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(公募論文)

エ
ロ
ス
の
技
法
を
再
読
す
る

【フーコー統治論の形成過程】

薄
田

徹

社会思想史研究 No.3L 2007

本
稿
は
､
,,,
シ
ェ
ル
･
フ
ー
コ
ー
の
思
想
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る

権
力
と
抵
抗
の
問
い
を
端
緒
に
t
へ統
治
)
go
uv
ern
em
e
n
t
概
念
の
形

成
過
程
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
｡

一
九
七
〇
年
代
後
半
～
八
〇
年
代
の

フ
ー
コ
ー
の
思
想
に
つ
い
て
は
､

一
種
の

｢断
鮭
｣
が
あ
る
と
の
見
方

が
根
強
い
｡
こ
れ
ま
で
も
七
六
年
～
八
四
年
ま
で
の
単
著
の
な
い
時
期

が

｢沈
黙
｣
や

｢危
機
｣
と
形
容
さ
れ
'
『
監
視
と
処
罰
』
二

九
七
五

(-)

(N)

午
)
と

『
知

へ
の
意
志
』
二

九
七
六
年
)
が
代
表
す
る
規
律
訓
練
型
権

力
輪
と
'
八
〇
年
代
の

(自
己
へ
の
配
慮
)
に
よ
る
主
休
論
に
は
隔
た

(3)

り
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
｡
し
か
し
筆
者
は
r
後
期
と
呼
ば
れ
る

七
六
年
以
降
の
フ
t
コ
I
の
議
論
に
は

1
定
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る

と
考
え
る
｡
七
〇
年
代
末
に
統
治
概
念
が
理
論
的
に
深
化
す
る
こ
と
に

よ
り
'
権
力
論
と
主
体
論
が
統
治
論
と
し
て

一
元
的
に
扱
わ
れ
る
と
い

う
事
実
に
注
目
す
る
か
ら
だ
｡
し
か
し
統
治
論
の
確
立
と
は
い
か
な
る

過
程
を
経
た
の
か
'
ま
た
権
力
と
抵
抗
の
問
い
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を

持
っ
て
い
た
の
か
｡
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
'
本
稿
は
ま
ず
『
知

へ
の
意
志
』
の
第
三
章
で
論
じ
ら
れ
る

(性
の
科
学
V
scien
tia
sextJatis

(y)

と

(
エ
ロ
ス
の
技
法
)
ar
serotia
を
取
り
上
げ
､
両
者
は
真
理
と
主
体

に
関
し
て
相
異
な
る
モ
デ
ル
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
｡
次
に
七

〇
年
代
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
･
ド

･
フ
ラ
ン
ス
講
義
録
を
参
照
し
て
統
治
概

念
の
展
開
を
た
ど
り
'
統
治
が
自
己
と
他
者
の
統
治

へ
と
ま
と
め
ら
れ
､

主
体
論
と
権
力
論
を

7
元
的
に
包
括
す
る
過
程
を
示
す
｡
そ
し
て
最
後

に
'
八
〇
年
代
の
統
治
の
間
層
設
定
か
ら
性
の
科
学
と
エ
ロ
ス
の
技
法

を
捉
え
直
し
､
両
者
の
対
比
は
統
治
論
の
萌
芽
的
な
形
態
と
し
て
捉
え

ら
れ
う
る
こ
と
､
ま
た
権
力
と
抵
抗
の
問
い
に
新
た
な
複
角
を
も
た
ら



91●(公募論文)エロスの技法を再読する- 箱田徹

｣『

す
こ
と
を
指
摘
す
る
｡

一

抵
抗
と
権
力
の
同
い
か
ら
統
治
の
問
題
化
へ

フ
ー
コ

ー
が

一
九
七

〇
年
代
半
ば
に
定
式
化
し
た
権
力
分
析
は
､
西

洋
近
代
社
会
の
権
力
を
'
意
図
､
所
有
'
行
使
'
抑
圧
と
い
う
契
約
論

や
公
式

マ
ル
ク
ス
主
義
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
､
生
産
､
規
律
訓
練
'

ノ
ル
ム
'
知
の
効
果
と
い
っ
た
機
能
的
観
点
か
ら
考
奏
し
た
｡
し
か
し

(5)

本
人
自
ら

｢権
力
は
全
知
全
能
で
は
な
い
｣
と
断
り
を
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
､
そ
の
権
力
観
は
抵
抗
の
可
能
性
/
不
可
能
性
を

巡
る
問
い
と
分
か
ち
が
た
い
関
係
を
結
ん
で
き
た
O
実
際
'
権
力
と
抵

抗
の
ど
ち
ら
が
根
源
的
な
の
か
､
フ
-
コ
I
的
な
権
力
論
か
ら
抵
抗
の

可
能
性
を
導
く
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
い
う
二
釜
の
問
い
か
け
は
今
日

に
至
る
ま
で
止
ま
な
い
｡
な
か
で
も
フ
ー
コ
ー
に
近
い
思
想
家
か
ら
の

批
判
は
最
も
先
鋭
的
な
も
の
だ
｡
例
え
ば
､
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は

『
不
和
』

二

九
九
五
年
)
で
､
権
力
が
遍
在
す
る
と
い
う
フ
-
コ
I
的
な
テ
ー
ゼ

は
'
政
治
に
固
有
な
次
元
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
､

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
'

(6)

英
雄
主
義
､
現
状
肯
定
の
い
ず
れ
か
に
行
き
着
く
と
批
判
す
る
｡
ま
た

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は

｢欲
望
か
快
楽
か
｣
二

九
七
五
年
の
フ
ー
コ
ー
宛
書
簡
が

八
E
]年
に
改
訂
さ
れ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
)
で

｢も
し
権
力
装
置
が
何
ら
か

の
意
味
で
構
成
を
担
う
も
の
な
ら
ば
'
そ
れ
に
対
す
る

(抵
抗
)
現
無

し
か
存
在
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
そ
れ
を
ど
う
位
置
づ
け
る

か
が
問
題
と
な
る
｣
と
し
､
権
力
装
鮭
の
作
用
に
よ
る
主
体
の
構
成
を

基
礎
と
す
る
フ
ー
コ
ー
の
当
時
の
理
論
構
成
で
は
､
抵
抗
の
可
能
性
は

(7)

論
じ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
て
い
る
｡

と
は
い
え
7
1
コ
I
の
著
作
に
は
こ
う
し
た
批
判

へ
の
直
接
的
な
回

答
は
見
あ
た
ら
な
い
O
生
前
の
フ
ー
コ
ー
は
､
根
源
性
と
先
行
性
に
つ

い
て
決
定
的
な
回
答
を
避
け
つ
つ
'
抵
抗
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
立
場

を
保
っ
て
い
た
｡
唖
味
と
も
取
れ
る
態
度
だ
が
'
本
人
は
権
力
と
抵
抗

の
問
い
に
沈
黙
し
､
あ
る
い
は
そ
れ
を
放
澄
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡

一
九
七

〇
年
代
後
半
以
降
の
統
治
論
の
展
開
が
そ
の
証
左
で
あ
る
｡
と

い
う
の
も
後
期
の
フ
ー
コ
ー
は
､
統
治
を

(自
己
と
他
者
の
統
治

(斗

き
))
g
o
u
v
e
m
em
ent
(conduite
)
d
e
soietdesautr
e

s
と
定
式
化
L
t

抵
抗
を
自
ら
の
問
題
系
の
中
に
位
笹
づ
け
直
そ
う
と
試
み
る
か
ら
だ
.

統
治
の
場
と
は
､
権
力
と
抵
抗
に
よ
っ
て
二
元
論
的

に構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
も
､
権
力
を
支
配
原
理
と
し
て

〓
苅
数
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る

の
で
も
な
い
0
年
き
と
い
う
問
題
に
よ
る
｢
二
刀
的
｣
な
場
な
の
で
あ
る
o

フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
に
つ
い
て
は
､
『
知

へ
の
意
志
』

を

1
つ
の

｢行

き
詰
ま
り
｣
と
捉
え
た
上
で
'
啓
資
や
批
判
と
い
っ
た
カ
ン
ト
的
な
語

嚢
の
再
評
価
に
注
目
し
､
こ
れ
を

7
種
の
抵
抗
と
し
て
解
釈
す
る
向
き

も
あ
る
｡
権
力
論
と
主
体
論
と
の
断
絶
を
認
め
る
立
場
と
言
え
よ
う
.

だ
が
7
-
r一
-
自
身
は
'
主
体
論
と
権
力
論
の
接
続
と
い
う
課
題
を
強

く
音
識
し
て
い
た
｡
｢西
洋
文
明
の
主
体
の
系
緒
学
を
分
析
す
る
に
あ

た
っ
て
は
､
支
配
の
技
術
と
共
に
自
己
の
技
術
も
考
慮
す
べ
き
だ
｡
二
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つ
の
技
術
の
間
に
生
じ
る
相
互
作
用
を
明
ら
か
.に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(･o)

い
｣
と
い
う
問
層
関
心
だ
｡
し
た
が
っ
て
統
治
か
ら

｢啓
蛮
｣
の
モ
チ
ー

フ
を
考
え
る
べ
き
で
､
そ
の
逆
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
だ
が

l
九
九

〇
年
代
以
降
の
フ
ー
コ

ー
受
容
史
を
振
り
返
る
と
､
統
治
あ
る
い
は
(釈

治
性
)
g
ouvem
em
entalite
は
'
生
政
治

bio
politique
あ
る
い
は
司

牧
権
力
po
u
v
o
ir
p
asto
ra)
の
言
い
替
え
で
は
な
い
か
と
の
観
も
否
め
な

い
｡
と
い
う
の
も
､

一
方
で
ア
ガ
ン
ペ
ン
に
代
表
さ
れ
る
生
権
力
と
社

(9〉

会
管
理
に
関
す
る
存
在
論
的
な
議
論
が
あ
り
'
他
方
で
は
､
英
米
圏
の

珊柑)

社
会
学
研
究
に
見
ら
れ
る
統
治
性
研
究
の
潮
流
が
あ
り
'
こ
れ
ら
は
妥

返
し
の
断
絶
説
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
議

論
は
'
自
己
と
他
者
と
い
う
統
治
の
不
可
分
な
二
側
面
の
う
ち
'
他
者

の
統
治
の
側
面
を
取
り
上
げ
て
特
定
の
社
会
の
政
治
的
合
理
性
を
論
じ

る
た
め
､
議
論
は

｢構
造
か
主
体
か
｣
と
い
う
不
毛
な
二
項
対
立
に
近

づ
き
､
最
終
的
に
は
､
程
度
の
差
は
あ
れ
悲
親
主
義
的
な
決
定
論
か
主

意
主
義
の
ど
ち
ら
か

へ
収
束
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
統
治
が
自
己
の
統
治

を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
結
果
で
あ
る
.

他
方
､
統
治
に
固
有
の
位
荘
づ
け
を
与
え
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
も

行
わ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
フ
ー
コ
ー
の
社
会
運
動

へ
の
参
加
と
い
う
伝

記
的
事
実
と
'
主
体
論
に
関
す
る
理
論
的
考
察
を
結
び
つ
け
る
作
業
が

u胤m

挙
げ
ら

れ

る

｡

彼
の
社
会
的
実
践
の
意
義
や
周
囲

へ
の
思
想
的
影
響
力

を
跡
付
け
る
点
で
興
味
深
く
､
魅
力
的
な
も
の
だ
が
'
厄
介
な
問
題
も

抱
え
て
い
る
｡
研
究
史
の
観
点
か
ら
す
る
と
'
後
期
思
想
を
連
続
し
た

も
の
と
し
て
考
察
す
る
浪
大
の
動
機
は
'
主
体
論
を
主
意
主
義

へ
の
回

帰
と
し
て
捉
え
る
｢ギ
リ
シ
ア
へ
の
回
帰
｣
論
を
否
定
す
る
点
に
あ
る
｡

研
究
者
が
対
象
と
し
た
時
代
や
地
域
に
は
'
本
人
の
政
治
的
関
心
が
反

映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
単
線
的
な
解
釈

へ
の
批
判
で
も
あ
る
.
し
か
し
'

例
え
ば
'
フ
ー
コ
ー
が
八
二
年
以
降
に
論
じ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

(バ

レ
ー
シ
ア
)
(勇
気
を
も
っ
て
央
理
を
述
べ
る
こ
と
)
論
に
'
本
人
の
実
践

的
な
知
的
態
度
を
読
み
込
む
こ
と
は
'
こ
の

｢回
帰
｣
を
逆
の
立
場
か

ら
認
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
｡
フ
ー
コ
ー
思
想
の
理
論
と
実
践
の

関
係
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
'
統
治
を
軸
と
し
て
思
想
を
体
系
的
に

読
み
直
す
作
業
が
必
要
と
な
る
と
思
わ
れ
る
｡

後
期
フ
ー
コ
ー
の
思
考
の
軸
は
権
力
か
ら
統
治

へ
と
移
動
し
た
｡
だ

が
そ
こ
で
の
統
治
概
念
は
司
牧
権
力
論
の
単
な
る
延
長
線
上
に
は
な
い
｡

で
は
統
治
は
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
自
己
と
他
者
の
統
治
を
包

括
す
る

一
元
的
な
概
念
に
な
っ
た
の
か
｡
本
稿
は
こ
の
問
い
に
答
え
る

た
め
に
､
ま
ず

『
知

へ
の
意
志
』
で
の
'
性
の
科
学
と
エ
ロ
ス
の
技
法

の
対
比
に
注
目
す
る
O
対
比
と
い
う
構
図
自
体
は
､
統
治
論
の
練
り
上

げ
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
｡
だ
が
重
要
な
の
は
'
両
者
の
考
察
に

は
､
七
〇
年
代
後
半
以
後
の
テ
ー
マ
で
あ
る
(臣
従
化
)assuje
ttisse
m
e
n
t

と

(主
体
化
)

subjectiv
atio
n
と
い
う
主
体
の
構
成
に
関
す
る
議
論
の

枠
組
み
が
表
れ
て
い
る
こ
と
だ
｡
次
章
で
は
､
こ
の
性
の
科
学
と
エ
ロ

ス
の
技
法
と
の
対
比
を
考
察
す
る
こ
と
で
､
八
〇
年
代
に
通
じ
る
フ
ー

コ
ー
の
閉
居
設
定
を
取
り
出
す
こ
と
に
す
る
｡
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二

世
の
科
学
と
エ
ロ
ス
の
技
法
････I
llつ
の
真
理
モ
デ
ル
と
二
つ
の
主
件
化

1

位
の
科
学
と
そ
の
真
理
モ
デ
ル

7
-
コ
I
は

『
知

へ
の
意
志
』
第
三
章

｢性
の
科
学
｣
で
'
近
代
的

な

｢生
産
す
る
｣
権
力
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
'
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

を
軸
と
し
た
議
論
を
展
開
す
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
十
九
世
紀
以
降
の

西
洋
で
の
権
力
の
特
徴
は
､
キ
リ
ス
ト
教
の
告
解
技
術
と
近
代
の
知
が

接
合
す
る
点
に
あ
る
と
い
う
の
が
当
時
の
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
｡
実
際
'

同
音
刊
行
直
前
の
1
九
七
五
年
に
行
わ
れ
た
コ
レ
ー
ジ
ュ
･
ド

･
フ
ラ

ン
ス
講
義

『
異
常
者
た
ち
』
の
大
き
な
ね
ら
い
の
一
つ
は
'
精
神
医
学

に
よ
る
宗
教
的
な
告
解
技
術
の
領
有
と
､
社
会
管
理
の
技
術
と
し
て
の

tほ)

精
神
医
学
の
確
立
過
程
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
精
神

医
学
は

『
監
視
と
処
罰
』
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
規
律
訓
練
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
一
部
と
し
て
機
能
す
る
｡
す
な
わ
ち
個
人
の
行
動
を
規
定
し
つ
つ
'

そ
の
挙
動
に
つ
い
て
の
詳
細
な
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
と
い
う
二
重
の
作

用
を
通
し
て
近
代
的
個
人
を
生
産
す
る
｡

性
の
科
学
と
は
､
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
働
き
か
け
る

(権
力
-
知
)

の
作
用
の
呼
び
名
で
あ
る
｡

エ
ロ
ス
の
技
法
は
そ
の
対
概
念
で
あ
り
'

後
述
す
る
よ
う
に
'
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て

｢も
う

一
つ
の
其
理
の
生
産

(E)

方
法
｣
と
規
定
さ
れ
た
｡
権
力
と
抵
抗
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
も
見
え
る
組

み
合
わ
せ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
両
者
の
関
係
に
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
関

心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
実
際
､
性
の
科
学
が
言
及
さ
れ
る
機
会

は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
'
エ
ロ
ス
の
技
法
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
が
な
い
｡
こ
う
し
た
事
情
に
は
'
エ
ロ
ス
の
技
法
に
関
す
る

記
述
の
分
量
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
｡

だ
が
､
よ
り
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
の
は

｢行
き
詰
ま
り
｣
論

の
存
在
で
あ
る
｡
権
力
論
に
限
界
を
感
じ
た
フ
ー
コ
ー
は
､
西
洋
キ
リ

ス
ト
教

｢文
明
｣
の
外
部
に
抵
抗
を
求
め
た
結
果
､
キ
リ
ス
ト
教
西
洋

と
､
非

(節
)
キ
リ
ス
ト
教
西
洋
'
あ
る
い
は
東
洋
対
西
洋
と
い
う
安

易
な
二
項
対
立
に
接
近
し
た
と
い
う
捉
え
方
だ
｡
だ
が
『
快
楽
の
活
用
』

の
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
､
フ
ー
コ
ー
が
古
代
ギ
リ
シ
ア

･
ロ
ー
マ
か

ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
に
か
け
て
の
社
会
や
哲
学
を
論
じ
た
目
的
は
､
古
代

の
道
徳
哲
学
と
初
期
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
の
間
の

｢直
接
的
な
借
用
や

(;)

固
い
結
び
つ
き
｣
を
示
す
た
め
だ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
フ
ー
コ
ー
の
非

西
洋
近
代
に
関
す
る
議
論
を
オ
-
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
性
急
に
断
定
す
る

(派)

こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
｡
他
方
で
､
性
の
科
学
と
エ
ロ
ス
の
技
法
を
権

力
と
抵
抗
の
二
項
対
立
に
当
て
は
め
る
こ
と
も
ま
た
'
フ
I
コ
I
の
主

張
の
力
点
を
見
誤
る
こ
と

にな
る
｡
な
ぜ
な
ら
性
の
科
学
に
つ
い
て
の

認
識
は
'
両
者
の
間
の
完
全
な
異
質
性
を
否
定
し
た
上
に
成
立
し
て
い

る
か
ら
だ
｡
両
者
は
歴
史
上
に
存
在
す
る

｢性
に
つ
い
て
の
真
理
を
生

み
出
す
二
つ
の
大
き
な
プ
ロ
セ
ス
｣
と
定
義
さ
れ
た
o
こ
こ
か
ら
ど
の

よ
う
な

r実
理
｣
と
主
体
の
モ
デ
ル
が
生
じ
る
の
か
.
性
の
科
学
か
ら

検
討
し
た
い
｡
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性
の
科
学
と
は
個
々
人
の
秘
密
を
告
白
さ
せ
'
記
録
す
る
技
術
と
知

の
複
合
体
を
指
す
O
こ
の

｢科
学
｣
は
､
キ
リ
ス
ー
教
の
告
解
実
践
の

制
度
化
に
始
ま
り
､
十
九
世
紀
後
半
の
精
神
医
学
の
確
立
を
経
て
､
二

十
世
紀
の
精
神
分
析

へ
と
至
る
流
れ
を
形
成
す
る
っ
フ
～
コ
I
は
'
こ

の
臣
従
化
プ
ロ
セ
ス
の
中
心
に
位
置
す
る
告
解
レ
ジ
ー
ム
の
役
割
を
次

の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢中
世
以
来
､
西
洋
社
会
で
は
､
真
理
の
生
産
が
求
め
ら
れ
る
主
要

な
儀
礼
の
中
に
告
解
が
位
笹
づ
け
ら
れ
て
き
た
O
(中
略
)
告
解
に
対

し
て
は
､
世
俗
権
力
と
宗
教
権
力
の
秩
序
の
内
部
で
主
要
な
役
割
が

与
え
ら
れ

(中
略
)､
束
実
を
告
白
す
る
こ
と
1t.''
権
力
に
よ
る
個
別

{捕)

化
作
用
プ

ロ
セ
ス
の
中
心
に
位
碇
づ
け
ら
れ
て
い
た
.
｣

性
の
科
学
は

｢其
実
を
生
産
す
る
二
つ
の
様
式
'
す
な
わ
ち
告
解
の

手
続
き
と
科
学
的
言
説
の
あ
り
方
と
の
結
び
つ
き
｣
と
し
て
成
立
し
'

機
能
す
る
o
L
た
が
っ
て
'
そ
れ
は
単
に
性
に
つ
い
て
の
自
ら
の
真
実

を
明
か
す
個
人
的
な
行
為
に
留
ま
ら
ず
､
｢司
法
､
医
学
､
教
育
'
家
族

関
係
や
恋
愛

へ
と
､
最
も
卑
近
な
次
元
か
ら
'
最
も
厳
か
な
儀
礼
に
至

(17)

る
ま
で
｣
影
響
を
及
ぼ
す
O
西
洋
人
は

｢告
白
す
る
生
き
物
｣
で
あ
り
へ

そ
の
社
会
は

｢告
白
す
る
社
会
｣

へ
と
変
貌
す
る
O
世
俗
化
さ
れ
た
告

解
実
践
が

｢実
理
｣
を
生
産
す
る
と
い
う
わ
け
だ
O
こ
こ
で
話
題
と
な
っ

て
い
る

｢真
理
｣
と
は
､
フ
ー
コ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
の
下
に
問
題

化
し
､
七
〇
年
代
前
半
か
ら
練
り
上
げ
て
き
た
観
念
で
あ
る
O
例
え
ば
､

一
九
七
三
年
の
連
続
講
演

｢真
理
と
法
的
諸
形
態
｣
の
第

一
講
義
や
､

七
三
-

七
四
年
講
義

『
精
神
医
学
の
権
力
』
で
は
'
学
問
的
認
識

(知
)

な
い
し
実
理
が
価
値
中
立
的
で
は
な
く
'
争
い
の
結
果
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
と
い
う
実
理
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
七
六
年
講
義
『
(社

会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)』
で
は
､
同
じ
見
解
が
戦
争
の
図
式

(l糸w

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
｡

こ
こ
に
は
権
力
論
内
部
で
の
展
開
'
す
な
わ
ち

『
監
視
と
処
罰
』
と

『
知

へ
の
意
志
』
の
間
の
議
論
の
連
続
性
と
発
展
を
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
｡
実
際
フ
ー
コ
ー
の

｢行
き
詰
ま
り
｣
に
触
れ
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
本

人
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
『
知

へ
の
意
志
』
の
特
徴
の
一
つ
は
､
権
力
は

(1,
)

規
律
訓
練
装
置
の
ノ
ル
ム
化
作
用
n
o
rm
a

一isadon
だ
け
で
な
く
'
主
体

B粗n

に
つ
い
て
の
実
理
を
生
産
す
る
作
用
を
持
つ
と
論
じ
た
点
に
あ
っ
た
｡

す
な
わ
ち
､
個
々
人
は
'
告
解
実
践
の
世
俗
化
に
よ
り
､
キ
-
ス
ト
教

聖
職
者
だ
け
で
な
く
世
俗
の
専
門
家

(精
神
医
学
者
な
ど
)
に
対
し
'
自

ら
の
行
動
や
考
え
を
く
ま
な
く
話
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
｡
こ
の
実
践
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
る

｢実
理
｣
は
二

重
の
作
用
を
も
た
ら
す
｡

一
方
で
､
個
人
は
自
身
の
内
面
や
行
動
を
語

る
行
為
に
よ
っ
て
'
自
ら
に
つ
い
て
の
真
実
を

｢発
見
｣
L
t
そ
れ
を

本
当
の
こ
と
と
受
け
止
め
る
｡
他
方
で
'
今
度
は
そ
の

｢真
実
｣
が
､

科
学
的
言
説
に
よ
り
個
人
の
社
会
的
地
位
や
行
動
に
関
す
る
詳
細
な

デ
ー
タ
と
さ
れ
'
専
門
家
や
行
政
の
手
で
集
耕
､
分
析
さ
れ
る
こ
と
で

社会思想史研究 No.31 2007
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社
会
管
理
の
主
要
な
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
性
の
科

学
が
参
照
す
る
尖
理
モ
デ
ル
で
は
'
個
人
は
真
理
を
生
産
す
る
主
体
で

あ
り
t
か
つ
そ
の
結
果
と
し
て
管
理
さ
れ
る
客
休
と
し
て
把
握
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡

2

エ
ロス
の
技
法
と
そ
の
真
理
モ
デ
ル

で
は
エ
ロ
ス
の
技
法
は
'
ど
の
よ
う
な
意
味
で
'
性
に
つ
い
て
の
其

理
の

｢も
う

一
つ
の
あ
り
方
｣
と
呼
ば
れ
る
の
か
｡
そ
の
特
徴
は
'
規

律
訓
練
権
力
型
の
実
理
モ
デ
ル
と
は
異
な
り
､
｢其
理
｣
と
は
個
人
が
自

ら
の
う
ち
に
捜
し
求
め
る
も
の
で
は
な
く
､
自
分
よ
り
上
位
に
あ
る
他

者
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
す
な
わ
ち

｢人
が

実
践
を
通
し
て
知
り
､
経
験
的
に
集
め
た
快
楽
そ
の
も
の
か
ら
引
き
出

(～-)

さ
れ
る
｣
も
の
で
あ
っ
て
'
師
か
ら
弟
子
へ
と
伝
授
さ
れ
る
秘
技
と
し

て
､
体
得
し
た
者
に
変
容
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
｡
念

頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は

『
饗
宴
』
な
ど
で
論
じ
ら
れ
た
教
育

(パ
イ

デ
イ
ア
)
と
エ
ロ
ス
の
働
き
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
｡

実
際
フ
ー
コ
ー
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
例
を
求
め
て
い
る
｡

｢ギ
リ
シ
ア
で
は
'
真
理
と
性
は
､
教
育
と
い
う
形
を
と
り
'
身
体

か
ら
身
体

へ
と
資
重
な
知
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
で
結
び
つ
い
て
い

P畔巴
た
｡
｣

も
し
フ
ー
コ
ー
が
記
述
を
こ
の
点
に
集
中
し
て
い
れ
ば
､
エ
ロ
ス
の

語
が
性
行
為
に
の
み
関
わ
る
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

は
ず
だ
.
だ
が
彼
は
こ
の
語
を
用
い
て

r日
本
'
中
国
'
イ
ン
ド
､
ロ
ー

マ
'
ア
ラ
ブ

･
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
｣
を
キ
リ
ス
ト
教
西
洋
と
対
比
さ
せ

(公)

て
し
ま
う
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
プ
ラ
ト
ン
的
な
エ
ロ
ス
の
側
か
ら
､
性

行
為
を
通
し
た

｢東
洋
｣
的
な
エ
ロ
ス
へ
と
橋
を
渡
し
､
キ
-
ス
ト
教

の

(欲
望
)
の
倫
理
を
､
非
西
洋
に
偏
在
す
る

(快
楽
)
の
倫
理
に
よ
っ

て
包
囲
し
よ
う
と
す
る
O
だ
が
本
人
が

｢倫
理
の
系
譜
学
｣
(
1
九
八
二

午
)
で
認
め
る
よ
う
に
､
西
洋
の
負
荷
の
掛
か
っ
た
語
喪
に
よ
っ
て
他

の

｢文
化
｣
を
語
ろ
う
と
す
る
点
で
､
こ
の
試
み
は
舌
足
ら
ず
な
も
の

(初)

で
あ
っ
た
｡
な
お

『
知

へ
の
意
志
』

と
の
脈
絡
で
､
エ
ロ
ス
の
技
法
に

フ
ー
コ
I
が
言
及
し
た
機
会
は
D
its
eL
e'm
.Ls
(邦
訳
『思
考
集
成
』)
中

で
二
度
し
か
な
い
｡
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
｡

'
ヽ

だ
が
フ
ー
コ
ー
が
批
判
の
対
象
と
し
た
の
は
'
快
楽
を
性
行
為
中
心

に
捉
え
る
発
想
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
点
で
エ
ロ
ス
の
技
法
に
言

及
し
た
も
う

一
つ
の
イ
ン
タ
ビ
ユ
-

｢性
と
政
治
を
語
る
｣
(
l
九
七
八

(玉)

午
)
で
の
渡
辺
守
章
と
の
や
り
と
り
は
興
味
深
い

.

渡
辺
は

『
知

へ
の

意
志
』
の
内
容
を
参
照
し
な
が
ら
､
現
代
日
本
の
風
俗
を
織
り
交
ぜ
て
､

現
代
で
は
エ
ロ
ス
の
技
法
と
性
の
科
学
の
分
別
が
非
常
に
難
し
く
な
っ

て
い
る
と
フ
ー
コ
ー
に
水
を
向
け
る
o
す
る
と
フ
-
コ
I
は
日
本
の
話

膚
に
は
反
応
せ
ず
に
'
オ
ル
ガ
ス
ム
を
快
楽
の
唯

一
の
指
標
と
し
て
捉

え
る
ラ
イ
ヒ
の
よ
う
な
立
場
を

｢性
の
エ
セ
科
学
｣
と
呼
び
､
こ
の
事



ガ
の

｢
(性
の
科
学
)
と
は
､
(
エ
ロ
ス
の
技
法
)
の
と
て
も
未
発
達
な

一

●
要
素
｣
と
述
べ
る
の
で
あ
る
｡
話
は
そ
の
後

(7
-
コ
I
が
体
験
し
た
ば

か
り
の
)
禅
と
身
体
と
い
う
'
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
風
の
テ
ー
マ
に
向
か
う
が
'
理
論
的
な
関
心
は
､
対
訳
の
最
後

ま
で
快
楽
と
身
体
の
関
係
に
定
ま
っ
て
い
た
｡
こ
こ
に
は
っ
き
り
現
れ

て
い
る
の
は
快
楽
の
脱
欲
望
化
と
も
表
現
で
き
る
態
度
で
あ
り
､
フ
ー

コ
ー
が
欲
望
と
い
う
語
を
た
だ
退
け
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
､
快
楽

を
精
神
分
析
的
な
欲
望
と
の
関
係
で
扱
う
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
点
だ
｡

『
知

へ
の
意
志
』
に
関
連
し
て
エ
ロ
ス
の
技
法
に
つ
い
て
著
さ
れ
た
こ
と

は
こ
れ
が
す
べ
て
と
言
っ
て
よ
い
｡
だ
が
､
エ
ロ
ス
の
技
法
と
い
う
表

現
で
示
唆
さ
れ
る

｢快
楽
｣
と
は
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
エ
ロ
ス

(悲
)

の
実
践
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
､
そ
れ
を
獲
得
し
た
側
の
自
己
変
容

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
真
理
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で

き
る
｡

八

一
-
八
二
年
講
義

『
主
体
の
解
釈
学
』
で
行
わ
れ
た
自
己
の
主
体

化
の
議
論
を
､
こ
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
｡
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
講

義
で
扱
う
時
代
を
古
代
ギ
リ
シ
ア

･
ロ
ー
マ
へ
と
遡
ら
せ
た
｡
そ
し
て

一
般
的
な
理
解
と
は
対
照
的
に
､
当
時
の
社
会
で
は

｢汝
自
身
を
知
れ
｣

と
い
う
警
句
よ
り
も

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
の
方
が
倫
理
的
態
度
と
し
て

]S]エ

は
根
鯨
的
な
の
だ
と
主
張
し
て
い

る

｡

フ
ー
コ
ー
は
こ
の
二
つ
の
警
句

]仙u

に
'
相
異
な
る
真
理
と

｢哲
学

｣

の
あ
り
方
を
詠
め
る
｡
真
理
の
獲
得

が
主
体
の
変
容
を
条
件
と
す
る
か
否
か
を
基
準
と
す
る
両
者
の
区
別
は
'

エ
ロ
ス
の
技
法
と
性
の
科
学
に
窺
え
る
真
理
モ
デ
ル
の
分
割
と
相
似
的

で
あ
る
｡
ま
ず

｢汝
自
身
を
知
れ
｣
の
真
理
と
は
､
近
代
科
学
が
想
定

す
る
客
観
的
認
識
を
指
し
て
お
り
､
そ
こ
で
は

一
定
の
手
続
き
に
沿
え

ば
誰
で
も
真
理
に
到
達
で
き
る
の
で
､
主
体
の
変
容
は
要
求
さ
れ
な
い
｡

一
方
で

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
の
実
理
と
は
､
真
理
を
魂
に
安
ら
ぎ
を
も

た
ら
す
も
の
と
捉
え
､
主
体
の
自
己
変
容
を
真
理
に
到
達
す
る
条
件
と

(刀)

す

る

｡

例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
､
古
代
ギ
リ
シ
ア

･
ロ
ー
マ

や

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
哲
学
諸
派
､
初
期
キ
リ
ス
ト
教
'
キ
リ
ス
ト
教
神

秘
主
義
等
に
見
ら
れ
る
自
己
修
養
の
実
践
と
教
義
で
あ
る
｡
フ
ー
コ
ー

は
､
自
己
へ
の
配
慮
が
も
た
ら
す

｢真
理
｣
を
軸
と
す
る
哲
学
的
言
説

を

(霊
性
)
と
呼
ぶ
と
と
も
に
､
そ
の
特
徴
の
一
つ
は
､
エ
ロ
ス
と
ア

セ
-
ズ

(修
練
)
に
よ
っ
て
､
主
体
自
身
に
己
を
高
め
る
運
動
を
要
求

(封)

す
る
点
だ
と
指
摘
す

る

｡

ま
た
こ
こ
で
の
エ
ロ
ス
と
は
性
交
渉
で
は
な

く
､
師
が
弟
子
を
真
理

へ
と
誘
い
､
導
く

一
連
の
働
き
か
け
を
指
し
て

(A)

い

る

｡
フ
ー
コ
ー
は
他
方
､

エ
ロ
ス
の
技
法
の
実
践
が
当
時
の
社
会
に
と
っ

て
問
題
含
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
｡
『
快
楽
の
活
用
』
第

四
華

｢恋
愛
観
｣
と
第
五
章

｢真
の
愛
｣
か
ら

『
自
己
へ
の
配
慮
』
第

六
章

｢少
年
｣
で
は
､
古
代
世
界
の
少
年
愛
と
エ
ロ
ス
に
関
す
る
分
析

(3)

が
行
わ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
彼
が
関
心
を
向
け
る
の
は
､
当
時
の
少
年

愛
と
少
年
の
身
体
的
な
快
楽
と
の
間
に
存
在
す
る
特
有
の
ジ
レ
ン
マ
だ
｡

と
い
う
の
は

｢ギ
リ
シ
ア
の
少
年
愛
は
'
こ
れ
ま
で
往
々
に
し
て
､
教

社会思想史研究 No.3L 2007
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]
担
工

育
実
践
や
哲
学
教
育
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た

｣

の
だ
が
､
同
時
に
性
行
為
で
の
受
動
的
な
快
楽
を
味
わ
う
こ
と
は
､
他

者
の
支
配
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
｡
こ
の
間

題
は
'
未
成
年
者
は
他
者
を
支
配
す
る
立
場
に
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
､

ま
た
将
来
的
に
は
支
配
す
る
側
に
立
つ
こ
と
を
担
保
と
し
て
正
当
化
さ

れ
た
と
論
じ
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
一
連
の
考
察
は
欲
望
の
主
体
の
問
題

化
と
い
う
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
た
｡

こ
う
し
た
八
〇
年
代
の
自
己
へ
の
配
慮
と
エ
ロ
ス
に
関
す
る
議
論
か

ら
振
り
返
る
と
､
『
知

へ
の
意
志
』
で
提
示
さ
れ
た
エ
ロ
ス
の
技
法
の
真

理
モ
デ
ル
は
'
快
楽
や
エ
ロ
ス
と
い
う
語
の
唆
味
な
用
い
方
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
､
権
力
の
抑
圧
仮
説

へ
の
批
判
と
い
う
同
音
の
主
題
に
大
き

く
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が
他
方
で
､
フ
ー
コ
ー
の
議
論
が
､
エ
ロ
ス

の
技
法
と
い
う
表
現
を
通
し
て
､
自
己
へ
の
配
慮
の
問
題
系
に
つ
な
が

る
実
理
モ
デ
ル
を
構
想
し
っ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
理
解
で
き
る
だ
ろ

う
｡
じ
じ
つ

｢倫
理
の
系
譜
学
｣
の
フ
ー
コ
ー
は
'
『
知

へ
の
意
志
』
で

古
代
ギ
リ
シ
ア

･
ロ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
際
に
は
､
エ
ロ
ス
の
技
法
で

]叫〔

は
な
く

(生
の
技
法
)
と
表
現
す
べ
き
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の

だ

｡

換
言
す
れ
ば
､
エ
ロ
ス
の
技
法
を
論
ず
る
フ
-
コ
I
の
頭
に
あ
っ
た
の

は
､
自
分
よ
り
知
識
を
持
つ
者
と
の
関
係
を
通

し
て
､
主
体
の
側
の
自

己
変
容
を
伴
っ
て
獲
得
さ
れ
る
知
を
指
す

｢自
己
へ
の
配
慮
｣
型
の
真

理
モ
デ
ル
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
性
の
科
学
の
真

理
と
は

｢汝
自
身
を
知
れ
｣
を
モ
デ
ル
と
し
､
キ
リ
ス
ト
教
の
告
解
形

式
を
母
体
と
し
て
真
理
を
語
る
側
が
自
己
の
内
面
に
生
み
出
す
｢秘
密
｣

や
デ
ー
タ
自
体
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
う
し
て
近
代
人
は

｢告
白
に
基

づ
く
実
理
に
よ
っ
て
｣
主
体
と
な
り

｢快
楽
を
も
た
ら
す
知
的
秘
儀
や
､

(3)

そ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
神
秘
体
験
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ
｣
に
至

る

｡

標
準
的
な
解
釈
で
は
､
性
の
科
学
と
エ
ロ
ス
の
技
法
は
対
立
概
念
だ

と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
ド
レ
イ
フ
ア
ス
=

ラ
ビ
ノ
ー
に
よ

れ
ば
､
フ
ー
コ
ー
は
､
エ
ロ
ス
の
技
法
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で

｢性

へ

の
関
心
が
'
自
己
の
技
術
と
権
力
関
係
と
に
つ
ね
に
囚
わ
れ
て
い
る
と

主
張
し
て
は
い
な
い
｣
が
､
最
終
的
に
は

｢西
洋
は
性
の
科
学
と
い
う

(玉)

も
う
片
方
の
道
を
歩
む
｣
と
論
じ

る

｡

な
る
ほ
ど

『
知

へ
の
意
志
』
の

構
成
か
ら
も
そ
う
し
た
図
式
が
窺
え
よ
う
｡
第
三
章

｢性
の
科
学
｣
で

の
議
論
は
'
続
く
第
四
章

｢セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
装
置
｣
で
､
非
抑

圧
仮
説
に
基
づ
く
権
力
分
析

へ
と
展
開
す
る
｡
こ
こ
で
も
焦
点
は

｢言

説
､
知
'
快
楽
と
権
力
の
微
細
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
作
動
｣
や

｢奔
放

な
性
を
事
物
と
身
体
の
表
面
に
拡
散
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
｣
に
絞
ら
れ
て

(M)

い

る

｡

し
か
し
最
終
章
で
あ
る
第
五
章

｢死
の
権
利
と
生

へ
の
権
力
｣

で
は
､
生
権
力
と
抵
抗
の
議
論
が
交
錯
し
､
｢セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
装

置

へ
の
反
撃
の
拠
点
は
､
性
-
欲
望
で
は
な
く
､
身
体
と
快
楽
で
な
け

(訂)

れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
本
人
の
見
解
が
唐
突
に
表
明
さ
れ
て

い

る

｡

こ
う
し
た
欲
望
と
快
楽
､
性

(あ
る
い
は
肉
慾

chair)
と
身
体
が
対
比
さ

れ
る

『
知

へ
の
意
志
』
の
結
論
部
か
ら
見
る
と
､
(性
の
科
学
)
対

(
エ

ロ
ス
の
技
法
)
の
構
図
も
ま
た
､
権
力
と
抵
抗
の
対
比
と
似
通
る
｡

一
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方

には
性
の
科
学
と
結
び
つ
く
規
律
訓
練
権
力
に
よ
る
臣
従
化
が
あ
り
､

他
方
に
は
エ
ロ
ス
の
技
法
と
快
楽
､
自
己
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
主

体
化
が
あ
る
と
の
図
式
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
O
だ
が
､
性
の
科
学
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

エ
ロ
ス
の
技
法
が
二
元
的
な
真
理
と
主
体
の
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
と
捉

え
る
の
は
性
急
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
フ
ー
コ
ー
は
両
者
を
二
元
論
的
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

で
は
な
く
､

一
元
的
な
関
係
と
し
て
把
握
す
る
に
至
る
か
ら
だ
｡
次
章

で
は
'
統
治
概
念
が
理
論
的
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
検

討
す
る
こ
と
で
､
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
O

三

統
治
概
念
の
導
入
と
展
開

-
他
者
の
統
治
か
ら
自
己
と
地
雷
の
統
治
へ

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
'
八
〇
年
代
の
フ
ー
コ
ー
は
統
治
を

｢自
己

と
他
者
の
統
治
｣
と
定
義
す
る
｡
権
力
論
と
主
体
論
を

一
元
的
に
論
じ

る

｢統
治
論
｣
を
支
え
る
の
は
'
こ
の
意
味
で
捉
え
ら
れ
た
統
治
概
念

で
あ
る
｡
し
か
し
当
初
の
統
治
概
念
は
他
者
の
統
治
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
た
｡
し
た
が
っ
て
統
治
論
の
成
立
に
は
'
自
己
の
統
治
が
統
治
概

念
に
読
み
込
ま
れ
'
固
有
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
し
て
確
立
さ
れ
る

必
要
が
あ
っ
た
｡
本
章
で
は
ま
ず
､
統
治
と
導
き
が

｢他
者
の
統
治
｣

の
意
味
で
捉
え
ら
れ
､
規
律
訓
練
権
力
を
引
き
森
ぐ
司
牧
権
力
論
と
し

て
定
式
化
さ
れ
る
過
程
を
記
述
す
る
｡
次
い
で
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
司

牧
概
念

の
起
源
が
考
案
さ
れ
る
な
か
で
'
(対
抗
導
き
)
(co
n
tre
･

con
d
u
ite
)_な
る
も
の
が
論
じ
ら
れ
､
｢自
己
の
統
治
｣
が
姿
を
現
す
こ

と
を
指
輔
す
る
｡
そ
し
て
統
治
が
'
自
己
と
他
者
の
統
治
と
し
て

一
元

的
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
､
権
力
と
抵
抗
の
二
元
論
的
な
理
解

を
乗
り
越
え
る
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
を
示
す
｡

-

他
者
の
統
治
･/-

権
力
論
と
し
て
の
統
治
論

七

〇
年
代
前
半
の
統
治
概
念
は
'
主
に
キ
リ
ス
ト
教
と
精
神
医
学
の

二
つ
の
側
面
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
七
三
-

七
四
年
講
義

『
精
神
医
学
の
権
力
』
と
七
E
)-
七
五
年
謙
義

『
異
常
者

た
ち
』
が
参
考
に
な
る
O
両
年
の
詐
義
で
は
､
卜
九
世
紀
の
精
神
医
学

の
展
開
を
､
狂
気
を
治
療
す
る
医
学
の
一
分
野
と
し
て
で
は
な
く
､
行

動
や
精
神
の

｢異
常
｣
や
障
害
､
逸
脱
を
規
定
し
､
判
断
す
る
社
会
管

理
の
手
段
と
し
て
確
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
考
察
し
た
｡
と
こ
ろ
で

今

日
で
は
､
他
者
の
統
治
を
担
う

(安
全
V
se
ctd
tC
型
権
力
装
健
は
､

規
律
訓
練
型
権
力
装
置
の

｢次
｣
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
と
い
う
理
解
が
支

EIE3u

配
的
で
あ
る

ご
)
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
意
外
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
'

当
時
の
7
1
コ
I
は
'
統
治
と
導
き
を
'
規
律
訓
練
権
力
の
原
型
で
あ

り
'
実
践
の
一
形
態
だ
と
考
え
て
い
る
｡
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
､
キ

リ
ス
ト
教
と
粕
神
医
学
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
O

『
輔
神
医
学
の
権
力
』
に
は
'
中
世
の
宗
教
共
同
休
に
規
律
訓
練
装
置

の
発
端
を
求
め
る
箇
所
が
あ
る
｡
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
'
十
四
世
紀

の
信
仰
革
新
運
動
の
中
心
人
物
で
あ
る
フ
ロ
ー
テ
が
設
立
し
た
共
同
生

社会思想史研究 No.31 2007
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活
兄
弟
会
で
あ
る
｡
時
間
割
や
年
齢
別
学
級
の
編
成
へ
軍
隊
モ
デ
ル
と

い
っ
た

一
連
の
身
体
統
制
の
技
術
が
宗
教
共
同
体
で
確
立
さ
れ
'
教
育

施
設
や
作
業
場
を
通
し
て
世
俗
化
し
た
過
程
に
つ
い
て
は
､『
監
視
と
処

u和u

罰
』
に
同
様
の
記
述
が
あ
る
た
め
こ
こ
で
は
触
れ
な

い
｡

こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
､
同
会
が
'
各
人
が
禁
欲
的
な
修
業
に
励
む
際
に
は
'

つ

ね

に指
畢
役
に
よ
る
霊
的
な
導
き
を
得
る
べ
L
と
定
め
て
い
る
点
で
あ

(■
)

る

｡

フ
ー
コ
ー
は
､

一
方
的
な
講
義
で
は
な
く
､
導
き
や
指
導
と
い
う

個
々
へ
の
配
慮
が
霊
的
修
架
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
考
え
方

の
新
し
さ

に注
意
を
促
す
O
と
い
う
の
も
'
こ
の

｢絶
え
ざ
る
導
き
｣

と
い
う
発
想
こ
そ
が
'
時
代
を
大
き
く
隔
て
た
十
九
世
紀
後
半

に
｢宗

教
実
践
に
関
わ
る
諸
々
の
含
意
｣
を
備
え
つ
つ
､
精
神
医
学
に
よ
っ
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
か
ら
だ
｡
規
律
訓
練
権
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
典
型
と
し

て
の
精
神
医
学
の
中
心
的
な
理
念
も
ま
た
導
き
に
は
か
な
ら
な
い
｡

｢精
神
医
学
の
権
力
の
は
た
ら
き
に

一
番
ぴ
っ
た
り
な
言
葉
(中
略
)

と
は

(導
き
)
の
観
念
な
の
で
す
O
そ
の
来
歴
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
､
と
い
う
の
は
精
神
医
学
に
由
来
す

る
の
で
は

な
い
か
ら
で
す
､
ま
っ
た
く
別
の
話
で
す
｡
こ
れ
は
十
九
世
紀
に
は

既
に
宗
教
実
践
に
関
わ
る
諸
々
の
含
意
を
持
っ
た
言
葉
な
の
で
す
｡

(魂
の
導
き
)
は
'
十
九
世
紀
以
前
の
三
～
四
世
紀
間
を
通
し
て
､
技

(G)

術
と
対
象
の

1
般
的
な
領
域
を
定
め
て
い
た
の
で
す
｡
｣

精
神
医
学
者
の
導
き
と
は
､
自
ら
を
中
心
と
し
た
院
内
の
秩
序
を
｢現

実
｣
と
し
て
被
収
容
者
に
強
い
､
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
宗
教
共

同
体
で
盤
的
修
養
に
専
心
す
る
若
者

へ
の
指
導
役
が
､
若
者
か
ら
決
し

て
目
を
離
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
'
精
神
医
学
者
も
ま
た

｢病
院
の
機
能

と
個
人
を
統
率
す
る
人
物
｣
と
し
て
被
収
容
者
か
ら
決
し
て
目
を
離
さ

な
い
｡
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
精
神
医
学
者

エ
ス
キ
ロ
ー
ル

当
人
に
よ
れ
ば
'
当
時
の
精
神
病
院
と
は

｢狂
気
の
支
配
者
｣
た
る
医

師
が
狂
気
と
対
決
L
t
対
立
と
闘
争
'
支
配
の
プ

ロ
セ
ス
が
展
開
す
る

小g)

堤
で
あ
る
か
ら

だ

｡

確
か
に
･『
精
神
医
学
の
権
力
』
で
は
､
ま
だ

(統

治
)
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
宗
教
実
践
と
精
神
医
学
と
で

は
導
き
の
目
的
も
異
な
る
｡
だ
が
理
念
型
と
し
て
の

｢他
者
の
導
き
｣

が
'
キ
リ

ス
ト
教
の
霊
的
実
践
か
ら
精
神
医
学

へ
と
移
行
し
た
事
実
に

注
目
す
れ
ば
､
フ
ー
コ
ー
が
こ
の
語
を
'
実
践
的
な
意
味
で
規
律
訓
練

と
の
関
係
で
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

で
は
'
中
世
の
宗
教
共
同
体
と
近
代
の
精
神
医
学
の
数
百
年
の
隔
た

り
を
つ
な
ぐ
も
の
は
何
か
｡
そ
れ
が

『
異
常
者
た
ち
』
以
降
で
扱
わ
れ

る
司
牧
神
学
p
asto
r巴
e
の
制
度
化
の
動
き
で
あ
る
｡
司
牧
神
学
の
体
系

自
休
は
'
神
学
生
の
教
育
と
共
に
､
聖
職
者
が
教
会
内
外
で
担
う
日
常

的
な
活
動
内
容
も
規
定
す
る
実
践
神
学
の

一
分
野
で
あ
り
'
ト
リ
エ
ン

ト
総
会
議
以
降
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
神
学
者
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
O

こ
の
中
で
は
司
牧
と
し
て
の
聖
職
者
に
と
っ
て
告
解
聴
取
が
主
要
な
役

割
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
､
魂
の
導
き
も
役
割
の
t
つ
に
数
え
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上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
フ
-
コ
～
が
司
牧
神
学
を

｢魂
の
統
治
技
術
｣
と

形
容
す
る
の
は
'
エ
リ
ー
ト
養
成
機
関
と
し
て
の
神
学
校
に
実
践
が
事

実
上
留
ま
っ
て
い
た
と
は
い
え
､
そ
の
内
容
が
実
践
的
な
も
の
で
あ
る

(I)

こ
と
に
注
目
す
る
か
ら

だ

｡

じ
つ
さ
い
聖
職
者
は
良
心
の
指
導
役
な
い

し
導
き
手
と
し
て
'
信
徒
の
救
済
を
実
現
す
る
た
め
に
､
告
解
聴
取
や

良
心
の
究
明
を
通
し
て
､
個
々
の
内
面
を
仔
細
に
把
握
す
る
役
目
を
担

(仙)

う
と
定
め
ら
れ
て
い

た

｡

こ
の
蔑
論
は

『
知

へ
の
意
志
』
で
の
告
解
と
司
牧
に
関
す
る
記
述
に

直
接
つ
な
が
る
｡
十
七
世
紀
の
司
牧
神
学
と
サ
ド
の
文
学
は
､
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
す
べ
て
を
語
る
よ
う
仕
向
け
る
点
で
同
じ
な
の
だ

(■)

と
い
う
､
性
に
関
す
る
抑
圧
仮
説

へ
の
良
く
知
ら
れ
た
批
判
で
あ
る

｡

他
方
で
フ
ー
コ
ー
は
'
こ
の
時
期
の
司
牧
神
学
が
､
罪
と
し
て
の
肉
慾

の
問
題
を
'
自
慰
を
通
し
て
問
題
化
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
｡
そ
し

て
ま
た
､
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
に
代
わ
っ
て
精
神
医
学
が
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
を
管
理
す
る
学
問
と
し
て
登
場
す
る
歴
史
の
発
端
を
も
見
て
と

(■)

る
の
で
あ

る

｡

し
た
が
っ
て

『
異
常
者
た
ち
』
で
の
記
述
も
統
治
と
導

き
の
閉
居
の
発
端
を
司
牧
神
学
の
形
成
に
求
め
'
規
律
権
力
の
起
涙
と

見
な
し
て
い
る
｡
司
牧
神
学
は
規
律
訓
練
の
原
型
と
し
て
､
他
者
の
統

治
あ
る
い
は
性
の
科
学

へ
と
接
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

2

自
己
の
統
治
の
導
入
と
統
治
gE
へ
の
長
押

司
牧
の
議
論
は
､

1
九
七
七
-
七
八
年
講
義

『
安
全
'
領
土
'
人
口
』

で
詳
細
に
鴇
じ
ら
れ
る
O
｢全
休
的
か
つ
個
別
的
に
｣
と
い
う
表
現
で
知

ら
れ
る
司
牧
権
力
論
の
構
図
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
｡
司
牧
神
学

は
初
期
教
父
の
時
代
か
ら
､
聖
職
者
に
二
重
の
任
務
の
遂
行
を
求
め
､

聖
職
者
は
信
徒
と
い
う
羊
を
管
理
す
る
司
牧
に
喰
え
ら
れ
て
'
個
々
の

羊
に
配
慮
す
る
と
同
時
に
群
全
体
を
管
理
し
'
救
済

へ
と
導
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
｡
各
人
を
正
し
い
信
仰
の
道

へ
と
絶
え
ず
蒔
き
つ
つ
､
信

仰
共
同
柊
を
全
体
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
､

f仰)

聖
職
者
自
身
の
救
済
の
条
件
と
も
な

る.

他
方
で
こ
の
年
の
評
議
は
ま

た
'
自
己
の
統
治
の
視
点
が
導
入
さ
れ
る
地
点
で
も
あ
る
｡
そ
れ
は
'

司
教
権
力
論
の
起
源
を
キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
以
前
に
遡
っ
て
求
め
る
作

業
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
特
に
興
味
深
い
の
は
'

フ

ー
コ

ー
が
十
七
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
至
る
西
洋
社
会
の
統
治
性
を

考
察
す
る
と
講
義
の
冒
頭
で
宣
言
し
な
が
ら
､
司
牧
権
力
概
念
の
成
立

を
説
明
す
る
こ
と
に
時
間
を
大
き
く
割
い
て
し
ま
い
'
予
告
し
た
二
十

世
紀
後
半
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
閉
居
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
だ
｡
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
の
は
､
統
治
を
論
じ
る
前
程
と
し
て
､

司
牧
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め

轡

フ

ー
コ
ー
は

『
安
全
'
領
土
､
人
口
』
で
'
古
代
ユ
ダ
ヤ
や
オ
リ
エ

ン
ト
の
王
権
論
'
古
代
哲
学
を
検
討
し
た
結
果
､
神
や
預
言
者
､
王
を

牧
人
と
し
､
大
衆
を
家
畜
の
群
れ
と
考
え
る
発
想
自
体
は
頻
繁
に
見
ら

れ
る
も
の
の
､
牧
人
と
群
れ
の
比
境
は
政
治
の
中
心
的
な
主
題
と
は
な

ら
ず
､
こ
れ
を
制
度
化
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
示

社会思想史研究 No.3L 2007
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(g
)

し
た
｡

こ
の
議
論
に
は
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
認
め
ら
れ
る
｡
ま
ず
統
治

と
は
十
六
世
紀
に
国
家
を
治
め
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
以
前
は
､

3孤正

つ
ね
に

｢人
が
人
を
導
く
｣
と
い
う
意
味
だ
っ
た

こ

と

'

次
に
統
治
の

主
題
自
体
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
古
い
こ
と
､
そ
し
て
初
期
教
父
時
代
以

来
'
キ
リ
ス
ト
教
は
'
司
牧
を
魂
の
統
治
を
担
う
存
在
と
捉
え
て
い
る

(.,,-)

こ
と
で
あ
る
｡
確
か
に
'
統
治
と
導
き
の
主
題
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
司

牧
概
念
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
｡
他
者
の
統
治
あ
る
い
は
性
の
科
学
の

確
立
と
は
'
統
治
の
対
象
が
魂
か
ら
人
へ
と
､
統
治
の
主
体
が
教
会
か

ら
国
家

へ
と
移
行
す
る
統
治
の
国
家
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
で
あ
る
か

ら
だ
｡
だ
が

｢人
が
人
を
尊
く
｣
と
い
う
構
図
は
他
方
で
､
統
治
概
念

に
自
己
の
統
治
が
読
み
込
ま
れ
る
契
機
を
も
た
ら
す
｡
と
い
う
の
は
'

尊
き
が
自
己
の
自
分
自
身

に対
す
る
､
ま
た
は
他
者
に
対
す
る
働
き
か

け
な
ら
ば
､
統
治
と
導
き
を
司
牧
の
側
か
ら
だ
け
捉
え
る
必
要
も
な
く
､

キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
で
の
み
論
じ
る
必
要
が
な
い
と
い
う
二
つ
の
視

点
が
生
ま
れ
る
か
ら
だ
｡
後
者
は
主
体
論
に
直
接
通
じ
'
｢自
己
へ
の
配

慮
｣と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
に
関
し
て
フ
ー
コ
ー
が

i九
八
〇
年
代
に
行
っ

り迅E

た
議
論
に
顕
著
で
あ

る

｡

こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
'
『
安
全
'
領
土
､

人
口
』

の
中
で
こ
の
点
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
し
て
い
る

(対
抗
導
き
)

Ⅶ醒爪

を
取
り
上
げ
た

い

｡

対
抗
導
き
と
は
'
直
接
に
は
司
牧
の
導
き
に
対
す
る
反
発
で
あ
る
｡

宗
教
改
革
の
大
き
な
原
因
の

一
つ
は
､
中
世
以
降
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
権
威
の
長
期
的
な
衰
退
と
完
全
な
失
墜
､
つ
ま
り
導
き
の
失
敗
に
由

来
す
る
O
こ
の
点
か
ら
見
る
と
'
十
六
世
紀
以
前
の
動
き
も
含
め
た
宗

教
的
な
改
革
運
動
は
､
対
抗
導
き
と
呼
べ
る
の
だ
と
7
-
コ
I
は
論
じ

(3)
る

｡

だ
が
こ
の
動
き
は
自
体
は
'
司
牧
の
定
義
と
真
っ
向
か
ら
矛
盾
す

る
｡
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
教
は
導
か
れ
る
も
の
に
対
し
'
｢
一
切
を
望
ま

な
い
と
い
う
意
志
｣
だ
け
を
持
つ
臣
従
化
'
す
な
わ
ち
自
己
の
破
瀬
と

(tn

い
う
徹
底
的
な
従
属
を
魂
の
救
済
の
条
件
と
し
て
求
め
る
か
ら

だ

｡

だ

が
実
際
に
対
抗
導
き
は
発
生
す
る
｡
こ
の
事
実
が
示
す
の
は

｢羊
の
比

喰
｣
の
抱
え
る
決
定
的
な
難
点
で
あ
る
｡
r望
ま
な
い
こ
と
を
望
む
｣
と

い
う
救
済
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
逆
説
的
な
要
件
は
'
導
き
の
成
立

に

関
し
て
あ
る
条
件
を
設
定
す
る
か
ら
だ
｡
導
か
れ
る
側
は
絶
対
的
に
従

属
す
る
だ
け
の
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
.
人
が
た
だ
生
き
る
だ
け

の
存
在
で
あ
っ
て
は
､
司
牧
は
成
立
し
え
な
い
｡
司
牧

(牧
人
)
は
人
々

(辛
)
に
選
ば
れ
て
初
め
て
司
牧
に
な
る
か
ら
だ
｡
つ
ま
り
導
き
は
'
斗

か
れ
る
側
の
自
浄
を
何
ら
か
の
形
で
担
保
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能

に
な
る
の
だ
が
'
そ
れ
は
翻
っ
て
被
治
者
の
側
に
､
現
在
と
は
異
な
る

導
き
の
可
能
性
を
つ
ね
に
与
え
る
こ
と
で
も
あ
る
｡
救
済
を
求
め
る
信

徒
に
聖
職
者
を
選
ぶ
自
由
が
あ
る
以
上
､
役
立
た
ず
と
さ
れ
た
司
牧
や

教
義
は
､
宗
教
改
革
の
よ
う
に
信
徒
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
｡
｢異
端
｣
と
さ
れ
た
神
秘
主
義
や
信
仰
の
例
を
フ
ー

コ
ー
が
引
い
て
示
す
よ
う
に
､
既
存
の
信
仰
が
捨
て
ら
れ
'
別
の
信
仰

が
実
践
さ
れ
る
こ
と
す
ら
起
こ
り
う
る
｡
斗
き
は
つ
ね
に
対
抗
導
き
を

は
ら
ん
で
い
る
｡



α

こ
の
よ
う
に
､
司
牧
の
起
源
に
つ
い
て
の
考
察
は

｢人
が
人
を
導
く
｣

l▲●

と
い
う
統
治
の
構
図
を
発
見
し
'
そ
の
導
き
手
が
必
ず
し
も
制
度
化
さ

れ
た
司
牧
で
あ
る
必
要
が
な
い
と
示
す
だ
け
で
な
く
､
導
か
れ
る
側
が

自
ら
を
導
く
こ
と
の
必
然
性
に
ま
で
至
る
O
自
己
の
導
き
､
す
な
わ
ち

自
己
の
統
治
の
次
元
は
こ
の
よ
う
に
統
治
概
念
の
中
に
導
入
さ
れ
た
｡

『
主
体
の
解
釈
学
』
は
'
統
治
の
問
い
を

｢ど
の
よ
う
に
蒔
く
か
｣
｢ど

の
よ
う
に
導
か
れ
る
の
か
｣
｢自
ら
は
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
か
｣
と

い
う
三
重
の
も
の
と
し
て
提
示
す
る
｡
こ
の
見
解
と
対
抗
導
き
の
議
論

(ZR)

と
の
距
離
は
極
め
て

近

い

｡

フ
-
コ

I
は
司
牧
の
起
源
を
問
い
た
だ
す

こ
と
で
初
め
て
自
己
の
統
治
を
捉
え
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
議
論
を
主
体
化
と
臣
従
化
と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
て
み
よ

う
｡
統
治
と
導
き
の
考
え
方
は

『
知

へ
の
意
志
』

ま
で
の
権
力
論
の
枠

組
み
を
大
き
く
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
｡
『
安
全
､
領
土
､
人
口
』
で
の

統
治
概
念
は
ま
ず

｢人
の
統
治
｣
と
い
う
き
わ
め
て
広
い
意
味
で
定
義

さ
れ
た
O
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
臣
従
化
と
権
力
に
つ
い
て
の
議
論
が

他
者
の
統
治
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
｡
他
方
で
統
治
は
'
司
牧
と
統
治

の
起
源
を
問
題
に
す
る
過
程
で
'
自
己
と
他
者
の
斗
き
を
同
時
に
担
う

概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
る
｡
こ
う
し
て
統
治
に
自
己
の
統
治
の
次
元
が

加
わ
る
｡
し
か
し
対
抗
導
き
の
発
想
に
特
徴
的
な
よ
う
に
'
こ
の
図
式

で
最
も
重
要
な
の
は
､
自
己
の
蒔
き
と
他
者
か
ら
の
尊
き
が
不
可
分
な

こ
と
で
あ
り
'
言
い
換
え
れ
ば
､
主
体
化
と
臣
従
化
'
抵
抗
と
権
力
を

二
刀
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
.
実
際
､
後
に
統
治
は
'
自

己
と
他
者
の
導
き
の
あ
り
方
に
関
わ
る

｢変
形
と
反
転
が
起
こ
り
う
る

Ⅶ掬正

動
的
な
権
力
関
係
の
戦
略
的

な

堤
｣
と
定
義
し
な
お
さ
れ
､
最
終
的
に

は
自
己
へ
の
配
慮
を
通
し
た
自
己
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
接
続
さ
れ
る
｡

『
知

へ
の
意
志
』
ま
で
の
抵
抗
論
は
'
権
力

へ
の

｢反
発
｣
と
し
て
抵
抗

を
捉
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
｡
だ
が
作
用
と
反
作
用
の
こ
の
モ
デ
ル

は
'
統
治
に
よ
っ
て
明
確
に
退
け
ら
れ
'
代
わ
り
に
権
力
関
係
そ
の
も

の
が
統
治
の
舞
台
と
な
る
｡
統
治
あ
る
い
は
導
き
と
は
､
他
動
詞
と
し

て

r誰
か
を
｣
導
く
と
同
時
に
､
代
名
動
詞

Se
g
ouvem
er
と
し
て

｢自
ら
を
｣
斗
き
'
ま
た
誰
か
に

r導
か
れ
る
｣
こ
と
で
も
あ
る
｡
統
治

と
は

｢権
力
か
抵
抗
か
｣
の
選
択
で
は
な
く

｢権
力
と
抵
抗
｣
の
同
居

そ
の
も
の
な
の
だ
｡

括
輪
-
統
治
槍
の
萌
芽
形
鱒
と
し
て
の
世
の
科
亨
と
エ
ロ
ス
の
技
法

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
､
七
〇
年
代
未
の
統
治
概
念
を
め
ぐ
る
議
論

は

『
知

へ
の
意
志
』

で
の
権
力
論
か
ら
の
展
開
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の

地
点
か
ら
細
る
と
､
性
の
科
学
の
提
出
す
る
告
解
モ
デ
ル
は
､
司
牧
権

力
論
と
生
政
治
論
の
要
に
位
催
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
'
西
洋
社
会

が

｢片
方
の
道
を
歩
む
｣
プ
ロ
セ
ス
を
担
っ
て
い
る
｡
他
方

｢も
う

一

つ
の
道
｣
と
し
て
の
エ
ロ
ス
の
技
法
の
モ
デ
ル
は
'
生
と
快
楽
が
政
治

の
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
を
通
し
て

｢美
学
的
な
｣
自
己
へ
の
配
慮
と

社会思想史研究 No.31 2亡か7
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し
て
の
主
体
化

へ
と
連
な
る
よ
う
に
見
え
る
｡
だ
と
す
れ
ば
､
性
の
科

学
と
エ
ロ
ス
の
技
法
も
ま
た
権
力
と
抵
抗
の

｢一
.元
論
｣
な
の
か
｡
だ

が
そ
れ
は
あ
ま
り
に
性
急
な
結
論
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
両
者
の
関
係
は
'

導
き
の
構
図
を
萌
芽
的
に
含
ん
で
い
る
か
ら
だ
｡
フ
ー
コ
ー
は
性
の
科

学
と
エ
ロ
ス
の
技
法
に
対
比
的
な
関
係
が
あ
る
こ
と
自
体
は

｢お
そ
ら

く
そ
う
か
も
し
れ
な
い
｣
と
認
め
る
｡
だ
が
続
け
て
こ
の
よ
う
に
貰
う
｡

｢
エ
ロ
ス
の
技
法
は
西
洋
文
明
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
｡
性
の
科
学
を
作
り
出
そ
う
と
し
て

き
た
動
き
の
中
で
'
こ
の
技
法
が
常
に
不
在
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡

キ
ジ
ス
ト
教
の
告
解
の
中

に'
し
か
し
と
り
わ
け
良
心
の
導
き
と
究

明
の
中
に
､
轟
的
結
合
と
神
の
愛
と
を
求
め
る
プ
ロ
セ
ス
に
'

エ
ロ

爪繋)

ス
の
技
法
に
属
す
る

1
連
の
手
続
き
が
あ
っ
た

'

J

第

一
章
で
提
示
し
た
性
に
関
す
る
二
つ
の
真
理
の
語
り
方
の
対
立
と

は
'
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
西
洋
と
そ
の
外
部
の
二
項
間

に存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
い
｡
共
に
西
洋
そ
の
も
の
の
経
験
の
中
に
つ
ね
に
は
ら

ま
れ
て
い
る
｡
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
フ
ー
コ
ー
は
'
十
九
世
紀

以
降
の
性
の
科
学
は

｢少
な
く
と
も
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
､
エ
ロ
ス

の
技
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う
べ
き
だ
｣
と
さ

t幹)

え
主
張
す

る

｡

な
ぜ
か
｡
そ
れ
は
性
の
科
学
の
権
力
は
内
面
に

つ
い
て
の
其
理
を
詩

る
側
が
感
じ
る

｢新
た
な
快
楽
｣
に
根
拠
を
置
く
か
ら
だ
｡
フ
t
コ
I

が
ラ
イ
ヒ
的
な
考
え
方
を
批
判
す
る

一
方
で

｢セ
ッ
ク
ス
は
退
屈
で
す

(¢)
よ
｣

と
も
述
べ
る
の
は
'
榛
的
快
楽
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
を

通
し
た
自
己
の

｢発
見
｣
に
関
わ
る
エ
ロ
ス
の
技
法
は
'
抑
圧
と
解
放

の
図
式
に
捕
ら
わ
れ
た
技
術
的
な
手
続
き
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
｡
フ
-

コ
I
が
実
際
に
エ
ロ
ス
の
技
法
と
い
う
表
現
を
通
し
て
考
え
て
い
た
の

は
､
自
己
変
容
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
生
の
技
法
で
あ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
､
こ
の
点
は
容
易
に
理
解
で
き
る
｡

だ
が
こ
う
し
た
快
楽
の
性
格
づ
け
を
巡
る
議
論
か
ら
は
'
良
く
知
ら

れ
た
次
の
言
明
が
想
起
さ
れ
る
｡

｢権
力
の
あ
る
と
こ
ろ
に
抵
抗
は
あ
る
｡
し
か
し
'
い
や
ま
さ
に
そ

の
事
実
に
よ
っ
て
'
抵
抗
は
決
し
て
権
力
の
外
部
に
は
位
催
し
な
い

の
だ
｡
(中
略
)
権
力
関
係
は
無
数
の
抵
抗
点
な
し
に
は
存
在
し
な
い
｡

抵
抗
点
は
権
力
関
係
の
中
で
､
敵
な
い
し
目
標
'
支
え
､
突
起
の
役

割
を
果
た
す
｡
こ
う
し
た
抵
抗
点
が
権
力
関
係
の
至
る
所
に
存
在
す

(SJ
る
O
｣

こ
の
権
力
と
抵
抗
の
議
論
を
椎
の
科
学
と
エ
ロ
ス
の
技
法
に
引
き
つ

け
れ
ば
'
両
者
の
ど
ち
ら
か
が
根
源
的
か
と
い
う
闘
い
を
避
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
｡
じ
つ
さ
い
フ
ー
コ
ー
は
次
の
よ
う
に
自
問
自
答
す
る
｡
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｢私
た
ち
の
性
の
科
学
と
は
エ
ロ
ス
の
技
法
の
と
り
わ
け
繊
細
な

一

形
態
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
る
べ
き
な
の
か
｡
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
伝
統
の
､
西
洋
型
の
純
化
さ
れ
た
形
態
な

の
か
｡
そ
れ
と
も
､
こ
れ
ら
の
快
楽
絃
す
べ
て
性
の
科
学
の
副
産
物
､

そ
の
無
数
の
努
力
を
保
つ
利
潤
に
は
か
な
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
な

の

空

｣

こ
の
問
い
に
答
え
は
最
後
ま
で
与
え
ら
れ
な
い
.
フ
ー
コ
ー
に
し
て

み
れ
ば
､
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
苅
す
る

r解
放
)
の
言
説
や
権
力
の

抑
圧
仮
説
を
退
け
る
た
め
に
は
､
両
者
の
不
可
分
な
あ
り
方
を
示
唆
す

れ
ば
十
分
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
選
択
が
ま

た
'
快
楽
と
身
体
を
権
力

へ
の
抵
抗
の
拠
点
と
し
て
用
い
う
る
と
い
う

(ぬ〉

耕
極
的
な
主
張
を
可
能
に
も
し
て
い
る

｡

主
体
化
は
臣
従
化
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
が
'
臣
従
化
も
ま
た
主
体

化
を
必
要
と
す
る
構
造
が
こ
こ
に
は
存
在
す
る
｡
だ
が
ま
さ
に
こ
の
点

で
､
性
の
科
学
と
エ
ロ
ス
の
技
法
の
不
可
分
性
は

(統
治
)
の
萌
芽
的

な
形
態
で
し
か
あ
り
え
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
統
治
の
考
え
方
で
は
'

臣
従
化
と
主
体
化
と
い
う
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
'
自
己
と
他
者
の
統
治

と
い
う

1
元
的
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
だ
O
こ
れ
に
対

し
て
､
抵
抗
の
拠
点
も
ま
た
権
力
関
係
の
中
に
あ
る
と
い
う

『
知

へ
の

意
志
』
の
見
解
は
､
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
陥
入
し
あ
う

｢厳
密
に
関
係

八

糾)

論
的
な
｣
視
点
で
'
権
力
の
生
産
性
を
捉
え
る
に
留
ま
る

｡

し
か
し
な

が
ら
'
ノ
ル
ム
化
と
実
理
を
語
る
こ
と
を
通
し
た
権
力
の
生
産
性
と
い

う
考
え
方
は
､
性
の
科
学
と
エ
ロ
ス
の
技
法
と
い
う
二
つ
の
真
理
の
語

り
方
を
分
節
化
す
る
作
業
を
通
し
て
､
統
治
論
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

を
切
り
開
く
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡(は

こ
だ
･
て
つ
/
社
会
思
想
史
)

注で

<)
(2
)

(3
)

FbucauJt.
M
jeheJ.
S
w
tAetJLLieT
e
EPunir,･noLssanaLk

L

aPdsm
,fb
js:

G
a
]
lim
ard
.

19
75.

F

ouc
ault
.M
i
ch
eI.LD
yOb
n
LE
LZe
sa
tm
tY.P
hTis
:
G
altirnaEd.
1976.

ハ
ー
バ
ー
マ
ス

に
代
表
さ
れ
る
フ
t
コ
I
の
権
力
輪

へ
の
限
定
的

な
評
価

と
'
晩
年
の

r啓
蒙
｣
の
間
層
系

の
提

示
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
は
こ
う

し
た
傾
向
を
頼
著
に
示
し
て
い
る
｡
後
述
す
る
社
会
学
的
な
フ
ー
コ
ー
受

容
に
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡

社会思想史研究 No.31 2α77

(4
)
邦
訳

(r
知

へ
の
意
志
JI
凍
辺
守
輩
駅
へ
新
潮
社
､

一
九
八
六
年
)
で
は

r性
愛
の
術
J
の
晴
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
｡
本
絹
で
は
e
ros
の
静
を

r
エ

ロ
ス
｣
と
訳
す
｡
第
二
霊
第
二
節
で
述
べ
る
よ
う
に
'
こ
の
辞
が
用
い
ら

れ
た
背
景
に
は
､
八
〇
年
代
の
主
宰
な
融
点
の
1
つ

(生
の
技
法
)
arts

d
e
yiyr
eに
つ
な
が

る
､
兎
の
誘
い
と
導
き
と
い
う
古
代
哲
学
の
テ
ー
マ

が

存

在
する
か
ら
だ
｡
プ
ラ
ト
ン
の
対
蘇
蕪
に
は
エ
ロ
ス
の
技
法
に
賄
わ

る
表
現
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
例
え
ば
､
r
饗
嘉
l
(178D
)
で
は

r恋
の

迂
｣
(鈴
木
照
堆
釈

r
プ
ラ
ト
ン
全
集

五
J
岩
波
雷
店
､

一
九
七
五
年
､

七
九
貫
)､
F
バ
イ
ド
ロ
ス
Jl
(25
7A
)
で
は

r恋
の
技
術
J
(藤
沢
令
夫

駅
､
同
'
二
〇
四
貫
)
と
訳
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
a
rs
の
駅
辞
に
は
､
八

〇
年
代
の
議

輪
を
踏
ま
え
て

｢テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
｣
も
キ
え
ら
れ
る
｡
し
か

し
日
本
拝
の
持
感
と
美
麻
の
意
味
に
距
離
が
あ
る
こ
と
'
ま
た
後
期
思
想

に
つ
い
て
Lech
niqu
e
と
teCh
no
lo
gie
の
詩
の
間
に
明
確
な
区
別
が
兄
い

だ
せ
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て

r技
法
｣
と
し
た
｡
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(5
)

(6
)

(7
)

爪
8
)

～
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-おも遜

(11
)

(
12

)
FoucauJt,M
icheILb
eEetriLs.
L9
54･)9
88
,4
tom
es.
FbTis
:
Ed
ition
s

G
a]]iヨa
Ed.
)99
4,
tn
.
p
.
629,

Rmde
re
,Jacques.L
A
M
b
en
Len
Le
,
P
aris:
G
alilee.
1995.pp
.5)･56.

De
]euz
e
,
G
E
es.
･D
e
sirou
ptaisir･･
.inLk
ux
音

LZeJow
.
edjti

par
D
ayi.d
L
apo
ujad
e,f
hL
is
:Le
s
Editio
n
s
d
e
M
iJmi
t.2
害
い
,p
.
I
t7
.

F
ouQ
uJt,LX
Ls.
TV

213
.筆
者
は
以
前
､
読
治
性
概

念
の

拡
大
と
い
う

観

点
で

こ
の

点
を
輸

じ
た
｡
常
田
徹

｢夢
と
痕
跡
か
ら
夢
見
る
主
体

へ

･･I
-
後
期
フ
ー
コ
ー
の
主
体
概
念

へ
の

一
考
蕪
｣
r
社
会
思
想
史
研
究
し
第

二
八
号
､
二
〇
〇
四
年
､
八
二
-
九
八
頁
｡

A
g
am
b

enG
iorg
io.
n
p
o
Een
s
otmtzno
eLa
n邑
F
tliLa.
Torino:E
inaudi,

)
99
51

最

近

の
研
究
動
向
は
次
の
序
章
か
ら
第

-
膏
を
参
照

(tn
d
a.
Jonath
n

X
ayier
.

Ta
rg
eLL'qC
im
m
官
n

LsZ
g
oveyn
t呈

Eech
n
oLag
.
a
nd
eLhics.

Matd
e
n.
M
ass
.:
B
一ack
w
eJt.2薫

.).
イ
ノ
ダ
に
よ
れ
ば
､
現
在
の
競

治
性
研
究
の
基
本
的
な

傾

向
は
t
l
九

七
〇
年
代
後
半
以
降
の
薪
自
由
主

義
型

(安
全
)
装
置
の
機
能
を
､
法
-
主

権
装
社
と
規
律
訓
練
装
置
を
包

括
し
た

｢ポ
ス
ト
社
会
的
｣
(
つ
ま
り
福
祉
国
家
の
基
盤
に
あ
る

(社
会

的
な
も
の
)
で
は
な
V
､
レ
ー
ガ
ン
=
サ
ッ
チ
ャ
I
的
な
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル

の
市
場
原
理
を
機
軸
と
し
た
)
統
治
性

を
間
塩
化
し
､
考
蕪
す
る
も
の
で

あ
る
｡

7
例
と
し
て
､
G
r
os.
FrederiC
(td
.).
F
Tcw
a
ILLE

.･Lecow
dg
e
d
i
La

tJErLLC

.Ph
s:PUF.
20
0
2.
雑

誌
の特
集
と
し
て
は
次

が
ある
｡
Va
ca
rm
L
.

2
9
.

2
含TI.
七〇
年
代
前
半
に
フ
ー
コ
ー
が
関
わ
っ
た
監
雛
情
報
グ
ル
ー

プ
と
刑

務
所
運
動
の
資
料
集
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
c
A
Jt
ie
re
s.
P
h
iLipp
e.

L
au
re
n
t
Q
ue
r
o
et
M
ich
elte
Z
aJtcarimi
･F
oum
e
I.
(ed
s.)
L
L
G
roup
e

d
inJw
m
atLo"

w
Les
首
onsZw
chiLAeSdu莞
LuELc.)9
70
･)9
72
.
P
hTis:

E
dition
s
de
rm

C
.
2003.

Fou
cault.
Mic
h

eI.Les
am

zLL,
Th
is:
E
d
itio

ns
Gal】im
ard
q
Je

SeuiJ.
)999,p
p
.
259･262.

(1
)
以
下

'
文
脈
に
即
し
て
V.賢
ti
に

r真
理
｣
と

r真
実
｣
の
釈
辞
を
あ
て

る
｡

(

14
)
Fbua
uJt.
M
ichel,L
'Us竜
desJILdLsin
.
fhEis‥G
a]timar
d.
1984,p
.

21.;
Fo
ucault.LX
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p.
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(1
)

た
だ
し

こ
の
点
に
関
し

て
､
筆
者
は
ア
ー
モ
ン
ド
の
叢
輪
と
見
解
を
基
本

的
に
同
じ
く
す
る
｡
彼
は
7
-
コ
I
の
イ
ラ
ン
陰
に
つ
い
て
の
韻
事
で
､

フ
ー
コ
ー
の
線
輪
を
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
画

一
的
に
批
判
す
る
こ
と
は

退
け
る

1
方
で
､
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
西
洋
近
代
の
歴
史
的
相
対
化
の
式
み

の
成
功
は
'
そ
の
実

体
化
と
い
う
逆
税
を
含
む
と
指
拝
し
､
括
d
(と
し
て

中
国
や
イ
ラ
ン
な
ど
非
西
洋
近
代
世
界
を
異
質
で
均
賞
な

r文
化
｣
と
描

く
こ
と
に
な
っ
た
と
輸
じ
る
｡
A
Jm
ond
.h
Jt.三
'ヨ
eM
adn
e
ss
o
ETs)am
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F
o
u
a
tItt
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O
ccid
en
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R
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.iJ)R
ad
icd
fさ
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op
hv.
)2

8.
2
き
ー
.pp
.
12･2
2.
イ
ラ

ン
輪
に

つ
い
て
は

､
高
桑
和
巳
､

芹
沢
一
也
縞

r
フ
I
コ
I
の
後
で
3
'
慶
鹿
大
学
出
版
会
'
二
〇
〇
七
年

所
収
の
拙
稿

rイ

ス
ラ

ム
的
統
治
は
存
在
し
な
い
-

フ
ー
コ
ー
の
イ
ラ

ン
革
命
曲
と
対
抗
導
き
｣
で
綴
じ
た
｡
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F
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L1
.p
.
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W
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そ

れ
ぞ
れ
次

を
参
照
｡
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(1
)

フ
ー
コ
ー
は
ノ
ル

ム

化
作
用
が
規
律
訓
練
権
力

の
効
果
で
あ

る

と

捉
え
て

い
る
(Fo
uca
tllt.L
esJh
m
7na
ftr
.
p
P
.
44
･48
.)｡
な
お
､
規
律
訓
練
装

鷹
と
安
全
装
鷹

の
ノ

ル
ム
化
は
､
七
七
年

-
七
八
年
講
義
r
安
全
､
領
土
､

人
口
』
で
は
､
そ
れ
ぞ
れ
n
onTtad
on
と

no
n
Tta】isatio
n
と
し
て
区
別
さ

れ
て
い
る
｡
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auJt.M
ic
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I.Se
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iLL
Leさ
Z.Ye
eE書
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EioVT.Fh
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F
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8
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A
V
oLonLe.pp.7
6
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2
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F
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.
D
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･53
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esp.
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.52ナ527.

(2
)
後
者
は
､

神
托
を

得
る
に
あ
た
っ
て
身
の

経を
わき
ま
え
よ
と
い
う
線
束

の
意
味
だ
っ
た
｡
Fo
u
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h
e
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L
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d
u
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eL.Fb
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E
ditio
n
s
G
a
≡
m
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2暮

)

.
pp.5
ふ
.

(2
)
こ
の
籍
は
t

l
定
の

枠組
み

の
内
部
で

r真
耳
｣
と
さ
れ
る
も
の
の
獲
得

を
目
的
と
す
る
､
思
想
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
辞
め
て
広
い
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
｡
Fo
u
ca
utt.
L
TH
erm
eneuLiqzLe.
p
.
16
1

(28
)
も
っ
と
も
こ
う
し
た
7
-
コ
I
の
古
代
倫
理
の
真
理
観
に
は
､
値
入
化
の

側
面
を
強
桝
し
す
ぎ
と
の
批

判
が
あ
る
｡
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
'

フ
ー

コ
ー
の
友
人
で
も
あ
り
新
プ
ラ
ト
ン
主
港
の
著
名
な
研
究
者
で
あ
る

ア
ド
は
､
こ
の
よ
う
な
真
理
を
体
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
舌
代
哲
学

の
自
己
の
技
法
は
'
自
ら
を
普
遍
的
な
も
の
へ
と
導
く
実
践
の
こ
と
で
も

あ
る
が
'
7
-
コ
I
の
古
代
哲
学
の
読
解
は
こ
の
点
を
軽
視
す
る

l
方
で

個
人
化
の
側

面
を
強
綱
し
て
い
る
た
め
､
彼
の
縫
輪
は

r美
学
的
｣
過
ぎ

る
と
論
じ
て
い
る
｡
貧
者
は
こ
の
批
判
に
基
本
的
に
同
意
す
る
｡
D
avi
d
so
n
.

A
m
old
D

..由亡
一計
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A
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w
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3..in
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(ぎ
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b
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F
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u
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i訂
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G
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Ne
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r
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U
E
Y
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守
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∴
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P
ie
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･
R

昏
卦
ヨS

u

r

La
notio
n
de
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ede
soi.A.
in
M
kM
Fow
auLL喜

,
f
g
s:
Se
wn.

)9
89.
FP
.
267
･26&
確
か
に

フ
ー
コ
ー
は

r道徳
の
回
帰
｣
(
1
九
八
EZ]

年
)
で
､
古
代
倫
理
は
普
遍
化

と
個
別
化
の
夢
精
に
同
時
に
応
え
よ
う
と

し
た
た
め
に
'
宗
教
を
拠
り
所
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
矛
盾
を
抱
え

て
い
る
と
し
､
そ
の
こ
と
が
'
ギ
リ
シ
ア
人
が
現
代
人
の
モ
デ
ル
に
な
り

え
な
い
理
由
の

一
つ
だ
と
す
る

(F
ouca
uJt.D
i+Ls.
rV

p.6
9
8
.)D
と
は

い
え
､
倫
理
の
帝
人
主
点
的
側
面

を
強
桝
す
る
こ
と

に
は
閏
類

が
あ
る
さ

美
辞
7
-
コ
I
の
い
う

r合
理
｣
に
つ
い
て
は
､
(生
存
の
美
学
)
と
い

う
表
現
ば
か
り
に
注
目
が
集
ま
り
､
値
入
主
義
的
で
非
社
会
的
な
実
践
と

し
て
解
さ
れ
る
便
向
が
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
理
解
で
は
'
八
〇
年
代
の

7
-

コ
I
が
折
に
触
れ
て
､
古
代
哲
学
の
抱
え
る
友
愛
の
同
債

系
と
生
の

技
法
と

の
関
係
に
注
目
し
た
こ
と
を
悦
明
で
き
な
い
｡
し
た
が
っ
て
奮
者

は
､
値
入
化
と
も
g
Li]
化
と
も
異
な
る
軸
を
導
入
し
て
､
フ
ー

コ
ー
の
主

体
化
の
議
輪
を
考
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
｡

(劫
)
F
ouc
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邑
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e.
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17.
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)

FoucauJt.L'H
er7nb
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]Le.
P
.
4
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.

(3
)
次

の鎗
文は
F
快
楽
の
活
用
JI
の
エ
ロ
ス
論
と

『
饗
立
仁

の
解
釈
を
批
判

的
に
検
肘
し
て
い
る
｡
C
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S.Je
牢
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y
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m
p
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L
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u
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l
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)
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u
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Jt,
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.
p
.
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(刀
)
F
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a
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D
i.b
.rY
.
p
.
6
)
5
.

(

3

)

F
oucau
Jt.
L
D
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.
p.
8
4.

(
お

)

D

reyfu9.
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L
..an
d
Fh
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Fo
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.M
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a邑
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官

dsLnE
b
ratb
m
ond
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eさ
Ek
s.

B

righ
ton‥H
aLY
eSter.
p.
)87,
な
お
こ
こ
で
の
自

己の
技
術

は
臣
従
化

の
権

力

作
用
を

指
す
｡

(3
)
Fo
u
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.L
A
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tL.
pp.
92･94.
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)
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Ee.
p
.
2
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(Eq
)
注

(1
)

参
照

o
た
だ
し
こ
う

し
た
見
解
は
､
7
1
コ
I
の
議
輪
自
体
の
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検
討
結
果
で
は
な
く
も
現
代
を
ポ
ス
ト
規
律
訓
練
型
社
会
と
し
て
の
管
理

統
制
社
会
と
描
写
し
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
r監
視
社
会
に
つ
い
て
の
後
書
き
｣

で
の
線
虫
を
手
が
か
り
に
統
治
を
理
解
し
た
結
果
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
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r
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ユ
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s
E
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n
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M
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.
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フ

ー
コ
ー

は

､
社
会
形
態
と
権
力
装
鷹
が

t
意
対
応
す

る

と
い
う
見
方
も
､
社
会
形
態
が
移
行
す
る
と
い
う
見
方
も
取
ら
な
い
か

ら
だ
｡
そ
の
関
心
は
､
主
権
型
'
規
律
訓
練
型
､
安
全
型
と
い
う
三
つ
の

並
存
す
る
権
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
と
相
互
関
係
の
分
析
に
あ
る

(FD

u
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tt.
S
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pp
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.)｡

(3
)
F

o
uc
a
uJt.
S
Uヽ
完
(.LLLCT.
pp.
)37
･

17
).

(仙
)
F
ou
ca
uJt.
fbtLW
ir.
pp1
68ふ
9
.

(

4
)
Fo
ucauJl,
fb
tLtN'ir.
pp
.
)7
1･172
.

(

i
eq
)
Fo
ucauJt.
fb
u
tm
'T,
p
.
34
7
.

(

伯)
Fo
uca
uJt.
LL
S
A
M

aZiL.
p.
)641

(
3

)
Fouca
ult.
L
es
Jh

aw
.p

p
,
)70･)72
.

(4
)
Foua
uJt.
L
D
Vob
7tLe.
p
p
.
25･33
.

(鵬
)
Fo
ucauJt.
fb
u
voL.Y.
Pp
.
175･)80
.

(47
)
Fo
uca
uJt
.
S
ZrAm
.LL.
pp
.
)28
･)33
.

(鵡
)
C
aTSe
n
ti.
B
ru
JtO
.

･h

FX)lid
q
u
e
d
u
dehors･.M
zLtL('Lu
d
es.
22
.2005
.

p
p
.
3
7･50
.

(伯
)
Fo

uca
uJt.
S
Ecu
riLE.
p
.
)5
4･)5
7-

(知
)
F
oucau
tt.
ぎ

n
.Li.
p.
126.

(5

)
Fo
ucault.
S
Lcv
rtEe
.
pp
.)
2
8
･
)33
&
)96
.

(
5)
箱
田
､
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桑
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訳
'
筑
摩
書
房
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〇
〇
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年
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い
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(朗

)
こ
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点
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望
)
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権
力
の
領
土
化
プ
ロ
セ
ス
に
先
行
さ
せ
る
ド
ク

ル
ー
ズ
の
濃
論
と
の
大
き
な
隔
た
り
で
も
あ
る
｡
D
eleE
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ArsEroticareconsidered:
ConceptualElaborationofGovemmentintheLaterFoucault

TetzHAKODA

Thearticleaimstothrowanewlightonthequestionofpowerandresistance

inthelaterFoucault,bcusingontheproblematicof"government'',whichis

nowconsideredaguidingthreadofhisthoughtfromthe1970stothe1980S.It

isof【ensaidthatthereexistsrupturebetwpeTlhistheoryofpowerinthemid

1970sandthatofsubjectivationinthe1980S.However.theauthorarguesthat

thereiscontinuityaroundtheconceptofgovemmentwhoseperspectivefinally

subsumesthetwotheories.Withthishypothesis,theauthoran alyzesapairof

notions:"sciendasexualis"(sexualscience)and"arserodca"(erotictechnique),

whichappearin乃eWt'LLEoぬ owZe如 ,andthendiscussestheconceptualelab-

oradonofgovernmentinthelaterFoucault.

Firsdy,theauthorshowsthatFoucaultarticulatedsextLalscienceanderotic

techniqueastwodiuerentwaysoftruth-tellingpracticeswithitsownsubject-

construcdngprocessrespectively:subjectionthroughsecularizedconfessional

practicesandsubjectivationthroughembodimentofliberadngtruthinitiatedby

amaster.ItwillthenbearguedthatthisarticulationanticipatedFoucault'Sfull

discussionofsubjectivaboninthe1980swhereas山ewayhecontrastssexual

scienceinmodem timeswitherodctechniqueinpre-Christianperiodinthe

westernwbrldmighttendtohllintothewell-known dichotomybetweenpower

andresistance.

Secondly,theauthorsuggeststhatinthelate1970S,Foucaultmadeapara-



+ L52

digmaticturnontheconcepdonofgovernment.Whileitsde丘nitionasgovern-

mentofhumanconductsdidnotfundamentallyaltersinceitsintroductioninthe

early1970S,theplaceitoccupiedinFoucault'Sthoughtdrasticallychangedin

thelaterperiod.Initially,governmentinthissensewasequivalenttosexualsci-

enceorpastoralpower.Inthelate1970S,however,itcametohavethreedi-

mensions.Thatittosay,thequestionofgoverrmentcametobeaddressedin

termsofgoverningkuiding)practicesofothersandoneselfaswellasofbeing

governed.Withthismove,Foucaultmaintainsthat"counter-guiding"ofthe

governedoreventheirautonomoussew-g山dar)ceisinlmanentintheveryプrac-

dcesofgovemment.

Thirdlyand丘nally,theauthorcontendsthat血isnewconceptionofgovem-

mentinthelaterFoucaultprovidesnewinsightsintotheapparentoppositionbe-

tweensexualscienceanderodeteclmique.ItistruethatFouGlultsuggested,in

passage,thatthetwoarenotexclusivebutintertwined,andinsodoing,tried

toavoid,itmayseem,addressingthethornydichotomy.However,asdiscussed

above,Foucault'Slaterconcepdonofgovernmentdoesn■tsubstitutepowerbut

subsumesbothpowerandsubject;hisargunentationthatsubjectionandsub-

jectivationresult丘omtwodifferenttruth-tellingpracdcesindeedopenedupa

pathtothetheoreticalrehementofgovernmentinthe1980S,whichmadeit

possibletotreatthesepr∝essesunderasinglecategoryofgovernment.Conse-

quendy,thepairofsexualscienceanderodeteclmiqueoughttobeseenasa

necessaryprecursorofFoucault●sfullconceptualizationofgovernment.
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