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は
じ
め
に

　
―
近
代
を
編
成
す
る
組
織
・
倫
理
・
専
門
知
と
は
何
か
―

　
近
代
史
に
特
徴
的
な
歴
史
的
事
象
を
考
え
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち

は
ま
ず
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
西
洋
世
界
に
限
っ
て
話
を

進
め
れ
ば
、
啓
蒙
思
想
、
産
業
革
命
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
国
民
国
家

化
や
帝
国
主
義
が
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
世
ま
で
含
め
れ

ば
、
宗
教
改
革
や
市
民
革
命
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
馴
染
み
の
あ
る
主
題
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
色
褪

せ
て
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
こ
れ
ら
の
主

題
に
つ
い
て
は
今
も
な
お
研
究
精
度
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
歴
史
学
は
、
近
代

を
近
代
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
な
に
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
上

に
挙
げ
た
、い
わ
ゆ
る
大
文
字
の
歴
史
的
事
象
を
通
じ
て
で
は
な
く
、

よ
り
ミ
ク
ロ
で
構
造
的
な
次
元
へ
と
探
求
の
手
を
伸
ば
し
て
き
た
こ

と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
展
開
さ
れ

た
社
会
史
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
文
化
史
の
隆
盛
は
、
近
代
と
は

何
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
よ
り
日
常
的
な
次
元
に
属
し
、
大
文

字
の
歴
史
的
事
象
を
め
ぐ
る
政
治
的
言
語
に
は
直
接
的
に
は
現
れ

ず
、
当
時
の
人
々
の
意
識
の
範
疇
に
収
ま
り
が
た
い
問
題
へ
の
注
目

を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
中
心
に
、
あ
る
い
は
起
点
に
、
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
ー
コ
ー
が
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
フ
ー
コ
ー
は
、
特
に

『
監
獄
の
誕
生
』、『
狂
気
の
歴
史
』、『
性
の
歴
史
』
を
通
じ
て
、
歴

史
家
の
問
題
関
心
を
刺
激
し
て
き
た
（
１
）
。
こ
れ
ら
の
著
作
を
通
じ
て
、

わ
た
し
た
ち
は
、
刑
罰
、
教
育
、
医
療
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
考

コ
メ
ン
ト

　
後
期
フ
ー
コ
ー
と
近
代
史
研
究
の
こ
れ
か
ら

　
　
　

高
　
林
　
陽
　
展
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え
、
近
代
的
な
規
範
形
成
と
そ
れ
を
広
宣
す
る
施
設
や
専
門
家
の
存

在
に
注
目
し
て
き
た
。
今
回
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
寄
せ
て

言
え
ば
、「
組
織
・
倫
理
・
専
門
知
」
に
こ
そ
近
代
の
編
成
原
理
が

認
め
ら
れ
う
る
の
だ
と
い
う
確
信
が
歴
史
家
に
広
く
共
有
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
２
）

。

　
し
か
し
、
率
直
に
言
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
を
参
照
し
つ
つ
近
代

史
を
研
究
す
る
と
い
う
潮
流
は
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
フ
ー
コ
ー
の
影
響
を

受
け
た
歴
史
学
的
著
作
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降

は
明
ら
か
に
停
滞
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
フ
ー
コ
ー
を
参
照
す
る
ブ

ー
ム
の
収
束
で
あ
り
、
ブ
ー
ム
を
準
備
し
た
政
治
経
済
的
な
諸
条
件

の
消
失
、
特
に
近
代
的
な
権
力
編
成
を
批
判
す
る
思
想
・
文
化
的
基

盤
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
失
墜
の
結
果
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
、

歴
史
学
に
お
け
る
フ
ー
コ
ー
は
消
費
し
つ
く
さ
れ
、
過
去
の
遺
物
と

す
ら
見
な
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
替
わ
り
に
出
て
き

て
い
る
の
が
、伝
統
的
な
政
治
史
や
経
済
史
の
焼
き
直
し
だ
っ
た
り
、

近
代
の
編
成
原
理
を
問
わ
な
い
個
別
実
証
研
究
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
皮
肉
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究

状
況
に
お
い
て
、「
組
織
・
倫
理
・
専
門
知
」
か
ら
近
代
の
編
成
原

理
を
改
め
て
見
つ
め
な
お
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
人
の
報
告
者
は
、

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
近
代
に
お
い
て
、「
よ
き
こ
と
／

よ
か
ら
ぬ
こ
と
」（
文
化
規
範
）、
そ
れ
を
担
保
す
る
知
・
制
度
（
専

門
知
・
法
）、
実
践
と
介
在
（
組
織
・
中
間
団
体
）
を
検
討
し
、
近

代
性
が
あ
ら
わ
れ
る
歴
史
的
切
片
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
際
に
鍵
と
な
る
の
は
、
報
告
者
全
員
が
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
だ
が
、
フ
ー
コ
ー
的
な
近
代
史
観
と
の
向
き
合
い
方

で
あ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
は
総
じ
て
言
え
ば
、
文
化
規
範
・
専
門
知
・

組
織
を
垂
直
的
な
権
力
の
根
源
と
し
、
人
間
を
権
力
関
係
に
絡
み
取

ら
れ
る
従
属
的
な
も
の
と
し
た
（
少
な
く
と
も
、
フ
ー
コ
ー
を
受
容

し
た
初
期
の
歴
史
家
た
ち
は
そ
う
受
け
取
っ
た
）。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
人
の
報
告
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
証
的
作

業
か
ら
超
克
を
試
み
て
い
る
。
長
谷
川
報
告
は
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ

ス
の
貧
民
の
生
存
戦
略
や
技
法
に
着
目
し
、
歴
史
的
主
体
と
し
て
の

人
間
の
復
権
を
認
め
よ
う
と
し
た
。
松
原
報
告
は
、
二
〇
世
紀
初
頭

ア
メ
リ
カ
の
訪
問
看
護
事
業
か
ら
、
こ
の
福
祉
事
業
の
実
践
が
既
存

の
秩
序
維
持
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
政
治
改

革
の
芽
が
出
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
秩
序

維
持
の
た
め
の
垂
直
的
な
も
の
で
は
な
く
「
批
判
と
転
覆
」
を
志
向

す
る
点
で
、規
範
的
権
力
の
浸
透
性
の
限
界
を
示
唆
し
た
。
他
方
で
、

宝
月
報
告
は
、
戦
時
期
日
本
に
お
け
る
歯
磨
き
と
咀
嚼
と
い
う
衛
生

と
食
に
か
か
わ
る
規
範
の
形
成
と
実
践
に
焦
点
を
あ
て
、
規
範
が
習

慣
化
さ
れ
る
際
の
主
体
性
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
対
象
と
し
た

地
域
は
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
と
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
同
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一
の
問
題
、
す
な
わ
ち
歴
史
に
お
け
る
権
力
と
主
体
性
の
問
題
に
対

し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
務
め
た
著
者
が
本
稿
で
論

じ
る
の
は
、
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
成
否
で
あ
り
、

フ
ー
コ
ー
と
の
向
き
合
い
方
の
成
否
で
あ
る
。果
た
し
て
そ
こ
に
は
、

ポ
ス
ト
・
フ
ー
コ
ー
的
な
近
代
史
観
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
認
め

ら
れ
る
の
か
。
ま
た
は
、
依
然
と
し
て
わ
た
し
た
ち
は
フ
ー
コ
ー
の

手
の
内
に
あ
り
、
そ
の
歴
史
観
を
否
定
な
い
し
修
正
で
き
る
だ
け
の

地
点
に
は
到
達
し
て
い
な
い
の
か
。
本
稿
は
、
歴
史
学
に
お
い
て
は

相
対
的
に
受
容
の
進
ん
で
い
な
い
後
期
フ
ー
コ
ー
の
諸
概
念
を
参
照

し
つ
つ
、
三
つ
の
報
告
に
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
ゆ
き
た
い
。

後
期
フ
ー
コ
ー
か
ら
近
代
史
へ

　
一
九
九
〇
年
代
末
以
降
の
英
米
圏
で
は
、
後
期
フ
ー
コ
ー
の
諸
概

念
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。統
治
性
や
生
権
力
の
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
概
念
へ
の
注
目
は
、
歴
史
と
い
う
よ
り
は
今
日
の
ネ
オ
・
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
バ
イ
オ
メ
デ
ィ
シ
ン
を
検
討
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
（
３
）
。

　
フ
ー
コ
ー
に
沿
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
概
念
を
ご
く
簡
単
に
振
り
返

っ
て
お
く
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
生

権
力
と
は
、「
生
命
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
る
権
力
、
生
命

を
経
営
・
管
理
し
、
増
大
さ
せ
、
増
殖
さ
せ
、
生
命
に
対
し
て
厳
密

な
管
理
統
制
と
全
体
的
な
調
整
を
及
ぼ
そ
う
と
企
て
る
権
力
」
と
定

義
さ
れ
る
（
４
）

。
換
言
す
れ
ば
、
人
口
デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
る
身
体
・
精

神
の
不
健
康
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
予
防
的
諸
制
度
を
構
築
す
る
こ
と

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
公
衆
衛
生
制
度
、
学
校
衛
生
制
度
、
医
療

保
険
制
度
、
母
子
保
健
制
度
を
指
す
。
近
代
国
家
は
、
健
康
状
態
、

死
亡
率
、
寿
命
な
ど
の
人
口
情
報
を
収
集
し
、
人
間
身
体
に
関
す
る

生
理
、
生
殖
、
病
理
へ
の
介
入
に
よ
っ
て
経
済
的
資
本
と
し
て
適
正

化
し
、
従
順
で
均
質
化
さ
れ
た
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
う
し
た
人
口
集
団
を
政
治
経
済
的
に
統
制
す
る
た
め

の
「
諸
制
度
、
手
続
き
、
分
析
、
考
察
、
計
算
、
戦
術
」
の
動
員
を
、

フ
ー
コ
ー
は
統
治
性
と
呼
ん
だ
（
５
）
。
そ
こ
で
は
、
諸
個
人
に
対
す
る
規

範
の
教
化
、
す
な
わ
ち
規
律
化
を
特
徴
と
は
せ
ず
、
細
か
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
よ
る
監
視
と
管
理
統
制
に
よ
っ
て
生
命
価
値
の
最
大
化
が

目
指
さ
れ
る
。
過
度
な
規
律
化
は
コ
ス
ト
の
か
か
る
も
の
と
し
て
忌

避
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
一
定
の
基
準
を
超
え
る
異
常
の
み
が
問
題

化
さ
れ
、
そ
の
リ
ス
ク
は
予
防
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
統
治
の
意
志
を
発
す
る
源
と
し
て
、
知
識
や
専
門

職
の
問
題
が
検
討
課
題
と
な
る
。
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
の
は
都
市

計
画
、
医
学
、
社
会
保
険
、
生
殖
、
刑
罰
や
植
民
地
主
義
な
ど
の
問

題
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
領
域
に
お
い
て
、
い
か
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な
る
問
題
に
統
治
の
意
志
が
表
明
さ
れ
、
そ
の
問
題
解
決
の
た
め
に

ど
の
よ
う
な
専
門
職
と
技
術
が
動
員
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
評
価
さ
れ

た
の
か
。
こ
う
し
た
点
が
、
今
日
の
フ
ー
コ
ー
的
な
研
究
の
一
つ
の

焦
点
と
な
る
。

　
統
治
性
概
念
を
考
え
る
う
え
で
、
さ
ら
に
鍵
と
な
る
の
が
自

由
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
社
会
学
者
の
ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ー
ズ
は
、

一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
著
書
に
お
い
て
、
自
由
は
統
治
の
反
対

に
位
置
す
る
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
統
治
に
資
す
る
も
の
だ
と
論

じ
て
い
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
自
由
の
対
義
語
と
な
る
の
は
支
配

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
被
支
配
者
の
行
動
に
対
し
て
、
そ
の
能
力
が
破

壊
さ
れ
る
か
無
視
さ
れ
る
（
６
）
。
他
方
で
、
統
治
は
行
為
に
対
す
る
行
為

で
あ
り
、
望
ま
れ
た
方
向
へ
と
行
動
や
そ
の
過
程
、
結
果
を
形
づ
く

る
た
め
に
、
支
配
さ
れ
る
べ
き
領
域
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
決
し

て
破
壊
は
せ
ず
、
む
し
ろ
被
支
配
者
の
自
由
が
そ
こ
に
は
前
提
と
さ

れ
る
。
諸
個
人
が
自
由
か
つ
自
律
的
に
、
す
な
わ
ち
国
家
に
依
存
せ

ず
に
規
範
を
受
容
し
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
て
こ

そ
、
効
率
的
な
統
治
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
あ
る
の
は
隷
属
や

服
従
で
は
な
く
、
限
定
さ
れ
た
自
由
の
空
間
で
あ
る
（
７
）
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
に
従
え
ば
、
自
己
な
い
し
主
体
性
は
再
帰
的
性

格
を
持
つ
も
の
と
な
る
。
も
っ
と
も
効
率
的
な
統
治
と
は
、
諸
個
人

に
規
範
を
押
し
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
が
自
由
だ
と
思
う
う

ち
に
規
範
を
内
面
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
上
」
や
「
発

信
元
」
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
自
己
の
内
部
で
反
芻
的
に

規
範
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
と
し
て
自
己
確
認
す
る
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
規
範
的
言
説
が
定
め

た
枠
内
に
留
ま
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
歴
史
学
に
お
い
て
主
体
性
を
問
う
こ
と

は
、
垂
直
的
な
権
力
や
規
範
の
存
在
と
規
範
や
権
力
に
対
す
る
下
か

ら
の
抵
抗
や
不
服
従
と
い
っ
た
二
元
的
な
見
方
で
は
な
く
、
規
範
を

内
面
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
た
め
に
自
己
点
検

す
る
主
体
と
い
う
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
（
８
）
。

　
そ
の
う
え
で
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て
フ
ー
コ
ー
が
論
じ

た
司
牧
者
権
力
と
い
う
概
念
を
確
認
し
て
お
き
た
い
（
９
）
。
司
牧
者
権
力

と
は
、
群
れ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
員
に
対
す
る
個
別
的
な
配
慮
を
前

提
と
し
た
個
人
を
見
守
る
権
力
の
こ
と
で
あ
り
、
為
政
者
が
羊
飼
い

と
し
て
羊
の
群
れ
の
安
全
を
保
証
し
、
群
れ
も
そ
れ
を
期
待
す
る
と

い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。フ
ー
コ
ー
は
、

規
範
の
発
信
と
内
面
化
は
常
に
成
功
す
る
も
の
で
は
な
く
、
だ
か
ら

こ
そ
秩
序
安
定
の
た
め
の
継
続
的
な
試
み
と
し
て
、
群
れ
の
成
員
に

対
す
る
保
護
や
配
慮
を
伴
わ
せ
る
司
牧
性
が
必
要
に
な
る
と
主
張
し

た
。
そ
し
て
、
一
八
世
紀
以
前
の
そ
れ
と
以
降
そ
れ
に
は
明
確
な
違

い
が
あ
る
と
論
じ
た
。
一
八
世
紀
ま
で
の
司
牧
的
権
力
は
、
来
世
に

お
け
る
個
人
の
救
済
を
保
証
す
る
こ
と
を
究
極
目
標
と
す
る
権
力
形

式
で
あ
り
、
社
会
全
体
を
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
人
間
を



－  149  －

史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

生
涯
に
わ
た
っ
て
見
守
る
権
力
様
式
で
あ
る
。
そ
れ
を
担
っ
た
の
は

牧
人
で
あ
り
司
祭
で
あ
る
。
一
方
で
一
八
世
紀
以
降
と
な
る
と
、
国

家
の
官
僚
、慈
善
家
、医
師
が
そ
の
任
に
就
く
こ
と
に
な
る
。彼
ら
は
、

現
世
で
の
救
済
を
確
約
し
、
人
口
を
数
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
人

を
個
別
的
に
把
握
す
る
権
力
の
一
部
と
な
る
。
こ
の
概
念
は
こ
れ
ま

で
近
代
史
研
究
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
が
、
近

代
史
に
お
け
る
主
体
性
の
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な
参
照
点

と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
で
概
観
し
た
後
期
フ
ー
コ
ー
の
諸
概
念
を
も
と
に
、
今
回
の

三
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
こ
で
の
論
点
は
、

垂
直
的
な
権
力
や
規
範
の
介
在
だ
け
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た

権
力
や
規
範
に
対
す
る
抵
抗
や
不
服
従
を
簡
単
に
発
見
す
る
の
で
も

な
く
、
規
範
を
内
面
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
た

め
に
自
己
点
検
す
る
主
体
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
局
面
に
存
在

し
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
官

僚
、
慈
善
家
、
医
師
た
ち
が
主
導
す
る
個
々
の
人
間
を
生
涯
に
わ
た

っ
て
見
守
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
み
つ
め
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

長
谷
川
報
告

　
長
谷
川
報
告
は
、
直
接
的
に
は
フ
ー
コ
ー
に
言
及
す
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
人
間
の
主
体
性
と
い
う
問

題
を
検
討
の
対
象
と
し
た
点
で
フ
ー
コ
ー
的
関
心
に
ふ
れ
る
も
の
と

言
え
る
。
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貧
困
救
済
を
め
ぐ
る
近
代
的

な
規
範
・
知
・
実
践
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
な
か
で
、
長
谷
川
は
、

貧
者
に
よ
る
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
（
生
存
維
持
の
経
済
）

に
着
目
し
、
貧
者
自
身
の
や
り
く
り
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
仕
方
、
慣

習
へ
の
依
拠
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、貧
困
救
済
は
規
範
・

知
・
制
度
の
み
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
貧
者
の

主
体
的
な
選
択
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
こ

で
の
貧
者
の
主
体
性
は
、
彼
ら
の
個
人
的
な
語
り
、
す
な
わ
ち
エ
ゴ
・

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
か
ら
探
求
さ
れ
た
。長
谷
川
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、

歴
史
の
実
証
の
現
場
か
ら
、
人
間
の
主
体
性
復
権
を
試
み
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
貧
民
の
主
体
性
な
る
も
の
が
ど

こ
ま
で
自
律
的
な
も
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
長
谷
川
が

言
う
よ
う
に
、
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
国
家
や
慈
善
団
体
な

ど
が
提
供
し
た
救
貧
の
た
め
の
諸
制
度
は
、
そ
の
受
け
手
た
る
貧
者

た
ち
に
よ
っ
て
、
彼
ら
自
身
の
生
存
戦
略
の
た
め
に
利
用
さ
れ
、
為

政
者
の
当
初
の
目
的
が
掘
り
崩
さ
れ
る
局
面
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
例

え
ば
、
定
住
法
の
問
題
が
そ
う
で
あ
る
。
近
世
以
降
の
民
衆
の
移
動

頻
度
の
増
大
に
伴
っ
て
、
も
と
も
と
所
属
し
て
い
た
教
区
で
は
な
い

地
域
で
、
救
貧
法
の
下
で
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
の

が
こ
の
法
律
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
、
民
衆
の
移
動
が
主
導
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後
期
フ
ー
コ
ー
と
近
代
史
研
究
の
こ
れ
か
ら
（
高
林
）

す
る
結
果
の
一
つ
な
の
か
、
ま
た
は
権
力
の
側
が
民
衆
の
移
動
に
対

応
し
て
救
貧
制
度
を
可
変
的
に
運
用
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
は
、

容
易
に
は
判
断
で
き
な
い
。

　
こ
こ
で
は
あ
え
て
司
牧
者
権
力
概
念
に
そ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、

長
谷
川
報
告
が
述
べ
た
定
住
法
に
お
け
る
「
強
制
送
還
」
措
置
の
緩

和
は
、
貧
民
へ
の
司
牧
的
な
歩
み
寄
り
だ
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
救
貧
制
度
を
現
場
で
担
っ
た
の
は
牧
人

や
司
祭
が
配
さ
れ
た
教
区
で
あ
る
。
教
区
制
度
は
、
社
会
全
体
へ
と

規
範
を
発
信
し
そ
の
貫
徹
性
を
狙
う
も
の
で
は
な
く
、
教
区
に
属
す

る
個
々
の
人
間
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
見
守
る
も
の
で
あ
る
。
で
あ
れ

ば
、
救
貧
制
度
を
知
り
「
強
制
送
還
」
を
免
れ
よ
う
と
訴
え
る
貧
民

の
手
紙
は
、
生
存
戦
略
で
あ
る
と
同
時
に
、
司
牧
的
権
力
へ
寄
り
添

う
主
体
に
よ
る
表
現
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

考
え
る
と
、
長
谷
川
報
告
で
示
さ
れ
た
の
は
、
司
牧
者
権
力
の
も
と

で
貧
民
救
済
制
度
が
変
容
し
、
そ
の
受
け
手
た
る
貧
民
た
ち
も
ま
た

そ
の
枠
の
中
で
主
体
性
を
発
揮
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
に

お
け
る
主
体
性
の
復
権
は
容
易
に
は
語
り
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。

松
原
報
告

　
松
原
報
告
は
、
近
代
的
な
権
力
が
容
易
に
は
そ
の
対
象
に
浸
透
し

な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
点
で
、
ポ
ス
ト
・
フ
ー
コ
ー
的
な
も
の
で

あ
る
。
松
原
は
、
諸
主
体
に
よ
る
交
渉
・
折
衝
の
過
程
こ
そ
が
近
代

の
秩
序
安
定
化
の
試
み
に
お
い
て
重
要
で
あ
り
、
秩
序
は
必
ず
し
も

安
定
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
批
判
と
転
覆
が
常
に
志
向
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
氏
の
主
著
の
タ
イ
ト
ル
（『
虫
喰
う
近
代
：

一
九
一
〇
年
代
社
会
衛
生
運
動
と
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化
』（
ナ
カ

ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年
））
に
も
あ
る
よ
う
に
、
近
代
の
権
力

編
成
は
、
一
枚
岩
で
は
な
い
「
虫
喰
い
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の

で
あ
り
、秩
序
を
求
め
る
欲
望
は
常
に
不
完
全
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
松
原
が
論
じ
る
の
は
、
経
済
成
長
に
伴
っ
て
社
会
問
題
が
噴
出
す

る
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
長
谷
川
の
議
論
と
同
様
に
、

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
貧
困
へ

の
対
処
、
す
な
わ
ち
秩
序
の
回
復
・
安
定
化
の
欲
求
は
存
在
し
た
。

し
か
し
ア
メ
リ
カ
で
は
、
連
邦
制
を
と
る
「
弱
い
国
家
」
と
い
う
性

格
の
た
め
、
貧
民
救
済
の
主
た
る
担
い
手
は
中
間
団
体
や
女
性
と
な

っ
た
。
母
性
主
義
福
祉
国
家
論
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
松
原
は
、
ウ

ォ
ル
ド
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
、
特
に
訪
問

看
護
事
業
を
事
例
と
し
て
、
貧
者
救
済
の
あ
り
方
が
当
時
の
規
範
や

制
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
か
を
論
じ
て
ゆ
く
。

　
松
原
が
注
目
し
た
の
は
、
訪
問
看
護
事
業
を
正
当
化
す
る
う
え
で

ウ
ォ
ル
ド
ら
が
科
学
性
を
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭

の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
「
科
学
」
は
社
会
か
ら
全
幅
の
信
頼
を
置
か

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
正
当
性
を
訴
え
る
た
め
に
は
医
師
専
門
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職
と
の
言
語
的
な
折
衝
、
政
治
家
を
含
む
公
衆
へ
の
情
報
発
信
を
常

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
発
信
さ
れ
る
の

は
、
既
存
の
保
守
的
な
安
定
化
の
た
め
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
慈

善
や
医
師
と
い
っ
た
社
会
的
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
る「
上
か
ら
の
救
済
」

で
は
な
く
、
公
衆
衛
生
と
い
う
近
代
的
か
つ
「
科
学
」
的
な
貧
困
予

防
の
手
段
を
用
い
た
、
地
域
社
会
を
草
の
根
か
ら
安
定
化
さ
せ
る
た

め
の
「
下
か
ら
の
政
治
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ウ
ォ
ル
ド
の
公
衆

衛
生
は
、
地
域
に
根
差
し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
政
治
と
し
て
具
現

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
期
フ
ー
コ
ー
の
規
律
化
論
に
従
え
ば
、
中

間
団
体
が
主
導
す
る
貧
者
へ
の
訪
問
看
護
事
業
は
、
貧
者
の
生
活
を

近
代
的
な
労
働
規
律
に
沿
っ
た
も
の
に
再
編
し
、
内
面
化
さ
せ
る
た

め
の
重
要
な
手
段
と
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
松
原
は
、
フ

ー
コ
ー
の
規
律
化
論
と
は
異
な
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
一
定
の
距

離
を
と
る
自
律
的
な
近
代
性
の
あ
り
方
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
長
谷
川
報
告
に
対
す
る
そ
れ
と
似

て
、
公
衆
衛
生
を
通
じ
た
ウ
ォ
ル
ド
の
社
会
改
良
ビ
ジ
ョ
ン
の
自
律

性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
公
衆
衛
生
は
通
常
、
典
型
的
な
近
代
的
な

身
体
規
律
化
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
み
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
間
が
お
か
れ
る
べ
き
環
境
、
水
、
空
気
、
家
、
公
園
の
あ
る
べ
き

状
態
を
規
範
と
し
て
定
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
個
別

的
な
生
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
一
定
の
指
示
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
と
な
れ
ば
、
ウ
ォ
ル
ド
と
彼
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
示
す
自
律

性
と
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
自
律
的
な
の
か
。

　
先
述
の
司
牧
的
権
力
を
い
ま
い
ち
ど
参
照
し
て
み
た
い
。
フ
ー
コ

ー
は
、
一
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
司
牧
者
権
力
は
国
家
の
官
僚
、

慈
善
家
、
医
師
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
彼
ら
は
、

現
世
で
の
救
済
を
確
約
し
、
人
口
を
数
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
人

を
個
別
的
に
把
握
す
る
権
力
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ

れ
を
念
頭
に
お
く
と
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ

カ
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
弱
い
国
家
で
あ
る
が
故
の
、
官
僚
で

は
な
く
慈
善
家
や
医
師
に
よ
る
個
別
化
す
る
権
力
、
近
代
の
司
牧
的

権
力
の
発
露
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
、

地
域
に
根
差
し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
政
治
の
装
い
を
と
り
な
が
ら

も
、
そ
の
根
に
お
い
て
は
近
代
を
通
底
す
る
統
治
的
権
力
の
あ
り
方

と
あ
る
程
度
一
致
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宝
月
報
告

　
こ
こ
ま
で
の
二
つ
の
報
告
と
比
べ
る
と
、
宝
月
報
告
は
、
明
ら
か

に
フ
ー
コ
ー
の
影
響
を
受
け
た
研
究
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
、
歯
を

磨
く
こ
と
と
咀
嚼
す
る
こ
と
と
い
う
、
近
代
的
衛
生
観
念
が
学
校
と

い
う
場
を
通
じ
て
い
か
に
広
宣
さ
れ
、
社
会
に
根
づ
く
こ
と
に
な
っ

た
の
か
を
検
討
し
、
近
代
に
お
け
る
身
体
的
規
律
化
の
成
否
を
問
う

も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
学
校
で
の
衛
生
教
育
に
国
家
、
医
師
、

衛
生
商
品
を
販
売
す
る
企
業
が
介
在
し
、
あ
る
べ
き
衛
生
と
食
餌
の
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文
化
を
子
供
た
ち
に
刷
り
込
も
う
と
す
る
局
面
が
検
討
さ
れ
る
。
し

か
し
、
実
態
を
追
う
な
か
で
、
宝
月
は
、
歯
磨
き
や
咀
嚼
の
習
慣
が

内
面
化
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
家
庭
で
の
実
践
や
、
行
為
者
自
身
の

理
解
に
負
う
も
の
だ
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
そ
し
て
、
移
ろ
い

や
す
く
複
数
的
な
主
体
性
、
環
境
や
文
脈
の
影
響
を
受
け
る
存
在
と

し
て
の
自
己
と
い
う
、
垂
直
的
な
規
律
性
か
ら
は
逃
れ
出
た
と
こ
ろ

で
の
人
間
の
主
体
性
を
発
見
す
る
。
し
か
し
、
規
範
と
向
き
合
う
主

体
が
個
別
的
な
条
件
の
も
と
で
そ
れ
を
習
慣
と
し
て
再
編
す
る
様
相

は
、
個
別
的
条
件
が
故
に
あ
い
ま
い
で
わ
か
り
に
く
い
。
近
代
に
お

け
る
主
体
の
も
つ
再
帰
的
性
格
へ
迫
る
こ
と
の
難
し
さ
が
露
呈
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
二
報
告
と
比
べ
る
と
、
宝
月
報
告
が
た
ど

り
つ
い
た
主
体
性
は
少
々
質
の
違
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
貧

者
の
救
済
や
社
会
問
題
の
解
決
と
い
う
問
題
に
比
べ
る
と
、
統
治
の

根
幹
に
か
か
わ
る
切
迫
さ
の
程
度
が
少
々
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
歯
磨
き
と
咀
嚼
の
問
題
は
、

人
口
の
統
治
、
秩
序
の
安
定
と
い
う
関
心
の
枠
か
ら
若
干
ず
れ
、
何

か
審
美
的
な
次
元
に
お
い
て
な
さ
れ
る
身
体
の
規
律
化
の
よ
う
に
も

見
え
る
。
長
谷
川
・
松
原
両
報
告
で
言
及
の
あ
っ
た
定
住
法
や
訪
問

看
護
は
、
支
配
者
が
望
む
秩
序
の
枠
内
に
被
支
配
者
が
留
ま
る
よ
う

に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
切
迫
し
た
統
治
へ
の
意
識

が
介
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宝
月
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

咀
嚼
規
範
の
問
題
は
、
戦
時
下
の
「
精
神
総
動
員
」
体
制
の
も
と
で

進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
な
効
果
を
目
的
と
し
た
も
の
で

は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
つ
ま
り
、
宝
月
が
報
告
で
述
べ
た
よ
う

に
、
歯
磨
き
と
咀
嚼
と
い
う
規
律
化
の
結
末
が
あ
い
ま
い
で
よ
く
わ

か
ら
な
い
の
は
、
規
律
化
せ
ん
と
す
る
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、

あ
い
ま
い
で
わ
か
ら
な
く
て
も
よ
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
と

な
れ
ば
、
近
代
日
本
の
組
織
・
倫
理
・
専
門
知
の
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
が
個
別
的
に
保
護
し
よ
う
と
す
る
権
力
の
問
題
に
つ
な
が
る
の

に
対
し
て
、
何
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に

つ
い
て
も
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に
か
え
て 

―
い
ま
い
ち
ど
フ
ー
コ
ー
へ
―

　
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
に
言
及
す
る
歴
史
家
は
近

年
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

フ
ー
コ
ー
の
議
論
が
失
効
し
た
か
ら
で
も
、
消
費
さ
れ
つ
く
し
た
か

ら
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
謳
歌
し
て
い
る

今
日
だ
か
ら
こ
そ
、
見
つ
め
な
お
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
多
い
は
ず
で

あ
る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
三
報
告
は
、
フ
ー
コ
ー
に
直
接
的

に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
関
心
は
概
ね
ポ
ス
ト
・

フ
ー
コ
ー
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。特
に
共
通
す
る
の
は
、

人
間
の
主
体
性
の
問
題
で
あ
り
、
規
律
的
権
力
と
規
範
の
浸
透
の
限
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史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

界
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
三
報
告
は
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら

丁
寧
に
実
証
の
作
業
を
行
い
、
新
た
な
近
代
史
観
を
打
ち
立
て
よ
う

と
試
み
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
そ
れ
は
フ
ー
コ
ー
を
超
克
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
い
ま

い
ち
ど
フ
ー
コ
ー
を
見
直
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。フ
ー
コ
ー
は
、講
義
録
で
権
力
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
権

力
は
自
由
な
主
体
、
つ
ま
り
人
が
自
由
で
あ
る
と
き
に
限
っ
て
行
使

さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る）
（1
（

。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
が
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い

る
時
、そ
こ
に
は
権
力
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。権
力
関
係
と
は
、「
あ

る
行
為
が
他
者
の
可
能
的
行
為
の
領
域
を
構
造
化
す
る
手
段
・
方
法
」

で
あ
り
、
人
間
が
社
会
に
生
き
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
他
者

の
行
為
に
作
用
す
る
行
為
が
あ
り
う
る
と
い
う
前
提
の
下
で
生
き
る

こ
と
で
あ
る
。

　
権
力
か
ら
人
間
が
逃
れ
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
人
間
は
権

力
関
係
の
下
で
再
帰
的
に
主
体
を
構
成
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
よ
う

な
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
こ
そ
、
フ
ー
コ
ー
の
先
へ
、
近
代
史
の
さ
ら

な
る
深
み
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。「
な
ん

に
せ
よ
、
社
会
に
生
き
る
こ
と
は
、
他
者
の
行
為
に
作
用
す
る
行
為

が
あ
り
う
る
と
い
う
形
で
生
き
る
こ
と
な
の
だ
。
権
力
関
係
な
き
社

会
と
は
抽
象
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
に
し
た
が
っ

て）
（（
（

。
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註（１
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
田
村
俶
訳
『
監
獄
の
誕
生
：
監
視
と
処
罰
』

（
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
）、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
田
村
俶
訳
『
狂

気
の
歴
史
：
古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
』（
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
）、

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
渡
辺
守
章
訳
『
性
の
歴
史
１
　
知
へ
の
意
志
』

（
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）（
以
下
、『
性
の
歴
史
１
』
と
略
記
）。

（
２
）
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
犯
罪
史
、
医
療
と
衛
生
の
歴
史
、
性

の
歴
史
は
い
ず
れ
も
、
フ
ー
コ
ー
を
大
な
り
小
な
り
意
識
し
て
書
か

れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
矢
野
久
や
栗
田
和
典

ら
犯
罪
史
研
究
者
、
衛
生
や
疾
病
に
関
し
て
著
作
の
あ
る
川
越
修
や

見
市
雅
俊
、
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
荻
野
美
穂
、
精
神
医
療
史
家
鈴

木
晃
仁
ら
の
研
究
で
あ
る
。
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３
）N

ikolas Rose, Pow
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: R
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bridge U
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itchell 

D
ean, G
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entality: P

ow
er and R

ule in M
odern 

S
ociety , Sage Publications, 1999; Jeffrey T. N

elson, 
Foucault beyond Foucault: pow

er and its intensifications 
since 1984 , Stanford U

niversity Press, 2008; Jam
es D

. 
Faubion, Foucault now

: current perspectives in Foucault 
studies , Polity, 2014; C

laire B
lencow

e, B
iopolitical 

experience: F
oucault, pow

er and positive critique , 
Palgrave M

acm
illan, 2012; A

lain B
eaulieu and D

avid 
G

abbard (eds), M
ichel F

oucault and pow
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international m
ultidisciplinary studies in the history of 

the present , Lexington B
ooks, 2006; Sam

 B
inkley and 

Jorge C
apetillo (eds), A

 Foucault for the 21
st century: 
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ric 
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ther Press, 2006.

（
４
）『
性
の
歴
史
１
』
一
七
三
頁
。

（
５
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
廣
瀬
浩
司
ほ
か
訳
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
思
考
集
成
　
知
／
身
体
：
一
九
七
八
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇

年
）、
二
七
〇
頁
。

（
６
）Rose, op.cit ., p. 4.

（
７
）
美
馬
達
哉
「
生
権
力
を
開
く
」『
現
代
思
想
』、
二
〇
〇
九
年
、

一
八
〇-

一
九
一
頁
。
檜
垣
立
哉
編
『
生
権
力
論
の
現
在
：
フ
ー
コ

ー
か
ら
現
代
を
読
む
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
こ
う
し
た
議
論
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

Judith Butler, The psychic life of pow
er: theories in sub-

jection , Stanford U
niversity Press, 1997, p.13

を
参
照
（
邦

訳
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
、
佐
藤
嘉
幸
・
清
水
知
子
訳
『
権

力
の
心
的
な
生
：
主
体
化=

服
従
化
に
関
す
る
諸
理
論
』（
月
曜
社
、

二
〇
一
二
年
））。

（
９
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
西
永
良
成
編
、
笠
羽
映
子
ほ
か
訳

『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
　
自
己
／
統
治
性
／
快
楽
：

一
九
八
二-

八
三
』（
筑
摩
書
房
、二
〇
〇
一
年
）、一
七-

一
九
頁
（
以

下
、『
自
己
／
統
治
性
／
快
楽
』
と
略
記
）。
よ
り
詳
し
く
は
、
ミ
シ

ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
増
田
一
夫
編
、
大
西
雅
一
郎
ほ
か
訳
、『
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
　
政
治
／
友
愛
：
一
九
七
九-

八
一
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
一
年
、
三
三
二-

三
三
七
頁
。

（
10
）
同
書
、
三
六
六-

三
六
七
頁
。

（
11
）『
自
己
／
統
治
性
／
快
楽
』、
二
七
頁
。

（
清
泉
女
子
大
学
文
学
部
専
任
講
師
）


