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夢
と
痕
跡
か
ら
夢
見
る
主
体
へ

【後
期
フ
ー
コ
ー
の
主
体
概
念
へ
の
一
考
察
】

相
田

徹
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は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
フ
-
コ
-
研
究
の
最
大
の
関
心
事
の

一
つ
は
､

知
と
権
力
を
巡
る

一
連
の
考
察
か
ら

｢統
治
性
｣
へ
と
至
る
主
題
系
と
､

八
〇
年
代
に
集
中
的
に
扱
わ
れ
た

｢自
己

へ
の
配
慮
｣
の
主
題
系
を
ど

う
接
続
し
､
そ
こ
か
ら
い
か
に
抵
抗
の
可
能
性
を
読
み
取
る
か
に
あ
る
｡

こ
の
う
ち
統
治
性
研
究
は
九
〇
年
代
以
降
の
議
論
の
高
ま
り
の
中
で
､

従
属
的
な
主
体
の
生
産
や
権
力
概
念
に
ま
つ
わ
る
研
究
と
と
も
に

一
分

(1)

野
を
な
し
つ
つ
あ
る
｡
だ
が
そ
の
反
面
､
後
期
フ
ー
コ
ー
か
ら
権
力

へ

の
抵
抗
や
主
体
化
の
問
題
を
読
み
取
る
作
業
に
は
ま
だ
多
く
の
裸
題
が

残
さ
れ
て
い
る
｡
八
四
年
の
フ
ー
コ
ー
の
死
の
直
後
か
ら
'
後
期
フ
ー

コ
ー
の
発
言
に
な
ら
い

｢実
存
の
美
学
｣
や

｢生
の
技
法
｣
と
し
て
の

主
体
観
が
論
じ
ら
れ
た
｡
ま
た
普
遍
的
な
道
徳
と
は
区
別
さ
れ
た
倫
理

に
よ
る
自
己
の
構
成
に
つ
い
て
の
研
究
も
数
多
く
行
わ
れ
て
き
た
｡
そ

し
て
近
年
で
は
'
後
期
フ
-
コ
I
に
お
け
る
真
理
や
バ
レ
ー
シ
ア
概
念

が

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
と
の
関
係
で
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
こ

(2)

の
こ
と
は
大
い
に
注
目
に
値
す
る
｡
フ
ー

コ
ー

へ
の
関
心
が
現
在
も
持

続
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
の

一
つ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
｡

と
は
い
え
未
整
理
資
料
が
公
刊
さ
れ
る
度
に
新
た
な
概
念
や
テ
ー
マ

が
模
索
さ
れ
る
と
い
う
研
究
の
現
状
は
､
権
力
論
､
統
治
性
分
析
､
自

己

へ
の
配
慮
と
い
っ
た
主
題
系
の
間
に
十
分
な
橋
渡
し
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
な
い
だ
ろ
う
か
｡

1
方
で
は
権
力

や
統
治
技
法
の
分
析
を
精
微
化
す
る
こ
と
に
よ
り

｢出
口
な
し
｣
の
状

況
が
生
ま
れ
る
と
い
う
難
点
が
つ
ね
に
存
在
す
る
｡
ま
た
他
方
で
は
後
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期
フ
-
コ
I
の
主
体
観
を
､
権
力
論
と
切
り
離
さ
な
い
形
で
現
代
の
思

想
状
況
に
ど
う
結
び
付
け
る
か
と
い
う
問
い
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
二
つ
に
ど
う
向
き
合
う
の
か
｡
こ
れ
が
現
在
の
フ
I
コ
I
研
究
が

直
面
す
る
課
題
な
の
で
あ
る
｡

本
稿
は
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
二
つ
の
概
念
に
注
目
す
る
｡

そ
れ
は
フ
ー
コ
ー
の
著
作
の
中
に
確
か
に
認
め
ら
れ
る
が
､
明
確
な
形

で
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

｢夢
｣
と

｢痕
跡
｣
と
い
う
概
念

で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
概
念
の
考
察
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
の
が

｢夢
見

る
主
体
｣
と
い
う
主
体
の
あ
り
方
な
の
だ
｡

｢夢
見
る
主
体
｣
に
つ
な
が
る
主
体
観
は
､
権
力
か
ら
統
治
性
分
析
に

至
る

一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
フ
ー
コ
ー
の
知
的
作
業
と
深
く
か
か

わ
る
｡
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
'
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
か
ら
広
い

意
味
で
の
統
治
性

へ
の
移
行
と
し
て
思
想
の
展
開
を
整
理
す
る
｡
こ
れ

に
よ
っ
て
八
〇
年
代
の
キ
ー
概
念
と
な
っ
た

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
は
､

い
わ
ゆ
る

｢自
己
へ
の
回
帰
｣
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
､
そ
れ
以
前

の
思
想
の
発
展
上
に
位
置
づ
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡

続
い
て
夢
と
痕
跡
の
両
概
念
に
関
わ
る
フ
ー
コ
ー
の
三
つ
の
テ
キ
ス

ト
を
検
討
す
る
｡
｢夢
｣
に
つ
い
て
は
､
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
-

『
夢
と
実

存
』
仏
語
版

へ
の

｢序
論
｣
(以
下

｢序
論
｣)
と

『
自
己
へ
の
配
慮
』
の

(3)

第

1
章

｢自
分
の
快
楽
を
夢
に
見
る
こ
と
｣
の
二
つ
を
取
り
上
げ
る
｡

一
方

｢痕
跡
｣
に
つ
い
て
は
､
七
七
年
の
論
考

｢汚
辱
に
塗
れ
た
人
々

(4)

の
生
｣
を
扱
う
｡
こ
れ
は
権
力
に
よ
る
主
体
化
作
用
を
被
っ
た
無
名
の

人
々
の
実
在
を
示
す
唯

一
か
つ
逆
説
的
な
証
を
指
す
概
念
で
あ
る
｡

も
っ
と
も
フ
ー
コ
ー
的
な
主
体
と
は
統
治
性
と
主
観
性
の
生
産
を
通

(5}

し
て
従
属
的
に
絶
え
ず
主
体
化
さ
れ
る
主
体
で
あ
る
｡
こ
の
点
を
踏
ま

え
た
上
で
筆
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
､
こ
の
主
体
化
さ
れ
た
主
体
が
,

従
属
的
な
主
体
化
の
契
機
の

1
方
で
'
現
実
を
見
据
え
未
来
を
想
像
す

る
力
を
備
え
た

｢夢
見
る
主
体
｣
と
し
て
立
ち
現
れ
る
契
機
を
有
し
て

い
る
こ
と
だ
｡

.■

一

統
治
性
概
念
の
拡
大
と
自
己
へ
の
配
慮

フ
ー

コ
ー
が

｢統
治
性
｣
概
念
を
提
起
し
た
の
は
'

一
九
七
八
年
の

コ
レ
ー
ジ
ュ
･ド

フ
ラ
ン
ス
講
義

『
治
安
､
領
土
'
人
口
』
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
翌
年
の
講
義

『
生
政
治
の
誕
生
』
と
合
わ
せ
て
十
六
世
紀
か
ら

現
代
に
至
る
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
国
家
運
営
に
関
わ
る
問
題
が
､
政
治

的
合
理
性
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
奄

こ
の
段
階
で
の
｢統
治
性
｣

概
念
は
､
国
家
の
領
域
の
中
に
住
み
｢人
口
｣
と
し
て
把
握
さ
れ
た
人
々

の
扱
い
'
他
者
の
支
配

･
管
理
に
ま
つ
わ
る

一
連
の
問
題
の
所
在
を
示

(8)

す
も
の
と
琴

不
さ
れ
て
い
た
｡
だ
が
こ
の
概
念
は
後
年
に
は

｢他
者
に

(7)

対
す
る
支
配
の
技
術
と
自
己
の
技
術
と
の
合
流
｣
と
定
式
化
さ
れ
､
よ

り
強
い
一
般
性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
｡
こ
の
点
を
意
識
し
た
上
で
,
他

者
の
支
配
と
関
わ
る
統
治
性
概
念
を
｢狭
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
と
呼
ぶ
｡

こ
の
概
念
の
歴
史

へ
の
登
場
は
､
資
本
主
義
の
架
明
期
で
あ
り
､
封
建
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制
の
解
体
に
伴
う
中
央
集
権
化
と
'
宗
教
改
革
に
伴
う
救
い
の
分
散
が
同

時
に
進
行
す
る
十
六
世
紀
の

｢統
治
技
法
｣
に
遡
る
｡
そ
し
て
統
治
性
は

固
有
の
対
象
と
し
て

｢人
口
｣
を
発
見
し
､
近
代
的
な
形
式
を
確
立
す
る

に
至
っ
た
｡
こ
の
二
つ
の
概
念
は
自
由
主
義
を
生
政
治
の
実
践
と
捉
え

た
､
翌
年
の
諦
義

『
生
政
治
の
誕
生
』
に
引
き
継
が
れ
た
｡
こ
こ
で
は
自

由
主
義
が
､
最
も
効
率
の
よ
い
統
治
の
あ
り
方
の
追
求
と
い
う
問
題
意
識

(8)

に
貢
か
れ
た
統
治
の
合
理
化
の
実
践
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
た
o
｢狭
い

意
味
で
の
統
治
性
｣概
念
に
よ
っ
て
フ
ー
コ
ー
が
考
察
し
よ
う
と
し
た
の

は
'
近
代
に
お
け
る
統
治
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
系
譜
だ
っ
た
｡

だ
が

｢統
治
性
｣
の
意
味
づ
け
は
国
家
理
性
､
他
者
支
配
の
問
題
系

に
と
ど
ま
ら
な
く
な
る
｡
フ
ー
コ
ー
は
八
〇
年
の
詐
義
『
生
者
の
統
治
』

で
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
告
白
を
通
し
た
主
観
性
の
生
産
を
考
察
し
た
｡

そ
し
て
翌
八

一
年
の
講
義

『
主
観
性
と
真
理
』
で
は
概
念
の
内
容
を
拡

大
す
る
o
統
治
性
は

｢自
己
の
技
術
｣
.tteclm
iquede
so
i"
あ
る
い
は

｢自
己
の
統
治
術
｣
..r
art
du
g
o
uvem
em
en
t
d
e
soi"
と
い
っ
た
表
現

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
｡
統
治
性
概
念
の
こ
う
し
た
あ
り
方
を
こ
こ

で
は

｢広
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
と
呼
ぶ
｡

自
己
の
技
術
と
は

｢お
そ
ら
く
す
べ
て
の
文
明
に
存
在
す
る
手
続
き

で
あ
り
､
個
人
に
程
案
ま
た
は
処
方
さ
れ
､
い
く
つ
か
の
目
的
に
応
じ

て
､
自
己
に
よ
る
自
己
の
支
配
､
ま
た
は
自
己
に
よ
る
自
己
の
帯
織
と

の
関
係
に
よ
っ
て
､
個
人
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
､
維

持
へ
変
革
し
て
い
く
際
の
手
続
き
｣
を
指
す
｡
そ
し
て
こ
の
広
い
意
味

で
の
統
治
性
に
触
れ
て
､
フ
ー
コ
ー
は

｢『
統
治
性
』
の
問
い
を
別
の
観

ヽ
ヽ
ヽ

点
か
ら

(強
調
は
引
用
者
)
再
び
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
C
そ
れ
は
他
者
と
の
関
係
に
自
己
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
で
行
う
自(9)

己
に
よ
る
自
己
の
統
治
-
･･･と
い
う
意
味
で
の
統
治
性
｣と
論
じ
る
の
だ
C

な
ぜ
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
よ
う
に
広
い
視
点
か
ら
統
治
性
概
念
を
展
開

す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
『
主
体
の
解
釈
学
』
の
編
者
グ
ロ
は
､
八

1
年
に
行
っ
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
告
白
に
関
す
る
考
察
の
中
で
､
フ
ー

コ
ー
が
告
白
と
は
異
な
っ
た
形
で
真
理
を
述
べ
る
主
体
の
あ
り
方
､
｢真

理
に
な
る
｣
主
体
の
あ
り
方
の
歴
史
を
扱
っ
た
点
に
注
目
す
べ
き
だ
と

論
じ
て
い
る
｡
当
時
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
､
ピ
ユ
タ
ゴ
ラ
ス
や
セ
ネ

カ
な
ど
自
己
意
識
の
省
察
に
ま
つ
わ
る
古
代
後
期
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ

た
｡
こ
の
こ
と
が
八
二
年
の
講
義
の
さ
き
が
け
と
な
っ
て
い
る
と
グ
ロ

(川)

は
考
察
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に

｢統
治
性
｣
概
念

は
意
味
を
大
き
く
広
げ
て
い
っ
た
｡
｢自
己

へ
の
配
慮
｣
の
概
念
に
結
び

つ
く
の
は
こ
の

｢広
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
概
念
で
あ
る
｡

フ
ー
コ
ー
は
八

1
年
の
講
義

『
主
観
性
と
真
理
』
の
概
要
で
､
｢自
己

へ
の
配
慮
｣
に
は
､
主
観
性
の
歴
史
と
統
治
性
分
析
と
の
間
に
次
の
よ

う
な
関
係
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
｡

｢汝
自
身
を
知
れ
｣
と
い
う
､
西
洋
文
明
を
強
く
特
徴
づ
け
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
こ
の
命
令
を
､
よ
り

一
般
的
な
問
い
の
中
に
'
多
少
な

り
と
も
は
っ
き
り
と
し
た
へ
こ
の
命
令
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
な
る
問

社会思想史研究 No.28 2004
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い
の
中
に
置
き
直
す
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
自
己
か
ら
何
を
作
り

出
す
べ
き
か
､
自
己
に
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
す
る
べ
き
か
と
い

ぅ
問
い
で
あ
る
｡
ま
た
そ
れ
は
､
自
己
自
身
が
自
ら
な
す
行
為
の
対

象
､
場
､
道
具
と
な
り
､
そ
の
行
為
の
主
体
と
な
る
行
為
を
な
す
に

あ
た
り
､
ど
の
よ
う
に

｢自
ら
を
統
治
す
る
べ
き
か
｣
と
い
う
問
い

な
の
だ
｡

こ
の
問
い
の
出
発
点
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の

『
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
』

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
､
｢自
己
へ

の
配
慮
｣
の
問
い
が
､
そ
の
内
部
で
自
己
認
識
と
い
う
要
請
が
意
味

を
持
つ
よ
う
な

7
般
的
な
枠
組
み
と
し
て
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
｡
こ

こ
か
ら
発
し
た

i
連
の
研
究
か
ら
､
経
験
と
し
て
の
､
ま
た
そ
の
経

験
を
磨
き
あ
げ
､
変
貌
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
技
術
と
し
て
の

｢自
己

へ
の
配
慮
｣
の
歴
史
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
プ

ラ
ン
は
こ
れ
ま
で
に
扱
っ
た
二
つ
の
テ
ー
マ
､
主
観
性
の
歴
史
と
｢統

(〓)

治
性
｣
の
諸
形
態
の
分
析
の
交
差
点
に
あ
る
｡

こ
こ
で
は
自
己
へ
の
配
慮
は

｢汝
自
身
を
知
れ
｣
と
い
う
命
法
を
包
括

す
る
よ
り
強
い
7
般
性
を
有
す
る
概
念
と
し
て
琴
不
さ
れ
て
い
る
.
ま
た

(_2)

主
観
性
の
歴
史
と
統
治
性
と
い
う
表
現
か
ら
は
､
『
狂
気
の
歴
史
』
に
始

ま
り

『
知

へ
の
意
志
』
へ
と
至
る
フ
ー
コ
ー
の
作
業
が
'
狭
い
意
味
で
の

統
治
性
に
関
す
る
分
析
と
の
連
続
性
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
C
こ
れ
に
関
連
し
て
､
フ
ー
コ
ー
は

｢西
洋
文
明

に
お
け
る
主
体
の
系
譜
学
を
分
析
す
る
な
ら
ば
､
支
配
の
技
術
だ
け
で
な

く
､
自
己
の
技
術
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
二
つ
の
技

術
の
間
で
生
じ
る
相
互
作
用
を
示
す
必
要
が
あ
る
｣
と
述
べ
る
｡
｢自
己

(13)

へ
の
配
慮
｣
は
支
配
の
技
術
と
自
己
の
技
術
の
間
に
存
在
す
る
｡
そ
れ
は

他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
を
分
節
化
す
る
際
に
行
う
､
自
己
に
よ
る

自
己
の
統
治
の
技
術
と
方
法
論
を
含
む
概
念
な
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
と
は
,
フ
ー
コ
ー
自
身
が
そ
れ
ま

で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
､
白
.rJ
の
自
己
へ
の
関
係
と
､
自
己

の
他
者

へ
の
関
係
を
と
も
に
位
置
付
け
な
お
す
こ
と
が
､
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
積
極
的
な
問
い
を
展
開
す

る
た
め
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
を

｢広
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
に

っ
い
て
の
問
い
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の

｢自
己

へ
の
配
慮
｣
概
念
の
歴
史
的
変
遷
を
め
ぐ
る
考
察
が
『
主
体
の
解
釈
学
』

で
の
中
心
的
な
裸
麿
の
一
つ
と
な
り
､
『
性
の
歴
史
』
第
三
巻
の
タ
イ
ト

リ=iL･〔

ル
に
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
な
お

『
主
体
の
解
釈
学
』
が
見
せ
た
古

代

へ
の
視
点
の
移
動
が
面
妖
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
､
直
近
数
年
間

の
コ
レ
上

ソ
ユ
･ド
･
フ
ラ
ン
ス
講
義
の
ー丁

マ
の
移
り
変
わ
り
を
振
り

返
っ
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
｡

そ
れ
で
は

｢狭
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
が
登
場
し
,
そ
の
権
力
作
用

に
よ
っ
て
主
体
化
さ
れ
る
人
々
の
生
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
､

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
権
力
と
個
人
と
の
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

;
早
い
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二

痕
跡
と
主
休
化

｢汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
の
生
｣
は
､
フ
ー
コ
ー
が
出
版
を
構
想
し
て
い

た
同
名
の
本
の
序
論
と
し
て
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
｡
十
七
世
紀

後
半
か
ら
の
約
百
年
間
に
､
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
封
印
状
に
よ
っ
て
監
禁

施
設
に
収
容
さ
れ
た
人
々
に
関
す
る
記
録
文
書
を
分
類
し
た
書
籍
の
出

3_V凸

版
が
計
画
さ
れ
て
い
た
た
め
だ
O

フ
-
コ
I
は

『
狂
気
の
歴
史
』
で
封

印
状
に
つ
い
て
触
れ
'
市
井
の
人
々
が
書
状
を
し
た
た
め
て
国
王
に
訴

え
､
行
政
権
力
が
そ
れ
に
基
づ
く
調
査
を
行
っ
て
は
じ
め
て
監
禁
が
行

(_ら)

わ
れ
る
と
い
う
こ
の
特
異
な
シ
ス
テ
ム
に
注
意
を
促
し
て
い
た
｡
狭
い

意
味
で
の
統
治
性
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
を
構
成
し
て
い
た
七

〇
年
代

後
半
の
フ
ー
コ
ー
は
､
再
び
こ
の
制
度
に
注
目
す
る
｡
当
時
の
記
録
に

残
さ
れ
た
人
々
が
､
仰
々
し
い
儀
式
と
告
白
制
度
に
支
え
ら
れ
た
宗
教

と
王
権
の
時
代
か
ら
､
そ
っ
け
な
く
微
細
な
記
述
を
行
い
､
個
人
を
監

視
す
る
行
政
の
時
代

へ
と
支
配
の
形
が
変
容
し
て
い
く
時
代
'
統
治
性

(17)

の
拡
大
期
で
あ
り
転
換
期
に
出
く
わ
し
た
か
ら
だ
｡

こ
の
百
年
間
は
権

力
の

｢
そ
そ
の
か
し
､
刺
激
L
t
生
産
す
る
｣
機
能
が
全
面
化
す
る
時

〕耶
凸

代
だ
っ
た
｡

制
度
面
を
見
れ
ば
'
こ
れ
は

一
世
紀
と
い
う
短
い
期
間
に
限
っ
て
フ

ラ
ン
ス
だ
け
で
実
施
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
だ
が
こ
こ
に
は
人
々

が
発
し
た
権
力

へ
の

｢誘
惑
｣
が
伴
わ
れ
て
い
た
｡
人
々
は
封
印
状
の

制
度
を
通
し
て
､
人
間
関
係
の
中
に
絶
対
王
政
の
強
大
な
権
力
を
導
き

い
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
こ
そ
が
社
会
全
体
に
権
力
が
浸
透

し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
封
印
状
は
時
代
を

画
す
る
制
度
だ
っ
た
と
フ
ー
コ
ー
は
解
釈
す
る
｡

こ
の
制
度
の
も
と
で

は
'
庶
民
の
日
常
の
い
ざ
こ
ざ
は
､
臣
民
の
不
品
行
を
国
王
に
上
訴
す

る
と
い
う
大
が
か
り
な
形
式
を
通
し
て
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
た
｡

こ
こ

に
は
権
力
は
下
か
ら
や
っ
て
来
る
と
い
う
能
産
的
権
力
観
を
は
っ
き
り

(19)

と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

権
力
と
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
る
材
料
と

な
っ
た
史
料
を
集
め
た
こ
の
本
は

｢実
在
し
た
人
々
に
つ
い
て
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ

I
｣
と
予
告
さ
れ
た
o
そ
し
て

一
人

一
人
の
身
に
現
実
に
起
き

た
出
来
事
が
ご
く
簡
潔
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
｢
ヌ
ー
ヴ
エ

ル
｣
(
ニ
ュ
ー
ス
､
消
息
)
と
呼
び
う
る
も
の
だ
と
い
う
｡

こ
こ
で
試
み

ら
れ
た
作
業
と
は
､
国
王

へ
の
嘆
願
書
､
行
政
文
書
､
封
印
状
と
い
っ

た
実
在
の
人
々
を
扱
い
､
現
実
と
直
接
関
わ
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
た

文
書
に

つ
い
て

｢無
名
な
人
々
に
関
す
る
伝
説
の
原
基
を
､
彼
ら
が
不

幸
あ
る
い
は
激
し
い
怒
り
の
中
で
権
力
と
交
わ
し
た
言
説
か
ら
出
発
し

て
収
集
す
る
｣
こ
と
だ
っ
た
｡

｢汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
｣
"d
es
infa
m
es"
の
生
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
記
録
に
残
さ
れ
な
け
れ
ば
忘
れ
去
ら

(2
)

れ
て
し
ま
う
よ
う
な
無
名
な
人
々
の
実
在
の
生
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た

人
々
が
確
か
に
実
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
､
そ
れ
が
文
書
か
ら

社会思想史研究 No.28 2004
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し
か
読
み
取
れ
な
い
と
い
う
証
を
こ
こ
で
は

｢痕
跡
｣
と
呼
ぶ
｡
汚
辱

に
塗
れ
た
人
々
は

｢痕
跡
を
残
さ
ず
に
死
ん
で
い
く
こ
と
を
運
命
づ
け

ら
れ
た
他
の
多
く
の
人
々
｣
に
属
し
て
お
り
'
そ
の
人
生
は
語
る
に
値

し
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
｡
し
か
し
彼
ら
は

｢あ
る
激
し

さ
に
貫
か
れ
､
悪
意
､
卑
劣
さ
'
下
品
さ
､
頑
固
さ
あ
る
い
は
不
運
の

中
で
の
暴
力
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
'
過
剰
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
｣
て
お

り
､
そ
う
し
た
行
動
に
よ
っ
て

｢周
囲
の
人
た
ち
か
ら
､
自
分
た
ち
が

凡
庸
で
あ
る
だ
け
に
､
恐
る
べ
き
あ
る
い
は
哀
れ
む
べ
き

7
種
の
偉
大

(2)

さ
を
付
与
さ
れ
て
い
た
｣｡
こ
の
よ
う
な
人
々
の
偉
大
さ
に
､
フ
ー
コ
ー

は
も
う

一
つ
の
英
雄
的
な

｢汚
辱
｣
と
対
比
さ
せ
､
後
者
を
退
け
る
｡

歴
史
的
に
見
れ
ば
不
名
誉
な
扱
い
を
受
け
た
サ
ド
の
よ
う
な
有
名
人
の

あ
り
方
､
汚
辱
に
塗
れ
て
は
い
る
が
､
そ
の
こ
と
で
か
え
っ
て
栄
光
に

浴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
の

｢汚
辱
｣
が
こ
こ
で
の
間
麿
で
は
な
い

と
言
う
の
だ
｡
汚
辱
に
塗
れ
た
生
と
は
､
番
く
と
い
う
行
為
と
権
力
の

効
果
と
し
て
無
理
や
り
に
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
､
英
雄
的
な
生
き
方
と
は

遠
い
人
々
の
生
の
こ
と
な
の
だ
｡

こ
れ
ら
の
生
を
フ
ー
コ
ー
は
粒
子
に
喰
え
て
い
る
｡
こ
の
粒
子
に
は
小

さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
そ
の
人
の
生
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が
わ
れ
わ

れ
が
こ
れ
を
目
に
す
る
に
は
､
少
な
く
と
も

)
瞬
､
ど
こ
か
ら
か
光
が
差

し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C
そ
れ
が
権
力
で
あ
る
C
権
力
は

｢生
を
監

視
し
､
追
跡
し
､
7
瞬
で
は
あ
っ
て
も
人
々
の
訴
え
や
小
さ
な
不
平
に
耳

を
貸
し
'
ま
た
人
々
の
生
に
引
っ
か
き
傷
を
残
す
｣｡
今
に
残
る
い
く
ら

か
の
言
葉
は
､
権
力
作
用
が
記
さ
せ
た
文
書
と
い
う
形
で
生
じ
た
も
の
な

の
で
あ
る
｡
だ
が

｢あ
ら
ゆ
る
言
説
の
下
を
通
過
し
､
一
度
も
語
ら
れ
る

こ
と
な
く
消
え
去
っ
て
い
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
う
し
た
生

の
す
べ
て
は
､
権
力
と

一
瞬
だ
け
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
､
わ
ず

か
で
'
鋭
く
､
往
々
に
し
て
謎
め
い
た
痕
跡
を
残
し
え
た
｣
と
フ
ー

コ
ー

は
言
う
｡
痕
跡
は
確
か
に
残
さ
れ
る
｡
だ
が
権
力
の
書
く
と
い
う
働
き

は
､
同
時
に
書
き
取
っ
た
人
々
か
ら
生
を
奪
い
取
る
｡
｢実
在
し
た
生
が

こ
う
し
た
数
文
の
中
で
『
作
動
』
さ
せ
ら
れ
て
い
た
｡
つ
ま
り
､
人
々
の

ヽ
ヽ
ヽ

､
ヽ
ヽ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ヽ
ヽ
ヽ

生
が
そ
こ
に
描
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
､
彼
ら
の
自
由
､
不
幸
､

死
､
運
命
が
と
も
か
く
も
､
少
な
く
と
も
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
決
定
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
｡
こ
れ
ら
の
言
説
は
実
際
に
彼
ら
の
生
と

出
会
っ
た
｡
そ
し
て
彼
ら
の
人
生
は
こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
で
実
際
に
脅
か

さ
れ
'
消
え
去
っ
て
い
っ
た
｣
か
ら
だ
｡

こ
う
し
て
み
る
と
'
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
と
現
在
の
わ
れ
わ
れ
と
の

関
係
の
あ
り
方
に
は
出
口
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
｢痕
跡
｣
と
言
っ

て
み
た
と
こ
ろ
で
､
そ
れ
も

7
つ
の
権
力
作
用
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
か
､
は
じ
め
に
権
力
あ
り
き
と
し
て
し
ま
っ
て
は
､
ど
う
し
て
も
権

力
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
は
抜
け
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が

ゎ
き
あ
が
っ
て
く
る
｡
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
点
を
意
識
し
て
､
自
分
は
権

力
の
側
か
ら
し
か
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
自
問
自

答
し
て
み
せ
て
も
い
る
｡
そ
し
て
､
今
日
の
社
会
の
最
も
基
本
的
な
特

徴
の

】
つ
と
は

｢運
命
が
権
力
と
の
関
係
､
権
力
と

一
緒
に
な
っ
た
,

_

I
-
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-

.

･
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あ
る
い
は
権
力
に
抗
す
る
戦
い
と
い
う
形
を
取
る
点
に
あ
る
｣
と
付
け

]S[

加
え
る
の
で
あ
る
｡

だ
が
記
録
さ
れ
､
監
禁
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
理
や
り
主
体
に
さ

せ
ら
れ
た
人
々
に
行
使
さ
れ
た
権
力
作
用
以
外
に
も
､
記
録
を
通
し
て

わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
こ
と
が
あ
る
｡
権
力
の
効
果
に
よ
っ
て
､
文
書

の
中
に
生
じ
た
主
体
の

｢痕
跡
｣
に
は
､
対
象
者
の
告
発
と
監
禁
と
い

う
あ
か
ら
さ
ま
な
目
的
に
反
し
て
､
わ
れ
わ
れ
が
読
み
取
り
う
る
生
の

あ
り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
手
が
か
り
は
テ
キ
ス
ト
の
冒

頭
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
Q
フ
ー
コ
ー
は
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
の

｢特
異

な
生
は
何
ら
か
の
偶
然
に
よ
っ
て
不
思
議
な
詩
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｣

と
記
し
､
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
押
葉
標
本
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
｡
そ

し
て
こ
こ
に
は

｢古
典
的
な
文
体
の
美
し
さ
｣
と
ま
で
は
言
え
な
い
に

し
て
も
､

一
般
に
文
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
心
を
揺
さ
ぶ
る

も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
と
す
ら
述
べ
る
の
だ
｡
市
井
の
人
々
の
請
願
書

は
､
国
王

へ
の
上
訴
文
を
意
識
し
て
仰
々
し
く
つ
づ
ら
れ
な
が
ら
も
､

日
常
的
な
言
葉
遣
い
が
混
在
す
る
風
変
わ
り
な
文
書
だ
っ
た
｡

一
方
で

行
政
文
書
は
人
々
の
行
状
や
決
定
を
簡
潔
に
記
録
し
た
｡
こ
れ
ら
の
文

書
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
､
権
力
作
用
が
そ
こ
に
書
か
れ
た
人
々
を
ど

の
よ
う
な
記
述
で
辱
め
た
か
と
い
う
事
実
に
留
ま
ら
ず
､
権
力
の
効
果

に
よ
っ
て
主
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
､
実
在
し
た
市
井
の
人
々
の
具
体
的

で
多
様
な
生
き
様
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
決
し
て
例
外
的
で
は
な
い
｡

汚
辱
を
着
せ
ら
れ
る
直
前
ま
で
は
､
い
や
汚
辱
を
着
せ
ら
れ
て
も
な
お
､

告
発
す
る
者
､
告
発
さ
れ
る
者
の
双
方
に
と
っ
て
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

生
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
の
だ
｡

権
力
は
主
体
化
さ
れ
た
人
々
の
実
在
そ
の
も
の
を
消
去
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
｡
そ
こ
に
は

｢痕
跡
｣
が
つ
ね
に
残
さ
れ
る
｡
当
時
の
人
々

は
権
力
の
誘
惑
に
導
か
れ
な
が
ら
日
々
の
生
活
を
送
り
､
そ
の
中
で
何

事
か
を
書
き
記
し
て
い
た
か
ら
だ
｡
そ
の
営
み
が

｢不
思
議
な
詩
｣
を

生
ん
だ
｡
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
人
々
の
あ
り
方
が
直
ち
に
､
自
ら
の
従

属
的
主
体
化

へ.tの
抵
抗
あ
る
い
は
反
乱
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
無
論
な

い
｡
時
に
は
反
動
的
な
方
向
に
も
向
か
う
だ
ろ
う
｡
G
･
ス
ピ
ヴ
ア
ッ

ク
が
論
争
的
に
取
り
上
げ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
フ
ー

コ
ー
の
七
二
年
の

発
言

｢大
衆
は
実
に
は
っ
き
り
と
知
っ
て
い
る
｣
は
､
こ
の
痕
跡
と
い

(23)

う
観
点
か
ら
考
え
る
と
興
味
深
い
｡
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
の
こ
の
対
談
で
､

フ
ー
コ
ー
は

｢大
衆
は
知
識
人
よ
り
も
ず
っ
と
良
く
知
っ
て
い
る
｡
き

ち
ん
と
そ
の
こ
と
を
口
に
出
し
て
も
い
る
C
だ
が
こ
う
し
た
言
説
や
知

を
妨
害
し
､
禁
止
し
､
無
効
に
す
る
権
力
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い

る
｣
と
述
べ
る
｡
し
た
が
っ
て
知
識
人
の
役
割
と
は
､
人
々
を
表
象

･

(～-)

代
表
す
る
の
で
は
な
く
､
権
力
様
式
に
戦
い
を
挑
む
こ
と
な
の
だ
｡

こ
こ
で
の

｢権
力
｣
と
は
人
々
に
語
ら
せ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
､

語
り
を
妨
害
す
る
シ
ス
テ
ム
を
指
し
て
い
る
｡
日
常
生
活
の
様
々
な
場

面
で
の
不
当
な
行
為
を
公
然
の
秘
密
と
す
る
よ
う
な
制
度
の
存
在
と
働

き
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
例
え
ば
囚
人
た
ち
は
権
力
の
発
生
源
を
あ
る

一

人
の
看
守
と
い
う
形
で
名
指
し
､
そ
の
人
物
の
行
い
に
つ
い
て
語
る
｡
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それが闘争だとフーコーは言う｡社会の様々な場面で人々は闘争する｡主体化された人々は権力がどのように働くのかを身をもって知っているからだ｡この言明は､闘争を抑圧者と被抑圧者､指導者と被指導者といった固定的な二項関係へと帰着させるためのものではない｡支配'指導､統治､権力集団'国家装置といったT連の語兼の問い直しを振起したもの

u句〔

だった｡人々は語ろうと欲する｡それゆえに障害にぶつかり､

それを乗り越えようとする｡

こうした権力の作用を｢汚辱に塗れた人々の生｣と重ねてみると､主体は二重の作用の中に置かれていることがわかる｡語らせまいとする権力､語らせようとする権力が同時に作用する場を生きているのだ｡無名の人々が書き､語るという行為にフーコーが注目するのは､その主体化作用を通して権力

(班)

の戦略的諸関係が姿を現すためだった｡だがそこには確かに書き､語る人々がいたのである｡狭い意味での統治性のもとで生活する人々の生き方そのものが'押葉標本や詩のように現れている｡ここに痕跡という形で兄いだれるのは､権力作用の冷酷さだけでなく'権力との摩擦によって生じた生であり､自ら書き､語ろうとすることで未来を構成していく固有

の経験なのである.

三

夢
見
る
主
体

フ
ー
コ
ー
の
最
初
期
と
最
晩
年
に
夢
と
い
う
共
通
の
テ
ー
マ
が
扱
わ

れ
て
き
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
.

T
般

的
な
評
価
で
は
､
実
存
主
義
的
精
神
医
学
者
L
･
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
I
の

完

三
〇
年
の
論
文

『
夢
と
実
存
』
の
仏
語
版
に
付
し
た

｢序
論
｣
(五

四
年
発
表
)
は
､
当
時
の
公
式
的

マ
ル
ク
ス
主
義
と
実
存
哲
学
に
影
響

を
受
け
た

｢心
理
学
者
フ
ー
コ
ー
｣
と
で
も
言
う
べ
き
彼
の
思
想
的
発

展
の
前
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
ま
た

冒

己
へ
の
配
慮
』
の
第

7
章
に
収
録
さ
れ
た
､
二
世
紀
後
半
の
著
述
家
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
に
よ

る
夢
分
析

『
夢
判
断
の
素
』
を
論
じ
た

｢自
分
の
快
楽
を
夢
に
見
る
こ

と
｣
は
､
西
洋
社
会
の
従
属
化
の
歴
史
の
｣
過
程
を
論
じ
た
も
の
と
し

h塊[

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
o
も
っ
と
も
こ
の
よ
[っ
な
個
別
の
評
価
が
誤
り
だ

と
は
言
え
な
い
｡
後
年
の
フ
ー
コ
ー
は
自
ら
の
思
索
の
歩
み
に
つ
い
て
､

｢経
験
の
様
々
な
あ
り
方
の
歴
史
性
｣
に
関
す
る
問
題
意
識
が
『
狂
気
の

歴
史
』
以
前
の
研
究
か
ら
派
生
し
た
こ
と
を
認
め
る

嘉

で
､
五
〇
年

代
の
自
ら
の
手
法
が

｢理
論
的
に
不
十
分
な
も
の
だ
っ
た
｣
と
捉
え
､

以
後
は

｢経
験
の
諸
様
式
の
歴
史
性
そ
れ
自
体
｣
を
考
え
る
道

へ
と
向

DEi]凸

か
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
か
ら
だ
｡

だ
が
三
〇
年
を
隔
て
た
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
組
み
合
わ
せ
る
と
､

二
つ
の
共
通
点
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
｡

三

は
夢
に
対

∫t-■
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す
る
非
解
釈
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ

へ
の
関
心
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､

現
在
の
自
己
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
､
隠
さ
れ
た
過
去
か
ら
の
因
果
関

係
を
夢
の
う
ち
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
へ
の
批
判
的
な
姿

(gH

勢
で

あ

る

｡

ま
た
も
う

1
つ
は
､
夢
の
中
に
､
夢
を
見
る
主
体
の
現
在

の
あ
り
方
を
示
し
､
こ
れ
か
ら
到
来
す
る
未
来
の
方
向
性
を
告
げ
る
は

た
ら
き
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
｡
土

こ
か
ら
見
出
さ
れ
る
の
が

｢夢
見

る
主
体
｣
の
あ
り
方
な
の
だ
｡

｢序
論
｣
で
フ
ー
コ
ー
が
着
目
す
る
の
は
､
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
I
が
当
時

の
実
証
主
義
的
精
神
医
学
に
対
抗
し
て
､
夢
に
関
す
る
人
間
学
と
現
存

在
分
析
を
提
唱
し
た
点
で
あ
る
｡
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
I
に
よ
れ
ば
､
夢
は

精
神
病
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
た
実
存
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
､
客
観

的
な
歴
史
に
お
け
る
実
存
の
自
己
実
現
と
の
間
に
位
置
す
る
｡
ま
た
彼

の
夢
に
関
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
'
夢
を
現
実
よ
り
劣
っ
た
も
の
と
し
て

み
る
の
で
は
な
く
､
夢
の
経
験
を
通
し
て
人
間
の
実
存
の
本
来
的
な
あ

り
方
､
存
在
の
問
題
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
｡
フ
ー

コ
ー
は

｢序
論
｣
の
第

一
部
で
､
そ
の
独
創
性
が
現
象
学
と
精
神
分
析
を
と
も
に

経
由
す
る
こ
と
で
､
経
験
に
固
有
な
形
式
と
し
て
夢
を
捉
え
よ
う
と
し

た
点
に
あ
る
と
主
張
す
る
｡
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
が
向
か
っ
た
の
は
､
夢

の
イ
メ
ー
ジ
に
は
必
然
的
な
契
機
が
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
り
､
精
神

分
析
の
登
場
に
よ
っ
て
後
景
に
追
い
や
ら
れ
た
､
夢
に
認
識
論
的
作
用

を
認
め
る
伝
統
を
取
り
戻
す
方
向
だ
っ
た
｡

他
方
で
フ
ー
コ
ー
は
､
フ
ロ
イ
ト
が

｢夢
の
心
理
学
的
次
元
を
回
復

し
た
が
､
夢
を
経
験
の
固
有
な
形
態
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
｣
と
し
て
フ
ロ
イ
ト
批
判
を
行
い
､
｢症
例
ド
ラ
｣
に
お
け
る
ド

(皿)

ラ
の
第
二
の
夢
に
言
及
す
る

｡

フ
ロ
イ
ト
の
解
釈
に
異
を
唱
え
る
フ
ー

コ
ー
は
､
ド
ラ
が
治
癒
し
た
理
由
は
､
精
神
分
析
を
止
め
た
と
い
う
事

実
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
､
分
析
を
止
め
る
決
断
に
よ
っ
て
､

自
ら
の
実
存
の
孤
独
を
引
き
受
け
た
点
に
あ
る
の
だ
と
論
じ
る
｡
そ
の

上
で
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
夢
分
析
の
真
の
問
題
点
は
､
夢
見
る
主
体
を
客

体
化
し
､
劣
っ
た

主
観
性
と
見
な
す
こ
と
に
あ
る
と
付
け
加
え
る
｡
ビ

ン
ス
ワ
ン
ガ
I
は
こ
の
点
に
つ
い
て
対
照
的
だ
｡
彼
に
よ
れ
ば
夢
の
主

体
と
は

｢私
｣
と
い
う
夢
の
中
の
登
場
人
物
の

一
人
で
は
な
く
､
未
来

(G)

へ
向
か
う
夢
全
体
を
夢
見
る
主
体
な
の
で
あ
る
｡

ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
I
の
夢
に
つ
い
て
の
人
間
学

へ
の
考
察
を
通
し
て
､

フ
ー
コ
ー
は

｢夢
は
実
存
の
う
ち
で
も
っ
と
も
歴
史
に
還
元
さ
れ
え
な

い
も
の
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
客
観
的
な
表
現
に
お
い
て
は
､

ま
だ
普
遍
性
の
契
機
に
は
届
い
て
い
な
か
っ
た
あ
る
自
由
に
と
っ
て
'

実
存
が
持
ち
う
る
意
味
を
も
っ
と
も
良
く
示
し
て
く
れ
る
｣
と
い
う
見

(Pn

解
に
至
る
｡
こ
こ
に
は
フ
ー
コ
ー
の
夢
に
対
す
る
考
え
方
が
よ
く
現
れ

て
い
る
｡
夢
は
過
去
の
苦
悩
や
､
隠
さ
れ
た
本
当
の
自
分
の
姿
､

ユ
ン

グ
の
い
う
よ
う
な
太
古
の
記
憶
を
告
げ
る
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
人
間

存
在
の
未
来
の
あ
り
方
を
､
少
な
く
と
も
そ
の
方
向
性
を
示
す
と
い
う

積
極
的
な
機
能
を
持

つ
と
い
う
の
が
フ
ー
コ
ー
の
着
想
な
の
だ
｡

こ
の

｢序
論
｣
に
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
､
狂
気
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=
疎
外
か
ら
の
解
放
と
い
う
初
期
フ
ー
コ
ー
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
顕
著
で

あ
る
｡
ま
た
こ
こ
で
の

｢自
由
｣
と
は
本
来
的
な
実
存
の
あ
り
方
を
指

し
､
夢
見
る
主
体
と
は

｢実
存
そ
の
も
の
の
生
成
お
よ
び
総
体
と
し
て
｣

姿
を
現
す
と
さ
れ
る
.
実
存
哲
学
と
疎
外
論
の
影
響
が
色
添
い
こ
と
は

〕珂n

明
白
で
あ
る
｡
だ
が
同
時
に
フ
I
コ
I
の
独
自
の
哲
学
的
な
立
場
を
も

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
患
者
の
実
存
を
本
来
的
で
健
康
な
主

体
の
あ
り
方

へ
と
回
復
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
'
治
療
に
つ
い
て

の
知
見
を
深
め
る
精
神
医
学
の
立
場
で
は
な
い
｡
苦
悶
し
続
け
る
主
体

の
あ
り
方
､
｢夢
見
る
主
体
｣
の
孤
独
な
あ
り
方
を
肯
定
的
に
認
め
よ
う

と
い
う
哲
学
の
立
場
な
の
で
あ
る
｡

論
の
締
め
く
く
り
で
引
用
さ
れ
た
R
･
シ
ャ
ー
ル
の
詩
に
託
さ
れ
て

い
る
の
も
こ
う
し
た
姿
勢
で
は
な
か
っ
た
か
｡
｢悪
の
骨
髄
を
な
す
食
欲

な
表
情
を
知
っ
た
上
で
､
と
こ
と
ん
こ
れ
と
戦
い
な
が
ら
'
架
空
の
事

を
歴
史
的
事
実

へ
と
作
り
変
え
て
ゆ
く
｣
こ
と
は

｢人
間
に
課
せ
ら
れ

た
義
務
｣
だ
と
フ
ー

コ
ー
は
語
る
｡
こ
う
し
た
義
務
を
実
行
せ
ざ
る
を

え
な
い
苦
悶
し
続
け
る
主
体
の
あ
り
方
､
｢夢
見
る
主
体
｣
の
孤
独
な
あ

り
方

へ
と
フ
ー
コ
ー
は
心
を
寄
せ
て
い
く
の
だ
｡
こ
の
よ
う
に
五
四
年

の

｢序
論
｣
に
は
､
苦
悶
し
続
け
る

｢夢
見
る
主
体
｣
の
孤
独
な
あ
り

方

へ
と
心
を
寄
せ
る
哲
学
的
立
場
と
､
人
間
存
在
の
未
来

へ
の
方
向
性

を
示
す
夢
の
働
き
に
つ
い
て
の
着
想
の
抽
出
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
二
つ

の
独
自
な
見
解
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

で
は
こ
の
小
論
の
三
〇
年
後
に
発
表
さ
れ
た
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
論
｢自

分
の
快
楽
を
夢
に
見
る
こ
と
｣
は
'
夢
と
主
体
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
扱
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
.
こ
の
章
は
フ
ー
コ
ー
の
古
代
に
関
す
る

分
析
の
中
で
は
､
性
的
関
係
が
道
徳
的
配
慮
の
対
象
と
な
り
､
キ
リ
ス

ト
教
時
代
に
向
か
っ
て
厳
格
な
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
く
歴
史
的
過
程

〕打〔

の

1
通
過
点
で
あ
る
｡
『
夢
判
断
の

書

』

の
特
徴
は
当
時
の

7
般
人
を
対

象
と
し
た
日
常
生
活
の
実
践
的
な

マ
ニ
ュ
ア
ル
だ
っ
た
点
に
あ
る
と

フ
ー
コ
ー
は
言
う
｡
当
時
の
夢
解
釈
と
は
､
自
ら
の
健
康
､
生
死
､
財

産
､
商
売
､
貧
富
､
子
ど
も
の
結
婚
と
い
っ
た
こ
と
を
気
に
か
け
る

一

般
の
人
々
が
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
｡
ゆ
え
に
当
時
広
く
流
布

し
て
い
た
規
則
や
'

一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
態
度
が
こ
の
本
か

ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
｡

論
の
後
半
が
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
性
行
為
に
関
す
る
夢
の
解

釈
手
順
で
あ
る
｡
と
い
っ
て
も
そ
の
手
帳
は
､
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
進

展
に
伴
っ
て
現
れ
た
､
性
規
範
と
照
応
し
た
夢
解
釈
と
は
大
き
く
異
な

る
も
の
だ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
性
行
為
は
､
行
為
自
体
の
良
否
や
道
徳
性

で
は
な
く
､
登
場
人
物
の
間
の
社
会
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
と
さ

れ
､
そ
の
行
為
が
象
徴
す
る
結
果
の
み
が
問
わ
れ
る
｡
解
釈
は

『
自
己

へ
の
配
慮
』
で
展
開
さ
れ
た
､
性
と
社
会
に
つ
い
て
の
異
種
同
形
論
と

(玉)

い
う

一
般
的
な
原
則
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る

｡

こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
は
､

性
道
徳
が
夢
解
釈
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
歴
史
的
状
態

へ
の
フ
ー
コ
ー
の
関
心
で
あ
る
O

も
う

一
つ
の
注
目
点
は
､
夢
に
予
言
的
な
性
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
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こ
と
に
あ
る
｡
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
は
著
書
の
冒
頭
で

｢睡
眠
中
の
幻
覚
｣

●

(
エ
ニ
ユ
プ
ニ
オ
ン
)
と

｢夢
｣
(オ
ネ
イ
ロ
ス
)
と
の
間
に
は
っ
き
り
と

し
た
区
別
が
必
要
だ
と
説
く
｡
そ
し
て
後
者
の
夢
だ
け
を
解
釈
の
対
象

と
定
め
る
｡
こ
の

｢夢
｣
と
は

｢睡
眠
中
に
活
動
し
て
､
未
来
の
出
莱

事
を
予
言
し
､
理
解
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
'
眠
り
が
終
わ
っ
た
あ
と
で

も
魂
に
活
力
を
与
え
､
行
動
を
促
し
て
､
予
定
の
実
現

へ
と
導
く
｣
性

質
を
持
っ
て
い
る
.

1
方

｢睡
眠
中
の
幻
覚
｣
と
は
､
現
実
の
体
験
の

影
響
に
よ
っ
て
生
じ
た
､
眠
り
が
終
わ
る
と
消
え
て
し
ま
う
幻
覚
で
､

現
在
の
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
｡
な
お
こ
こ
で
の

｢予
言
｣
と
は
､

一
般
の
人
々
に
か
か
わ
る
日
常
的
な
出
来
事
の
未
来
の
こ
と
で
､
特
殊

(玉)

な
人
の
夢
の
中
に
だ
け
現
れ
る
神
の
お
告
げ
や
奇
跡
の
こ
と
で
は
な

い

｡

し
た
が
っ
て
夢
と
は
､
過
去
に
つ
い
て
の
人
間
の
真
実
を
示
す
の
で

も
な
け
れ
ば
､
道
徳
的
な
正
し
さ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
行
為

の
規
範
を
提
供
す
る
の
で
も
な
い
｡
夢
の
働
き
と
は
'
あ
く
ま
で
も
､

夢
の
中
の
登
場
人
物
の
行
為
や
､
そ
こ
で
の
出
来
事
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
を

通
し
て

｢現
実
の
中
で
こ
れ
か
ら
の
主
体
の
あ
り
方
を
は
っ
き
り
と
示

す
よ
う
な
､
出
来
事
､
幸
運
あ
る
い
は
不
運
､
繁
栄
あ
る
い
は
不
幸
を

(節)

告
げ
る
｣
こ
と
に
あ

る

｡

人
々
は
夢
解
釈
に
よ
っ
て
､
自
ら
の
社
会
生

活
の
行
方
を
知
ろ
う
と
し
､
不
幸
な
出
来
事
が
予
想
さ
れ
れ
ば
そ
れ
に

備
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

ア
ル
lて
､､ド

ロ
ス
の
夢
分
析
は
､
道
徳
的
な
規
範
に
よ
っ
て
夢
の
内

容
を
判
断
す
る
わ
け
で
も
な
く
､
夢
が
現
実
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
に
も
立
た
な
い
｡
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
夢
見
る
主
体

と
は
'
夢
の
中
で
将
来
の
自
分
の
あ
り
方
を
暗
示
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
見
'
行
為
と
の
ア
ナ

ロ
ジ
I
を
通
し
て
未
来
の
あ
り
方
を
知
り
､

社
会
あ
る
い
は
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
'
倫
理
的
に
自
ら
を
構
成
し

て
い
く
主
体
の
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
､
性
道
徳

に
は
規
制
さ
れ
な
い
夢
解
釈
の
あ
り
方
を
も
と
に
'
夢
の
予
言
的
な
性

格
あ
る
い
は
倫
理
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
社
会
関
係
の
中
で
自
ら
を
柄

成
し
て
い
く
主
体
の
あ
り
方
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
｡

以
上
か
ら
､
こ
れ
ら
二
つ
の
論
考
に
は
､
夢

へ
の
非
解
釈
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ

へ
の
あ
り
方

へ
の
関
心
と
､
夢
に
は
未
来
の
方
向
性
を
告
げ
る

働
き
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
｡

一
点
目
に
つ
い
て
は
'
苦
悶
す
る
主
体
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
､

性
道
徳
と
自
己
の
内
面
の
対
象
化
に
基
づ
か
な
い
解
釈
の
あ
り
方

へ
の

フ
ー
コ
ー
の
関
心
が
認
め
ら
れ
る
｡
ま
た
二
点
目
に
つ
い
て
は
､
｢序

論
｣
で
は
人
間
存
在
の
本
来
性

へ
の
復
帰
と
い
う
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
存
在

す
る

一
方
で
､
未
来

へ
の
方
向
性
を
示
す
と
い
う
夢
の
機
能
が
強
調
さ

れ
る
｡
ま
た
ア
ル
テ
ミ
ド

ロ
ス
論
で
は
､
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
の

自
己
の
今
後
の
あ
り
方
を
告
げ
る
と
い
う
夢
の
予
言
的
な
性
格
に
注
意

が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
｡
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
形
作
ら
れ
る
の
が
'
夢
と
主
体
と
の
間
に
存
在
し
て
い
る
｢夢

見
る
主
体
｣
と
い
う
関
係
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
｡

社会思想史研究No.
282004
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四

夢
と
痕
跡

‥
自
己
へ
の
配
慮
と
夢
見
る
主
体

上
で
見
た
よ
う
に
､
フ
ー
コ
ー
は

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
を
'
従
属
化

の
諸
様
式
の
う
ち
に
あ
っ
て
､
自
己
の
自
己
へ
の
関
係
､
自
己
の
他
者

へ
の
関
係
を
つ
ね
に
再
配
置
し
て
い
く
理
論
と
実
践
を
含
ん
だ
技
術
の

あ
り
方
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
｡
｢広
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
と
い
う

問
題
設
定
の
中
で
展
開
さ
れ
た

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
を
め
ぐ
る
考
察
は
'

主
体
化
作
用
を
発
揮
す
る
権
力
の
効
果
と
諸
制
度
に
つ
い
て
の
問
い
'

す
な
わ
ち

｢狭
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
｡
だ
が

同
時
に

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
は
'
権
力
作
用
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
'

従
属
化
さ
れ
た
主
体
が
ど
の
よ
う
に
身
を
処
す
の
か
と
問
う
｡
他
者
に

対
す
る
支
配
の
技
術
と
､
自
己
に
対
す
る
自
己
の
技
術
と
が
合
流
す
る

｢統
治
性
｣
の
座
と
は
'
『
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
』
に
お
い
て
は

へ魂
-
主

体
)
'
つ
ま
り
自
己
と
他
者
に
働
き
か
け
る
自
己
-
主
体
で
あ
り
､
｢狭

い
意
味
で
の
統
治
性
｣
に
つ
い
て
l亨
え
ば

｢全
体
的
か
つ
個
別
的
に
｣

主
体
化
さ
れ
た
主
体
で
あ
る
か
ら
だ
｡

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
の
概
念
史
は
初
期
キ
リ
ス
ー
教
の
告
白
制
度
の
確

(盟)

立
に
よ
っ
て

一
つ
の
帰
結
を
み

る

｡

告
白
制
度
そ
の
も
の
は
､
現
在
に
お

い
て
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
強
力
な
機
能

を
持
ち
続
け
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
の
は
､
こ
の

｢汝
自

身
を
知
れ
｣
で
あ
り
'
そ
こ
に
服
属
す
る

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
で
あ
る
｡

だ
が
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
的
分
析
が
示
し
て
い
る
の
は
､
こ
の
概
念
の
現

在
に
お
け
る
あ
り
方
が
決
し
て
唯

一
不
動
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実

で
あ
る
｡
｢自
己
へ
の
配
慮
｣
と
は
確
実
な
抵
抗
の
拠
点
で
も
抑
圧
の
源

で
も
な
く
､
む
し
ろ
権
力
に
つ
い
て
フ
ー
コ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
､
ど
ち

ら
に
転
ぶ
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な

｢危
険
さ
｣
を
は
ら
ん
で
い
る
｡
逆
の

言
い
方
を
す
れ
ば
'
｢自
己
へ
の
配
慮
｣
を
問
う
こ
と
は
'
｢汝
自
身
を
知

れ
｣
と
い
う
命
題
が

｢狭
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
の
基
礎
付
け
と
し
て
機

能
し
て
い
く
歴
史
と
'
主
体
の
内
面
の
崖
産
を
担
う
主
観
性
の
歴
史
の
二

つ
を
と
も
に
問
う
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
主
体
の
あ
り
方
を
自
己
へ
の
配
慮
と
の
関
係
か
ら
眺
め

る
場
面
に
な
る
と
､
カ
ン
ト
的
啓
蒙
を
評
価
し
た
と
さ
れ
る
晩
年
の
論

考

｢啓
蒙
と
は
何
か
｣
が
頻
繁
に
参
照
さ
れ
る
｡
フ
ー
コ
ー
は
､
歴
史

的
な
目
的
性
や
全
体
性
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
､
現
在
を
特
徴
づ
け
る

今
日
性
を
カ
ン
ト
が
問
お
う
と
し
た
点
を
評
価
す
る
｡
そ
し
て
｢批
判
｣

と
は
､
近
代
を
問
題
に
す
る
際
に
､
現
在
の
自
ら
の
あ
り
方
を
も
問
題

と
す
る

7
つ
の
態
度

(
エ
ー
ト
ス
)
で
あ
る
と
論
じ
た
｡
そ
し
て
こ
の

フ
ー
コ
ー
の
発
言
を
受
け
る
形
で
､
今
日
性
に
対
し
て
特
異
的
で
あ
る

よ
う
な
個
人
の
あ
り
方
が
｢実
存
の
美
学

｣"esthetique
de
I.ex
ist
ence"

と
い
う
表
現
を
伴
い
､
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ワ
イ
ル
ド
と
い
っ
た
個
人
名

り柑E

あ
る
い
は
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
と
も
に
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
｡

し
か
し

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
の
営
み
を
､
限
ら
れ
た
人
々
に
よ
る
英

雄
的
な
実
践
と
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
は
､
｢汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
の
生
｣
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で
退
け
ら
れ
た
､
逆
説
的
な
栄
光
に
浴
し
た
人
々
に
抵
抗
の
担
い
手
を

求
め
て
い
く
よ
う
な
立
場

へ
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
か
｡
後
期
フ
ー

コ
ー
は
主
体
や
自
己
へ
の
､
ま
た
は
ギ
リ
シ
ア
へ
の

回
帰
で
あ
る
と
い
う
評
価
で
あ
れ
ば
そ
れ
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
｡
だ
が

後
期
フ
ー

コ
ー
に
お
け
る
自
己
-
主
体
と
は
､
権
力

へ
の
問
い
を

｢広

い
意
味
で
の
統
治
性
｣
と
い
う
形
で
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
｡
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
､
む
し
ろ
当
人
た
ち

が
普
通
だ
と
考
え
､
日
常
的
に
続
け
て
い
る
営
み
を
､
そ
の
ま
ま
何
の

気
な
し
に
続
け
る
こ
と
が
権
力
に
と
っ
て
耐
え
難
い
も
の
で
あ
る
か
､

権
力
の
生
み
出
す
抵
抗
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
観
点
に
こ
そ
着
目
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

フ
ー
コ
ー
は
八
二
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
､
強
制
異
性
愛
社
会
で
も
っ

と
も
大
き
な
当
惑
を
引
き
起
こ
す
の
は
､
公
の
場
で
ゲ
イ
男
性
が
行
う
愛

情
表
現
や
振
る
舞
い
で
も
､
性
行
為
そ
の
も
の
で
も
な
く
'
ゲ
イ
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
だ
と
す
る
C
そ
し
て
大
方
の
人
々
が
抵
抗
を
示
す
の
は
'
予

想
も
つ
か
な
い
よ
う
な
関
係
を
彼
ら
が
発
明
す
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し

bE:K

て
な
の
だ
と
付
け
加
え
る
｡
こ
の
指
摘
は

｢痕
跡
｣
を
考
え
る
上
で
の
一

つ
の
有
益
な
見
方
を
示
唆
し
て
い
る
Q
確
か
に
他
者

へ
の
統
治
と
い
う
義

務
に
か
ら
れ
た
国
家
は
人
々
を
記
述
と
監
禁
に
よ
っ
て
主
体
化
し
'
抹
殺

し
ょ
う
と
す
る
｡
だ
が
主
体
化
さ
れ
た
人
々
の
実
在
そ
の
も
の
は
消
去
で

き
な
い
｡
書
か
れ
た
も
の
と
し
て

｢痕
跡
｣
が
つ
ね
に
残
さ
れ
る
｡
同
様

に
､
権
力
が
恋
人
た
ち
の
手
を
無
理
や
り
ほ
ど
き
'
彼
ら
の
仲
を
引
き
裂

い
た
と
し
て
も
､
彼
ら
自
身
の
実
在
､
彼
ら
の
間
に
流
れ
て
い
た
友
愛
を

始
め
と
す
る
様
々
な
思
い
'
そ
の
姿
に
対
し
て
抱
か
れ
た
敵
意
や
嫉
妬
と

い
っ
た
感
情
､
物
理
的
･心
理
的
な
暴
力
な
ど
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
は

消
し
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
｡

と
は
い
う
も
の
の

｢痕
跡
｣
は
や
は
り
権
力
の
作
用
で
あ
り
結
果
で

あ
る
｡
統
治
性
の
主
体
と
は
'
他
者
か
ら
の
従
属
的
な
支
配
を
被
る
と

同
時
に
'
他
者

へ
の
支
配
を
行
う
主
体
で
あ
り
'
他
者
と
自
己
と
を
同

時
に
自
ら

へ
と
折
り
込
ん
で
い
る
｡
こ
う
し
た
主
体
は
つ
ね
に
権
力
作

用
に
よ
っ
て
胤
別
化
さ
れ
る

一
方
で
'
人
口
と
し
て
集
団
的
に
把
握
さ

れ
た
主
体
化
後
の
主
体
'
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
の
対
象
と
し
て
し
か

存
在
し
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
こ
で
夢
見
る
主
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
｡
夢

見
る
主
体
と
は
'
現
在
の
自
ら
の
あ
り
方
を
'
過
去
あ
る
い
は
隠
さ
れ

た
真
実
と
の
距
離
か
ら
で
は
な
く
､
現
在
と
い
う
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
関

係
の
中
で
把
握
L
t
ま
た
未
来
と
の
関
係
か
ら
測
定
し
よ
う
と
す
る
｡

五
四
年
の

｢序
論
｣
で
の
夢
見
る
主
体
は
'
超
越
的
な
未
来
と
自
己
の

本
来
性
の
回
復
と
い
う
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
｡

他
方
'
八
四
年
の
論
考
で
は
､
広
い
意
味
で
の
統
治
性
に
関
す
る
考
察

へ
と
思
索
が
展
開
す
る
過
程
で
夢
が
扱
わ
れ
､
人
々
の
日
常
的
な
未
来

が
問
虜
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
未
来
と
い
っ
て
も
語
ら
れ
て
い

る
内
容
は
同

一
で
は
な
い
｡
だ
が
権
力
か
ら
統
治
性
概
念
に
至
る
フ
ー

コ
ー
の
思
想
の
経
過
を
振
り
返
る
と
'
｢序
論
｣
で
間
腰
と
さ
れ
た
苦
悶
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す
る
主
体
の
孤
独
も
ま
た
､
統
治
性
の
問
い
に
よ
っ
て
､
本
来
性
と
日

常
性
の
対
立
か
ら
離
れ
た
､
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
問
い
へ
と
差

し
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
本
来
性
と
の
対
比
で
日
常
の
出

来
事
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
'
主
体
化
さ
れ
た
主
体
の
日
々
の
あ
り
方

に
権
力
の
作
用
を
見
た
上
で
'
統
治
性
の
座
と
し
て
自
己
と
主
体
を
位

置
づ
け
て
い
く
姿
勢
が
'
統
治
性
を
語
る
フ
ー

コ
ー
に
は
っ
き
り
と
現

れ
て
く
る
か
ら
だ
｡

夢
見
る
主
体
の
営
み
と
は
､
薪
プ
ラ
ト
ン
主
義
か
ら
初
期
キ
リ
ス
ト

教
に
お
け
る
自
己
の
内
面
の
客
観
視
と
告
白
に
よ
る
主
観
性
の
形
成
､

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
を
経
て
､
現
代
の
精
神
分
析
と
つ
な
が
る

｢汝
自
身

を
知
る
｣
営
み
で
は
な
く
'
未
来
に
向
け
て
現
在
の
自
分
の
位
置
を
見

定
め
る
営
み
へ
と
通
じ
て
い
る
｡
こ
の
営
み
に
よ
っ
て
自
己
の
自
己
へ

の
'
ま
た
自
己
の
他
者

へ
の
関
係
が
測
定
さ
れ
､
現
在
の
自
ら
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
が
把
握
さ
れ
る
｡
主
体
化
さ
れ
た
主
体
と
い
う
現
在
の

あ
り
方
が
'
主
体
化
さ
れ
て
い
な
い
主
体
の
未
来
の
あ
り
方

へ
と
折
り

込
ま
れ
る
｡
｢自
己
へ
の
配
慮
｣
の
実
践
の
あ
り
方
は
こ
の
よ
う
に
し
て

示
さ
れ
る
.

こ
こ
で
夢
を
見
る
と
い
う
実
践
は
､
社
会
と
隔
絶
し
た
も
の
で
は
な

く
､
む
し
ろ
そ
の
逆
だ
と
い
う
こ
と
も
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

確
か
に
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
I
に
従
え
ば
､
夢
の
中
の
世
界
と
は
す
べ
て
が
己

で
あ
る
世
界
だ
｡
夢
見
る
主
体
は
主
体
と
客
体
が
未
分
化
な
状
態
に
あ
る

孤
独
で
単
独
な
世
界
を
生
き
て
い
る
O
ま
た
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
の
夢
判
断

の
顧
客
と
な
る
人
々
は
社
会
と
の
関
わ
り
で
し
か
夢
を
間
顔
と
し
な
い
Q

つ
ま
り
夢
を
見
る
と
き
は
昼
の
世
界
と
別
れ
を
告
げ
､
固
有
の
世
界

へ
と

沈
ん
で
い
く
｡
し
か
し
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
､
夢
見
る
主
体
は
､
夢
か
ら

醒
め
､
ま
た
眠
り
に
落
ち
る
ま
で
の
間
に
他
者
と
出
会
い
'
必
ず
何
が
し

か
の
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
'
夢
見
る
こ
と
と
は
､
社
会

か
ら
隔
絶
さ
れ
た
自
己
の
安
全
な
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
で
も
､
現
実
よ

り
劣
っ
た
夢

へ
の
逃
避
で
も
な
く
'
本
当
の
自
分
自
身
に
出
会
う
こ
と
で

も
な
い
｡
む
し
ろ
社
会
の
う
ち
に
あ
り
､
権
力
関
係
の
中
に
身
を
置
く
な

か
で
､
ど
の
よ
う
な
自
己
と
し
て
身
を
処
す
の
か
と
い
う
主
体
に
か
か
わ

る
問
い
を
生
き
る
こ
と
だ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
C

本
稿
は
'
統
治
性
と
主
観
性
の
生
産
の
間
に

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
が

位
置
づ
く
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
主
張
を
､
統
治
性
の
意
味
内
容
の
拡
大

と
い
う
観
点
か
ら
確
認
し
､
次
い
で

｢広
い
意
味
で
の
統
治
性
｣
が

｢自

己

へ
の
配
慮
｣
と
直
接
的
な
関
係
に
あ
き

)と
を
示
し
た
C
ま
た
後
半

で
は
フ
ー

コ
ー
の
初
期
と
晩
年
お
よ
び
後
期
の
テ
キ
ス
ト
の
考
察
を
通

し
て

｢夢
｣
と

｢痕
跡
｣
と
い
う
概
念
を
取
り
出
し
た
｡
こ
の
二
つ
の

概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

｢夢
見
る
主
体
｣
と
い
う
主
体
の
あ
り
方
の

性
格
付
け
を
行
っ
た
｡
そ
し
て

｢夢
を
見
る
｣
と
い
う
主
体
の
性
格
が

｢自
己

へ
の
配
慮
｣
を
考
え
る
上
で
の
有
益
な
視
座
に
な
る
こ
と
を
指
摘

し
た
｡
こ
の
作
業
の
結
果
と
し
て
フ
ー

コ
ー
の
思
想
の
中
に
見
出
さ
れ

る
の
は
'
個
々
の
主
体
が
発
す
る
現
在
の
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の

問
い
か
け
､
す
な
わ
ち
自
己
に
よ
る
自
己
の
関
わ
り
が
､
未
来
､
そ
し

_

,
ー
J
I
.

わ

ー

_
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さ
れ
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自
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い
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真
理
を
抱
か
さ
れ
た
主
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従
属
的
構
成
の
諸
様
式
の
歴

史
で
あ
る
｡
ま
た
客
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史
は
知
に
よ
る
主
体

の
客
体
化
の
括
様
式
に
つ
い
て
の
歴
史
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と
す
る
｡
当
時
こ
の

｢汝
自
身
を
知
る
｣
と
い
う
命
唐
は
､
現

在
の
意
味
と
は
異
な
り
､
自
己

へ
の
配
血
の
対
魚
と
し
て
の
自
己
と
魂
を

知
る
こ
と
を
指
し
て
い
た
｡
フ

ル
キ
ビ
ア
デ
ス
』
の
読
解
に
7
-

コ
I

は

F
主
体
の
解
釈
学
』
の
ほ
ぼ
三
分
の

t
を
升
や
し
て
い
る
｡
主
体
と
自

己
の
関
係
と
い
う
観
点
と
の
か
か
わ
り
か
ら
彼
の
離
解
に
注
目
す
る
べ
き

点
は
二
つ
あ
る
｡

一
つ
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に

(魂
-
主
体
)
と
い
う
主
体

観
､
対
象
に
働
き
か
け
る
主
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
注
目
す
べ
き
見
方

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
｡
自
己

へ
の
配
慮
は
'
自
ら
を
主
体
か
つ
客
体

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
し
て
行
わ
れ
る
再
帰
的
な
営
み
と
し
て
琴

不
さ
れ
て
い
る

O
Tou
cau
Jt･

(15
)

(
16

)

(
17

)

(
18
)

(19
)

(20

)

(
21
)

(22
) L

.H
k
r

mhey官
d
tL
Su)+et
.

pp.5)ふ
.)｡
も
う

l
つ
は
､
自
己

へ
の
配
慮

が
､

他者
の統治
を
行
お
う

と
す
る
青
年
ア
ル
キ
ビ
ア
デ

ス
へ
の
無
知
の

知
の
琴

不
と
い
う
形
で
､
自
己
の
自
己
に
対
す
る
関
係
が
､
他
者
と
社
会

と
の
関
係
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る

(Jb
id
.p
p
.3
7
&
73
.)｡

F
主
体
の
解
釈
学
』
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
=
プ
ラ
ト
ン
か

ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

哲
学
括

派
ま
で
を
主
な
対
象
と
し
て
い
る
が

'
こ
れ
ら
の
思
想
潮
流
に
い
ず
れ
も

粗
め
ら
れ
る
の
は
へ
真
理

へ
の
到
達
に
向
け
た
主
体
の
変
容
を
求
め
る
よ

ぅ
な
主
体
と
真
理
の
関
係
性
と

の
深
い
か
か
わ
り
で
あ
る

(h
id
.
p
p
.

)2
･3
･
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
は

p2
0
)
.)
｡

フ
-

コ
I
は
こ
れ
を

r走
性
｣

と
い
う

一
つ
の
大
き
な
傾
向
だ
と
指
輪
す
る
(Jbid
.p
p
.)
6･20
.&
)82
･4
.)
｡

.■

実
際
に
は
A
･
フ
ア
ル
ジ

ュ
と
の

共

羊
と
い
う
形
で

計
画

は
部
分

的
に
実

行
さ
れ
た
だ
け
だ

っ
た
｡
F
arg
e
.
A
E
lette
et
F
ouc
au
Jt
.M
ich
eI.L
e

d
h
w
d
12
d
es
Ja
m
iLEe
s.P
ari
S
‥
E
d
id
o
n
s
Ga
ltim
ardL
9
82.
同
雷
の
成

立
経
緯
な
ど
は
次
を

参
照

｡M
a
ce
y,D
avi
.d
.n
eL
iv
es
of
M
ich
eLF
ou
co
fLLt.

N

ew
Y
or
k
‥V
int
age.
)9
93
.pp.453
･6
.

Fo
ucau
Jt

.
M

ichel,m
s
b
tIn
d
eLaf
oLi
ed
L.4gecLassiq7Le.rh
s
:Editions

Ga
l)im
ard
.

)972.pp
.)2)･7.

F
oucau
Jt
,
''La
vi
e
de
s
hom
m
e
s
in
iam
es."p
p24
5
･
8
.

h
id.p
2
5)
.

D

ele
u
z
e
,
専

･
C
IPt,p
･35.
お
よ
び
t

Foucau
Jt一
O
p.
°it.
p24
3
.

hi
d.
p

24
3.

J
b
id
,
p
p
･24
0
･)
･

以
降
二
段
落
の
カ
ッ
コ
内
の
引
用
文
も
同
様
｡
強
調
は

引
用
者

｡

Jb
id
･ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
こ
の
輪
考
を

r傑
作
｣
と
評
し
た
こ
と
は
良
く
知

ら
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
当
時
の
フ
ー
コ
ー
が
抵
抗
の
拠
点
と
い
う
親
点

を
十
分
に
示
唆
し
て
い
な
が
ら
も
､
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
彼
の
見
解
で
あ
る
｡
こ
の
評
価
に
は
皮
肉
な
轡
き
も

感
じ
ら
れ
よ
う

(D
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e.G
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btLTP
w
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s
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e
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d
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n
s
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M
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.
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)

S
pivak
,
G
ay
a
tri
C
h
k
ralOrty
.
A
C
n
.tiq～
e
of
P
DSLcoLon
iaL
R
eason
,

C
am
bri
dge
:
H

a
L,Vard
U
niversity
P
re
ss.
p
p
.254
･5
.

(24
)
Fo
ucauJt
.
"
L
es
in
tellectuels
et
le
po
u
vo
ir".
D
E
,
臼
,
p
.)96
.

(2
)
Lbid
.
p
.20
).
こ
の
観
点
は
も
ち
ろ
ん

『
監
視
と
処
罰
』
で
の

r権
力
の

ミ
ク
ロ
物
理
学
｣

へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
｡
Fo
ucauJt.
M
ich
e
I.

S
u
n
et.LteY
eEL首
n
ir,
fh
ris
:E
did
o
n
s
G
allim
ard
.
)9
75
.

p.35.

(26
)
Boub
t

,嘗

S
.M
u

F

jtd
ZW

etk

首

.PariS‥P
UE2
W.tp
一)8･20.

(27
)
一
定

の分
量で
｢
序論
｣

を

論じた

先
行研
究
には
以下
のも
の
が
あ
る
｡

Se
itt
er.W
ilter.h
ir
邑

tiq
ues.M
k
heLF
ou
cau
LEP
h
ilos阜
heJR
eu
m
Ln

inLm

w
tioM
Le.
PzzTis.
9.LO.LL
J'an
vier198
8
.
fh
ris
:S
e
u
iI.
)988
.
pp
.

)66
･7).
の
ほ
か
'
B
em
auer.
Jam
es
W
..
M
icheLF
ozLCa
u
Lt.s
F
w
ce
of

E
7督
EJTow
a
rd
an
E
Lh
icsJTw
n
otJgh
t.
N
ew
Je

rse
y‥H
um
anity
P
re
ss.

)990
.
の
第
二
章
､
石
田
英
敬

｢歴
史
性
の
理

徐の
『
前
史
』
!

M
･

フ
ー

コ
ー
の
初
期
著
作
に
お
け
る
夢
と
狂
気
の
間
慣
｣､
f.,rr
シ

ェ
ル

･

フ
ー
コ
ー
の
世
紀
』
蓮
実
重
彦

･
渡
辺
守
章
編
､
筑
摩
書
房
'

一
九
九
三

年
､
一
三
六
-

一
四
六
頁
C

(2
)
Fo
ucau)t.
"P
riface
i
I'《H
isto
ire
de
h
se
xu
alite
))".
D
E
.
rV
p.5
79
.

(2
)
前
述
ザ
イ
ク
ー
の
発
表
に
対
す
る
ポ
ー
ル
･
ヴ
エ
ー
ヌ
と
エ
ヴ
ア
ル
ー
の

コ
メ
ン
ー
を
参
照
｡
r
フ
I
コ
I
は

『
序
論
』
の
再
版
に
反
対
し
て
い
た

が
'
こ
こ
に
見
ら
れ
る
積
極
的
で
非
解
釈
的
に
夢
を
把
握
す
る
や
り
方
は

フ
ー
コ
ー
の
作
業
全
体
と
研
和
す
る
｣
(S
e
itter.
(ず

C
it.
p
.17
1.)0

(3
)
F
o
ua
ul
t.
"h
trod
ucd
on
J.
D
E
.
I.
p
.80
.

(3

)
h
id
,
pp一96
･7
.

(

3
)

h
id
.
p.118
.

(3
)
h
id
.
pp
.93
&
96
-
ま
た
､
Jam
e
s
B
em
auer
や
石
田
前
掲
書
の
ほ
か
t

M
ach
erey
.P
ierre."A
ux
so
u
rce
s
de
I'(KH
jsto
ire
d
e
ta
fo
Lie》
J
C
n
.LiqzLe.

N
0
-4
7
1･2
,1986
.
や
､

G
ro
s.
F
red
iric.
Fo
u
ca
uLt
et
La
JTotie.
Paris
:

P
tm
.
199
8
.
の
第

1
章
を
参
冊
｡

(34
)
邦
訳
は
次
を
参
照
｡
ア
ル
lて
､ヽ
ド
ロ
ス

『
夢
判
断
の
事
』
城
江
良
和
訳
へ

一
九
九
四
年
､
国
文
杜
｡

(35
)
性
行
為
に
関
す
る
夢
に
お
い
て
は
､
社
会
に
お
け
る
上
下
関
係
は
､
性
行

為
に
お
け
る
能
動
と
受
動
と
の
関
係
と
平
行
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
｡
筆

者
は
以
前
に
後
期
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
自
己
の
柵
成
の
閉
居
を
､
L
･
ア

ル
チ
ユ
セ
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
､
1
㌧
ハ
ー
ラ
ー
の
主
体
化
倫
t
D
･

ハ
ル
プ
リ
ン

『
型
フ
ー
コ
ー
』
と
の
か
か
わ
り
で
輪
じ
た
｡
箱
田
稚

｢ア

ル
チ
ユ
セ
ー
ル
と
後
期
7
-
コ
I
の
主
体
化
輪
に
お
け
る
理
輪
と
実
践
｣

『
国
際
文
化
学
』
第
三
号
､
二
〇
〇
〇
年
､
九

一
-

一
〇
四
貢
｡

(3
)
以
下
を
参
照
｡
ア
ル
テ
,,[ド

ロ
ス
前
掲
市
､
第

一
章
第
一
節
｡
ま
た

L
e

S
bk
t.d
e
soi.
pp
.18･24
.

(3

)
LbLd
.p
.
2
7.

(
38
)
フ
ー
コ

ー
が

性
の
歴
史
に
つ
い
て
の
考
察
を
キ
リ
ス
ー
教
以
前
の
時
代
へ

と
遡
ら
せ
た
大
き
な
目
的
は
'
キ
-
ス
ー
教
が
発
展
さ
せ
た
性
に
関
す
る

言
説
と
道
徳
的
規
則
そ
の
も
の
は
以
前
の
思
想
の
中
に
す
で
に
傾
向
と
し

て
は
ら
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
｡
『
快
楽
の
活
用
』
の

序
文
を
参
照
｡

(
39

)

F
o
uca
ul
t.
M
ich
e
I.
"W
h
at
is
E
n
tigh
ten
men
t～."
R
ab
in
ow
.
P
aul
(ed
.).

T
h
e
F
otLLm
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eT,
N
ew
Y
ork
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eon
.
)9望
.
pp
.
32
･5

0.("ぎ
ー

est{
e
q
ue
le
s
L
umi
町
eS
?J.D
E

.
rV
pp
1
562
･78.)
八
三
年

l
月
に
行

わ
れ
た
コ
レ
ー
ジ
ュ

･
ド

･
フ
ラ
ン
ス
で
の
第

一
回
目
の
紳
義
内
容
を
収

録
し
た
同
名
の
文
書

(..Q
u
.
est･ce
qu
e
les
L
mi

eres?J.
D
E
,
rV
pp1

6
79･88
.)
に
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
言
及
は
見

当
た
ら
な
い
｡
な
お

｢実
存
の
美
学
｣
と
い
う
表
現
は
､
｢自
己
の
あ
り
方

を
よ
い
も
の
と
す
る
こ
と
｣
な
ど
と
説
明
的
に
訳
し
た
方
が
､
｢自
己
へ
の

配
慮
｣
に
お
け
る
倫
理
と
の
結
び
つ
き
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
考
え
る
｡

(4)

Fo
ua
ul
t.
L.C
h
oix
sexu
el,
acte
sexu
eI."
D
E
.
rV
pp
.333ふ
.
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