
の
論
者
、
例
え
ば
手
塚
博
も
フ
ー
コ
ー
は
カ
ン
ギ
レ
ム
の
規
定
し
た
問
題
領
域
で
権
力
概
念
を
練
り
上
げ

た
と
い
う
論
を
立
て
て
い
る
。
た
だ
し
、
近
藤
の
論
文
に
対
し
て
、
近
藤
は
生
物
学
的
規
範
と
社
会
的
規
範
の
異
質
性
を
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た

た
め
、「
生
の
哲
学
」
の
方
向
へ
と
引
き
付
け
た
フ
ー
コ
ー
解
釈
を
提
出
し
た
と
手
塚
は
批
判
す
る
。
手
塚
か
ら
み
れ
ば
、
社
会
的
生
を
考
慮
に

入
れ
ず
単
に
生
命
を
考
え
る
の
は
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
手
塚
博
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

―
批
判
的
実
証
主
義
と

主
体
性
の
哲
学
』、
東
信
堂
、
二
〇
一
一
を
参
照
。

（
5
）  

カ
ン
ギ
レ
ム
に
対
す
る
フ
ー
コ
ー
か
ら
の
影
響
は
、Pierre M

acherey, La force des norm
es : de Canguilhem

 à Foucault （La Fabrique 
Édition, 2009

）, 107 -9. 

ま
た
はStuart Elden, Canguilhem

 （Polity, 2019

）, 126 -7, 159. 

を
参
照
。

（
6
）  Antonelle Cutro, Technique et vie: Biopolitique et philosophie du bios dans la pensée de M

ichel Foucault, trad. par Claudine 
Rousseau, （L

’Harm
attan, 2011

）, 199. 

角
括
弧
は
引
用
者
に
よ
る
、
以
下
同
。

（
7
）  Pierre M

acherey, op. cit., 101 -3, 106.

（
8
）  Pierre M

acherey, Subjectivité et norm
ativité chez Canguilhem

 et Foucault, https://philolarge.hypotheses.org/1750 

（1er,  
Septem

bre, 2021

）.

（
9
）  G

eorges Canguilhem
, Le norm

al et le pathologique, （PU
F, 2013

）, 24 （
滝
沢
武
久
訳
『
正
常
と
病
理
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
、

二
四
頁
。
な
お
、
本
論
に
お
け
る
引
用
文
は
、
原
則
と
し
て
既
有
の
邦
訳
に
従
う
が
、
一
部
の
表
記
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
同
）.
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（
10
）  Ibid., 30 -1 （
邦
訳
、
三
一
頁
）.

（
11
）  Auguste Com

te, Cours de philosophie positive : 40er leçon. Considerations philosophiques sur l

’ensem
ble science biologique, 

1838, （Schleicher frères, 1908

）, 175.
（
12
）  G

eorges Canguilhem
, op. cit., 44

（
邦
訳
、
四
五
頁
）.

（
13
）  Claude Bernard, Leçons sur le diabète et la glycogenèse anim
ale, （J. -B. Baillière, 1877

）, 132.

（
14
）  G

eorges Canguilhem
, op. cit., 28 -9, 52 （

邦
訳
、
二
九
頁
、
五
四
頁
）.

（
15
）  Ibid., 32 -3 （
邦
訳
、
三
三
頁
）.

（
16
）  Ibid., 51 （
邦
訳
、
五
三
頁
）.

（
17
）  

そ
れ
ら
の
議
論
は
重
要
で
あ
る
が
、
論
旨
と
紙
幅
の
関
係
上
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
18
）  Ibid., 85, 87 （
邦
訳
、
八
九
頁
、
九
一
頁
）.

（
19
）  Xavier Bichat, A

natom
ie générale appliquée à la physiologie et à la m

édecine, Partie I, tom
e I, 

（Brosson et Chaude, 1801

）, 
Liii -Liv.

（
20
）  G

eorges Canguilhem
, op. cit., 52, 63 （

邦
訳
、
五
四
頁
、
六
六
頁
）.

（
21
）  Ibid., 104 -5 （
邦
訳
、
一
〇
六
頁
）.

（
22
）  Ibid., 102 （
邦
訳
、
一
〇
三
頁
）.

（
23
）  G

uillaum
e Le Blanc, Canguilhem

 et les norm
es, （PU

F, 2008

）, 20.

（
24
）  G

eorges Canguilhem
, op. cit., 203 -4 （

邦
訳
、
二
〇
九
―
二
一
〇
頁
）.

（
25
）  Ibid., 232 （
邦
訳
、
二
二
六
頁
）.

（
26
）  Ibid., 67 （
邦
訳
、
七
〇
頁
）.

（
27
）  

た
だ
し
、
異
常
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
規
範
が
な
い
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
別
の
規
範
に
入
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。「
生
命

の
規
範
の
な
い
生
命
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
疾
病
状
態
は
常
に
あ
る
種
の
生
き
方
な
の
で
あ
る
」。Ibid., 204 

（
邦
訳
、
二
一
〇

頁
）.

（
28
）  Ibid., 232 

（
邦
訳
、
二
二
六
頁
）. 

ま
た
、 

ギ
ヨ
ー
ム
・
ル
・
ブ
ラ
ン
は
、
生
物
学
的
で
は
な
く
、
よ
り
哲
学
的
な
次
元
で
カ
ン
ギ
レ
ム
の
「
規

範
」
概
念
を
論
じ
て
い
る
。「
人
間
の
経
験
の
先
行
性
は
…
…
必
然
的
に
、
媒
介
と
普
遍
化
の
力
と
し
て
の
規
範
的
な
意
図
と
規
範
的
な
決
定
を



ポジティブな権力論に向けて

153

生
み
出
す
。
正
常
な
も
の
と
は
、
人
間
の
経
験
の
先
行
的
状
態
（état antérieur

）
を
操
作
的
に
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
哲
学
的
な
規
範

は
、
先
と
し
て
の
不
調
を
規
制
す
る
」。G

uillaum
e Le Blanc, op. cit., 20. 

つ
ま
り
、
生
物
学
的
な
次
元
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
的
な
次
元
で
も
、

規
範
と
規
範
に
適
う
正
常
な
も
の
は
常
に
、
意
識
さ
れ
ず
に
い
た
原
初
的
状
態
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
で
初
め
て
意
識
さ
れ
る
異
常
な
状
態
に
後
れ

を
と
る
。
哲
学
は
、
過
去
の
価
値
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
新
し
い
価
値
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
も
、
常
に
そ
の
先
行
し
て
い
る
異
常
と
対
決

し
、
あ
る
種
の
否
定
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
規
範
は
常
に
批
判
的
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

（
29
）  
こ
こ
で
補
足
す
べ
き
な
の
は
、
疾
病
と
規
範
／
規
範
性
と
正
常
と
の
関
係
で
あ
る
。
カ
ン
ギ
レ
ム
か
ら
み
れ
ば
、
生
理
的
な
生
命
や
健
康
な
生

命
は
、
異
な
る
環
境
の
中
で
新
し
い
規
範
を
形
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
規
範
的
な
生
命
で
あ
る
。
疾
病
状
態
は
、
一
種
の
生
き

方
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
規
範
と
見
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
規
範
的
な
生
命
は
、
常
に
疾
病
の
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。
生
命
一
般

の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
病
に
罹
る
こ
と
は
正
常
で
あ
り
、
逆
に
「
持
続
的
か
つ
完
璧
な
健
康
」
こ
そ
異
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
生
命
の

視
点
か
ら
み
れ
ば
、
疾
病
状
態
は
そ
の
生
命
が
疾
病
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
規
範
か
ら
離
脱
す
る
可
能
性
の
減
少
を
意
味
す
る
の
で
、
具
体
的
な

生
命
に
と
っ
て
、
疾
病
状
態
は
規
範
性
の
衰
退
を
意
味
す
る
。G

eorges Canguilhem
, op. cit., 113, 203 -4 

（
邦
訳
、
一
一
六
頁
、
二
〇
九
―

二
一
〇
頁
）.

（
30
）  G

eorges Canguilhem
, 

‘Le vivant et son m
ilieu

’, dans Le connaissance de la vie, （Librairie H
achette, 1952

）, 180 -1 （
杉
山
吉
弘

訳
『
生
命
の
認
識
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
、
一
一
六
―
一
一
七
頁
）.

（
31
）  

「
実
際
、
規
範
は
好
み
の
表
現
と
し
て
、
及
び
失
望
的
状
態
の
代
わ
り
に
満
足
な
状
態
を
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
意
志
の
道
具
と
し
て
制
定

さ
れ
た
り
選
択
さ
れ
た
り
す
る
場
合
の
み
、
参
照
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
の
で
あ
る
」。Le norm

al et le pathologique, 228 

（
邦
訳
、
二
二
二

頁
）.

（
32
）  G

eorges Canguilhem
, 

‘Le norm
al et le pathologique

’, dans Le connaissance de la vie, 204 （
邦
訳
、
一
九
一
頁
）.

（
33
）  Ibid., 203 -4 （
邦
訳
、
一
九
〇
頁
）.

（
34
）  Le norm

al et le pathologique, 242 （
邦
訳
、
二
三
七
頁
）.

（
35
）  Ibid., 245 -6 （
邦
訳
、
二
四
〇
頁
）.

（
36
）  Ibid., 245 （
邦
訳
、
二
三
九
―
二
四
〇
頁
）.

（
37
）  Ibid., 242 （
邦
訳
、
二
三
七
頁
）.

（
38
）  Ibid., 242 -3 （
邦
訳
、
二
三
七
頁
）.
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（
39
）  Ibid., 106 （
邦
訳
、
一
〇
七
頁
）.

（
40
）  Ibid., 245 （
邦
訳
、
二
三
九
頁
）.

（
41
）  

「
人
間
が
利
用
で
き
る
社
会
的
諸
器
官
、
す
な
わ
ち
集
団
的
な
技
術
的
諸
手
段
の
間
の
距
離
の
存
在
を
、
人
間
社
会
に
特
有
な
性
格
と
見
な
す

こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
」。Ibid., 244 -5

（
邦
訳
、
二
三
九
頁
）.

（
42
）  Ibid., 235 （
邦
訳
、
二
二
九
頁
）.

（
43
）  

「
教
育
、
健
康
、
人
や
商
品
の
輸
送
な
ど
の
技
術
的
手
段
の
正
常
化
は
、
集
団
的
要
請
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
集
団
的
要
請
は
、
た
と
え
諸
個

人
の
側
が
意
識
し
な
く
て
も
、
所
与
の
歴
史
的
社
会
の
中
で
、
そ
の
構
造
あ
る
い
は
諸
構
造
を
、
こ
の
社
会
な
ら
で
は
の
善
と
評
価
す
る
も
の
へ

差
し
向
け
る
仕
方
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。Ibid., 226 -7 （
邦
訳
、
二
二
〇
―
二
二
一
頁
）.

（
44
）  M

ichel Foucault, Les anorm
aux, （Seuil/G

allim
ard, 1999

）, 45 -6

（
慎
改
康
之
訳
『
異
常
者
た
ち
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
、
五
四
頁
）.

（
45
）  M

ichel Foucault, Sécurité, territoire, population, （Seuil/G
allim

ard, 2004

）, 58 -9

（
高
桑
和
巳
訳
『
安
全
・
領
土
・
人
口
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
七
、
七
〇
―
七
一
頁
）.

（
46
）  M

ichel Foucault, H
istoire de la sexualité, tom

e 1, La volonté de savoir, 

（G
allim

ard, 1994

）, 110 -3 

（
渡
辺
守
章
訳
『
性
の
歴
史

Ｉ

―
知
へ
の
意
志
』、
新
潮
社
、
二
〇
二
〇
、
一
一
一
―
一
一
二
頁
）.

（
47
）  Sécurité, territoire, population, 68 （
邦
訳
、
八
一
頁
）.

（
48
）  M

ichel Foucault, Surveiller et punir, 
（G

allim
ard, 1975

）, 138 -9

（
田
村
俶
訳
『
監
獄
の
誕
生

―
監
視
と
処
罰
』、
新
潮
社
、
二
〇
二

〇
、
一
五
八
―
一
六
〇
頁
）.

（
49
）  Les anorm

aux, 46 （
邦
訳
、
五
五
頁
）.

（
50
）  G

eorges Canguilhem
, op. cit., 228

（
邦
訳
、
二
二
二
頁
）.

（
51
）  Les anorm

aux, 46 （
邦
訳
、
五
四
頁
）.

（
52
）  Ibid., 48 （
邦
訳
、
五
六
―
五
七
頁
）.

（
53
）  François Ew

ald, 

‘Un pouvoir sans dehors

’, dans M
ichel Foucault Philosophe, 

（Seuil, 1989

）, 196 -203. 

ま
た
は
、François 
Ew
ald, 

‘Norm
s, D
iscipline and the Law

’, in Law and the O
rder of Culture, （U

niversity of California Press, 1990

）, 141. 

を
参
照
。

（
54
）  

「
規
律
権
力
は
ア
ノ
ミ
ー
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
常
に
一
定
数
の
個
人
を
排
除
し
、
逸
脱
者
（anom

ie

）
や
還
元
不
可

能
な
も
の
を
出
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
次
に
、
そ
れ
は
常
に
正
常
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
常
に
新
た
な
回
収



ポジティブな権力論に向けて

155

シ
ス
テ
ム
を
発
明
し
、
規
則
を
打
ち
立
て
直
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
規
律
シ
ス
テ
ム
は
、
逸
脱
者
の
中
で
絶
え
ず
規
範
を
扱
う
と
い
う
そ

う
し
た
仕
事
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」M

ichel Foucault, Le pouvoir psychiatrique, （Seuil/G
allim

ard, 2003

）, 56 （
慎
改

康
之
訳
『
精
神
医
学
の
権
力
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
六
、
七
〇
頁
）.

（
55
）  La volonté de savoir, 57 -67

（
邦
訳
、
五
三
―
六
三
頁
）.

（
56
）  Les anorm

aux, 46 （
邦
訳
、
五
五
頁
）.

（
57
）  Sécurité, territoire, population, 65 （
邦
訳
、
七
八
頁
）.

（
58
）  

カ
ン
ギ
レ
ム
は
常
に
正
常
に
対
す
る
規
範
の
優
先
性
を
強
調
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
フ
ー
コ
ー
が
論
述
し
て
い
る
、
統
計
学
に
よ
っ
て
捉
え

ら
れ
た
、
規
範
に
先
立
つ
「
正
常
な
も
の
」
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
正
常
性
の
含
意
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
に
お
け
る
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ

が
、
こ
う
し
た
相
違
は
、
主
に
二
人
の
思
想
家
の
テ
キ
ス
ト
の
性
格
の
違
い
に
由
来
す
る
。
カ
ン
ギ
レ
ム
の
テ
キ
ス
ト
は
第
一
義
的
に
は
哲
学
的

な
テ
キ
ス
ト
な
の
で
、
彼
は
規
範
的
な
意
味
で
そ
れ
ら
の
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
の
テ
キ
ス
ト
は
第
一
義
的
に
は
歴
史
的
な
テ
キ
ス

ト
な
の
で
、
彼
の
仕
事
は
あ
る
特
定
の
時
期
に
お
い
て
規
範
と
正
常
と
の
関
係
を
認
識
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
実
際
、

フ
ー
コ
ー
が
論
述
し
て
い
る
「
正
常
な
も
の
」
と
正
常
性
に
関
す
る
認
識
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
、
統
計
学
的
な
傾
向
性
を
介

し
て
正
常
の
概
念
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
実
証
主
義
者
（
例
え
ば
ア
ド
ル
フ
・
ケ
ト
レ
）
の
観
点
に
近
い
の
で
あ
る
。
ケ
ト
レ
ら
は
、
あ
る
純
粋

な
生
物
学
的
自
然
法
則
を
措
定
し
た
。
こ
の
自
然
法
則
は
、
数
の
分
布
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
最
も
現
れ
て
い
る
状
況

が
規
範
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
カ
ン
ギ
レ
ム
は
、
人
間
は
同
時
に
社
会
的
な
現
象
で
あ
る
た
め
、
異
な
る
社
会
的
な
環
境

に
お
い
て
異
な
る
規
範
に
照
ら
し
て
生
き
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
故
に
、
統
計
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
は
、
自
然
法
則
で
あ
る
規

範
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
規
範
の
し
る
し
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
特
性
は
「
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
か
ら
正
常
な
の
で
は
な
く
、
正
常
だ

か
ら
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。」G

eorges Canguilhem
, op. cit., 131 -9

（
邦
訳
、
一
三
五
―
一
四
二
頁
）.

（
59
）  Sécurité, territoire, population, 77 （
邦
訳
、
九
〇
―
九
一
頁
）.

（
60
）  Ibid., 48, 76, 357 （
邦
訳
、
五
七
、
九
〇
、
四
三
二
頁
）.

（
61
）  

フ
ー
コ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
真
理
の
効
果
を
通
じ
て
こ
そ
、
真
理
は
理
解
可
能
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
統
治
の

効
果
は
自
然
性
に
照
ら
し
て
こ
そ
判
断
さ
れ
う
る
。Ibid., 244

（
邦
訳
、
二
九
六
頁
）. 

ま
た
はM

ichel Foucault, Q
u

’est-ce que la critique? 
suivie de La culture de soi, （Vrin, 2015

）, 55. 

を
参
照
。

（
62
）  M

ichel Foucault, N
aissance de la biopolitique, 

（Seuil/G
allim

ard, 2004
）, 33 
（
慎
改
康
之
訳
『
生
政
治
の
誕
生
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
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〇
八
、
四
〇
頁
）.

（
63
）  Sécurité, territoire, population, 65 

（
邦
訳
、
七
八
頁
）.

カ
ン
ギ
レ
ム
も
、
社
会
的
な
正
常
化
が
、
生
物
学
的
規
範
性
の
代
わ
り
に
社
会
に

お
い
て
規
範
を
生
み
出
し
正
常
な
も
の
を
決
め
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
本
論
の
第
三
章
ま
た
はG

uillaum
e Le Blanc, op. cit., 82. 

を
参

照
。「
力
動
的
な
意
味
﹇
複
数
の
も
の
が
存
在
し
互
い
競
争
す
る
と
き
﹈
で
の
正
常
な
も
の
は
、
正
常
化
的
な
（norm

alisateur

）
決
定
を
通
し

て
の
み
存
在
す
る
﹇
確
定
さ
れ
る
﹈
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
決
定
自
体
は
、
あ
る
規
範
的
な
意
図
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
…
…
対
象
を
規
範

に
転
換
す
る
に
は
、
正
常
化
的
な
決
定
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
決
定
は
、
対
象
に
尊
厳
と
価
値
を
与
え
る
規
範
的
な
意
図
と
の
関
係
に

お
い
て
の
み
、
有
効
と
な
る
。」

（
64
）  Ibid., 64
（
邦
訳
、
七
七
頁
）.

（
65
）  

フ
ー
コ
ー
の
環
境
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
分
析
を
直
接
に
踏
ま
え
て
展
開
し
て
い
る
。『
安
全
・
領
土
・
人
口
』
の
一
月
一
一

日
の
講
義
に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
前
文
で
引
用
さ
れ
た
カ
ン
ギ
レ
ム
の
「
生
体
と
そ
の
環
境
」（
注
30
）
を
引
用
し
、
環
境
を
「
あ
る
物
体

（corps

）
が
他
の
物
体
に
距
離
を
お
い
て
及
ぼ
す
作
用
を
説
明
す
る
た
め
に
必
要
」
な
も
の
で
あ
り
、「
あ
る
作
用
の
流
通
の
担
い
手
と
要
素
」

で
あ
る
も
の
と
見
な
す
。
一
月
一
一
日
の
講
義
の
注
36
―
38
を
参
考
。Ibid., 22, 28 -9

（
邦
訳
、
二
五
、
三
四
頁
）.

（
66
）  

「
人
口
を
他
の
生
物
の
間
に
沈
み
込
む
こ
の
次
元
は
、
人
間
は
は
じ
め
て
『
人
類
』（genre hum

ain

）
と
呼
ば
れ
な
く
な
り
『
ヒ
ト
と
い
う

種
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
時
に
、
現
わ
れ
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
次
元
で
あ
る
。
人
類
が
全
て
の
生
物
種
の
規
定
性
の
領
域
に
お
い
て
一

つ
の
種
と
し
て
出
現
し
た
モ
ー
メ
ン
ト
か
ら
、
人
間
は
そ
の
原
初
的
な
生
物
学
的
組
み
込
み
（insertion biologique prem

ière

）
に
お
い
て
現

れ
る
と
言
え
る
」。 Ibid., 77 （
邦
訳
、
九
一
頁
）.

（
67
）  N

aissance de la biopolitique, 65

（
邦
訳
、
七
八
頁
）.

（
68
）  G

illes D
eleuze, 

‘Désir et plaisir

’, dans D
eux régim

es de fous, （M
inut, 2003

）, 117, 120 （
宇
野
邦
一
等
訳
『
狂
人
の
二
つ
の
体
制
』

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
四
、
一
七
八
、
一
八
二
頁
）.

（
69
）  Pierre M

acherey, La force des norm
es : de Canguilhem

 à Foucault （La Fabrique Édition, 2009

）, 72.

（
70
）  

「
実
際
、
誤
謬
が
根
絶
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
後
戻
り
が
き
か
な
く
な
る
。
一
方
、
病
気
の
回
復
は
、
時
に
何
か
別
の
病
気
に
対
し
て
開
か
れ
た

入
口
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、《
回
復
す
る
こ
と
が
危
険
な
病
気
》
と
い
う
逆
説
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
」。G

eorges Canguilhem
, 

op. cit., 272 

（
邦
訳
、
二
六
四
頁
）. 

な
お
、
フ
ー
コ
ー
は
、『
正
常
と
病
理
』
の
英
語
版
に
寄
せ
た
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
「
生
命

―
経
験

と
科
学
」
に
お
い
て
、
生
命
を
誤
謬
を
犯
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
カ
ン
ギ
レ
ム
を
「
誤
謬
の
哲
学
者
」
と
呼
ん
で
い
る
。M

ichel 
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Foucault, 

‘La vie:l

’expérience et la science

’, dans D
its et écrits tom

e IV, 

（G
allim

ard, 1994

）, 774 -5 

（
小
林
康
夫
等
編
『
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成 

Ｘ
』、
二
〇
〇
二
、
三
〇
三
―
三
〇
四
頁
）.

（
71
）  La volonté de savoir, 121 -3

（
邦
訳
、
一
一
九
―
一
二
一
頁
）. 

圏
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
72
）  
「
直
接
的
に
生
産
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
」。Ibid., 124 （
邦
訳
、
一
二
一
頁
）. 

同
時
に
、
こ
う
し
た
効
果
の
実
現
も
、
私
た
ち
が
実
証
的
＝
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
に
権
力
関
係
を
理
解
す
る
条
件
と
な
る
。
注
58
を
参
照
。

（
73
）  

「
物
理
学
者
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
神
と
世
界
を
創
造
し
勝
利
を
収
め
る
『
力
』
の
概
念
に
は
、
ま
だ
補
足
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
に

よ
っ
て
『
力
へ
の
意
志
』
と
呼
ば
れ
る
内
的
意
志
に
帰
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
力
を
誇
示
し
た
り
、
創
造
的
な
原
動
力
と
し
て

力
を
使
っ
た
り
行
使
し
た
り
す
る
こ
と
へ
の
飽
く
な
き
欲
求
で
あ
る
。
物
理
学
者
は
彼
ら
の
原
理
か
ら
『
距
離
の
影
響
』（W

irkung in die 
Ferne

）
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
反
発
力
（
あ
る
い
は
吸
引
力
）
を
取
り
除
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は
役
に
立
た
な
い
。
我
々

は
、
全
て
の
運
動
、『
外
観
』、『
法
則
』
を
、
内
的
な
兆
候
と
し
て
の
み
把
握
し
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
人
間
の
類
比
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
」。Friedrich N

ietzsche, Kritische Studienausgabe Band 11 : N
achgelassene Fragm

ente 1884 -1885, 

（D
e G
ruyter, 1988

）, 
563. 

ま
た
はG

illes D
eleuze, N

ietzsche et la philosophie, （PU
F, 1983

）, 56 -7.

を
参
照
。

（
74
）  La volonté de savoir, 124

（
邦
訳
、
一
二
一
頁
）.

（
75
）  

「
抵
抗
は
、
い
く
つ
か
の
﹇
権
力
﹈
と
異
質
的
な
原
理
に
属
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
必
然
的
に
失
望
さ
せ
る
囮
や
約
束
で
も
な
い
。
抵

抗
は
権
力
関
係
に
お
け
る
も
う
一
方
の
項
で
あ
り
、
還
元
不
可
能
な
相
手
と
し
て
権
力
関
係
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
」。Ibid., 126 -7 

（
邦
訳
、

一
二
四
頁
）.

（
76
）  Q

u

’est-ce que la critique? suivie de La culture de soi, 37, 39. 

圏
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
77
）  

‘Le sujet et le pouvoir

’, dans D
iets et écrits IV, 237 （

小
林
康
夫
等
編
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成 

Ⅸ
』、
二
〇
〇
一
、
二
五
頁
）.

（
78
）  

「
政
治
的
な
分
析
と
批
判
は
、
大
部
分
が
こ
れ
か
ら
発
明
す
る
べ
き
も
の
で
す
が
、
同
時
に
、
そ
の
変
容
を
可
能
に
し
、
現
実
に
刻
み
込
ん
で

い
く
た
め
に
、
力
関
係
を
変
容
し
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
戦
略
を
発
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」。M

ichel Foucault, 

‘Les rapports de 
pouvoir passent à l'intérieur des corps

’, dans D
its et écrits tom

e III, （G
allim

ard, 1994

）, 233 -4

（
小
林
康
夫
等
編
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
思
考
集
成 

Ⅵ
』、
二
〇
〇
〇
、
三
〇
九
頁
）.

（
79
）  

‘Entretien avec M
ichel Foucault

’, dans D
its et écrits III, 154 -60

（『
集
成 

Ⅵ
』、
二
一
〇
―
二
一
八
頁
）.

（
80
）  G

illes D
eleuze, Foucault, （M

inut, 198

）, 98 -9. 

ま
た
はG

iorgio Agam
ben, ed. &

 trans. by D
aniel H

eller-Roazen, Potentialities: 
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collected essays in philosophy, （Stanford U
niversity Press, 2000

）, 221. 

を
参
照
。

（
81
）  

こ
こ
で
は
、
主
体
化
と
主
体
性
と
そ
れ
ら
の
効
果
と
し
て
の
主
体
と
い
う
総
合
的
な
意
味
で
「
主
体
」
を
語
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
単
な
る

主
体
の
概
念
は
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
は
あ
る
権
力
の
効
果
と
し
て
の
あ
る
主
体
を
指
し
示
す
、
極
め
て
「
薄
い
」
概
念
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、「
主
体
と
権
力
」
の
中
で
、
フ
ー
コ
ー
は
、
こ
の
二
十
年
以
来
の
仕
事
の
重
心
は
主
体
化
（subjectivation

）
で
あ
る
と
強
調
し
て

お
り
、
主
体
を
強
調
し
な
か
っ
た
。
‘Le sujet et le pouvoir

’, dans D
iets et écrits IV, 223 （『
集
成 

Ⅸ
』、
二
〇
〇
一
、
一
〇
頁
）.

（
82
）  
注
（
8
）
を
参
照
。

（
83
）  

‘Le sujet et le pouvoir

’, dans D
iets et écrits IV, 227

（『
集
成
Ⅸ
』、
二
〇
〇
一
、
一
五
頁
）.

（
84
）  

「『
主
体
性
と
真
理
』
と
い
う
一
般
タ
イ
ト
ル
の
下
に
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
己
認
識
の
制
度
化
さ
れ
た
様
式
及
び
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
の

調
査
を
開
始
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
体
は
制
度
の
様
々
な
時
代
と
様
々
な
文
脈
に
お
い
て
、
可
能
な
、
望
ま
し
い
、
あ
る
い
は
不
可
欠

な
認
識
の
対
象
と
し
て
如
何
に
確
立
さ
れ
て
き
た
の
か
」。
‘Subjectivité et vérité

’, dans D
iets et écrits IV, 213 （

小
林
康
夫
等
編
『
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成 
Ⅷ
』、
二
〇
〇
一
、
四
四
三
頁
）.

葉
　
晨
陽
（
ヨ
ウ
　
シ
ン
ヨ
ウ
）
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