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一　

序　

論

　

本
稿
に
お
け
る
議
論
の
中
心
と
な
る
の
は
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
フ
ー
コ
ー
は
法
権
利
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
と
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
取
り
扱
わ
れ
た
法
権
利
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

以
下
、
ま
ず
こ
の
二
つ
の
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
い
く
。

　

周
知
の
通
り
、「
法
権（
1
）利」

に
対
す
る
ミ
ー
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
態
度
は
、
決
し
て
好
意
的
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼

の
著
作
か
ら
、
し
ば
し
ば
近
代
に
お
け
る
法
の
役
割
を
「
貶
め
る
」
よ
う
な
言
説
す
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

例
え
ば
、『
知
へ
の
意
志
』
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
が
従
来
の
抑
圧
的
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
権
力
論
を
批
判
し
た
り
彼
な
り
の
生
産
的
で
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
権
力
論
を
掲
げ
た
り
す
る
時
に
、
前
者
の
典
型
例
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
「
法
―
主
権
権
力
」
な
の
で
あ

る
。
以
下
の
引
用
は
、
フ
ー
コ
ー
の
「
法
権
利
に
対
す
る
」
こ
う
し
た
態
度
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
も
し
司
法
的
な
も
の
（le juridique

）
が
、
完
全
な
形
で
は
な
い
に
せ
よ
、
本
質
的
に
徴
収
と
死
に
集
中
し
た
権
力
を
表
象
す
る
の
に
役

立
っ
た
こ
と
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
法
権
利
に
よ
っ
て
で
は
な
く
技
術
に
よ
っ
て
、
法
律
（loi

）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
正
常
化
に
よ
っ
て
、

刑
罰
に
よ
っ
て
で
は
な
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
作
動
し
、
国
家
と
そ
の
装
置
を
越
え
て
し
ま
う
レ
ベ
ル
と
形
で
行
使
さ
れ
る
権
力
の
新
し
い
過
程

と
は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
既
に
数
世
紀
以
来
、
司
法
的
な
も
の
が
権
力
を
法
典
化
／
コ
ー
ド
化
し
た
り
自
ら
を
表
象
の
体
系
と
し
た
り

す
る
こ
と
が
い
よ
い
よ
少
な
く
な
る
よ
う
な
型
の
社
会
に
突
入
し
て
い
る
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
れ
に
伴
っ
た
憲
法
や
法
典
の
時
代
が
近
い
未
来

に
法
権
利
に
よ
る
支
配
を
約
束
し
て
い
た
と
い
う
過
去
の
時
代
か
ら
、
法
権
利
に
よ
る
支
配
が
既
に
衰
退
し
始
め
て
い
る
。
我
々
の
下
降
線
は
、
我
々

を
法
権
利
に
よ
る
支
配
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
け
て
い（
2
）る。
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つ
ま
り
、
こ
こ
で
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
、
法
は
処
罰
を
科
し
禁
止
を
命
じ
る
国
家
権
力
、
あ
る
い
は
主
権
権
力
の
一
般
化
し
た
形
式
の

次
元
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
排
除
と
抑
圧
を
主
な
機
能
と
し
た
法
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
う
ま
く
機
能
し
て
き

た
が
、
生
産
を
そ
の
主
な
機
能
と
し
た
、
近
代
社
会
の
新
た
な
権
力
形
式
、
す
な
わ
ち
規
律
権
力
や
生
権
力
（
以
下
、
個
人
の
生
に
対
す
る

権
力
と
人
口
の
生
に
対
す
る
権
力
を
ま
と
め
て
生
権
力
と
呼
ぶ
）
と
の
間
で
齟
齬
が
生
じ
て
き
た
。

　

従
っ
て
、
近
代
社
会
を
理
解
す
る
に
は
、
も
は
や
時
代
遅
れ
の
古
い
主
権
権
力
の
表
象
で
あ
る
法
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
権
力
な
ど
の
新

た
な
権
力
形
式
の
方
に
こ
そ
、
関
心
を
払
う
べ
き
だ
と
い
う
の
が
彼
の
考
え
で
あ
る
。

　

ア
ラ
ン
・
ハ
ン
ト
と
ゲ
ー
リ
ー
・
ウ
ィ
カ
ッ
ム
を
は
じ
め
と
し
た
一
部
の
研
究
者
は
、
こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
立
場
を
批
判
し
た
。
彼

ら
が
言
う
に
は
、
フ
ー
コ
ー
は
暴
力
に
満
ち
た
中
世
の
法
と
そ
の
残
存
物
で
あ
っ
た
絶
対
主
義
時
代
の
法
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
ま
る
で
刑

法
を
法
の
唯
一
の
形
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
近
代
に
お
け
る
法
の
新
た
な
発
展
と
近
代
社
会
を
説
明
す
る
上
で
の

法
の
適
用
性
や
可
能
性
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　

ハ
ン
ト
や
ウ
ィ
ッ
カ
ム
に
よ
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
は
法
を
軽
視
し
た
り
近
代
社
会
か
ら
法
を
排
除
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の

理
論
の
説
得
力
を
弱
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ（
3
）る。

　

こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
に
対
す
る
理
解
は
、
確
か
に
フ
ー
コ
ー
自
身
の
言
葉
に
部
分
的
に
由
来
し
て
い
る
と
は
い
え
、
あ
ま
り
正
確
な
も

の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
以
下
に
あ
げ
る
二
つ
の
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
理
解
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
エ
ワ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
は
、
法
の
近
代
に
お
け
る
発
展
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
近
代
的
な
法
の
特
徴
を
示
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
近
代
社
会
が

規
範
の
社
会
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
規
範
は
、
社
会
に
同
質
的
で
相
互
に
互
換
的
な
も
の
を
産
出
す
る
基
準
（
標
準
化
し
た
文
法
、
製
造
規

格
な
ど
）
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
を
構
成
し
統
治
す
る
機
能
を
同
時
に
果
た
し
て
い
る
。

　

社
会
を
構
成
し
た
り
統
治
し
た
り
す
る
こ
う
し
た
規
範
（
あ
る
い
は
諸
規
範
）
は
、
当
の
社
会
の
外
部
で
は
な
く
、
内
部
の
中
で
生
じ
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て
き
た
。
と
り
わ
け
、
内
部
に
お
い
て
諸
々
の
連
合
や
対
抗
を
繰
り
返
し
、
そ
の
相
互
関
係
の
中
に
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ（
4
）る。

　

そ
し
て
エ
ワ
ル
ド
は
自
ら
の
フ
ー
コ
ー
理
解
に
基
づ
い
て
、
フ
ー
コ
ー
の
中
で
法
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
中
世
と
初
期
近
代
に
お
け
る
、
社
会
の
外
部
に
あ
っ
て
普
遍
性
と
不
易
性
を
有
し
て
い
た
自
然
法
と
比
べ
る
と
、
フ
ー

コ
ー
の
研
究
か
ら
は
、
近
代
的
な
法
、
す
な
わ
ち
社
会
法
は
、
一
つ
の
動
的
な
社
会
と
そ
の
社
会
に
お
け
る
内
生
的
で
動
的
な
規
範
に

従
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
様
々
な
対
抗
と
紛
争
を
社
会
的
諸
規
範
が
認
め
る
範
囲
に
調
節
す
る
機
能
が
あ
る
と
言
え
る
。
法
、
特

に
社
会
法
は
主
権
の
意
志
で
は
な
く
、
社
会
規
範
が
安
定
的
に
表
象
し
た
も
の
と
し
て
、
近
代
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
機
能
し
て
い（
5
）る。

　

ま
た
、
ベ
ン
・
ゴ
ー
ル
ダ
ー
と
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ィ
ッ
ツ
パ
ト
リ
ッ
ク
も
、
彼
ら
の
共
同
研
究
に
お
い
て
、
エ
ワ
ル
ド
の
観
点
に
あ
る
程

度
賛
意
を
示
し
て
お
り
、
ハ
ン
ト
や
ウ
ィ
カ
ッ
ム
ら
を
「
排
除
論
者
」
と
呼
ん
で
批
判
し
て
い（
6
）る。

　

彼
ら
が
言
う
に
、
ハ
ン
ト
や
ウ
ィ
ッ
カ
ム
ら
が
誤
読
を
し
た
の
は
、
主
に
フ
ー
コ
ー
自
身
が
法
に
関
す
る
理
論
を
首
尾
一
貫
し
た
形
で

出
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
文
脈
ご
と
に
フ
ー
コ
ー
の
法
に
関
す
る
議
論
を
読
み
解
い
て
み
る
と
、
フ
ー

コ
ー
は
実
際
に
は
あ
る
特
定
の
法
と
そ
の
法
に
よ
る
近
代
政
治
の
解
釈
に
し
か
反
対
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
エ
ワ
ル
ド
が
社
会
法
を
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
彼
ら
も
ま
た
、
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
法
の
有
す
る
社
会
性
を
主
張
し
な
が
ら

も
、
一
方
で
エ
ワ
ル
ド
が
言
う
規
範
に
基
づ
く
法
と
い
う
解
釈
か
ら
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
。

　

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
規
範
に
よ
る
法
と
い
う
考
え
は
、
規
範
を
生
産
し
維
持
す
る
権
力
に
法
を
従
属
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も

し
法
が
実
際
に
規
範
に
従
属
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
法
と
権
力
と
の
間
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
齟
齬
（
例
え
ば
政
治
権
力
に
侵
害
さ
れ
た
時

の
法
的
救
済
）
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
は
フ
ー
コ
ー
の
法
を
、
社
会
を
構
成
す
る
時
に
、
権
力
と
協
働
・

対
抗
し
、
権
力
に
対
し
て
独
立
性
を
持
っ
た
あ
る
種
の
形
式
的
な
技
術
の
総
体
と
し
て
捉
え
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
法
は
、
そ
の
形
式
的

な
性
質
（
あ
る
い
は
内
実
の
空
白
）
の
た
め
に
、
常
に
「
外
部
」
か
ら
の
変
化
と
影
響
に
対
応
し
な
が
ら
も
、
総
体
と
し
て
は
消
え
る
こ
と

な
く
存
在
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
近
代
社
会
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の
図
式
に
お
い
て
も
、
法
は
依
然
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な（
7
）る。

　

エ
ワ
ル
ド
の
研
究
、
そ
し
て
ゴ
ー
ル
ダ
ー
や
フ
ィ
リ
ッ
ツ
パ
ト
リ
ッ
ク
ら
の
先
行
研
究
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、

フ
ー
コ
ー
は
彼
の
研
究
か
ら
単
純
に
法
を
排
除
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
主
権
と
国
家
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
法
に
の
み
反
対
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
法
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
規
範
と
切
り
は
な
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
法
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
「
規
範
に
よ
る
法
の
植
民
地
化
」
と
「
規
範
に
対
す
る
法
の
完
全
な
る
独
立
性
」
と

い
う
両
極
の
立
場
を
そ
れ
ぞ
れ
主
張
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
両
極
の
う
ち
に
、
研
究
者
た
ち
は
殆
ど
一
貫
し
た
理
論
を
見
出
さ
な
か
っ

た
が
、
フ
ー
コ
ー
は
確
か
に
規
範
と
結
び
つ
け
て
法
を
思
索
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
事
実
を
認
め
た
上
で
、
彼
の
法
に
関
す
る
言

説
を
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
マ
チ
ュ
ー
・
ポ
ッ
ト
＝
ボ
ン
ヌ
ヴ
ィ
ル
は
、
よ
く
見
ら
れ
る
法
学
・
法
哲
学
か
ら
の
フ
ー
コ
ー
に
対
す
る
批
判
、
つ
ま
り
批

判
に
よ
る
法
学
の
破
壊
、
法
現
象
に
対
す
る
無
視
、「
人
間
の
死
」
に
よ
る
主
体
（
特
に
法
主
体
）
の
構
築
不
可
能
と
い
う
三
つ
の
批
判
に

対
し
て
反
論
し
、
フ
ー
コ
ー
の
法
に
対
す
る
批
判
が
実
験
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す（
8
）る。

　

ま
た
、
フ
ー
コ
ー
の
「
新
し
い
権
利
」
を
め
ぐ
っ
て
、
パ
オ
ロ
・
ナ
ポ
リ
と
マ
ル
シ
オ
・
ア
ル
ヴ
ェ
ス
・
ダ
・
フ
ォ
ン
セ
カ
は
こ
れ
に

似
た
観
点
、
つ
ま
り
フ
ー
コ
ー
が
反
規
律
的
な
法
の
到
来
を
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
さ
ら
に
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
、
権
利
は

普
遍
的
で
は
な
く
、
局
所
的
で
実
践
的
な
権
利
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
て
い（
9
）る。
ま
た
、
関
良
徳
は
彼
の
研
究
に
お
い
て
、
特

に
「
個
別
的
な
真
理
」
を
「
語
り
続
け
る
権
利
」
を
新
し
い
権
利
の
要
義
と
し
て
捉
え
フ
ー
コ
ー
の
法
批
判
と
倫
理
学
と
の
架
橋
を
試
み

て
い
）
10
（

る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
法
権
利
に
関
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
構
想
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
研
究
者
の
間
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
法
権
利
の
議
論
は
彼
の
権
力
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
了
解
が
あ
る
が
、
権
力
論
が

い
か
に
法
権
利
の
議
論
を
形
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
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従
っ
て
、
本
稿
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
権
力
論
に
お
け
る
系
譜
学
的
な
要
素
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
点
を

明
ら
か
に
す
る
。
本
稿
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
、
系
譜
学
は
単
な
る
学
問
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
同
時
に
一
つ

の
哲
学
的
な
「
世
界
観
」
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
世
界
観
は
不
安
定
で
動
的
な
特
徴
を
有
す
る
の
だ
が
、
フ
ー
コ
ー
は
あ
え
て

そ
う
し
た
世
界
観
の
中
に
す
べ
て
の
概
念
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
フ
ー
コ
ー
の
法
権
利
に
対
す
る
批
判
は
、

決
し
て
法
権
利
を
廃
棄
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
法
権
利
を
異
な
る
権
力
の
間
で
自
由
に
行
使
す
る
空
間
を
創
出
す
る
た
め
に
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
私
た
ち
は
依
然
と
し
て
フ
ー
コ
ー
の
テ
キ
ス
ト
群
の
中
に
法
に
関
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
構
想
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
本
稿
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
の
方
針
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
フ
ー
コ
ー
の
テ
キ
ス

ト
群
は
、
公
刊
著
作
を
中
心
と
し
た
書
か
れ
た
も
の
（écrits

）
と
講
演
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
講
義
な
ど
を
中
心
と
し
た
語
ら
れ
た
も
の

（dits

）
に
分
か
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
二
つ
を
同
等
に
取
り
扱
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
ー
コ
ー
自
身
が
彼
の
権
力
論
に
従
っ
て
生
き

た
と
仮
定
す
れ
ば
、
純
粋
な
知
的
営
為
と
し
て
の
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
政
治
に
お
け
る
実
践
的
活
動
と
し
て
の
語
れ
た
も
の
で
あ
れ
、

彼
に
と
っ
て
権
力
行
使
と
い
う
次
元
で
統
合
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
同
様
の
重
要
性
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
は
六
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
（
序
論
）
に
続
き
、
第
二
章
で
は
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
の
考
察
を
通
じ
て
法
権
利
と
規

範
と
の
概
念
上
の
差
異
を
整
理
す
る
。
第
三
章
で
は
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
の
分
析
を
通
し
て
そ
こ
に
お
け
る
法
権
利
が
占
め
る
位
置
を
明

ら
か
に
す
る
。
第
四
、
第
五
章
で
は
再
び
法
権
利
と
規
範
と
の
関
係
に
立
ち
戻
り
、
法
権
利
が
批
判
的
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

ど
う
い
う
意
味
で
「
新
し
い
権
利
」
が
必
要
で
あ
る
か
を
説
明
し
、
さ
ら
に
こ
の
新
し
い
権
利
の
内
容
や
あ
り
方
を
明
確
化
す
る
。
最
後

の
第
六
章
は
総
括
で
あ
る
。
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二　

権
力
論
に
お
け
る
法
と
規
範
と
の
差
異

　

本
章
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
テ
キ
ス
ト
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
権
力
論
か
ら
見
る
と
法
と
規
範
と
は
、
い
か
な
る
意
味
で
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
）
11
（

る
。

　
『
知
へ
の
意
志
』
の
最
終
章
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
は
、
主
権
権
力
と
生
権
力
と
の
差
異
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
生
の
増
殖
と
そ
の

質
の
向
上
に
注
目
し
て
い
る
生
権
力
と
比
べ
る
と
主
権
権
力
は
、
も
っ
ぱ
ら
死
に
集
中
し
て
お
り
、
死
を
通
し
て
統
治
を
行
い
う
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
法
権
利
に
関
す
る
議
論
は
、
基
本
的
に
は
主
権
権
力
を
め
ぐ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。「
死
な
せ
る
か
、
あ
る
い

は
生
き
る
ま
ま
に
し
て
お
く
か
」
と
い
う
形
で
行
使
さ
れ
て
き
た
主
権
権
力
は
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
家
父
長
の
生
殺
与
奪
権
ま
で
遡
る

こ
と
も
で
き
る
が
、
フ
ー
コ
ー
は
こ
こ
で
議
論
を
主
に
近
代
に
限
定
し
て
い
る
。

　

自
然
権
を
政
治
権
利
に
転
換
し
そ
れ
を
再
配
分
す
る
法
は
、
常
に
事
実
上
死
な
せ
る
こ
と
が
で
き
る
主
権
権
力
を
後
ろ
盾
に
し
な
け
れ

ば
成
立
し
な
い
一
方
で
、
そ
の
権
力
に
よ
る
統
治
を
順
調
に
進
め
る
装
置
と
し
て
も
機
能
す
る
。
子
供
の
命
を
「
自
由
に
扱
う
」、
絶
対

的
な
生
殺
与
奪
権
と
違
い
、
近
代
の
主
権
権
力
は
恣
意
的
に
統
治
対
象
を
殺
す
わ
け
で
は
な
い
。
主
権
権
力
は
法
を
通
し
て
、
合
法
と
違

法
の
領
域
を
作
り
出
し
、
後
者
を
自
分
の
領
域
と
し
て
力
を
行
使
す
る
の
で
あ
）
12
（
る
。

　

こ
こ
で
、
主
権
権
力
の
行
使
は
法
を
通
し
て
間
接
的
に
正
当
化
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
主
権
者
の
命
令
や
意
志
で
あ
る
た
め
、

法
に
違
反
す
る
こ
と
は
、
主
権
者
に
対
す
る
侵
害
、
さ
ら
に
は
宣
戦
布
告
と
見
な
さ
れ
、
制
裁
を
受
け
る

―
そ
し
て
そ
れ
は
最
悪
の
場

合
死
を
意
味
す
る

―
可
能
性
が
あ
）
13
（
る
。
つ
ま
り
、
法
は
確
か
に
主
権
権
力
の
行
使
を
間
接
的
に
し
た
が
、
主
権
権
力
は
依
然
と
し
て
そ

の
絶
対
的
な
力
を
行
使
す
る
可
能
性
を
保
持
し
て
い
）
14
（

る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
絶
対
的
な
力
の
行
使
は
、
ま
さ
に
違
法
と
い
う
領
域
の
中
で

は
っ
き
り
と
し
た
姿
を
現
す
。
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死
な
せ
る
権
力
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
う
し
た
権
力
と
切
り
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
法
と
い
う
も
の
が
、
抑
圧
的
な
性
格
を
帯
び
る

の
は
意
外
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
法
は
確
か
に
統
治
対
象
を
合
法
の
領
域
の
中
に
制
限
し
、
そ
れ
ら
が
違
法

の
領
域
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
る
命
令
で
あ
る
。

　

主
権
権
力
の
行
使
の
手
段
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
う
し
た
法
は
、
概
念
的
に
生
権
力
の
表
象
と
し
て
の
規
範
と
ぶ
つ
か
り
合
う
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
生
権
力
と
い
う
も
の
は
、
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
生
の
増
殖
と
そ
の
質
の
向
上
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
生

権
力
は
主
権
権
力
と
全
く
異
な
る
出
発
点
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、「
そ
れ
ら
が
欲
し
く
な
い
」
と
い
う
主
権
権
力
の
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
言
葉
に
対
し
て
、
生
権
力
は
「
そ
れ
ら
が
欲
し
い
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
を
中
心
に
据
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
法
は
価
値
を
定
め
る
、
つ
ま
り
規
範
性
を
持
っ
て
い
る
が
、「
人
を
殺
す
な
」、「
人
の
物
を
盗
む
な
」
と
い

う
よ
う
に
、
あ
る
行
動
を
禁
じ
る
形
で
価
値
を
消
極
的
に
規
定
す
る
。
そ
れ
と
比
べ
る
と
、「
規
範
は
、
自
ら
の
う
ち
に
価
値
付
与
の
原

理
と
矯
正
の
原
理
と
を
と
も
に
備
え
て
い
る
。
規
範
の
役
割
は
、
排
除
し
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、
規
範
は
常
に

発
明
と
変
容
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
技
術
、
規
範
的
〔
＝
規
範
形
成
的
な
〕
企
図
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
）
15
（

る
」。
言
い
換
え
れ
ば
、
規
範
に

よ
る
統
治
は
価
値
を
定
め
な
が
ら
そ
の
価
値
を
よ
り
よ
く
実
現
さ
せ
る
よ
う
に
、
積
極
的
な
行
動
を
取
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ー

コ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
個
人
に
対
す
る
生
権
力
と
し
て
、
あ
る
目
的
を
よ
り
効
果
的
に
達
成
さ
せ
る
た
め
に
規
範
を
作
っ
た
と
き
も
、
人
口

に
対
す
る
生
権
力
と
し
て
規
範
を
作
っ
た
と
き
）
16
（
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
常
に
規
範
に
合
う
こ
と
＝
正
常
な
も
の
が
、
規
範
に
合
わ
な
い
こ

と
＝
異
常
な
も
の
に
対
し
て
優
越
す
）
17
（

る
。

　

そ
こ
に
お
い
て
は
、
規
範
が
規
範
で
あ
り
う
る
た
め
に
正
常
な
も
の
に
関
す
る
知
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
生
権
力
は
法
の
よ
う
に
あ
る
対
象
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
常
に
あ
る
対
象
を
積
極
的
か
つ
肯
定
的
に
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
力
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
二
種
類
の
権
力
行
使
は
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
し
て
大
き
く
違
う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
違
い
に
加
え
、
私
た
ち
は
さ
ら



フーコーの法権利

173

に
そ
れ
ら
の
権
力
行
使
に
お
い
て
対
象
に
も
差
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
主
権
権
力
や
法
の
統
治
に
お
け
る
合
法
・
違
法
と
い
う

絶
対
的
な
区
別
は
生
権
力
や
規
範
の
統
治
に
は
存
在
し
な
い
。

　

も
し
主
権
権
力
が
、
そ
の
行
使
の
「
頂
点
と
し
て
、
生
を
抹
殺
す
る
た
め
に
そ
れ
を
掌
握
す
る
と
い
う
特
権
の
形
を
取
っ
た
」
も
の
で

あ
る
な
ら
）
18
（
ば
、
つ
ま
り
、
主
権
を
侵
害
す
る
領
域
に
お
け
る
統
治
対
象
を
殺
す
と
い
う
目
的
の
み
に
よ
っ
て
統
治
対
象
の
生
を
禁
じ
た
り

抑
圧
し
た
り
す
る
関
係
を
作
り
あ
げ
、
禁
令
に
違
反
し
た
対
象
に
し
か
積
極
的
に
介
入
し
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
、

生
権
力
の
統
治
は
よ
り
全
面
的
で
積
極
的
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
。「
し
か
し
、
生
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
務
め
と
し
た
権
力
は
、
連

続
的
で
調
整
作
用
を
も
ち
矯
正
的
に
働
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
必
要
と
す
る
は
ず
」
で
あ
）
19
（

る
。

　

確
か
に
生
権
力
は
、
規
範
に
合
う
か
合
わ
な
い
か
に
よ
っ
て
、
正
常
と
異
常
と
い
う
二
つ
の
領
域
を
分
け
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
区
別
の
間
に
は
、
共
に
権
力
の
作
用
を
受
け
る
う
ち
に
、
権
力
に
よ
っ
て
一
種
の
連
続
性
が
構
築
さ
れ
）
20
（
る
。
規
範
の
行
使
す
な
わ
ち
正

常
化
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
異
常
な
も
の
の
回
収
は
、
規
範
の
存
在
を
否
定
し
て
取
り
消
す
も
の
で
は
な
い
。
法
は
契
約
論
的
な
等

価
性
に
基
づ
い
て
、
違
法
者
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
、
常
に
違
法
者
の
権
利
を
奪
う
こ
と
で
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
な
）
21
（

る
。
従
っ
て
、
違
法

者
に
対
す
る
法
の
行
使
は
、
常
に
法
権
利
の
外
部
に
発
生
す
る
た
め
、
そ
の
可
能
性
は
、
法
権
利
の
存
在
を
否
定
し
取
り
消
す
こ
と
を
内

包
し
て
い
る
。

　

一
方
、
異
常
な
も
の
を
正
常
な
も
の
に
す
る
正
常
化
の
過
程
で
、
規
範
は
異
常
者
の
中
で
再
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い

る
、
つ
ま
り
規
範
の
行
使
は
規
範
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
繫
が
ら
な
い
。
異
常
な
も
の
は
規
範
に
お
い
て
規
範
が
な
い
領
域
に
入
ら

な
い
た
め
、
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
規
範
を
否
定
す
る
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
規
範
か
ら
の
偏
移
や
逸
脱
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
。
異
常
な
も
の
は
規
範
か
ら
た
だ
逸
脱
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
異
常
な
も
の
と
正
常
な
も
の
は
、
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で

は
な
）
22
（

い
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
連
続
性
を
踏
ま
え
る
と
、
生
権
力
は
異
常
と
い
う
領
域
の
み
な
ら
ず
、
正
常
の
領
域
で
も
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
異
常
な
も
の
は
位
置
の
ず
れ
て
い
る
正
常
な
も
の
で
あ
り
、
正
常
な
も
の
に
は
常
に
ず
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
こ
の
連
続
性
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
規
範
の
中
で
、
正
常
な
も
の
が
異
常
な
領
域
へ
滑
り
込
む
こ
と

を
防
止
し
、
異
常
な
も
の
を
再
び
正
常
の
領
域
へ
と
回
収
さ
せ
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
規
範
は
権
力
と
比
べ
て
、
異
常
の
領

域
を
開
く
だ
け
で
な
く
、
正
常
の
領
域
か
ら
全
領
域
に
ま
で
広
が
る
よ
う
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
法
と
規
範
と
の
区
別
は
、
彼
が
法
の
規
範
性
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
前
述
し
た
よ
う
に
、
権
力
が
行
使
さ
れ
る
際
の
、
そ
の
行
使
の
さ
れ
か
た
に
よ
っ
て
区
別
を
し
た
結
果
、
生
じ
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

法
律
が
規
範
と
の
間
に
持
つ
関
係
は
、
規
範
性
と
で
も
呼
べ
る
も
の
が
法
の
命
令
に
既
に
内
属
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
に
示
し

て
は
い
る
に
せ
よ
、
そ
の
規
範
性
（
法
律
に
内
属
的
な
、
も
し
か
す
る
と
法
律
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
規
範
性
）
を
、
私
た
ち
が
こ
こ

で
正
常
化
の
手
続
き
・
手
法
・
技
術
と
言
っ
た
名
で
標
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
混
同
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
…
…
私
が
標
定
し
よ
う

と
し
て
い
る
問
題
は
そ
う
〔
法
律
の
機
能
と
役
割
〕
で
は
な
く
、
正
常
化
の
諸
技
術
が

―
法
律
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
発
し
て
（
そ
の
下
で
、
そ
の
余
白

で
、
も
し
か
す
る
と
そ
れ
と
逆
向
き
に
）

―
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
か
を
示
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
）
23
（

る
。

　

従
っ
て
、
法
と
規
範
を
概
念
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
彼
の
強
調
し
た
い
近
代
政
治
の
新
し
さ
、
つ
ま
り
規

範
の
統
治
に
お
け
る
正
常
化
と
い
っ
た
も
の
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
近
代
政
治
の
発
端
（
少
な
く

と
も
最
も
重
要
な
一
つ
）
は
、
主
権
論
の
成
立
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
主
権
を
生
殺
与
奪
と
い
う
君
主
の
古
い
権
利
と
ほ
ぼ
同

一
視
す
る
こ
と
で
、
フ
ー
コ
ー
は
至
上
の
君
主
や
そ
の
意
志
＝
法
を
め
ぐ
っ
て
構
築
さ
れ
た
統
治
の
モ
デ
ル
が
実
際
の
と
こ
ろ
、
依
然
と

し
て
権
力
を
上
か
ら
下
に
行
使
す
る
よ
う
な
権
力
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る
。
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彼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
は
、
政
治
的
な
領
域
に
お
い
て
起
こ
っ
た
様
々
な
現
象
を
法
の
現
象
、
つ
ま
り
権
力
の
合
法
的
な
行

使
や
法
に
対
す
る
主
体
の
服
従
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
主
体
化
＝
隷
属
化
（assujettissem

ent

）
が
、
法
秩
序
の
中
に
編
入
す
る
過
程
と

し
て
し
か
表
現
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
政
治
に
関
す
る
理
解
と
考
え
は
、
法
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
、
国
家
が
行
動
の
主
体
で
は
な
い
「
支
配
の
事
実
及
び

そ
の
結
果
」、「
中
心
的
位
置
に
あ
る
王
で
は
な
く
相
互
関
係
に
あ
る
諸
主
体
、
唯
一
の
体
系
の
中
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
主
権
で
は
な
く

社
会
集
団
の
内
部
に
位
置
し
て
機
能
す
る
複
数
の
主
体
化
＝
隷
属
化
」
と
い
っ
た
も
の
が
見
落
と
さ
れ
て
い
）
24
（
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
主
権

権
力
―
法
―
国
家
と
い
う
三
位
一
体
的
な
視
点
は
、
権
力
の
「
国
有
化
」
に
よ
っ
て
下
部
か
ら
生
じ
て
統
治
の
遂
行
に
役
立
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
結
果
、
そ
れ
を
支
え
る
諸
々
の
権
力
関
係
の
存
在
と
機
能
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
法
に
対
す
る
フ
ー
コ
ー
の
批
判
は
、
彼
が
新
し
い
権
力
論
と
視
点
を
確
立
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
フ
ー
コ
ー
自
身
が
こ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
「
王
の
首
を
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
呼
び
か
け
、「
法
―
政

治
理
論
」（théorie juridico-politique

）
を
「
権
力
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
ま
さ
し
く
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
と
見
な

し
て
い
る
と
言
っ
て
）
25
（

も
、
そ
こ
か
ら
彼
が
法
を
否
定
し
た
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
系
譜
学
的
な
視
点
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、

フ
ー
コ
ー
は
法
を
自
ら
の
体
系
に
包
摂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
の
枠
組
み
に
お
け
る
法
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

三　

系
譜
学
、
そ
の
相
対
化
の
可
能
性

　

主
題
化
さ
れ
た
「
法
」
対
「
規
範
」
と
い
う
図
式
の
下
で
、
フ
ー
コ
ー
が
度
々
前
者
を
激
し
く
批
判
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て
新
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し
い
権
力
論
の
樹
立
を
目
指
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
を
読
む
と
、
一
見
し
て
私
た
ち
は
彼
が
法
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
持
っ
て
い
た
と

思
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
も
し
私
た
ち
が
系
譜
学
と
い
う
大
き
な
視
野
の
中
で
見
て
い
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
の
こ
う
し
た
批
判
は
、
法
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
再
び
法
を
位
置
づ
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
価
値
を
再
評
価
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

系
譜
学
的
な
研
究
を
通
し
て
、
主
権
権
力
と
法
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
単
一
で
同
質
化
し
た
統
治
の
中
に
、
フ
ー
コ
ー
は
生
権
力
と
規

範
と
い
う
概
念
的
に
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
を
見
つ
け
だ
し
て
き
た
。
異
質
な
も
の
を
組
み
こ
む
こ
と
で
、
フ
ー
コ
ー
は
、
主
権
と
法

の
普
遍
的
な
統
治
が
か
つ
て
思
わ
れ
て
い
た
ほ
ど
普
遍
的
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
こ
れ
を
普
遍
的
と
見
る
こ
と
に
異
を
唱
え
て
き
た

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
主
権
と
法
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。「
ニ
ー
チ
ェ
、
系
譜
学
、
歴
史
」
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー

は
以
下
の
よ
う
に
系
譜
学
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。「
由
来
の
複
雑
な
糸
の
繫
が
り
を
辿
る
こ
と
は
逆
に
、
起
こ
っ
た
こ
と
を
そ
れ
に
固

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

有
の
散
乱
状
態
の
う
ち
に
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
、
偶
発
事
、
微
細
な
逸
脱

―
あ
る
い
は
逆
に
完
全
な
逆
転

―
、
誤
謬
、

評
価
の
誤
り
、
計
算
違
い
な
ど
、
我
々
に
と
っ
て
価
値
の
あ
る
現
存
物
を
生
み
出
し
た
も
の
を
見
定
め
る
こ
と
で
あ
る
」（
傍
点
引
用
）
26
（
者
）。

　

つ
ま
り
、「
起
こ
っ
た
こ
と
を
そ
れ
に
固
有
の
散
乱
状
態
の
う
ち
に
維
持
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
異
質
性
の
発
見
と
い
う
の
は
、
異

な
る
概
念
の
存
在
を
取
り
消
す
も
の
で
は
な
い
。
異
な
る
概
念
の
間
で
そ
の
概
念
が
持
つ
べ
き
位
置
を
確
定
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

主
権
権
力
と
法
に
対
し
て
生
権
力
と
規
範
が
異
質
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
生
権
力
と
規
範
に
と
っ
て
も
主
権
権
力
と
法
は
異
質
な
性
格

を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
異
な
る
性
格
を
持
つ
も
の
は
、
異
な
る
側
面
で
自
ら
の
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

　

主
権
権
力
と
法
は
単
一
の
平
面
構
造
な
の
で
は
な
く
、
系
譜
学
に
よ
っ
て
複
数
の
権
力
に
よ
る
多
層
構
造
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

そ
し
て
、
フ
ー
コ
ー
が
こ
う
し
た
多
層
構
造
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
以
下
の
言
葉
か
ら
も
容
易
に
つ
か
み
う
る
。

　

現
出
は
対
決
の
場
所
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
闘
争
の
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
閉
鎖
的
な
場
で
あ
る
と
か
、
敵
対
者
た
ち
が
対

等
に
向
か
い
合
う
平
面
で
あ
る
と
か
、
思
い
こ
ま
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ

―
〔
ニ
ー
チ
ェ
の
〕
善
い
も
の
と
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悪
い
も
の
の
例
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に

―
一
つ
の

0

0

0

『
非0

―
場0

』（non 0

0

0-lieu

0
0

0

0

）、
純
粋
な
隔
た
り

0

0

0

0

0

0

、
敵
対
者
た
ち
が
同
じ
空
間
に
属
し
て
い
な
い
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
う
事
実

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
出
の
責
任
を
負
う
べ
き
者
と
い
う
の
は
誰
も
い
な
い
し
、
現
出
を
お
の
が
功
に
し
て
誇
り
う
る
者
も
誰
も
い
な
い
。

現
出
は
常
に
間
隙
の
中

0

0

0

0

で
生
じ
る
の
で
あ
）
27
（

る
。（
傍
点
引
用
者
）

　

従
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
に
「
法
」
対
「
規
範
」
と
い
う
図
式
の
下
で
二
者
択
一
を
迫
る
こ
と
、
特
に
彼
が
規
範
を
法
に
置
き
換
え
た
と
い

う
誤
っ
た
見
か
た
を
、
私
た
ち
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
は
、
フ
ー
コ
ー
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
あ
る
要
素
が

あ
っ
て
次
に
別
の
要
素
が
来
る
と
か
、
あ
る
要
素
が
登
場
し
て
そ
れ
以
前
の
要
素
を
消
滅
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
一
連
の
流
れ
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
規
律
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
法
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
取
っ
て
代
わ
り
、
安
全
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
規
律
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
取
っ
て
代
わ
っ
た

と
い
う
の
で
は
な
）
28
（
い
」。
主
権
権
力
と
生
権
力
、
法
と
規
範
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
法
と
規
範
は
動
的
な
関

係
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
フ
ー
コ
ー
の
主
権
権
力
と
法
に
対
す
る
二
重
の
態
度
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

第
一
に
、
フ
ー
コ
ー
は
主
権
権
力
と
法
が
単
一
の
権
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
考
え
を
否
定
し
、
そ
れ
ら
が
複
数
の
権
力
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
、
よ
り
総
合
的
な
考
え
を
提
示
し
た
。
第
二
に
、
フ
ー
コ
ー
は
法
権
力
が
持
つ
普
遍
性
を
否
定
し
た
上
で
、

主
権
権
力
と
法
（
そ
の
視
点
を
も
含
め
る
）
を
一
つ
の
機
能
と
し
て
批
判
的
に
再
肯
定
し
た
。
主
権
権
力
と
法
は
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
意
味

の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
批
判
に
よ
っ
て
確
定
し
た
あ
る
一
定
の
範
囲
内
で
、
つ
ま
り
権
力
関
係
の
網
の
中
で
一
つ
の
網
目
と
し
て
、

も
っ
と
言
え
ば
一
つ
の
幻
想
と
し
て
機
能
し
続
け
る
の
で
あ
）
29
（

る
。

　

主
権
権
力
と
法
が
系
譜
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
し
て
権
力
関
係
の
網
へ
と
再
編
入
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
再
編
入
に
伴
っ
て
生
権

力
と
規
範
と
い
う
対
立
項
が
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、「
戦
）
30
（

争
」
と
い
う
概
念
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
議
論

に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ー
コ
ー
の
文
脈
の
中
で
、「
戦
争
」
と
い
う
言
葉
は
互
い
に
異
な
り
な
が
ら
関
連
し
あ
う
二
つ
の

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
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第
一
に
、
権
力
を
分
析
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
様
々
な
権
力
が
い
か
に
関
係
を
結
成
し
、
関
係
と
し
て
機
能
す
る
か
を
分
析
す
る
場
合

に
使
わ
れ
る
「
戦
争
」
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ダ
ニ
エ
ー
ル
・
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
一
年
の
『
知
へ
の
意

志
』
か
ら
、
フ
ー
コ
ー
は
既
に
「
戦
争
」
を
系
譜
学
に
重
要
な
一
つ
の
概
念
と
し
て
語
り
始
め
て
い
る
と
い
）
31
（
う
。
第
二
に
、
主
権
権
力
と

法
の
普
遍
的
な
図
式
を
動
揺
さ
せ
る
様
々
な
歴
史
の
現
実
、
つ
ま
り
実
際
に
起
こ
っ
た
様
々
な
戦
争
（
特
に
社
会
的
戦
争
＝
内
戦
（guerre 

civile

））
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
七
三
年
の
『
処
罰
社
会
』
か
ら
フ
ー
コ
ー
の
中
で
主
題
化
し
て
き
）
32
（

た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
意
味
で

（
特
に
二
番
目
の
意
味
で
）、
規
範
は
、「
戦
争
」
の
概
念
に
隷
属
す
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
規
範
な
い
し
規
範
の
行

使
、
つ
ま
り
正
常
化
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
社
会
的
戦
争
の
中
で
社
会
を
侵
害
し
退
化
さ
せ
る
も
の
か
ら
社
会
を
防
衛
す

る
方
策
と
し
て
産
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
）
33
（
る
。
従
っ
て
、
法
と
規
範
と
の
関
係
を
論
じ
る
上
で
、「
戦
争
」
を
考
察
す
る
必

要
が
生
じ
て
く
る
。

　

だ
が
、
一
九
七
六
年
以
降
、
フ
ー
コ
ー
は
「
戦
争
」
の
概
念
に
対
す
る
関
心
を
次
第
に
失
っ
て
い
っ
た
。
ミ
シ
ェ
ル
・
ス
ネ
ラ
ー
ル
に

よ
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
が
関
心
を
失
っ
て
い
っ
た
の
は
、「
統
治
」
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
始
め
た
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
フ
ー
コ
ー
の

研
究
の
重
心
が
権
力
分
析
論
か
ら
主
体
の
倫
理
学
へ
移
行
す
る
に
従
っ
て
、
彼
は
「
戦
争
」
へ
の
関
心
を
失
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
ス

ネ
ラ
ー
ル
の
解
釈
で
あ
）
34
（

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
考
え
に
も
一
理
あ
る
だ
ろ
う
が
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
少
な
く
と
も
さ
ら
に
二
つ
の
理
由

が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、「
戦
争
」
は
フ
ー
コ
ー
の
用
語
例
に
お
い
て
依
然
と
し
て
「
抑
圧
」
な
ど
の
、
フ
ー
コ
ー
が
批
判
し

よ
う
と
す
る
権
力
論
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。「〔
抑
圧
と
し
て
の
権
力
と
戦
争
と
し
て
の
権
力
が
互
い
に
結
び
つ
い
た
の
は
〕
抑
圧
と
は

結
局
の
と
こ
ろ
、
戦
争
の
政
治
的
帰
結
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」。「
言
う
な
れ
ば
、
契
約
―
圧
制
（contrat-

oppression

）
は
司
法
的
な
図
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
戦
争
―
抑
圧
（guerre-répression

）、
あ
る
い
は
支
配
―
抑
圧
（dom

ination-

répression

）
の
図
式
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
…
…
闘
争
と
服
従
と
の
対
立
だ
と
い
う
こ
と
に
な
）
35
（

る
」。
こ
う
し
た
「
戦
争
」
は
、

主
権
権
力
と
法
に
抗
す
る
た
め
の
言
説
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
常
に
あ
る
種
の
支
配
状
態
と
論
理
的
に
関
連
し
て
い
る
た
め
、
も
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し
フ
ー
コ
ー
が
敵
味
方
を
対
立
さ
せ
敵
を
鎮
圧
し
抹
殺
す
る
こ
と
を
暗
黙
的
に
含
意
す
る
抑
圧
的
な
権
力
論
の
イ
メ
ー
ジ
を
清
算
し
よ
う

と
す
る
の
な
ら
ば
、
用
語
上
で
「
歴
史
を
通
じ
て
法
の
連
続
性
に
敵
対
性
と
断
絶
を
も
た
ら
す
『
歴
史
―
政
治
的
』
言
説
で
は
な
く
、
原

初
の
法
、
始
原
の
権
利
に
依
拠
す
る
『
法
的
』
言
説
の
一
変
種
」
で
あ
っ
た
「
戦
争
」
と
い
う
概
念
の
不
適
切
性
が
段
々
明
ら
か
に
な
っ

て
き
）
36
（
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
概
念
が
、
動
的
な
関
係
を
意
味
し
な
が
ら
も
、
動
的
な
関
係
の
停
止
、
敵
味
方
双
方
の
暴
力
に
よ
っ
て
平
和
を

も
た
ら
そ
う
と
す
る
意
志
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、「
戦
争
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
不
安
定
な
力
動
性

を
保
持
し
な
が
ら
別
の
概
念
装
置
を
探
し
始
め
）
37
（
た
。
第
二
に
、
系
譜
学
の
内
的
な
論
理
の
要
請
に
よ
っ
て
、「
戦
争
」
に
対
す
る
主
題
化

を
放
棄
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
の
指
摘
し
て
い
る
通
り
、「
戦
争
」
が
主
題
化
さ
れ
て
い
く
中
で
、
フ
ー
コ
ー
に

と
っ
て
「
戦
争
」
と
系
譜
学
と
は
、
語
法
と
し
て
そ
れ
ら
の
意
味
が
高
度
に
重
な
り
合
っ
て
く
る
の
で
あ
）
38
（
る
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
、「
戦
争
」
は
そ
も
そ
も
複
数
の
、
互
い
に
異
質
な
権
力
が
協
働
・
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
不
安
定
な

状
態
を
示
す
言
説
で
あ
り
、
必
ず
し
も
系
譜
学
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
戦
争
」
を
放
棄
し
た
晩
期
の
フ
ー

コ
ー
に
と
っ
て
「
主
体
の
系
譜
学
」
は
語
り
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
次
の
言
説
も
注
目
に
値
す
る
。

　

出
来
事

―
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
つ
の

0

0

0

決
定
、
一
つ
の

0

0

0

協
定
、
一
回
の

0

0

0

君
臨
、
一
回
の

0

0

0

戦
い
で
は
な
く
て
、
逆
転
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
力
の

関
係
、
奪
い
取
ら
れ
る
権
力
、
つ
か
み
直
さ
れ
こ
れ
ま
で
の
利
用
者
に
対
し
て
逆
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
語
彙
、
弱
ま
り
、
弛
緩
し
、
自
身
に
毒
を
与
え

る
支
配
、
仮
面
を
つ
け
て
登
場
す
る
他
者
だ
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
39
（
い
。（
傍
点
引
用
者
）

　

こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
、
戦
争
な
い
し
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る

征
服
や
服
従
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
が
、
主
権
権
力
や
法
と
同
様
に
、
単
な
る
諸
関
係
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
関
係
そ
の
も
の
も
、
現
れ
て
か
ら
永
久
に
全
て
を
決
定
し
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、「
自
身
に
毒
を
与
え
る
」
が
ゆ
え
に
常
に
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不
安
定
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
多
層
構
造
の
系
譜
学
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
、
諸
権
力
の
関
係
が
い
か

に
さ
ら
な
る
関
係
を
結
成
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
焦
点
と
な
っ
て
く
る
。
従
っ
て
、「
戦
争
」
を
放
棄
す
る
こ
と
を
フ
ー
コ
ー
の
「
一

九
七
〇
年
に
始
ま
っ
た
系
譜
学
的
分
析
の
プ
ロ
セ
ス
の
終
止
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
」
と
い
う
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
の
主
）
40
（
張
は
、
適
当
な
も
の

と
は
言
え
な
い
。「
戦
争
」
が
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
主
題
で
は
な
く
な
る
の
は
、
系
譜
学
的
分
析
の
終
止
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
系
譜

学
の
内
的
な
論
理
が
そ
う
要
請
し
た
た
め
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

つ
ま
り
、「
戦
争
」
は
フ
ー
コ
ー
の
中
で
、
一
つ
の
分
析
の
道
具
と
し
て
、
ま
た
関
係
を
規
定
す
る
視
点
と
し
て
、
そ
の
抑
圧
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
薄
め
ら
れ
た
上
で
系
譜
学
に
組
み
こ
ま
れ
た
一
方
）
41
（

で
、
戦
争
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
歴
史
の
中
で
実
際
に
起
こ
っ
た
戦
争

（
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
起
こ
っ
た
戦
争
に
由
来
す
る
視
点
と
言
説
と
し
て
の
「
戦
争
」
は
必
然
的
に
そ
の
戦
争
に
含
ま
れ
て
い
る
）
は
、
系
譜
学
的
な
ま

な
ざ
し
の
下
で
、
た
だ
諸
関
係
の
一
つ
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
系
譜
学
的
な
考
察
に
よ
っ
て
主
権
権
力
と
法
が
相
対
化
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
対
立
項
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
、

同
様
に
系
譜
学
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
私
た
ち
は
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ー

コ
ー
の
相
対
化
は
、
新
し
い
中
心
を
構
築
す
る
こ
と
で
古
い
中
心
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
仮
に
中
心
が
あ
っ
て
も
一

時
的
で
し
か
な
く
、
全
て
の
要
素
が
常
に
相
対
化
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、「
戦
争
」
が
一
つ
の
「
中

心
を
持
ち
、
中
心
化
さ
れ
、
中
心
化
を
行
う
言
説
」
と
し
て
、
系
譜
学
的
な
視
点
を
構
成
す
る
時
に
認
識
論
の
上
で
特
別
な
機
能
を
果
た

し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
す
ら
も
ま
た
、
特
権
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
な
く
、
必
ず
や
相
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
）
42
（

。

　

フ
ー
コ
ー
が
最
も
激
し
く
主
権
権
力
と
法
を
批
判
し
た
の
は
、
一
九
七
六
年
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
に
お
け
る
二
月

四
日
の
講
義
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
義
の
中
で
、
彼
は
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
権
論
を
、
あ
る
種
の
戦
略
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し

て
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
フ
ー
コ
ー
が
そ
の
系
譜
学
に
よ
っ
て
相
対
化
を
行
っ
た
好
例
だ
と
言
え
）
43
（
る
。
フ
ー
コ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
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『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
中
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
主
権
論
を
構
築
し
て
い
る
う
ち
に
、
主
権
と
違
う
関
係
構
成
と
し
て
の
「
戦
争
」
を
完
全

に
排
除
し
て
し
ま
っ
た
。
要
す
る
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
規
範
的
な
次
元
で
主
権
の
必
要
性
を
基
礎
づ
け
る
時
、
自
然
状
態
の
中
で
は
「
戦

争
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
人
間
の
能
力
が
本
質
的
に
は
平
等
で
あ
り
、
た
と
え
誰
で
あ
っ
て
も
、
戦
争
を
起

こ
し
た
ら
必
ず
勝
つ
と
い
う
保
証
が
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
言
う
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
争
」
は
、
せ
い
ぜ
い
人

間
が
お
互
い
を
恐
れ
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
り
、
戦
闘
そ
の
も
の
は
過
去
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
し
、
将
来
に
も
起
こ
ら
な
い
と
言
え
る
。

　

従
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
言
う
第
一
の
主
権
、
す
な
わ
ち
設
立
に
よ
る
主
権
（sovereignty by institution

）
は
、
人
々
が

忌
避
と
恐
怖
の
意
志
の
み
に
基
づ
い
て
、
人
や
集
団
に
自
分
を
代
表
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
戦
争
は
起
き
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
第
二
の
主
権
、
す
な
わ
ち
獲
得
に
よ
る
主
権
（sovereignty by acquisition

）
に
お
い
て
は
、
確
か
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
実
際

の
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
る
が
、
主
権
の
成
立
過
程
に
限
っ
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
も
戦
争
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
勝

者
が
敗
者
を
殺
し
た
り
、
敗
者
が
再
び
勝
者
に
戦
争
を
起
こ
し
た
り
す
る
よ
う
な
、
主
権
が
成
り
立
ち
え
な
い
状
況
を
除
け
ば
、
敗
者
は

死
の
恐
怖
に
よ
っ
て
勝
者
を
彼
ら
の
新
し
い
代
表
者
と
し
て
認
め
、
主
権
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
主
権
の
成
立
を
、
恐
怖
に

基
づ
く
承
認
と
い
う
意
志
の
次
元
に
移
す
こ
と
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
主
権
が
戦
争
の
後
、
あ
る
い
は
戦
争
を
続
け
る
意
志
が
放
棄
さ
れ
た
後

の
平
和
の
状
態
に
お
い
て
の
み
成
立
し
う
る
と
い
っ
た
論
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
争
は
こ
こ
で
死
の
恐
怖
を
増
幅
す
る
も
の
で
あ

る
が
主
権
の
成
立
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
、
設
立
に
よ
る
主
権
と
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
戦
争
は
言
及
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
権
の
成
立
に
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
最
後
に
、
獲
得
に
よ
る
主
権
に
近
い
第
三
の
主
権
、
す
な
わ
ち
子
供

に
対
す
る
親
の
主
権
も
、
子
供
か
ら
の
承
認
に
由
来
す
る
に
過
ぎ
な
）
44
（

い
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
戦
争
を
語
っ
て
い
る
う
ち

に
、
い
つ
し
か
戦
争
の
意
義
を
抹
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
以
上
の
分
析
は
、
フ
ー
コ
ー
が
主
権
権
力
と
法
を
論
の
中
心
に
据
え
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ー
コ
ー
は

以
上
の
分
析
を
終
え
た
後
、
再
び
こ
う
し
た
主
権
論
に
抗
す
る
「
戦
争
」
を
議
論
し
始
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
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フ
ー
コ
ー
が
主
権
権
力
と
法
を
、「
戦
争
」
に
抗
す
る
方
途
と
し
て
再
構
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
時
期
、
フ
ー
コ
ー
の
分
析

は
主
権
権
力
と
法
の
対
立
面
に
集
中
し
て
い
る
が
、
主
権
権
力
と
法
の
視
点
か
ら
「
戦
争
」
に
抗
す
る
こ
と
を
表
そ
う
と
す
る
こ
う
し
た

姿
勢
は
、
常
に
対
象
を
相
対
化
し
て
い
く
系
譜
学
の
要
請
に
対
す
る
フ
ー
コ
ー
の
忠
実
な
態
度
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
系
譜
学
に
よ
る
相
対
化
を
通
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
中
で
、
法
と
規
範
は
共
に
独
立
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
権
力

関
係
の
網
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
相
対
化
に
よ
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
は
法
権
利
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
取
り
扱
う
可
能
性
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
取
り
扱
う
と
言
っ
て
も
、
か
つ
て
の
古
い
法
権
利
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
法

権
利
」
と
い
う
も
の
は
確
か
に
注
目
す
べ
き
批
判
的
な
機
能
が
あ
る
一
方
、
今
で
は
も
は
や
活
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
次
章
で
は
、

法
と
規
範
が
協
働
・
対
抗
す
る
関
係
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
い
か
に
法
権
利
が
活
力
を
持
ち
、
そ
し
て
ま
た
、
活
力
を
失
っ
て
い
っ
た

か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

四　

古
い
法
の
不
適
切

　

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
私
た
ち
は
、
法
と
規
範
は
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
性
が
あ
り
、
一
方
を
強
調
す
る
こ
と

が
他
方
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
フ
ー
コ
ー
が
「
規
律
実
践
の
こ
の
よ
う
な
技
術
と
規
律

実
践
か
ら
生
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
言
説
が
司
法
を
覆
い
つ
く
し
、
正
常
化
の
手
続
き
が
ま
す
ま
す
法
律
の
手
続
き
を
植
民
地
化
し
つ
つ
あ

る
」
と
言
っ
て
い
て
）
45
（

も
、
彼
に
お
い
て
は
、
法
権
利
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
把
握
す
る
可
能
性
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
本
章
で
、
私

た
ち
は
理
論
の
次
元
か
ら
実
践
の
次
元
へ
移
行
し
た
い
。
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
法
と
規
範
と
の
緊
張
関
係
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、
次
の

こ
と
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
法
権
利
は
、
規
範
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
依
然
と
し
て
規
範
と
正
常
化
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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フ
ー
コ
ー
が
言
う
に
、
法
は
主
権
に
よ
る
法
と
し
て
規
範
と
合
流
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
今
ま
で
の
意
味
の
法
権
利
と
は
大
き
く
異

な
り
、
新
し
い
法
権
利
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　

必
ず
し
も
フ
ー
コ
ー
は
こ
う
し
た
議
論
に
重
点
を
置
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
ず
法
と
規
範
と
の
対
抗
に
関
す
る
彼
の
考
え
を
さ

ら
っ
て
み
よ
う
。
実
際
に
は
、『
狂
気
の
歴
史
』
か
ら
フ
ー
コ
ー
は
、
既
に
こ
う
し
た
対
抗
関
係
を
意
識
し
て
き
た
。
こ
の
典
型
的
な
例

と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
直
後
で
行
わ
れ
た
収
容
所
と
病
院
の
改
革
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
何
人
も
法
と
そ
れ

が
規
定
す
る
形
式
に
よ
っ
て
の
み
監
禁
さ
れ
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
人
権
宣
言
の
原
理
に
従
っ
て
、
収
容
所
な
ど
の
パ
リ
の

様
々
な
規
律
装
置
が
、
法
外
（
さ
ら
に
は
違
法
）
な
監
禁
を
行
っ
て
い
る
と
認
定
さ
れ
、
解
散
ま
た
は
再
建
を
要
求
さ
れ
た
出
来
事
で
あ

る
）
46
（

。
こ
こ
で
、
法
権
利
と
規
範
は
、
互
い
に
異
質
な
権
力
の
表
徴
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
が
各
自
の
論
理
に
よ
っ
て
力
を
行
使
し
、
衝
突

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
法
の
対
象
は
、
常
に
法
に
違
反
す
る
者
で
し
か
な
い
。
反
対
に
、

規
範
の
対
象
は
逸
脱
者
の
み
な
ら
ず
、
正
常
な
者
さ
え
も
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
法
は
犯
罪
、
違
法
に
の
み
罰
を

科
す
る
の
に
対
し
て
、
規
範
は
行
為
一
般
に
対
し
て
干
渉
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
で
権
利
が
法
的
に
普
遍
的
な

人
権
と
さ
れ
た
際
に
、
規
律
装
置
に
お
い
て
規
範
に
合
わ
な
い
原
因
で
監
禁
さ
れ
て
し
ま
っ
た
様
々
な
個
人
は
、
そ
の
「
普
遍
」
の
名
義

の
下
で
「
解
放
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
権
を
普
遍
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
規
範
に
対
立
し
、
抵
抗
の
機
能
を
果
た
す
と
い
う
法

権
利
の
一
側
面
は
、
当
時
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
深
く
論
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
十
数
年
後
の
一
九
七
八
年
の

「
批
判
と
は
何
か
」
に
も
依
然
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
彼
が
長
く
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
フ
ー
コ
ー
は
法
権
利

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
こ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
批
判
と
は
、
統
治
を
前
に
す
る
と
き
、
普
遍
的
か
つ
不
可
侵
の
い
く
つ
か
の
権
利
を
そ
の
統
治
が
要
求
す
る
服
従

と
対
立
さ
せ
る
の
で
す
。
…
…
そ
れ
ら
の
権
利
は
、
全
て
の
政
府
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
…
…
そ
れ
は
自
然
権
（droit naturel

）
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の
問
題
の
再
発
見
で
す
。
無
論
、
自
然
権
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
発
明
で
は
な
い
で
す
が
、
一
六
世
紀
以
降
、
批
判
的
な
機
能
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
機
能
は
自
然
権
が
常
に
保
持
す
る
も
の
で
す
。
…
…
こ
こ
で
、
批
判
は
本
質
的
に
法
的
（juridique

）
だ
と
言
え
ま
）
47
（
す
。

ダ
・
フ
ォ
ン
セ
カ
の
指
摘
し
た
フ
ー
コ
ー
の
「
法
に
対
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
」
は）
48
（

、
ま
さ
に
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
批
判

を
「
そ
れ
ほ
ど
統
治
さ
れ
な
い
た
め
の
技
）
49
（

法
」
と
し
て
定
義
す
る
時
に
法
権
利
の
言
説
と
そ
の
実
践
を
批
判
の
一
形
式
と
し
て
捉
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
法
権
利
が
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
抵
抗
の
拠
点
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
法
権
利
の
特
殊
性
の
一
つ
は
、
そ

れ
が
否
定
的
な
言
説
に
よ
っ
て
行
動
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
あ
な
た
が
そ
う
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
ま
で
事
実
と
し
て
普
遍
的
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
問

題
で
は
な
い
。
法
権
利
が
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
場
合
、
権
力
の
行
使
を
受
け
る
者
に
加
え
て
、
権
力
の
行
使
を
行
う
者

も
そ
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
被
治
者
が
、
統
治
に
抵
抗
し
た
い
と
き
、
あ
る
種
の
手
段
を
介
し
て
統
治
者
に

法
と
い
う
禁
令
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
は
や
は
り
、
法
権
利
が
依
然
と
し
て
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
）
50
（

る
。

　

確
か
に
法
権
利
は
抵
抗
の
拠
点
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
法
権
利
は
、
古
い
意
味
の
法
権
利
で
は
な
い
。
マ
ル

ク
ス
主
義
が
流
行
っ
て
い
た
と
い
う
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
今
ま
で
の
法
権
利
は
、
そ
の
行
使
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、

そ
の
最
も
純
粋
な
意
味
で
、
つ
ま
り
主
権
に
よ
る
法
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
法
権
利
を
め
ぐ
る
実
践
は
常
に
国
家
の
秩
序
の
維
持
や
転

覆
と
し
て
見
な
さ
れ
て
お
り
、
新
し
い
権
利
の
産
出
は
、（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
、
あ
る
い
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
）
新
し
い
主
権
権
力
の
成
立

な
し
に
は
語
ら
れ
え
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
主
権
の
構
成
に
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
性
格
を
持
つ
者
た
ち
（
難
民
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
）

の
権
利
は
、
語
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
自
分
自
身
の
中
に
入
り
、
統
治
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
主
権
の
論
理
に
従
っ
て
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
殊
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的
な
対
象
の
存
在
あ
る
い
は
出
現
は
、
主
権
に
と
っ
て
生
権
力
の
行
使
、
す
な
わ
ち
正
常
化
と
の
接
点
と
な
っ
て
い
る
。
正
常
化
の
技
術
、

こ
れ
は
エ
ワ
ル
ド
の
主
張
し
た
通
り
、
同
質
的
な
も
の
を
生
産
す
る
技
術
な
の
で
、
で
き
る
限
り
特
殊
的
な
対
象
を
普
遍
的
な
対
象
ま
で

回
収
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
う
し
た
回
収
は
、
対
象
を
主
権
の
射
程
ま
で
回
収
す
る
機
能
を
も
担
っ
て
い
）
51
（
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
も

し
暫
く
回
収
で
き
な
い
対
象
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
規
律
装
置
に
「
預
け
る
」
こ
と
を
合
法
化
し
、
法
は
自
身
を
代
償
に
秩
序
を
守
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
）
52
（

る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
回
収
さ
れ
え
な
い
対
象
は
、
た
と
え
法
に
違
反
し
な
く
て
も
、
そ
の
回
収
で
き
な

い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
社
会
に
と
っ
て
潜
在
的
な
リ
ス
ク
だ
と
見
な
さ
れ
、
権
利
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
過
程
で
、
法

は
違
法
や
犯
罪
を
処
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
異
常
と
思
わ
れ
た
行
為
を
処
罰
す
る
の
で
あ
）
53
（

る
。
こ
う
し
た
法
に
よ
る
処
罰
は
、
リ
ス

ク
回
避
に
よ
っ
て
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
決
し
て
法
そ
の
も
の
の
論
理
に
従
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
私
た
ち
は
法
と
規
範
が
繫
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
フ
ー
コ
ー
は
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
メ
ト
レ
ー
に

お
け
る
感
化
院
の
実
践
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
正
常
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、「
科
学
性
」
を
保
証
し
た
あ
る
医
学
ま
た
は
あ
る
精
神
医
学
に
よ
っ
て
枠
組
み
を
強
く
与
え
ら
れ

て
い
た
。
し
か
も
、
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
法
的
保
証
を
も
た
ら
す
司
法
装
置
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
勢
力
の
あ
る

こ
れ
ら
二
つ
の
後
見
に
守
ら
れ
、
さ
ら
に
絆
も
し
く
は
交
換
の
場
と
し
て
、
諸
規
範
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
、
抜
け
目
の
な
い
技
術
が
今
日
ま
で
休
み
な

く
発
展
し
て
き
）
54
（
た
。

　

こ
の
一
節
を
、「
諸
規
範
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」、
す
な
わ
ち
正
常
化
が
医
学
や
精
神
医
学
を
は
じ
め
と
し
た
人
間
科
学
と
法
に
よ
っ
て
正

当
化
さ
れ
る
こ
と
を
説
明
し
た
文
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
特
に
注
意
を
払
い
た
い
の
は
、

「
絆
も
し
く
は
交
換
の
場
と
し
て
」
の
規
範
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
交
換
の
場
」
は
、
法
が
規
範
に
、
そ
し
て
逆
に
規
範
が
法
に
何
を
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希
求
す
る
の
か
を
説
明
す
る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
法
は
、
規
範
に
よ
っ
て
対
象
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
、
正
常
化
の

技
術
に
よ
っ
て
適
用
不
能
な
対
象
を
適
用
可
能
な
状
態
に
回
収
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
逆
に
、
人
間
科
学
の
「
科
学
性
」
は
、
知

識
上
の
合
理
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
合
理
性
は
、
人
間
の
管
理
と
い
う
政
治
的
な
領
域
に
入
る
と
き
、
つ
ま
り
規
範
を
構
成
す

る
一
部
と
な
る
と
き
、
直
接
に
政
治
上
の
権
威
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
権
威
を
得
る
た
め
に
法
に
よ
っ
て
手
助
け
さ
れ
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
法
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
規
範
は
法
に
、
自
身
の
実
践
の
中
で
、
法
的
な
合
理
性
以
外
の
必
要
な
合
理
性
を
提
供
し
て
い
る
。

エ
ワ
ル
ド
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、
規
範
は
法
と
違
い
、
特
定
で
き
る
誰
か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
無
数
の
言
語
的
か
つ

行
動
的
な
社
会
的
実
践
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
明
示
的
で
あ
れ
黙
示
的
で
あ
れ
、
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、
す
な
わ
ち
認
め
ら
れ
た

価
値
に
よ
る
領
域
で
あ
る
。
法
と
別
次
元
に
あ
る
「
科
学
性
」
と
い
う
合
理
的
な
言
説
は
、
こ
の
規
範
の
領
域
を
通
じ
て
価
値
を
獲
得
し
、

法
に
解
さ
れ
る
言
説
に
翻
訳
さ
れ
て
法
に
法
を
作
る
合
理
性
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
法
は
、
依
然
と
し
て
形
式
上
主

権
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
実
に
有
効
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
ず
規
範
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
規
範
を
通
し
て
こ
そ
、
法
は
そ
の
対
象
と
関
係
を
結
び
、
純
然
た
る
形
式
か
ら
内
実
の
あ
る
実
定
法
に
転
換
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
）
55
（

る
。
こ
の
意
味
で
、
規
範
は
法
に
入
り
、
両
者
は
合
流
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
と
規
範
の
合
流
は
、

法
と
規
範
と
の
間
に
一
種
の
連
続
性
を
作
り
出
し
、「
正
常
／
異
常
」
と
「
合
法
／
違
法
」
と
の
境
界
線
を
曖
昧
に
し
た
た
）
56
（
め
、
前
述
し

た
法
が
法
で
あ
る
領
域
を
侵
害
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

　

同
時
に
、
こ
う
し
た
法
と
規
範
の
合
流
を
通
し
て
、
諸
規
範
の
間
で
、
あ
る
規
範
は
他
の
規
範
よ
り
普
遍
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
メ
ト
レ
ー
の
感
化
院
、
あ
る
い
は
他
の
規
律
装
置
と
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
規
範
は
、
社
会
に
お
け
る
諸
規
範
の
一
つ

に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
局
所
的
な
諸
規
範
は
、
も
し
社
会
の
一
隅
と
し
て
の
自
身
の
局
所
性
を
乗
り
越
え
て
社
会
の
他
の
場
所
、
さ

ら
に
全
社
会
と
い
う
よ
り
普
遍
的
な
次
元
に
ま
で
自
身
の
効
力
を
拡
散
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、「
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
」
国
家
と
法
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の
助
力
が
依
然
と
し
て
必
要
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
異
な
る
規
範
の
間
に
は
、
決
し
て
平
和
状
態
な
ど
な
く
、
諸
規
範
は
、
各
自
の
合

理
性
を
持
ち
、
互
い
に
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
規
範
が
他
の
規
範
に
優
越
す
る
に
は
、
合
理
性
以
外
の
補
助
、

つ
ま
り
権
威
の
助
け
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
（
例
え
ば
、
鉄
道
に
お
い
て
レ
ー
ル
の
幅
が
一
〇
六
七
㎜
で
あ
ろ
う
と
、
一
四
三
五
㎜
で
あ
ろ
う
と
、

ど
ち
ら
か
が
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
）。

　

法
は
こ
こ
で
、
社
会
規
模
で
公
認
さ
れ
る
権
威
性
を
提
供
す
る
源
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
あ
る
規
範
は
権
威
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、

他
の
規
範
に
優
越
す
る
こ
と
に
な
る
。「
規
律
的
強
制
が
、
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
ま
た
は

権
力
の
効
率
的
な
行
使
と
し
て
は
隠
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
、
主
権
論
は
、
司
法
装
置
に
お
い
て
場
所
を
与
え
ら
れ
、
様
々
な

司
法
的
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
再
活
性
化
さ
れ
完
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
）
57
（
た
」。
そ
の
結
果
、
あ
る
規
範
が
総
体
的
な
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス

と
し
て
現
れ
る
と
き
、
そ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
人
間
の
理
性
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
裏
に
は
、
常
に
他
の
異
質
な
も
の

が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
一
つ
の
規
範
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
規
範
が
否
定
さ
れ
、
次
第
に

同
質
な
も
の
に
回
収
さ
れ
て
い
く
一
九
世
紀
以
来
の
流
れ
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
法
権
利
は
一
定
の
効
力
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
有
効
性
は

―
特
に
主
権
権
力
に
基
づ
き
な
が
ら
規
範
と
合
流
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
意
味
で

―
も
は
や
そ
の
力
を
失
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
法
権
利
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
、
か
え
っ
て
新
し
い
法
権
利
の
到
来
を
促
し
て
い
る
。「
規
律
に
抗
し
て
主
権
を
頼
り
に
す
る
こ
と
で
は
、
規
律
権
力
の
諸
効
果

自
体
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
規
律
実
践
に
対
し
て
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
規
律
権
力
に
抗
し
て
、
規
律
的
で
な
い
権
力
を

求
め
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
向
か
う
べ
き
方
向
は
、
古
い
主
権
の
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
新
し
い
権
利
、
反
規
律
的
だ
が
同
時
に
主
権

の
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
た
権
利
の
方
向
な
の
で
あ
）
58
（
る
」。
い
か
に
「
反
規
律
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
主
権
の
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
た
」

新
し
い
権
利
を
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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五　

新
し
い
権
利
へ
向
け
て

　

フ
ー
コ
ー
は
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
の
中
で
、「
反
規
律
的
だ
が
同
時
に
主
権
の
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
た
権
利
」
と

い
う
言
い
回
し
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
新
し
い
権
利
の
様
態
、
つ
ま
り
特
殊
な
権
利
形
態
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

フ
ー
コ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
今
ま
で
の
法
権
利
が
抱
え
る
問
題
点
は
、
権
利
を
普
遍
的
な
も
の
と
見
な
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
一
六
世
紀
以
来
、
権
利
、
特
に
自
然
権
は
、
人
間
と
し
て
誰
も
が
持
つ
も
の
と
し
て
、
確
か
に
あ
る
期
間
の
中
で
、
あ
る
種
の
統

治
（
例
え
ば
絶
対
主
義
的
な
統
治
）
に
抵
抗
す
る
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
権
力
行
使
を
通
じ
て
、
確
か
に
人
間
に
関
す
る
新
た

な
視
点
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
権
利
は
、
そ
の
普
遍
的
な
性
格
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
個
人
、
団

体
に
「
普
遍
に
な
れ
」
と
要
請
し
、
今
や
主
権
権
力
と
生
権
力
に
よ
る
複
合
的
な
権
力
行
使
を
正
当
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
お
い
て
、
こ
う
し
た
新
し
く
特
殊
な
経
験
、
特
に
異
常
者
た
ち
に
関
す
る
経
験
は
、
往
々
に
し
て
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
政
治
に
組

み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
文
脈
は
違
う
が
、
ル
ソ
ー
が
言
う
「
人
間
を
自
由
で
あ
る
よ
う
に
強
制
さ
せ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
点
で
、

主
権
権
力
と
生
権
力
に
よ
る
複
合
的
な
統
治
を
宣
言
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
権
力
行
使
に
対
す
る
正
当
化
の
裏

に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
、
見
え
な
い
暴
力
性
だ
け
で
な
く
、
主
体
化
＝
隷
属
化
と
異
な
る
主
体
化
（subjectivation

）
の
可
能
性
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
主
体
化
は
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
法
権
利
と
根
本
的
に
繫
が
っ
て
い
る
。
権
力
行
使
の
中
で
、
権
力
は
、「
真
理
の
体
制
」

（régim
e de vérité

）
と
し
て
真
理
を
生
産
す
る
。「
こ
れ
ら
の
真
理
の
業
＝
行
動
（acte de vérité

）
へ
と
個
人
に
強
い
」、「
こ
れ
ら
の
業

の
形
式
を
規
定
し
決
定
」
し
、「
こ
れ
ら
の
業
が
実
現
し
た
り
特
定
の
効
果
を
持
っ
た
り
す
る
た
め
の
諸
条
件
を
設
置
す
）
59
（
る
」。
言
い
換
え

れ
ば
、
権
力
が
真
理
を
生
産
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
相
互
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
規
範
的
認
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
規
範
的
認
識
は
、
真
理
の
基
準
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
産
さ
れ
て
き
た
真
理
は
、
権
力
行
使
の
価
値
と
意
味
を
定
義
づ
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け
る
も
の
で
あ
り
、
権
力
は
自
ら
の
存
在
形
式
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
を
介
し
て
、
権
力
は
、
自
身
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
諸
効
果
が
い
か
な
る
条
件
と
意
味
の
下
で
有
効
で
あ
る
か
、
ま
た
は
無
効

0

0

で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
）
60
（

る
。
こ
う
し

た
価
値
付
与
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
権
力
行
使
は
単
な
る
力
の
行
使
と
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
力
は
、
力
で
は
な
く
、
権
力
と
呼

ば
れ
る
。
真
理
は
権
力
そ
の
も
の
と
、
そ
の
行
使
を
可
能
に
す
る
も
の
を
同
時
に
形
づ
く
）
61
（
る
。
法
権
利
が
社
会
的
な
規
範
意
識
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
真
理
に
基
づ
い
て
何
を
認
可
す
る
か
、
ま
た
は
罰
す
る
か
を
決
め
る
の
で
あ
れ
）
62
（

ば
、
そ
し
て
主
体
化
と
い
う
の
が
あ
る
真
理
に

従
っ
て
行
動
し
、
そ
の
真
理
を
現
前
さ
せ
る
行
為
者
を
構
成
す
る
過
程
で
あ
れ
ば
、
真
理
を
媒
介
に
し
て
、
主
体
化
は
、
あ
る
主
体
が
自

ら
の
真
理
を
語
る
（
語
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
）
こ
と
を
通
し
て
、
自
身
を
あ
る
種
の
権
力
を
行
使
す
る
主
体
（
権
力
を
行
使
さ
れ
る
主
体
で

は
な
い
）
と
し
て
構
成
し
、
真
理
生
産
＝
権
力
行
使
の
ゲ
ー
ム
に
関
与
す
る
過
程
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
）
63
（

る
。
こ
の
関
与
の
中
で
、
こ
れ

ら
の
特
殊
な
主
体
と
そ
の
真
理
に
基
づ
き
、
よ
り
具
体
的
か
つ
特
殊
な
権
利
は
形
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
特
殊
な
権
利
は
、
特
殊
主
体
を
、

他
の
主
体
性
の
原
理
に
従
っ
て
主
体
化
＝
隷
属
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
あ
る
種
の
生
の
あ

り
か
た
＝
規
範
が
、
他
の
規
範
に
よ
っ
て
正
常
化
さ
れ
な
い
（
少
な
く
と
も
恣
意
的
に
は
な
さ
れ
な
い
）
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
特

殊
な
権
利
の
反
規
律
的
な
性
格
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
特
殊
な
権
利
形
態
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
、
次
の
二
つ
の

例
を
見
て
お
け
ば
十
分
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
、
監
獄
の
内
部
の
情
報
を
外
部
へ
公
表
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
監
獄
情
報
グ
ル
ー
プ
（G

roupe d

’

inform
ation sur les prisons, G

IP

）
と
い
う
運
動
に
、
フ
ー
コ
ー
は
参
加
し
た
。
Ｇ
Ｉ
Ｐ
の
た
め
に
書
い
た
宣
言
書
の
中
で
、
フ
ー
コ
ー

は
「
改
革
を
提
案
す
べ
き
な
の
は
我
々
で
は
な
い
。
我
々
は
た
だ
現
実
を
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
だ
け
だ
。
し
か
も
、
現
実
を
直
ち

に
、
殆
ど
時
々
刻
々
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
の
も
こ
と
は
緊
急
を
要
す
る
か
ら
だ
。
世
論
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
、
そ
し
て
警
戒

態
勢
を
取
ら
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
」
と
言
っ
て
い
）
64
（
る
。
こ
の
運
動
の
目
的
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
改
革
を
促
す
も
の
で
も
な
く

権
利
を
主
張
す
る
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
知
識
人
を
媒
介
と
し
て
、
監
獄
に
お
け
る
、
語
ら
れ
な
い
人
々
に
彼
、
彼
女
ら
自
分
自
身
の
真
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理
を
語
る
条
件
を
作
り
出
し
、
自
分
で
彼
、
彼
女
ら
に
属
す
る
権
利
を
生
む
可
能
性
を
切
り
開
く
も
の
で
し
か
な
い
。

　

実
際
に
は
、
普
遍
的
主
体
と
特
殊
主
体
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
の
普
遍
的
知
識
人
と
特
殊
知
識
人
の
区
別
が
見
え
る
。
人
間
の
普
遍

的
な
良
心
や
権
利
を
踏
ま
え
あ
る
種
の
権
力
の
濫
用
に
抗
う
普
遍
的
知
識
人
と
そ
の
抵
抗
は
、
も
ち
ろ
ん
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

二
つ
の
意
味
で
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、
人
間
の
普
遍
的
な
良
心
や
権
利
の
み
か
ら
出
発
し
た
場
合
、
様
々
な
特
殊
主
体
の
存
在
を
忽
せ
に

す
る
恐
れ
が
常
に
あ
る
。
ま
た
、
特
殊
主
体
の
代
わ
り
に
普
遍
的
主
体
の
名
義
の
下
で
発
言
す
る
こ
と
は
、
普
遍
的
知
識
人
自
身
の
主
体

化
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
が

―
知
識
人
で
あ
る
彼
、
彼
女
ら
が
自
身
の
真
理
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
た
め

―
特
殊
な
者

た
ち
は
依
然
と
し
て
沈
黙
し
た
ま
ま
で
お
り
、
自
身
の
真
理
を
語
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
特
殊
知
識
人
の
「
役
割
は
、

『
わ
ず
か
ば
か
り
先
に
立
っ
て
み
た
り
傍
に
い
っ
て
み
た
り
』
し
て
、
誰
も
が
口
に
で
き
な
い
真
実
を
言
明
す
る
こ
と
で
は
も
は
や
な
く
」、

「
権
力
奪
取
を
目
的
に
闘
う
も
の
全
員
の
側
に
た
っ
て
連
帯
し
、
こ
れ
を
切
り
崩
し
奪
取
す
る
た
め
の
闘
争
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
を

啓
蒙
す
べ
く
引
き
こ
も
っ
て
い
た
の
で
は
い
け
な
）
65
（
い
」。
知
識
人
は
も
は
や
語
る
こ
と
を
独
占
し
て
は
い
け
な
い
。
逆
に
、
知
識
人
は
語

り
え
な
い
者
た
ち
に
彼
、
彼
女
ら
に
自
分
自
身
の
真
理
を
語
る
条
件
を
作
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
Ｇ
Ｉ
Ｐ
の
実
践
を
通
し
て
示
し

て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
特
殊
主
体
を
主
体
化
す
る
可
能
性
で
あ
）
66
（
る
。

　

第
二
に
、
一
九
八
三
年
の
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
彼
の
師
で
あ
っ
た
カ
ン
ギ
レ
ム
と
似
て
い
る
口
ぶ
り
で

「
健
康
へ
の
権
利
」
に
言
及
し
た
。
彼
か
ら
見
れ
ば
、
健
康
の
需
給
が
無
制
限
に
拡
大
し
て
い
る
た
め
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
全
て
の
人
に

対
し
て
健
康
に
つ
い
て
有
効
な
「
理
論
的
及
び
実
践
的
な
敷
居
」
を
設
定
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
が

「
健
康
」
を
意
識
し
始
め
る
時
か
ら
、
そ
の
健
康
は
、
各
々
の
生
に
対
し
て
具
体
的
で
あ
り
、
そ
の
生
自
身
の
規
範
的
状
態
と
し
か
関
連

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「『
健
康
へ
の
権
利
』
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
は
、
少
し
も
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
フ
ー
コ
ー
は
言

う
。

　

む
し
ろ
こ
れ
よ
り
も
意
味
が
あ
る
の
は
、
病
気
や
そ
の
他
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
防
止
す
る
労
働
条
件
、
ま
た
は
あ
る
健
康
上
の
事
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故
が
当
局
者
の
責
任
で
あ
る
と
き
に
補
償
、
損
害
賠
償
な
ど
を
要
求
す
る
権
利
で
あ
）
67
（
る
。
つ
ま
り
、
重
要
な
の
は
、「
健
康
へ
の
権
利
」

で
は
な
く
健
康
の
手
段
へ
の
権
利
で
あ
る
。
普
遍
的
か
つ
客
観
的
な
「
健
康
」
と
い
う
医
学
的
な
正
常
化
を
基
礎
づ
け
る
概
念
を
拒
否
し

健
康
で
あ
る
か
ど
う
か
を
特
殊
か
つ
主
観
的
＝
主
体
的
な
判
断
に
譲
り
な
が
ら
、
健
康
の
手
段
の
獲
得
を
平
等
に
確
保
す
る
と
い
う
構
想

も
フ
ー
コ
ー
の
新
し
い
権
利
に
お
け
る
一
つ
の
実
例
で
あ
）
68
（

る
。

　

こ
う
し
た
権
力
行
使
＝
主
体
化
＝
真
理
を
語
る
こ
と
を
通
し
て
、
新
し
く
特
殊
な
権
利
を
作
り
出
す
構
想
は
、
原
理
上
そ
の
権
利
の
基

礎
を
個
人
の
行
動
に
置
い
て
い
る
。
そ
れ
も
フ
ー
コ
ー
が
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
新
し
い
権
利
と
主
権
に
基
づ
く
古
い
権
利
の
区
別
を
示
し

て
い
る
。「
政
府
に
対
し
て
は
、
人
権
を
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
フ
ー
コ
ー
は
珍
し
く
人
権
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
見
て
い
る
が
、
こ

の
中
で
、
フ
ー
コ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
、
今
起
き
て
い
る
こ
と
へ
の
何
か
し
ら
の
共
通
の
耐
え
難
さ
以
外
に
は
、
語
り
、
共
に
語
る
資
格
を
持
た
な
い
個
人
と
し
て
こ
こ
に
い
ま

す
。
…
…
事
態
は
、
私
た
ち
の
手
の
届
く
範
囲
に
は
な
い
の
で
す
。
で
は
、
誰
が
私
た
ち
を
任
じ
た
の
か
。
誰
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ

が
、
私
た
ち
の
権
利
を
も
た
ら
す
の
で
す
…
…
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
人
間
の
大
地
、
世
界
の
医
師
団
な
ど
は
、
新
し
い
権
利
を

生
み
出
し
た
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
す
。
こ
の
権
利
と
は
、
私
的
個
人
た
ち
が
国
際
政
治
と
国
際
戦
略
の
秩
序
に
有
効
的
に
介
入
す
る
権
利
で
す
。
諸
個

人
の
意
志
は
、
諸
政
府
が
独
占
し
て
お
き
た
い
と
望
ん
だ
一
つ
の
現
実
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
る
べ
き
で
す
。
そ
し
て
、
少
し
ず
つ
、
一
日
一
日
、
そ
の

独
占
を
も
ぎ
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
）
69
（

す
。

ま
さ
に
、「
私
た
ち
が
こ
こ
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
様
々
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
は
じ
め
と
す
る
個
々
人
に
よ
っ
て
取
ら
れ
た
行
動
は
、
権

力
行
使
の
最
も
直
接
的
な
し
る
し
と
し
て
、
諸
々
の
「
主
権
の
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
」
る
権
利
の
可
能
性
を
広
げ
る
。
ナ
ポ
リ
の
言
っ
た

通
り
、「
行
動
は
法
的
言
表
（énoncé légal

）
の
述
語
で
は
な
く
、
逆
に
新
し
い
権
利
の
主
張
を
基
礎
づ
け
る
法
的
な
未
分
化
の
モ
ー
メ
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ン
ト
で
あ
）
70
（
る
」。
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
権
利
は
、
最
も
根
本
的
な
問
題
、
つ
ま
り
主
権
の
保
護
か
ら
外
れ
た
と
き
に
い
か
に
対
応

す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
を
依
然
と
し
て
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
フ
ー
コ
ー
が
強
調
し
て
い
る
具
体
的
な
方
策
と
い
う

観
点
か
ら
見
る
と
き
、
少
な
く
と
も
私
た
ち
は
、
二
つ
の
考
え
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
私
た
ち
が
「
主
権
の
転
用
」
と

呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
私
た
ち
」
と
い
う
主
権
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
者
た
ち
が
権
利
を
持
た
ぬ
者
た
ち
を
守
る
中
で
、
権

利
を
持
つ
者
、
す
な
わ
ち
「
私
た
ち
」
は
リ
ス
ク
を
（
少
な
く
と
も
部
分
的
に
）
自
身
へ
と
移
転
し
、
自
身
を
守
る
主
権
に
、
そ
の
原
理
に

従
っ
て
保
護
を
要
求
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
主
権
の
保
護
を
主
権
の
構
成
部
分
以
外
に
ま
で
広
げ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
規
範
的
な
認

識
＝
真
理
を
生
産
す
る
こ
と
が
権
利
の
形
成
と
関
わ
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
的
、
さ
ら
に
国
際
社
会
的
な
次
元
で
行
動
に

よ
っ
て
世
論
を
作
っ
て
そ
れ
を
通
し
て
持
た
ぬ
者
に
対
す
る
侵
害
を
止
め
る
こ
と
も
、
主
権
の
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
る
権
利
を
作
る
た
め

の
方
策
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
方
策
は
、
不
安
定
で
脆
弱
で
あ
り
、
完
全
に
は
主
権
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
あ
る
種
の
新
し
い
権
利
が
到
来
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

六　

結　

論

　

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
は
新
し
い
権
利
に
関
す
る
構
想
を
有
し
て
い
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
法
権
利
の
概
念
に
関
し
て
彼
が
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
強
調
し
て
い
た
の
は
、「
法
」
の
側
面
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
権
利
」
の
側
面
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
法
権
利
を

論
じ
る
時
に
、
意
図
的
に
「
国
家
」、「
制
度
化
し
た
も
の
」
か
ら
距
離
を
置
き
、
行
動

―
法
を
作
る
法
的
実
践

―
と
そ
の
権
利
を
優

先
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、「
国
家
」、「
制
度
化
し
た
も
の
」
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
が
国
家
の
法
的
機
能
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
国
家
と
そ
の
法
的
機
能
を
め
ぐ
る
法
的
実
践
は
、
法
権
利
が
法
権
利
と
な
る
よ
う
な
法
的
実
践
に
お
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け
る
唯
一
の
手
段
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
手
段
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
、
あ
る
権
利
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
あ
る
法
律
を
作
る
こ
と
よ
り
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と

に
も
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
権
利
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
行
動
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
を
整
備
し
、
創
出
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
法
自
体
は
依
然
と
し
て
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
権
利
の
重
要
性
と
比
べ
る
と
、
二
次
的
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
権
利
と
い
う
概
念
に
手
を
加
え
、
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
の
中
で
権
利
は
単
に
権
力
か
ら
離
脱
し

て
い
く
た
め
の
も
の
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
で
な
く
な
っ
た
。
む
し
ろ
、
権
利
は
、
行
動
の
「
可
能
性
＝
権
力
」（pouvoir

）
強
め
る

も
の
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
形
で
権
力
と
繫
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
法
権
利
」
と
い
う
言
葉
の
中
で
フ
ー
コ
ー
が

想
定
す
る
の
は
、
権
力
行
使
を
こ
れ
ま
で
よ
り
も
可
能
に
し
て
い
く
権
力
行
使
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
権
力
論
的
な
性
格
の
た
め
、
フ
ー
コ
ー
の
法
権
利
に
関
す
る
構
想
（
そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
彼
の
政
治
思
想
全
体
）
は
、
規
範
的

判
断
規
準
に
欠
け
、
そ
れ
故
に
相
対
主
義
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
71
（
る
。
し
か
し
、
フ
ー
コ
ー
の
立
場
、
あ
る
い

は
問
題
に
対
す
る
彼
の
問
い
方
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
批
判
は
当
た
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ま
さ
に
あ
た
か
も
普
遍
的

と
思
え
る
よ
う
な
規
範
的
判
断
規
準
を
拒
否
し
て
い
き
、
歴
史
的
か
つ
具
体
的
な
環
境
に
お
い
て
局
所
的
な
規
範
的
状
態
（
主
体
が
自
分

の
置
か
れ
た
環
境
と
の
間
で
動
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
状
態
）
を
探
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
の
思
想

の
中
に
、
い
つ
い
か
な
る
時
も
対
立
を
調
停
す
る
よ
う
な
「
普
遍
的
な
原
理
」
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
が
常
に
求
め
て
い
る
の

は
、
あ
る
時
代
、
あ
る
場
所
に
お
い
て
の
み
形
成
さ
れ
る
、
特
異
性
の
あ
る
「
特
殊
な
原
理
」
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
ポ
ッ
ト
＝
ボ
ン
ヌ
ヴ
ィ
ル
が
指
摘
し
た
通
り
、
私
た
ち
は
、「
権
力
の
哲
学
者
」
と
「
法
の
哲
学
」
を
あ
ま
り
早
く
対
立

さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
法
権
利
と
は
何
か
を
知
る
た
め
に
、
法
権
利
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
尋
ね
る
こ
と
を
と
き
お
り
中
断
す
る
必
要

が
あ
）
72
（

る
。
い
や
、
む
し
ろ
、
法
権
利
は
何
を
し
た
の
か
、
何
を
し
て
い
る
の
か
、
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
も
、
法
権
利
に
関
す

る
模
索
の
中
で
は
重
要
で
あ
る
。
後
者
の
観
点
に
お
い
て
は
、
法
権
利
が
あ
る
種
の
便
宜
的
な
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
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私
た
ち
が
提
起
す
べ
き
問
題
は
、
フ
ー
コ
ー
が
法
権
利
に
反
対
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
フ
ー
コ
ー
の
法
的
実
践
と
し
て

の
言
葉
と
行
動
に
、
現
在
の
私
た
ち
が
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
も
し
法
権
利
を
今
と
は
違
っ
た
形
で
用
い
る
こ
と

で
、
結
果
と
し
て
異
な
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
ま
た
、
も
し
フ
ー
コ
ー
の
理
想
、
つ
ま
り
権
力
の
暴

力
的
な
行
使
を
「
勢
力
均
衡
」
の
ゲ
ー
ム

―
全
て
の
権
力
が
互
い
に
制
約
し
な
が
ら
そ
の
自
由
の
空
間
を
持
つ
こ
と

―
に
置
き
換
え

る
と
い
う
こ
と
が
読
者
に
と
っ
て
望
ま
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
が
い
か
に
法
権
利
を
新
し
く
使
い
新
し
い
可
能
性
を
生
み
出
す
の
か

と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

（
1
）  

本
稿
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
「droit

」
は
、
同
時
に
法
と
権
利
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
文
脈
に
よ
っ

て
「
法
」
と
「
権
利
」
に
訳
し
分
け
る
が
、
総
合
的
な
訳
語
と
し
て
は
「
法
権
利
」
を
使
用
す
る
。

（
2
）  M

ichel Foucault, H
istoire de la sexualité, tom

e 1, La volonté de savoir, 

（G
allim

ard, 1994

）, 117 -8

（
渡
辺
守
章
訳
『
性
の
歴
史

Ⅰ

―
知
へ
の
意
志
』、
新
潮
社
、
二
〇
二
〇
、
一
一
六
頁
。
な
お
、
本
論
に
お
け
る
引
用
文
は
、
原
則
と
し
て
既
存
の
邦
訳
に
従
う
が
、
一
部

の
表
記
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
）.

（
3
）  Alan H

unt and G
ary W

ickham
, Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as G

overnance, 

（Pluto Press, 1994

）, 59 -61. 

実
は
近
年
、
研
究
の
深
化
に
つ
れ
て
、
ハ
ン
ト
も
こ
の
論
点
を
修
正
し
、
フ
ー
コ
ー
の
中
で
「
法
的
、
司
法
的
か
つ
規
範
的
な
諸
要
素
の
異
な
る

組
み
合
わ
せ
が
混
在
し
て
い
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。Alan H

unt, 

‘Encounters w
ith Juridical Assem

blages: Reflections on Foucault, 
law
 and the juridical

’, in Re-reading Foucault: O
n Law, Power, and Rights, （Routledge, 2013

）, 80.

を
参
照
。

（
4
）  François Ew

ald, 

‘Un pouvoir sans dehors

’, dans M
ichel Foucault Philosophe, （Seuil, 1989

）, 200 -1.

（
5
）  François Ew

ald, 

‘The Law
 of Law

’, in A
utopoietic Law: A

 N
ew A

pproach To Law A
nd Society, （de G

ruyter, 1987

）, 45.

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

）, 
154 -5.

を
参
照
。
も
ち
ろ
ん
、
エ
ワ
ル
ド
自
身
の
観
点
は
、
フ
ー
コ
ー
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
に
対
す
る
フ
ー
コ
ー

の
主
張
に
つ
い
て
、
エ
ワ
ル
ド
は
一
種
の
批
判
的
な
弁
護
を
行
っ
た
。
一
方
で
、
エ
ワ
ル
ド
は
、
フ
ー
コ
ー
は
「
司
法
的
な
も
の
」

―
主
権
権

力
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
主
権
権
力
の
自
己
表
象
の
シ
ス
テ
ム

―
と
い
う
限
定
的
な
対
象
に
し
か
反
対
せ
ず
、
法
現
象
一
般
に
反
対
す
る
わ
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け
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
で
エ
ワ
ル
ド
は
、
フ
ー
コ
ー
は
法
を
考
え
る
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
て
い
る
が
、
新
し
い
法
（
規
範

に
よ
る
法
や
社
会
法
）
を
視
野
に
入
れ
た
分
析
が
欠
け
て
お
り
、
現
代
社
会
（
生
政
治
の
時
代
）
の
様
々
な
法
的
装
置
の
役
割
と
性
質
を
取
り
違

え
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
、
エ
ワ
ル
ド
は
「
フ
ー
コ
ー
研
究
者
」
と
し
て
社
会
法
に
関
す
る
研
究
を
介
し
て
フ
ー
コ
ー
の
延
長

線
上
に
フ
ー
コ
ー
の
理
論
の
空
白
を
埋
め
た
と
も
言
え
る
が
、
彼
が
フ
ー
コ
ー
よ
り
も
規
範
の
意
味
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
先
述
し
た
論
文
以
外
に
、François Ew

ald, 

‘Michel Foucault et la norm
e

’, dans M
ichel Foucault: Lire l

’ œuvre, （Editions 
Jérôm

e M
illon, 1992

）, 228 -32. 

を
も
参
照
。

（
6
）  Ben G

older and Peter Fitzpatrick, Foucault

’s Law, （Routledge, 2009

）, 11 -25, 103 -7.

（
7
）  Ibid., 71 -86. 
同
じ
論
点
に
つ
い
て
、Peter Fitzpatrick, 

‘Foucault

’s other law

’, in Re-reading Foucault: O
n Law, Power, and 

Rights, 57 -9.
を
参
照
。

（
8
）  M

athieu Potte-Bonneville, Foucault et le droit, https://philolarge.hypotheses.org/files/2017/09/08-01-2003_PotteBonneville.
pdf （1er, Juin, 2022

）.

（
9
）  Paolo N

apoli, 

‘Face au droit. M
om
ents d

’une expérience foucauldienne

’, dans M
ichel Foucault Trajectoires au cœur du 

présent, trad. par Francesco Paolo Adorno et N
adine Le Lirzin, （L

’Harm
attan, 1998

）, 179 -185. 

ダ
・
フ
ォ
ン
セ
カ
の
観
点
に
つ
い

て
は
、M

árcio Alves da Fonseca, M
ichel Foucault et le droit, trad. par Thierry Thom

as, （L

’Harm
attan, 2014

）, 181 -226.

を
参
照
。

（
10
）  

関
良
徳
『
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
と
自
由
論

―
そ
の
政
治
学
的
構
成
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六
、
一
六
五
―
二
〇
八
頁
。

（
11
）  

「
法
」
を
「
規
範
」
に
対
置
さ
せ
る
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
語
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
フ
ー
コ
ー
は
、
法
そ
の
も
の
が
一
つ
の
社
会

的
規
範
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
技
術
上
で
の
観
察
可
能
な
相
違
に
基
づ
き
フ
ー
コ
ー
は
法
と
そ
の
技
術
と
正
常
化

の
技
術
と
概
念
的
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
規
範
性
の
有
無
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
統
治
技
術
と
い
う
意
味
で
、

法
を
規
範
に
対
置
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

（
12
）  La volonté de savoir, 177 -9

（
邦
訳
、
一
七
一
―
一
七
二
頁
）.

（
13
）  

「
法
律
が
君
主
の
意
志
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
点
で
は
人
格
的
に
、
ま
た
法
律
の
力
が
君
主
の
力
で
あ
る
点
で
は
身
体
的
に
、
そ
れ
は
君
主

を
傷
づ
け
る
の
で
あ
る
。
…
…
君
主
の
介
入
は
、
…
…
君
主
を
傷
つ
け
た
者
に
対
す
る
直
接
の
反
駁
で
あ
る
」。「
処
罰
権
は
、
し
た
が
っ
て
君
主

の
保
持
す
る
、
自
分
の
敵
と
戦
う
権
利
の
、
い
わ
ば
一
側
面
と
な
る
わ
け
で
あ
る
」。 M

ichel Foucault, Surveiller et punir, 

（G
allim

ard, 
1975

）, 51 -52

（
田
村
俶
訳
『
監
獄
の
誕
生

―
監
視
と
処
罰
』、
新
潮
社
、
二
〇
二
〇
、
五
六
―
五
七
頁
）.
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（
14
）  

「
法
律
に
違
反
す
る
者
た
ち
に
対
し
て
、
法
律
は
少
な
く
と
も
最
後
の
手
段
と
し
て
は
、
こ
の
絶
対
的
脅
迫
に
よ
っ
て
答
え
る
」。La volonté 

de savoir, （G
allim

ard, 1994

）, 189

（
邦
訳
、
一
八
二
頁
）.

（
15
）  M

ichel Foucault, Les anorm
aux, 

（Seuil/G
allim

ard, 1999

）, 46

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

亀
甲
括
弧
は
引
用
者
に
よ
る
、
以
下
同
。

（
16
）  M

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

ard, 2004

）, 58 -9, 65

（
高
桑
和
巳
訳
『
安
全
・
領
土
・
人
口
』
筑
摩

書
房
、
二
〇
〇
七
、
七
〇
―
七
一
頁
、
七
八
頁
）.

（
17
）  

フ
ー
コ
ー
は
法
の
主
権
性
、
あ
る
い
は
抑
圧
性
を
強
調
し
す
ぎ
て
法
の
規
範
性
を
忽
せ
に
し
て
し
ま
っ
た
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ケ
ル
ヴ
ェ
ガ
ン
に
よ
る
と
、「
自
然
法
主
義
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
（paradigm

e jusnaturaliste

）
に
対
す
る
批
判

に
基
づ
い
て
、
人
権
の
諸
テ
ー
マ
の
暗
部
を
露
呈
す
る
こ
と
を
正
当
に
望
ん
だ
結
果
、
フ
ー
コ
ー
は
、
赤
ん
坊
（
社
会
的
な
権
力
関
係
の
単
な
る

飾
り
で
な
い
規
範
性
の
可
能
性
）
を
お
風
呂
の
水
（
自
由
主
義
的
か
つ
共
和
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
と
一
緒
に
捨
て
る
の
で
は
な
い
か
」。

Jean-François Kervégan, 
‘Foucault, le droit, la norm

e

’, dans Foucault（s

）, （Éditions de la Sorbonne, 2017

）, 175. 

こ
う
し
た
フ
ー

コ
ー
の
法
理
解
は
、
あ
ま
り
に
単
純
化
し
て
い
る
と
み
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
私
た
ち
は
ま
ず
、
そ
れ
を
フ
ー
コ
ー
の
問
題
化
（problém

atisation

）

と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
フ
ー
コ
ー
は
概
念
上
で
法
と
規
範
と
の
差
異
、
さ
ら
に
近
代
社
会
に
お
い
て
規
範
が
こ
れ
ま
で
に
な
く

優
勢
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
法
の
特
定
の
性
格
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ー
コ
ー
自
身
が
自
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
述

べ
た
こ
と
で
も
あ
る
。『
安
全
・
領
土
・
人
口
』
の
手
稿
で
フ
ー
コ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
方
法
は
、
後
で
片
づ
け
て
し
ま
う
た
め
だ

け
に
作
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
一
つ
の
視
点
で
あ
り
、
ま
な
ざ
し
の
馴

化
で
あ
り
、
観
察
者
の
位
置
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
事
物
の
﹇
支
え
（
？
）﹈
を
ゆ
が
め
る
や
り
か
た
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
移
動

は
い
つ
か
効
果
を
生
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
効
果
は
、
何
と
し
て
も
保
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
は
言
わ
ず
と
も
、
少
な
く
と

も
で
き
る
だ
け
長
く
維
持
す
る
に
値
す
る
」。
つ
ま
り
、「
ま
な
ざ
し
」
を
あ
る
点
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
必
ず
「
後
で
片
づ
け
」
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
て
も
効
果
的
な
論
点
を
作
り
出
す
と
い
う
の
が
、
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。Sécurité, territoire, population, 

123

（
邦
訳
、
一
四
八
頁
）.

角
括
弧
は
編
集
者
に
よ
る
。

（
18
）  La volonté de savoir, 179

（
邦
訳
、
一
七
二
頁
）.

（
19
）  Ibid., 189

（
邦
訳
、
一
八
二
頁
）.

（
20
）  

「
法
が
社
会
を
守
る
た
め
に
特
定
の
個
人
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
規
範
は
最
大
限
の
個
人
を
単
一
の
知
の
領
野
に
含
め
よ
う
と
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す
る
。
法
は
質
的
な
区
別
を
定
め
、
内
部
と
外
部
を
マ
ー
ク
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
規
範
と
は
、
正
常
か
ら
異
常
ま
で
の
無
限
の
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
を
持
つ
可
能
性
で
あ
る
」。Philippe Chevallier, 

‘Michel Foucault and the question of right

’, in Re-reading Foucault: O
n 

Law, Power, and Rights, 174.
（
21
）  
「〔
対
置
さ
れ
う
る
二
つ
の
権
力
の
体
系
に
つ
い
て
〕
一
つ
は
、
十
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
古
い
体
系
で
あ
る
が
、
人
々
が
原

初
的
権
利
を
移
譲
し
主
権
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
権
力
を
捉
え
、
契
約
が
政
治
権
力
の
母
胎
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て

構
成
さ
れ
た
権
力
は
自
ら
を
越
え
る
と
き
、
つ
ま
り
契
約
の
条
項
そ
の
も
の
か
ら
は
み
出
す
と
き
に
は
、
圧
制
に
な
る
危
険
が
あ
る
と
さ
れ
る
」。

M
ichel Foucault, Il faut défendre la société, （Seuil/G

allim
ard, 1997

）, 17

（
石
田
英
敬
／
小
野
正
嗣
訳
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
、
二
〇
頁
）.

（
22
）  

「
従
っ
て
、
異
常
な
も
の
と
正
常
な
も
の
を
分
け
る
線
は
、
確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
〔
正
常
と
異
常
の
区
別
〕
は
、
自
然
／
本
性
を

参
考
に
し
な
い
。
異
常
な
も
の
は
正
常
な
も
の
に
あ
る
」。François Ew

ald, 

‘Un pouvoir sans dehors

’, dans M
ichel Foucault Philosophe, 

201.

（
23
）  Sécurité, territoire, population, 58

（
邦
訳
、
七
〇
頁
）.

（
24
）  

さ
ら
に
、
以
下
の
段
落
を
も
参
照
。「
こ
の
主
権
の
理
論
、
及
び
そ
れ
を
中
心
と
し
た
司
法
的
な
コ
ー
ド
が
、
規
律
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
法
シ
ス

テ
ム
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
シ
ス
テ
ム
は
、
規
律
の
諸
実
践
に
仮
面
を
被
せ
、
規
律
に
含
ま
れ
る
支
配
や
支

配
の
諸
技
術
を
消
し
去
り
、
最
終
的
に
は
、
個
々
人
に
対
し
て
国
家
主
権
を
通
し
て
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
」。Il faut défendre la société, 24, 33

（
邦
訳
、
二
九
頁
、
三
九
頁
）.

（
25
）  M

ichel Foucault, 

‘Entretien avec M
ichel Foucault

’, dans D
its et écrits II, 

（G
allim

ard, 2001

）, 150

（
小
林
康
夫
等
編
『
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅵ
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
、
二
〇
五
）, Il faut défendre la société, 31

（
邦
訳
、
三
七
頁
）.

（
26
）  M

ichel Foucault, 

‘Nietzsche, la généalogie, l

’histoire
’, dans D

its et écrits I, （G
allim

ard, 2001

）, 1009

（
小
林
康
夫
他
編
『
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅳ
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
、
一
八
頁
）. 

（
27
）  Ibid., 1012

（
邦
訳
、
二
三
頁
）. 

（
28
）  Sécurité, territoire, population, 10

（
邦
訳
、
一
一
頁
）.

（
29
）  

「
今
日
、
我
々
に
は
世
界
は
『
驚
く
ほ
ど
多
彩
で
、
深
遠
で
、
意
味
深
い
』
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
『
無
数
の
誤
謬
と
幻
想
』
が
そ

の
世
界
を
生
み
出
し
た
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
だ
密
か
に
こ
の
世
界
に
は
び
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。Ibid., 1016

（
邦
訳
、
二
八
頁
）.
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（
30
）  

戦
争
に
お
け
る
二
つ
の
概
念
を
区
別
す
る
た
め
に
、
以
下
、
視
点
や
言
説
と
し
て
の
戦
争
を
「
戦
争
」
と
表
記
し
、
実
際
の
戦
争
や
戦
争
そ
の

も
の
を
そ
の
ま
ま
戦
争
と
表
記
す
る
。

（
31
）  D

aniel D
efert, 

‘Le « dispositif de guerre » com
m
e analyseur des rapports de pouvoir

’, dans Lecture de M
ichel Foucault  

Volum
e 1: A

 propos de «Il faut défendre la société », （EN
S Éditions, 2001

）, 59 -60.
（
32
）  
「
一
つ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
内
戦
の
さ
な
か
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
万
人
の
万
人
に

対
す
る
戦
争
の
中
に
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
裕
福
な
者
と
貧
し
い
者
と
の
戦
い
、
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
と
の
戦
い
、
あ
る
い
は
雇
用
す
る

者
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
の
戦
い
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。M

ichel Foucault, La société punitive, 

（Seuil/G
allim

ard, 
2013

）, 23
（
八
幡
恵
一
訳
『
処
罰
社
会
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
七
、
三
一
頁
）.

（
33
）  

「〔
17
世
紀
に
端
を
発
し
た
人
種
闘
争
に
関
す
る
言
説
は
〕
二
つ
の
人
種
の
間
で
は
な
く
、
真
実
で
唯
一
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
権
力
を
握
り
規
範

の
保
持
者
で
あ
る
人
種
か
ら
、
そ
の
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
者
た
ち
、
生
物
学
的
遺
伝
形
質
に
と
っ
て
危
険
と
な
る
者
た
ち
に
対
し
て
行
う
闘
争
の

言
説
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
社
会
の
内
部
に
お
い
て
、
人
種
闘
争
の
言
説
を
、
排
除
と
選
別
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
社
会
の
正
常
化
の
原
理
と

し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
諸
制
度
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
一
つ
の
社
会
が
自
分
自
身
に
対
し
て
、
社
会
自
身
の
構
成
要

素
、
社
会
自
身
の
所
産
に
対
し
て
行
使
す
る
人
種
差
別
主
義
、
絶
え
ざ
る
浄
化
と
い
う
内
な
る
人
種
差
別
主
義
、
そ
れ
が
社
会
の
正
常
化
の
基
本

的
な
次
元
の
一
つ
と
な
る
の
で
あ
る
」。Il faut défendre la société, 53

（
邦
訳
、
六
三
―
六
四
頁
）.

（
34
）  M

ichel Senellart, 

‘Situation du cours
’, dans Sécurité, territoire, population, 382

（
邦
訳
、
四
五
四
頁
）. 

さ
ら
に
マ
ウ
ロ
・
ベ
ル
タ
ー

ニ
と
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
フ
ォ
ン
タ
ー
ナ
の
論
文
を
参
照
。Lecture de M

ichel Foucault Volum
e 1, 19 -20, 49.

（
35
）  Il faut défendre la société, 16 -7

（
邦
訳
、
一
九
―
二
〇
頁
）.

（
36
）  

重
田
園
江
『
フ
ー
コ
ー
の
風
向
き

―
近
代
国
家
の
系
譜
学
』、
青
土
社
、
二
〇
二
〇
、
二
五
四
―
二
五
八
頁
。

（
37
）  

「
知
に
つ
い
て
、
そ
し
て
知
が
権
力
と
取
り
持
つ
関
係
を
分
析
し
て
み
る
際
、
戦
略
の
概
念
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
概
念

が
含
意
し
て
い
る
の
は
、
人
が
戦
争

0

0

を
行
う
の
は
…
…
知
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
戦
略
と
い
う
も

の
に
よ
っ
て
、
支
配

0

0

の
技
術
と
し
て
の
権
力
が
有
す
る
諸
関
係
の
分
析
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
支
配
と
は
戦
争

の
引
き
延
ば
さ
れ
た
一
形
式
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
」（
傍
点
原
著
）。M

ichel Foucault, 

‘Des questions de M
ichel 

Foucault à « H
érodote »

’, dans D
its et écrits II, 94

（『
集
成
Ⅵ
』、
一
二
一
頁
）.

「
一
つ
だ
け
確
か
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
権

力
の
関
係
を
分
析
す
る
た
め
に
、
我
々
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
二
つ
の
モ
デ
ル
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
法
的



フーコーの法権利

199

な
モ
デ
ル
（
法
、
禁
止
、
制
度
と
し
て
の
権
力
）、
諸
力
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
の
、
戦
争
も
し
く
は
戦
略
の
モ
デ
ル
で
す
」。M

ichel  
Foucault, 

‘Non au sexe roi

’, dans D
its et écrits II, 268

（『
集
成
Ⅵ
』、
三
六
一
頁
）. 

こ
こ
で
フ
ー
コ
ー
は
「
戦
争
」
と
「
戦
略
」
を
区
別

せ
ず
に
用
い
て
い
る
が
、
八
〇
年
代
に
入
る
と
、「
戦
略
」
し
か
使
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
注
（
39
）
も
参
照
。

（
38
）  D

aniel D
efert, op. cit., 64.

（
39
）  M

ichel Foucault, 

‘Nietzsche, la généalogie, l

’histoire

’, dans D
its et écrits I, 1016

（『
集
成
Ⅵ
』、
二
七
頁
）.

（
40
）  D

aniel D
efert, op. cit., 65.

（
41
）  

こ
う
し
た
批
判
的
な
内
在
化
に
つ
い
て
は
、「
真
理
の
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
八
〇
年
代
以
降
、
フ
ー
コ
ー
の
多
用
す
る
概
念
、
及
び
主
体
の
倫
理

学
の
問
題
領
域
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
た
「
自
己
へ
の
配
慮
」、「
自
己
と
の
関
係
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
だ
け
あ

げ
て
お
く
。
他
界
す
る
数
カ
月
前
の
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
第
一
に
、
諸
自
由
の
間
の
戦
略
的

ゲ
ー
ム
と
し
て
の
権
力
の
諸
関
係

―
こ
れ
は
一
方
が
他
方
の
振
る
舞
い
を
決
定
し
よ
う
と
し
、
他
方
は
相
手
に
振
る
舞
い
を
決
定
さ
れ
な
い
よ

う
に
し
た
り
、
反
対
に
相
手
の
振
る
舞
い
を
決
定
し
返
そ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
答
す
る
よ
う
な
戦
略
的
な
ゲ
ー
ム
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て

他
方
に
は
支
配
状
態
が
あ
り
ま
す
。
…
…
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
間
、
権
力
の
ゲ
ー
ム
と
支
配
状
態
の
間
に
、
統
治
の
技
術
が
あ
り
ま
す
。
…
…
私

の
権
力
の
分
析
に
は
こ
れ
ら
の
三
つ
の
水
準
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
戦
略
的
な
諸
関
係
、
統
治
の
諸
技
術
、
支
配
状
態
の
三
つ
で
す
」。
こ
こ
か

ら
わ
か
る
の
は
、
系
譜
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
晩
年
の
倫
理
学
の
問
題
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
核
心
的
な
機
能
を
担
っ
て
い

る
ほ
か
、「
戦
略
」
や
「
戦
略
的
」
と
い
う
「
戦
争
」
と
関
連
す
る
概
念
が
関
係
と
い
う
言
葉
を
修
飾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 M

ichel 
Foucault, 

‘L

’éthique du souci de soi com
m
e pratique de la liberté

’, dans D
its et écrits II, 1547

（
小
林
康
夫
他
編
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
思
考
集
成
Ⅹ
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
、
二
四
四
頁
）.

（
42
）  Il faut défendre la société, 53

（
邦
訳
、
六
三
頁
）.

（
43
）  

よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
の
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
は
、
一
九
七
三
年
の
『
処
罰
社
会
』
の
一
月
一
〇
日
の
講
義
に
端
を
発
し
て
い
る
。
た
だ

し
、『
処
罰
社
会
』
で
フ
ー
コ
ー
は
も
っ
ぱ
ら
社
会
的
集
団
や
階
級
や
人
種
の
間
で
行
わ
れ
る
内
戦
の
視
点
か
ら
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
万
人
の
万
人
に

対
す
る
戦
争
」
を
批
判
し
、
主
権
権
力
と
法
が
内
戦
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
お
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
権
論
に
含
ま
れ
て
い
る
、

「
戦
争
」
と
い
う
言
葉
を
考
察
す
る
た
め
だ
け
に
彼
の
著
作
を
取
り
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。La société punitive, 26ff. 

（
邦
訳
、
三
五
頁
以

下
）.

ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
、
論
旨
と
紙
幅
の
関
係
上
フ
ー
コ
ー
の
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
の
妥
当
性
は
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
重
視

し
た
の
は
、
こ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
が
彼
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
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（
44
）  Il faut défendre la société, 77ff.

（
邦
訳
、
八
九
頁
以
下
）.

（
45
）  Ibid., 34 -5

（
邦
訳
、
四
一
頁
）.

（
46
）  M

ichel Foucault, H
istoire de la folie à l

’âge classique, 

（G
allim

ard, 1972

）, 440 -3

（
田
村
俶
訳
『
狂
気
の
歴
史

―
古
典
主
義
時
代

に
お
け
る
』、
新
潮
社
、
一
九
八
八
、
四
四
四
―
四
四
七
頁
）.

（
47
）  M

ichel Foucault, Q
u

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

）, 38.

（
48
）  M

árcio Alves da Fonseca, op. cit., 195.

（
49
）  M

ichel Foucault, op. cit., 37.

（
50
）  

フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
法
権
利
が
有
効
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
の
証
言
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、

ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。「〔
フ
ー
コ
ー
が
す
べ
て
の
権
力
、
法
、
政
府
に
反
対
す
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
〕
法
に
つ
い
て
は

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
フ
ー
コ
ー
は
法
に
賛
意
を
示
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
我
々
の
社
会
に
お
い
て
、
規
範
が
よ
り
多
く
な
っ
て
お
り
、

法
が
段
々
重
要
で
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
彼
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
極
め
て
危
険
な
事
態
で
し
た
。
…
…
規
範

が
お
び
た
だ
し
く
出
現
す
る
結
果
と
し
て
、
法
は
我
々
の
社
会
か
ら
消
え
て
去
っ
て
い
ま
す

―
規
範
が
法
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
ま
す
。
法
は
、

少
な
く
と
も
議
会
の
討
論
を
介
し
て
作
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
討
論
に
は
ま
だ
あ
る
程
度
の
民
主
主
義
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
反

対
に
、
規
範
は
技
術
者
と
専
門
家
に
よ
る
標
準
で
あ
り

―
世
論
か
ら
見
れ
ば

―
民
主
主
義
か
ら
離
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
フ
ー
コ
ー
は
、

法
に
近
づ
い
て
は
い
ま
し
た
が
、
規
範
に
は
反
対
し
て
い
ま
し
た
」。
丹
尼
爾
・
徳
菲
爾
，
汪
民
安. 

友
愛
、
哲
学
和
政
治
：
関
於
福
柯
的
訪
談

［J］
．
読
書
，
二
〇
〇
八
⑴
：
一
二
七
．
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
な
い
た
め
、
中
国
語
版
か
ら
訳
出
し

た
。

（
51
）  

こ
う
し
た
同
質
性
の
産
出
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ
ー
自
身
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
そ
れ
と
同
時
に
規
律
的
拘
束
に
よ
る
周
到
な
碁
盤

状
の
囲
い
込
み
が
あ
り
、
こ
れ
が
事
実
に
お
い
て
は
同
じ
社
会
体
の
結
束
を
担
保
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
碁
盤
状
囲

い
込
み
は
、
法
に
と
っ
て
必
要
な
対
応
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
に
転
記
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
な
る
場
合
に
も
あ
り
得
な
い
」。Il faut 

défendre la société, 33 -4

（
邦
訳
、
四
〇
頁
）.

（
52
）  

法
の
論
理
、
つ
ま
り
犯
罪
し
か
処
罰
し
な
い
こ
と
を
厳
守
す
る
と
、
法
と
秩
序
と
の
間
に
緊
張
関
係
が
生
じ
る
た
め
、
司
法
は
、
機
能
す
る
と

き
、
法
を
行
使
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
規
範
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ブ
ー
シ
ェ
の
定
式
は
こ
う
で
あ
る
。『
司
法
は
損

害
を
気
遣
っ
て
な
ど
い
な
い
。
司
法
は
混
乱
を
危
惧
し
て
い
る
の
だ
。』
起
訴
を
行
う
か
ど
う
か
の
決
定
は
秩
序
の
た
め
に
な
さ
れ
る
。
人
は
、
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秩
序
の
た
め
に
警
察
が
人
々
の
首
に
く
つ
わ
を
は
め
る
に
任
せ
て
い
る
。
秩
序
の
た
め
に
、
完
全
に
『
望
ま
し
く
』
は
な
い
人
々
を
排
斥
す
る
の

だ
」。M

ichel Foucault, 

‘Le citron et le lait

’, dans D
its et écrits II, 697 -8 

（
小
林
康
夫
他
編
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅵ
』、

筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
、
三
三
〇
―
三
三
一
頁
）.

（
53
）  M

árcio Alves da Fonseca, op. cit., 193.
（
54
）  M

ichel Foucault, Surveiller et punir, 303 （
邦
訳
、
三
四
二
―
一
三
四
三
頁
）.

（
55
）  François Ew

ald, 

‘Norm
s, D
iscipline and the Law

’, in Law and the O
rder of Culture, 155.

（
56
）  

「
だ
が
い
っ
そ
う
重
要
な
の
は
、
そ
れ
〔
監
禁
〕
が
監
獄
を
介
し
て
、
一
方
で
は
合
法
的
な
懲
罰
と
、
他
方
で
は
規
律
訓
練
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

同
質
化
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
古
典
主
義
時
代
に
は
既
に
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
、
監
禁
と
司
法
上
の
懲
罰
と
規
律
訓
練
の
諸
機
関
と
の
間
の
境
界
線

は
、
今
や
消
え
去
っ
て
大
な
る
監
禁
連
続
体
（continuum

 carcéral

）
が
組
み
立
て
ら
れ
る
…
…
」。M

ichel Foucault, op. cit., 304

（
邦
訳
、

三
四
四
頁
）.

（
57
）  Il faut défendre la société, 33 （
邦
訳
、
四
〇
頁
）.

（
58
）  Ibid., 35

（
邦
訳
、
四
二
頁
）.

（
59
）  M

ichel Foucault, D
u gouvernem

ent des vivants, 

（Seuil/G
allim

ard, 2012

）, 91

（
廣
瀬
浩
司
訳
『
生
者
た
ち
の
統
治
』、
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
五
、
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
）.

（
60
）  

「
真
理
が
権
力
の
外
に
あ
る
の
で
も
権
力
な
し
に
あ
る
の
で
も
な
い
…
…
真
理
は
こ
の
世
界
に
属
し
て
い
る
。
真
理
は
そ
こ
で
権
力
の
規
則
づ

け
ら
れ
た
諸
効
果
を
保
持
し
て
い
る
。
…
…
各
々
の
社
会
は
そ
の
真
理
の
体
制
、
そ
の
真
理
の
『
一
般
的
政
治
』
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
…
…
真
あ
る
い
は
偽
で
あ
る
諸
言
表
の
区
別
を
可
能
に
す
る
諸
々
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
審
級
、
そ
の
一
方
を
認
可
し
他
方
を
罰
す
る
や
り
方
。

真
理
の
獲
得
の
た
め
に
価
値
付
与
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
技
術
や
手
続
き
。
…
…
」M

ichel Foucault, 

‘La fonction politique de l

’intellectuel

’, 
dans D

its et écrits II, 112

（『
集
成
Ⅵ
』、
一
四
九
頁
）.

（
61
）  

こ
こ
で
補
足
す
べ
き
な
の
は
、
フ
ー
コ
ー
は
、
彼
の
「
真
理
」
概
念
と
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
概
念
の
間
に
い
く
つ
か
の
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が

あ
る
と
認
め
て
い
な
が
ら
も
、
彼
は
「
真
理
」
を
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
そ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
下
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
確
か
に
「
そ
れ
を
真
な
る
こ
と
と
信
じ
る
／
信
じ
さ
せ
る
」
と
い
う
機

能
が
あ
る
が
、
あ
る
歴
史
的
か
つ
普
遍
的
な
真
理
と
の
対
称
に
お
い
て
、
常
に
権
力
（
特
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
権
力
）
に
よ
っ
て
歪
ん
だ
「
虚

偽
意
識
」
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
、
す
な
わ
ち
諸
効
果
の
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
フ
ー
コ
ー
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に
と
っ
て
あ
る
権
力
関
係
は
、
認
識
さ
れ
う
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
非
実
在
で
は
な
く
、
逆
に
こ
う
し
た
効
果
に
関
す

る
認
識
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
実
在
的
真
で
あ
り
、
系
譜
学
的
な
世
界
に
お
い
て
自
身
が
機
能
す
る
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
旦
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
、
た
と
え
そ
の
権
力
関
係
が
解
体
し
て
消
え
た
と
し
て
も
、
常
に
一
つ
の
実
現
の
可
能
性
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
。
そ

れ
自
身
の
存
在
条
件
を
満
た
す
と
再
び
機
能
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
存
在
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
「
永
劫
回
帰
」
的
な
立
場
を
と
っ
た

た
め
、
フ
ー
コ
ー
は
、
全
て
の
真
理
が
真
で
あ
り
う
る
と
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
フ
ー
コ
ー
の
態
度
に
つ

い
て
は
、M

ichel Foucault, 

‘Entretien avec M
ichel Foucault

’, dans D
its et écrits II, 148

（『
集
成
Ⅵ
』、
二
〇
一
頁
）
を
参
照
。

（
62
）  Il faut défendre la société, 21 -2

（
邦
訳
、
二
六
―
二
七
頁
）.

ま
た
は
注
（
20
）
を
参
照
。

（
63
）  

フ
ー
コ
ー
が
自
身
の
ゲ
イ
と
し
て
の

0

0

0

0

経
験
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
主
体
化
の
実
践
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。「〔
質
問
者
の
ゲ
イ

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
確
認
す
る
必
要
が
な
い
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
〕
そ
の
通
り
で
す
。
私
た
ち
は
む
し
ろ
ゲ
イ
と
い
う
生
の
様
式
を

創
造
す
べ
き
で
す
。
生
成
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

ゲ
イ
で
す
（U
n devenir gay

）。
…
…
私
た
ち
は
自
分
た
ち
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
を
肯
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
創
造
的
な
力
と
し
て
自
分
た
ち
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
」（
傍
点
原
著
）。M

ichel Foucault, 

‘Michel Foucault, une interview
: sexe, pouvoir et la politique de l

’identité

’, dans D
its et 

écrits II, 1555

（『
集
成
Ｘ
』、
二
五
六
頁
）.

（
64
）  M

ichel Foucault, 

‘（M
anifeste du G. I. P.

）’, dans D
its et écrits I, 1043

（『
集
成
Ⅳ
』、
六
四
頁
）.

（
65
）  M

ichel Foucault, 

‘Les intellectuels et le pouvoir

’, dans D
its et écrits I, 1176 -7

（『
集
成
Ⅳ
』、
二
五
九
―
二
六
〇
頁
）.

（
66
）  

「
し
か
も
、
囚
人
た
ち
が
発
言
し
は
じ
め
た
と
き
、
彼
ら
自
身
は
監
獄
、
刑
罰
制
度
、
司
法
制
度
に
つ
い
て
一
つ
の
理
論
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
種
の
反
権
力
的
言
説
、
囚
人
と
か
犯
罪
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
口
に
す
る
対
抗
言
説
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
て
、
犯
罪
に
つ
い
て

0

0

0

0

の
理
論
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」（
傍
点
原
著
）。Ibid., 1178

（『
集
成
Ⅳ
』、
二
六
一
頁
）.

（
67
）  M

ichel Foucault, 

‘Un systèm
e fini face à une dem

ande infinie

’, dans D
its et écrits  II, 1195

（
小
林
康
夫
等
編
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
思
考
集
成
Ⅸ
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
、
二
一
八
―
二
一
九
頁
）.

（
68
）  

健
康
を
め
ぐ
る
権
利
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
か
ら
、
私
た
ち
は
再
び
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
的
な
姿
勢
の
内
実
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
健

康
を
め
ぐ
る
権
利
の
発
生
は
、
間
違
い
な
く
生
政
治
の
時
代
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
フ
ー
コ
ー
は
そ
の
権
利
が
生
権
力
に
由

来
し
て
い
る
か
ら
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
は
健
康
を
め
ぐ
る
権
利
の
価
値
を
認
め
た
上
で
、
生
権
力
の
濫
用

―
普
遍
的
か

つ
客
観
的
な
「
健
康
」
を
作
る
こ
と

―
を
拒
否
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
権
力
を
絶
対
的
な
形
で
行
使
す
る
こ
と
は
批
判
の
標
的
に
な
る
と
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同
時
に
、
こ
の
権
力
の
相
対
的
な
有
効
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
69
）  M

ichel Foucault, 

‘Face aux gouvernm
ents, les droits de l

’hom
m
e

’, dans D
its et écrits  II, 1526

（『
集
成
Ⅹ
』、
二
一
五
頁
）.

（
70
）  Paolo N

apoli, op. cit., 180.
（
71
）  
最
も
有
名
な
批
判
に
つ
い
て
、Jürgen H

aberm
as, The Philosophical D

iscourse of M
odernity, trad. by Frederick Law

rence, （Polity 
Press, 1998

）, 276.

を
参
照
。

（
72
）  M

athieu Potte-Bonneville, op. cit., 3.葉
　
晨
陽
（
ヨ
ウ　

シ
ン
ヨ
ウ
）

所
属
・
現
職　

慶
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義
塾
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学
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学
院
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学
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期
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程
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学
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中
国
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民
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学
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