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は
じ
め
に

　

本
論
考
は
、
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
る
ミ
シ
ェ
ル･

フ
ー
コ
ー(M

ichel Foucault)

が
提
示
し
た
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」（bio-pouvoir

）

と
い
う
概
念
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
倫
理
に
お
け
る
「
力
」
と
い
う
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
語
は
、
一
般
的
に
「
生
‐
権
力
」「
生
命
‐
権
力
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
考
で
は
あ
え
て
カ
タ

カ
ナ
で
表
記
す
る
。
そ
の
理
由
の
詳
細
は
本
論
で
展
開
す
る
が
、
簡
潔
に
述
べ
る
な
ら
ば
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
も
の
が
、
従
来
の
「
権
力
」
概
念
で
は

説
明
し
難
く
、
た
と
え
ば
「
生
‐
権
力
」
と
書
い
て
し
ま
う
と
、
こ
こ
で
論
ず
る
テ
ー
マ
を
見
失
わ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
論
考
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
前
半
部
で
は
、
フ
ー
コ
ー
が
い
か
に
し
て
こ
の
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
に
至
っ
た
の
か
を
た
ど
る
の
に

充
て
ら
れ
る
。
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三
八

　

第
一
章
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
か
ら
「
生
命
」
と
「
力
」
の
関
係
の
発
見
の
発
端
を
見
出
す
。
こ
の
書
に
お
い
て
フ
ー

コ
ー
は
、
十
八
世
紀
に
解
剖
学
が
「
死
」
を
死
体
の
内
側
か
ら
と
ら
え
、
そ
の
結
果
「
死
」
が
身
体
に
分
散
し
て
い
る
さ
ま
を
明
ら
か
に
し
た
、
と
と
ら
え
る
。

こ
の
光
景
を
も
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、「
生
命
」
へ
の
「
力
」
の
介
在
の
出
発
点
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
仮
定
し
た
。
次
に
、
第
二
章
で
は
、
彼
の
代
表
作
で

あ
る
『
言
葉
と
物
』
に
お
け
る
、
古
典
主
義
時
代
か
ら
近
代
的
な
知
へ
の
移
行
の
分
析
の
な
か
の
、「
博
物
誌
」
か
ら
「
生
物
学
」
へ
の
転
換
に
焦
点
を
あ
て
る
。

こ
こ
で
は
フ
ー
コ
ー
は
、「
生
物
学
」
が
、「
博
物
誌
」
と
は
不
連
続
に
、「
人
間
」
に
関
す
る
「
知
」
の
一
つ
と
し
て
生
成
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
書
で
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
提
起
さ
れ
た
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
力
‐
知
」(pouvoir-savoir)

か
ら
み
て
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
「
生
物
学
」
の
分
析
の
意
味
を

解
釈
し
、「
知
」
が
「
生
命
」
の
学
を
構
成
す
る
と
い
う
「
力
」
を
作
動
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
、
と
と
ら
え
る
。

　

後
半
部
で
は
、
実
際
に
獲
得
し
た
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
そ
の
相
関
関
係
に
あ
る
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
・
パ
ワ
ー
」
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
う
え
で
、

こ
れ
ら
の
概
念
が
倫
理
の
問
い
に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
作
用
を
も
た
ら
す
の
か
を
検
討
し
て
み
る
。

　

第
三
章
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
「
力
」
の
一
つ
と
し
て
、『
監
獄
の
誕
生
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
・
パ
ワ
ー
」
に
つ
い
て
概
観
す
る
。「
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
・
パ
ワ
ー
」
が
単
に
「
知
」
の
み
な
ら
ず
、
実
際
の
空
間
や
身
体
に
お
い
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
管
理
社
会
批
判
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ

る
テ
ー
マ
と
の
近
親
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
フ
ー
コ
ー
が
こ
れ
を
引
き
離
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
こ
の
「
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
・
パ
ワ
ー
」
と
相
関
す
る
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
第
四
章
で
は
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ
ー

の
論
点
を
素
描
し
て
み
る
。
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
示
し
た
相
互
承
認
論
や｢

権
力｣

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
が
困
難
な
ほ
ど
に
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
は
、

間
接
的
か
つ
曖
昧
に
「
環
境
」
全
体
を
構
成
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
さ
り
げ
な
い
「
装
置
」
と
し
て
作
用
し
て
い
る
の
で
、
既
存
の
「
権
力
」
概
念
で
思
考
し

が
ち
な
私
た
ち
は
こ
の
「
力
」
と
の
向
き
合
い
方
に
苦
慮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
第
五
章
で
は
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
の
向
き
合
い
方
の
可
能
性
と
し
て
、
特
に
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
が
主
流

で
あ
る
な
か
で（
１
）、
あ
え
て
「
ア
ト
ム
・
パ
ワ
ー
」
を
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
の
後
継
も
し
く
は
類
似
し
た
概
念
と
し
て
提
唱
す
る
。「
倫
理
」
に
お
け
る
「
力
」
と

は
、
単
純
に
実
践
や
行
為
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
倫
理
」
に
お
け
る
「
知
」
を
磨
き
あ
げ
る
こ
と
こ
そ
が
「
力
」
で
あ
る
と
結
論
づ

け
る
。
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九

　
　
　

一　
「
生
命
」
の
発
見
と
「
死
」
へ
の
「
ま
な
ざ
し
」

　　

一
九
六
三
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
に
お
け
る
フ
ー
コ
ー
の
探
究
の
一
つ
の
柱
は
、
解
剖
学
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
「
死
」
へ
の
ま
な

ざ
し
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た（
２
）。
一
見
す
る
と
医
学
史
の
専
門
書
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
本
書
も
ま
た
、
フ
ー
コ
ー
が
長
年
に
わ
た
っ
て
進
め
た
「
思
考
の
体
系
史
」

（H
istoire des systèm

es de pensée

）
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
第
八
章
「
屍
体
解
剖
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
分
析
は
、
そ
の
後
の
「
バ

イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
の
論
点
に
密
接
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
論
考
で
は
最
初
に
と
り
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

本
書
の
副
題
は
「
医
学
の
ま
な
ざ
し
の
考
古
学
」（U

ne archéologie du regard m
édical

）
で
あ
る（
３
）。
各
章
で
は
、
病
い
の
空
間
化
の
経
緯
、
医
療
制
度
と

施
設
の
変
化
、
医
学
教
育
と
免
許
、
施
療
院
政
策
な
ど
、
異
な
る
切
り
口
で
こ
の
「
臨
床
医
学
の
誕
生
」
の
様
子
を
描
い
て
い
る
が
、
全
体
の
主
題
は
、「
序
」
の

冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
空
間（espace

）、
こ
と
ば（langage

）、
そ
し
て
死（m

ort

）に
関
す
る
問
い
」
で
あ
り
、
総
じ
て
言
え
ば
「
ま
な
ざ
し（regard

）

に
関
す
る
問
い
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
本
論
考
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
に
沿
っ
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
空
間
」
は
「
身
体
」
に
、「
こ
と
ば
」
は
「
知
」
に
、
そ
し
て
「
ま

な
ざ
し
」
は
「
力
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
頃
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
身
体
」
に
向
け
て
い
か
に
医
学
的
な
「
知
」
が
入
り
こ
ん
だ
の
か
を
探
っ
た

の
が
本
書
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
「
知
」
が
以
降
に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
「
力
」
を
も
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
こ
そ
が
、
後
の
フ
ー

コ
ー
の
仕
事
に
連
な
り
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
概
念
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
解
剖
学
と
い
う
新
た
な
科
学
的
な
「
知
」
が
、
一
体
何
を
も
た
ら
し
た
と
フ
ー
コ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
言
わ
れ
る
の
は
、
解
剖
学

が
、
人
体
の
内
部
に
介
入
す
る
「
権
利
」
を
獲
得
し
た
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
の
病
理
学
的
連
関
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
に
は
フ
ー
コ
ー
は
理
解
し
な
い
。解
剖
は
以
前
よ
り
幾
度
も
行
わ
れ
て
い
た
。そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、以
前
は
諸
器
官
に
起
こ
る
反
応
や
つ
な
が
り
な
ど
が
、「
知
」

の
関
心
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
身
体
（
屍
体
）
に
向
け
ら
れ
た
「
ま
な
ざ
し
」
が
変
っ
た
の
だ
、
と
フ
ー
コ
ー
は
指
摘
す
る
。
人
体
を
切
り

開
き
、
そ
の
内
側
の
仕
組
み
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
相
応
の
手
続
き
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
解
剖
学
は
、
身
体
に
お
い

て
展
開
さ
れ
る
症
状
の
解
読
を
行
う
「
知
」
を
新
た
に
つ
く
り
あ
げ
た
こ
と
に
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
十
九
世
紀
初
頭
フ
ラ
ン
ス
の
医
学
者
で
あ
る
グ
ザ
ビ
エ
・
ビ
シ
ャ(X

abier Bichat)
は
、
死
に
至
る
身
体
の
諸
器
官
の
変
化
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、
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そ
の
結
果
、
死
と
い
う
も
の
が
単
純
な
「
点
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
医
学
の
「
知
」
に
お
い
て
は
、
死
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
絶
対

的
な
事
実
」
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、「
最
も
曖
昧
な
現
象
」
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ビ
シ
ャ
は
、
死
と
い
う
も
の
が
、
無
数
の
点
の
集
ま
り
で
あ
り
、
身
体
に
分

散
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
一
つ
ひ
と
つ
が
緩
慢
に
終
焉
、
つ
ま
り
不
可
逆
的
に
停
止
し
て
ゆ
く
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
ビ
シ
ャ
が
描
い
た
「
死
」
の

あ
り
方
を
ま
と
め
た
フ
ー
コ
ー
の
説
明
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　　
「
死
は
多
様
な
も
の
で
あ
り
、
時
間
の
中
に
分
散
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
起
点
と
し
て
、
時
間
が
停
止
し
、
逆
転
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
っ

た
絶
対
的
、
特
権
的
時
点
で
は
な
い
。
死
は
病
い
そ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
も
の
が
集
ま
っ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
分
析
に
よ
っ
て
、
時
間
と
空
間
の

中
に
配
分
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
少
し
ず
つ
、
あ
ち
こ
ち
で
、
結
び
目
の
一
つ
一
つ
が
切
れ
は
じ
め
る
。
少
な
く
と
も
主
な
形
に
お
い
て
は
、
生
体
の

生
命
が
停
止
す
る
。
と
い
う
の
は
、
個
人
の
死
の
ず
っ
と
後
ま
で
、
生
命
の
小
さ
な
島
が
諸
所
に
頑
張
っ
て
い
る
の
を
、
今
度
は
ご
く
小
さ
い
、
部
分
的
な
、
い

く
つ
か
の
死
が
お
そ
っ
て
、
解
体
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」
（
４
） 

　　

私
た
ち
は
「
死
」
を
、
呼
吸
の
停
止
、
心
臓
の
停
止
、
瞳
孔
の
散
大
を
確
認
す
る
「
三
徴
候
説
」
に
基
づ
い
て
判
定
さ
れ
る
も
の
、
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
こ

れ
は
言
わ
ば
、「
身
体
」
が
「
死
体
」
に
な
る
瞬
間
に
お
い
て
「
死
」
を
と
ら
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ビ
シ
ャ
の
解
剖
学
的

な
「
ま
な
ざ
し
」
は
、
死
を
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
、
き
わ
め
て
複
雑
に
構
成
さ
れ
て
い
る
連
続
体
の
よ
う
な
も
の
、
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
死
亡
判
定
」
さ
れ
た
瞬
間
が
「
一
つ
の
死
」「
一
つ
の
点
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
死
」、
そ
の
「
点
」
の
前
後
に
は
、
無
数
の
「
小
さ
な
死
」
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
す
べ
て
に
「
ま
な
ざ
し
」
を
注
ぐ
の
が
、
言
わ
ば
、「
生
命
」
の
「
知
」
の
役
割
な
の
で
あ
る
。

　
「
死
」
は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
可
視
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
可
視
化
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
可
視
性
」（visibilité

）
に
よ
っ
て
「
知
」
を
可
能
に

す
る
（
＝
「
可
知
」(intelligibilité) 

の
獲
得
）
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
ま
な
ざ
し
」
は
「
知
」
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

　

解
剖
学
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
分
散
す
る
死
」「
多
様
な
死
」
と
い
っ
た
新
た
な
「
死
」
の
認
識
を
私
た
ち
に
提
供
す
る
。
フ
ー
コ
ー
は
こ
こ
に
、
死
の
「
生
物

学
」
的
な
死
へ
の
転
換
を
み
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
い
た
「
死
」
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
、
と
考
え
る
の
だ
。

　

確
か
に
、
死
亡
が
た
っ
た
今
確
認
さ
れ
た
死
者
は
、
体
が
動
か
ず
、
呼
吸
は
止
ま
り
、
脈
拍
も
な
く
、
瞳
孔
の
反
応
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
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生
命
と
力
―
―
フ
ー
コ
ー
の
「
バ
イ
オ･

パ
ワ
ー
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

時
点
で
は
体
は
ま
だ
温
か
い
。
ま
た
、
脳
も
活
動
を
や
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
身
体
の
全
体
的
な
制
御
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
で
は
あ
る
が
、
肛
門
や
尿

道
か
ら
排
泄
物
が
静
か
に
流
れ
は
じ
め
る
。
こ
れ
は
、「
生
命
」
的
活
動
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
浮
か
ぶ
。
し
か
も
当
面
の
あ
い
だ
身
体
は
柔
ら
か
い
。
直

接
的
な
反
応
は
な
い
に
せ
よ
、
時
折
、
筋
肉
の
痙
攣
が
起
こ
り
、
生
き
返
っ
た
の
か
と
驚
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
は
、
こ
の
「
身
体
」
を

「
死
者
」
と
呼
ぶ
に
は
、
ま
だ
ま
だ
生
々
し
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
分
散
し
た
死
を
多
少
な
り
と
も
文
章
で
描
写
し
た
り
、
理
解
す
る
た
め
に
は
、
解
剖
学
が
つ
く
り
あ
げ
た
、
死
に
か
ん
す
る
「
知
」
が
浸
透
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
大
き
な
「
生
命
」
観
の
変
容
が
あ
る
。
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
の
大
半
は
こ
う
し
た
「
死
」
の
プ
ロ
セ
ス
に

か
ん
す
る
「
知
」
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
、
こ
う
し
た
「
死
」
の
「
知
」
を
、
医
療
機
関
や
そ
の
専
門
家
た
ち
に
委
ね
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
「
死
」
を
受
け
入
れ
て
い
る（
５
）。

私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
死
の
「
分
水
嶺
」
つ
ま
り
「
死
亡
の
宣
告
」
と
「
死
亡

診
断
書
」
を
医
者
か
ら
得
る
こ
と
が
、
基
本
的
な
「
死
」
と
の
向
き
合
い
方
で
あ
り
、
当
の
本
人
の
「
死
」
の
過
程
に
か
か
わ
る
こ
と
は
む
し
ろ
困
難
な
状
況
に

な
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。
し
か
も
、
死
後
で
さ
え
そ
の
「
身
体
」
は
、
死
因
を
追
跡
す
る
た
め
に
解
剖
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
身
体
」
は
完
全
に
医
学

と
い
う
「
知
」
に
と
っ
て
の
重
要
な
対
象
で
あ
り
、
こ
う
し
た
処
置
に
基
づ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
「
力
」
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

解
剖
学
が
「
死
」
を
プ
ロ
セ
ス
と
広
が
り
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
、
歴
史
的
に
は
決
定
的
な
断
絶
点
と
な
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
フ
ー
コ
ー
が
最
初
に
「
生
命
」

に
か
か
わ
る
問
い
を
提
起
し
た
内
容
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　　
　
　

二　

博
物
誌
か
ら
生
物
学
へ

　　

フ
ー
コ
ー
の
見
立
て
よ
れ
ば
、「
生
命
」
と
い
う
概
念
は
、
十
八
世
紀
以
降
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
代
表
作
で
あ
る
『
言
葉
と
物
』
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
博
物
誌（histoire naturelle

）」
か
ら
「
生
物
学（biologie
）」
へ
の
知
の
あ
り
方
の
変
容
と
結
び
つ
い
て
い
る（
６
）。

こ
こ
に
お
け
る
「
生
命
」

は
、「
生
物
学
」
の
対
象
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
前
述
し
た
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
に
お
い
て
見
出
し
た
「
生
命
」
に
対
す
る
「
知
」
の
「
力
」
の
作
用
に

関
す
る
見
識
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

一
九
六
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
言
葉
と
物
』
は
、
一
見
す
る
と
な
ん
ら
必
然
性
が
な
い
か
の
よ
う
に
「
労
働（travail

）」「
生
命（vie

）」「
言
語（langage

）」
と
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い
う
三
つ
の
主
題
を
中
心
に
据
え
て
、「
経
済
学
」「
生
物
学
」「
言
語
学
」
と
い
う
三
つ
の
「
知
」
の
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
、
十
九
世
紀

以
降
に
形
成
さ
れ
た
「
知
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
、
十
七
～
十
八
世
紀
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
知
と
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
「
生

物
学
」
の
起
源
に
は
、
必
ず
「
博
物
誌
」
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
連
続
性
を
も
っ
た
と
ら
え
方
に
は
、
大
き
な
誤
り
が
あ
る
、
と
フ
ー
コ
ー
は
考
え

る
。
こ
の
両
者
に
は
、「
知
」
に
お
け
る
「
認
識
論
的
切
断（coupure épistém

ologique

）」
が
あ
る
と
、
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ー
コ
ー
は
、
生
物
学
は
博
物
誌
を
継
承
し
た
も
の
で
は
な
く
、
別
物
と
と
ら
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
博
物
学
は
、
生
物
学
と
は
異
な
る
「
知
」
の
枠
組
み
を
も
っ

て
お
り
、
そ
れ
を
通
し
て
「
生
物（vivant

）」
の
有
様
を
学
問
的
に
と
ら
え
よ
う
と
は
し
て
い
た
が
、
生
物
学
の
よ
う
な
「
生
命（vie

）」
と
い
う
「
対
象
」
は
、

そ
こ
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
ご
く
簡
潔
に
言
い
表
せ
ば
、
可
視
の
対
象
に
そ
れ
ぞ
れ
名
称
を
付
し
、「
相
似
」
と
「
差
異
」
に
基
づ
い
た
分
類
が
試
み
ら
れ
た
の
が
博
物
誌
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
解
剖
学
が
行
っ
た
の
と
同
様
に
、「
生
命
」
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
や
組
織
の
つ
な
が
り
に
着
目
し
た
結
果
得
ら
れ
た
知
見
が
、
生
物
学
な
の
で

あ
る
。

　

一
見
、
同
じ
よ
う
な
対
象
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、「
生
物
の
記
述
」
か
ら
「
生
命
の
分
析
」
へ
と
、「
知
」
の
目
指
す
も
の
が
根
本
か
ら
異
な
っ
て
い
る

こ
と
を
フ
ー
コ
ー
は
強
調
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
博
物
誌
と
い
う
「
知
」
に
「
生
命
」
が
ま
っ
た
く
か
か
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　　
「
実
際
、
十
八
世
紀
末
ま
で
、
生
命
と
い
う
も
の
は
実
在
し
な
い
。
た
だ
生
物
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
生
物
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
連
な
り
の
な
か
で
、

一
つ
の
分
類
階
級
、
い
や
む
し
ろ
い
く
つ
か
の
分
類
階
級
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
命
に
つ
い
て
語
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
が

あ
ま
ね
く
分
布
し
て
い
る
あ
り
方
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
で
し
か
な
い
の
だ
。」
（
７
）

　　

し
か
し
生
物
学
は
、
い
わ
ば
「
生
命
」
と
い
う
概
念
を
支
え
に
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
は
解
剖
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
単
に
表
面

の
可
視
的
な
も
の
だ
け
を
収
集
し
外
見
に
よ
る
類
似
性
に
よ
っ
て
分
類
す
る
の
で
は
な
く
、
内
部
に
形
成
さ
れ
て
い
る
複
雑
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

そ
の
表
面
と
関
係
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
「
知
」
な
の
で
あ
る
。

四
二



生
命
と
力
―
―
フ
ー
コ
ー
の
「
バ
イ
オ･

パ
ワ
ー
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
の
よ
う
に
「
生
命
」
と
い
う
概
念
は
、
解
剖
学
の
み
な
ら
ず
生
物
学
と
い
う｢

知｣

に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
で
は
、
こ
の
「
生
命
」
と
い
う
「
知
」
が
一
体
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
思
考
す
る
こ
と
こ
そ
「
知
」
の｢

力｣

を
問
う

こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ー
コ
ー
は
残
念
な
が
ら
『
言
葉
と
物
』
に
お
い
て
は
、「
力
」
に
は
ふ
れ
ず
に
書
を
終
え
て
い
る
。

　
『
言
葉
と
物
』
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
「
知
」
の
変
化
そ
の
も
の
を
詳
細
に
追
跡
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
、「
力
」
に
関
す
る
考
察
は
直
接

的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
フ
ー
コ
ー
が
「
力
」
を
主
題
と
し
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
で
あ
り
、
し
か
も
は
っ
き
り
と
新
た
な
概
念
と
し
て
説
明
を

行
っ
た
の
は
、
一
九
七
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
性
の
歴
史
Ⅰ 

知
へ
の
意
志
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
判
明
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
知
」
が
新

た
に
構
成
さ
れ
る
際
に
は
、
必
ず
「
力
」
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
生
命
」
に
か
ん
す
る
「
知
」
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
明
確
な
定
義
づ
け
を
待
た
ず
に
、
こ
の
文
脈
か
ら
言
え
る
最
低
限
の
こ
と
だ
け
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

フ
ー
コ
ー
が
「
生
命
」
に
焦
点
を
あ
て
、
暗
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
知
」
が
「
力
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
書
い
て
し
ま
う
と
、
十
七

世
紀
初
頭
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン（Francis Bacon

）の
「
知
は
力
な
り
」（Scientia et potentia hum

ana in idem
 

coincidunt.

）を
想
起
さ
せ
て
し
ま
う（
８
）が

、
ベ
ー
コ
ン
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
「
知
」
と
い
う
も
の
が
観
照
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
現
実
的
に
効
力
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、
当
時
に
お
い
て
自
由
学
芸
と
異
な
り
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
工
学
や
技
術
（
す
な
わ
ち
メ
カ
ニ
カ

ル
・
ア
ー
ト
）
も
有
益
な
学
問
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
「
力
」
概
念
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

フ
ー
コ
ー
の
「
力
」
は
、
こ
う
し
た
ベ
ー
コ
ン
の
言
う
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
「
効
力
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
不
可
視
の
も
の
で
あ
り
、「
知
」
の
影
響
を
指

し
て
い
る
。
そ
の
「
知
」
が
私
た
ち
の
考
え
方
や
暮
ら
し
に
直
接
的
と
い
う
よ
り
も
間
接
的
、
潜
在
的
に
与
え
て
い
る
影
響
を
「
力
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
「
力
」
と
「
知
」
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
し
ば
し
ば
「
力
‐
知
」(pouvoir-savoir)

と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る（
９
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
を
「
権
力
‐
知
」
と
表
記
す
る
と
、「
権
力
」
と
い
う
言
葉
が
、
か
え
っ
て
、
こ
う
し
た
「
知
」
の
も
つ
性
質
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
力
」
は
物
理
（
学
）
的
な
「
力
」
と
も
等
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
、「
生
命
」
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
る
よ
う
な
「
知
」
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
。
な
に
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
フ
ー
コ
ー
の
問
い
は
、「
知
」（
学
問
を

含
む
）
と
制
度
（
空
間
を
含
む
）
の
網
の
目
の
な
か
で
、「
生
命
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
、
新
た
な
「
経
験
」
が
生
み
出
さ
れ
た
、
こ
れ
が
「
力
」
な
の
だ
、
と

い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
も
う
一
歩
進
め
て
言
え
ば
、『
言
葉
と
物
』
は
、
こ
の
「
生
命
」
概
念
を
さ
ら
に
拡
充
し
、「
人
間
」
と
い
う
概
念
の
出
現
の
重
大
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

だ
が
『
言
葉
と
物
』
は
、
対
象
が
「
経
済
学
」「
生
物
学
」「
言
語
学
」
と
い
っ
た
人
文
社
会
科
学
で
あ
っ
た
た
め
に
、
各
々
の
記
述
に
お
け
る
「
力
」
の
発
生
を
追

い
か
け
る
あ
ま
り
、
社
会
に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
「
力
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
を
、
は
っ
き
り
と
分
析
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
分
析
へ
と
進
ん
だ
代
表

作
が
、『
監
獄
の
誕
生
』
で
あ
る
。

　　
　
　

三　

社
会
と
力

　　

一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
監
獄
の
誕
生
』
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、「
監
獄
」
と
い
う
制
度
、
技
術
、
実
践
、
習
慣
が
、
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う

に
作
用
し
て
い
る
の
か
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る）

（1
（

。
基
本
的
な
構
図
は
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
や
『
言
葉
と
物
』
と
同
様
に
、
西
洋
近
代
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
以
降

と
そ
れ
以
前
に
お
け
る
認
識
（
思
考
）
の
あ
り
方
の
断
絶
を
強
調
し
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
十
八
世
紀
半
ば
に
行
わ
れ
た
「
身
体
刑
」
と
い
う
直
接
的
で
可
視
的
な
刑
罰
の
制
度
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
と
対
比
的
に
、
そ
の
後
普
及
す
る
こ
と
に

な
る
「
監
獄
」
な
ど
に
お
い
て
活
用
さ
れ
た｢

デ
ィ
シ
プ
リ
ン（discipline

）｣

の
特
性
を
分
析
し
て
ゆ
く
。

　
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
は
フ
ー
コ
ー
の
著
作
に
お
い
て
は
、「
規
律
・
訓
練
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
と
い
う
一
つ
の
処
置
方
法
は
、

修
道
院
や
軍
隊
な
ど
に
も
み
ら
れ
た
の
だ
が
、こ
の
近
代
に
お
い
て
活
用
さ
れ
た
の
は
、も
っ
と
端
的
に「
身
体
」を
管
理
す
る
技
術(technologie)

と
し
て
で
あ
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
常
に
そ
の
「
身
体
」
を
監
視
下
に
置
き
、
あ
ら
ゆ
る
「
身
体
」
の
細
部
に
規
律
を
浸
透
さ
せ
る
よ
う
な
訓
練
や
試
験
を
実
行
し
、
そ
の
結
果
、

身
体
の
表
面
に
烙
印
を
押
す
よ
う
な
処
置
で
は
な
く
、
身
体
そ
の
も
の
の
使
い
方
を
内
面
化
（
自
動
化
）
さ
せ
て
、
命
令
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
強
制
と
し
て
で

は
な
く
、
自
然
に
そ
う
す
る
こ
と
を
欲
す
る
よ
う
な
状
態
に
至
ら
せ
る
（
＝
規
格
化（norm

alization

））
の
が
、「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
の
技
法
で
あ
る
。

　

こ
の
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
は
、
ど
ん
な
行
動
に
対
し
て
も
整
然
と
対
応
で
き
る
経
済
性
を
持
ち
、
近
代
社
会
の
法
的
・
政
治
的
な
基
本
原
理
で
あ
る
自
由
平
等

を
下
支
え
す
る
よ
う
な
暗
黙
の
と
り
決
め
ご
と
と
し
て
機
能
し
、
数
々
の
制
度
・
施
設
に
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
「
知
」
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
っ

た
。

　

そ
の
た
め
、
監
獄
や
兵
営
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
や
病
院
、
職
場
な
ど
、
社
会
の
な
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
、
制
度
、
空
間
、
施
設
に
こ
の
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」

四
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生
命
と
力
―
―
フ
ー
コ
ー
の
「
バ
イ
オ･

パ
ワ
ー
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

は
活
用
さ
れ
る
。
し
か
し
間
違
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
「
身
体
」
に
作
用
す
る
も
の
は
、「
力
」
で
あ
っ
て
「
権
力
」
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
正
確
に
は
「
権
力
」
や
「
監
視
」「
管
理
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
が
、
フ
ー
コ
ー
は
そ
う
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も

の
と
し
て
「
力
」
を
と
ら
え
な
い
。
実
際
に
こ
の
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
の
「
力
」
に
は
、
高
い
生
産
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
・
パ
ワ
ー
」
は
、
個
々
の
「
身
体
」
を
め
が
け
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
身
体
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
力
」
の
網
の
目

の
な
か
で
、
見
事
に
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
に
慣
れ
親
し
み
、「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
を
自
ら
の
「
知
」
と
同
一
視
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
、
た
だ
ち
に
は
「
生
命
」
と
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
印
象
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
フ
ー
コ
ー
は
「
生
命
」
を

め
ぐ
る
「
知
」
と
「
力
」
の
問
題
に
は
、
二
つ
の
次
元
が
あ
る
、
と
後
に
な
っ
て
述
べ
て
い
る）

（（
（

。

　　

①　

解
剖
‐
政
治
学(anatom

o-politique)　
 

　

②　

生
命
‐
政
治
学
（bio-politique
）

　　
　

第
一
の
「
解
剖
‐
政
治
学
」
は
、
こ
れ
ま
で
第
一
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、「
身
体
」
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
各
々
の
身
体
へ
の
解
剖
学
的
関
与
が
行
わ
れ
、

後
に
本
章
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
監
視
・
訓
育
的
関
与
が
行
わ
れ
る
一
連
の
流
れ
を
指
し
示
す
。
第
二
の
「
生
命
‐
政
治
学
」
は
、
第
二
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
生

物
学
」
の
手
法
が
「
人
間
」
の
集
ま
り
に
も
適
応
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
「
人
口
」（
社
会
）
へ
の
総
体
的
な
管
理
手
法

全
般
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
に
つ
い
て
フ
ー
コ
ー
は
あ
る
論
考
で
「
全
体
的
か
つ
個
別
に
（O

m
nes et Singulatim

）」
と
端
的
に
表
現
し
て
い
る）

（1
（

。

　
「
生
命
」
に
対
す
る
「
力
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
全
体
的
に
は
「
社
会
」
へ
の
「
力
」
で
あ
り
、
個
別
的
に
は
「
身
体
」
へ
の
「
力
」
の
こ
と
で
あ
る
。『
監

獄
の
誕
生
』（
一
九
七
五
年
二
月
）
と
『
性
の
歴
史
Ⅰ　

知
へ
の
意
志
』（
一
九
七
六
年
一
二
月
）
が
、
わ
ず
か
一
年
十
ヶ
月
ほ
ど
の
違
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
見
両
者
が
全
く
異
な
る
テ
ー
マ
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
、
こ
の
よ
う
に
「
生
命
」
に
対
す
る
「
力
」
の
二
面
性
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
考
察
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る)（1

(

。
ま
る
で
、
比
較
的
な
じ
み
や
す
い
前
者
、
す
な
わ
ち
権
力
者
か
ら
抑
圧
さ
れ
監
禁
さ
れ
る
こ
と
へ
の
抵
抗

に
注
目
し
て
も
、
す
ん
な
り
理
解
で
き
そ
う
な
主
題
を
フ
ー
コ
ー
は
『
監
獄
の
誕
生
』
で
提
供
し
つ
つ
、
同
時
に
（
た
だ
ち
に
）、『
性
の
歴
史
』
に
お
い
て
、
そ

う
し
た
「
抑
圧
の
仮
説
」
の
不
毛
さ
を
暴
露
し
、「
生
命
」
も
し
く
は
「
身
体
」
が
い
か
な
る
形
で
こ
の
「
知
」
の
「
力
」
に
左
右
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
、
こ
う
し
た

四
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微
妙
な
差
異
と
深
い
つ
な
が
り
と
を
も
つ
「
二
つ
」
の
テ
ー
マ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
で
論
じ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　　
　
　

四　

生
命
と
力

　　
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
概
念
が
最
初
に
提
示
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
六
年
三
月
十
七
日
、
す
な
わ
ち
、
一
九
七
五
年
度
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン

ス
の
講
義
「
社
会
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
お
い
て
で
あ
る）

（1
（

。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
一
九
七
六
年
八
月
に
書
き
終
え
一
二
月
に
刊
行
さ
れ
る
『
性
の
歴

史
Ⅰ 

知
へ
の
意
志
』
の
第
五
章
「
死
の
権
利
と
生
へ
の
力
」
で
本
格
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た）

（1
（

。

　

そ
の
後
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
七
九
年
に
至
る
三
年
間
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
も
し
く
は
「
バ
イ
オ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
は
、
フ
ー
コ
ー
の
当
時
の
最
大
関
心

事
の
一
つ
で
あ
り
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
七
八
年
度
に
は
「
安
全
・
領
土
・
人
口
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
そ
し
て
一
九
七
九
年
度
は
「
バ

イ
オ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
誕
生
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
講
義
が
行
わ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

し
か
し
こ
の
間
の
研
究
は
、
ま
と
ま
っ
た
著
書
と
し
て
は
発
表
さ
れ
な
い
。
一
九
八
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
性
の
歴
史
Ⅱ
』
と
『
性
の
歴

史
Ⅲ
』
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
お
け
る
同
性
愛
や
自
己
修
養
な
ど
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
り
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
主
題
は
、
少
な
く
と

も
、
直
接
的
に
は
扱
わ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
宙
吊
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た）

（1
（

。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
、
著
作
と
し
て
は
形
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
が
、
フ
ー
コ
ー
の
仕
事
に
お
い
て
か
な
り
重

要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
文
章
か
ら
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
フ
ー
コ
ー
は
、「
力
」
概
念
が
「
権
力
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
力
は
上
か
ら
や
っ
て
く
る
の
で

は
な
く
、「
下
か
ら
来
る
」
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
「
力
」
の
定
義
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。

　　

・
力
は
、
無
数
の
点
を
出
発
点
と
し
て
、
不
平
等
か
つ
可
動
的
な
ゲ
ー
ム
の
な
か
で
行
使
さ
れ
て
い
る
。
力
は
、
実
体
で
は
な
い
。

　

・
力
関
係
は
、
内
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
分
割
や
不
平
等
、
不
均
衡
の
直
接
的
な
結
果
と
し
て
作
動
し
て
い
る
。
力
関
係
は
、
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。

　

・
力
は
、
下
か
ら
来
る
。
力
は
、
上
か
ら
行
使
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

四
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生
命
と
力
―
―
フ
ー
コ
ー
の
「
バ
イ
オ･

パ
ワ
ー
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

　

・
力
関
係
に
は
、
必
ず
理
由
や
意
図
が
あ
る
。
力
は
、
特
定
の
人
物
や
組
織
な
ど
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

・
力
に
は
、
必
ず
抵
抗
が
あ
る
。
人
は
常
に
力
の
た
だ
な
か
に
お
り
、
力
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　　
　

さ
ら
に
、
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
が
作
用
し
て
い
る
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
、
と
フ
ー
コ
ー
は
と
ら
え
て
い
る
。

　　
「
死
な
せ
る
か
生
き
る
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
古
い
権
利
に
代
わ
っ
て
、
生
き
さ
せ
る
か
死
の
な
か
に
除
去
す
る
と
い
う
力
が
現
れ
た
。」）

（1
（

　　

文
の
前
半
に
あ
る
「
死
な
せ
る
か
生
き
る
ま
ま
に
し
て
お
く
」
と
い
う
の
は
、
近
代
以
前
の
主
従
関
係
、
主
君
の
も
と
に
統
治
さ
れ
る
共
同
体
が
想
起
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
共
同
体
に
お
い
て
は
、
主
君
は
、
臣
民
を
、
基
本
的
に
「
生
き
る
ま
ま
に
し
て
」
い
る
だ
け
で
あ
り
、
何
か
あ
れ
ば
一
方
的
に
有
無
を
言
わ
さ
ず
「
死
」

を
命
ず
る
。
つ
ま
り
、
生
殺
与
奪
権
と
い
う
も
の
が
作
動
し
て
い
る
。
主
君
は
こ
の
生
殺
与
奪
権
を
握
っ
て
お
り
、
い
つ
で
も
こ
の
権
利
を
行
使
で
き
る
の
だ
が
、

た
ま
た
ま
、
そ
れ
を
控
え
て
い
る
の
が
、
臣
民
の
「
生
」
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
か
つ
て
の
主
従
関
係
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ
ー
自
身
は
こ
れ
以
上
論
究
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
対
比
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
も
う
少
し
説
明
補

充
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
、
十
九
世
紀
初
頭
を
生
き
た
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
「
主
と
奴
の
弁
証
法
」）

11
（

に
つ
い
て
、
簡
単
に

ふ
り
か
え
っ
て
お
く
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、「
主（H

errschaft

）」
は
、「
奴（K

nechtschaft
）」
を
殺
そ
う
と
思
え
ば
い
つ
で
も
殺
せ
る
。｢

主｣

は
「
奴
」
を
完
全
に
支
配
し
て
い
る
。

し
か
し
「
奴
」
を
殺
す
こ
と
は
「
延
期
」
し
た
う
え
で
、
生
か
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
を
選
択
す
る
。「
主
」
に
と
っ
て
は
、「
奴
」
を
生
き
さ
せ
た
ま
ま
に
し

て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
自
分
を
「
主
」
と
承
認
す
る
「
対
象
」
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
も
う
一
歩
退
き
、
全
景
を
反
省
的
に

把
握
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
主
」
と
は
最
初
か
ら
「
主
」
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
「
奴
」
に
よ
る
承
認
を
受
け
つ
つ
「
主
」
と
な
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
分
が
「
主
」
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、「
主
」
は
、「
奴
」
を
生
か
し
「
承
認
」
を
獲
得
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
奇
妙
な
転
倒
が
発
生
し
て
い
る
。「
主
」
は
す
で
に
「
主
」
と
し
て
自
立
し
て
は
お
ら
ず
、「
奴
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
主
」
で
い
ら
れ
る
こ
と
に

四
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な
る
。「
奴
」
な
く
し
て
は
、「
奴
」
の
承
認
な
く
し
て
は
、「
主
」
た
り
え
な
い
。

　

一
方
こ
の
と
き
、「
奴
」
の
側
で
は
、
自
ら
を
縛
り
つ
け
る
「
主
」
よ
り
も
上
位
に
立
と
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
を
行
い
、
立
場
の
逆
転
を
狙
っ
て
い
る
。
実
際

に
関
係
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
、「
主
」
と
「
奴
」
は
、
相
互
転
換
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
相
互
転
換
の
可
能
性
が
、
人
類
の
歴
史
を

進
歩
さ
せ
て
き
た
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
み
な
す
。

　

つ
ま
り
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
相
互
承
認
を
前
提
と
し
た
他
者
関
係
で
あ
る
。「
主
」
で
あ
れ｢

奴｣

で
あ
れ
、
闘
争
や
葛
藤
が
あ
る
と
は
い
え
、
自
己
と
他
者
が

共
に
生
き
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
の
言
う
「
死
な
せ
る
か
生
き
る
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
古
い
権
利
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
他
者
」
規
定

を
前
提
と
し
た
「
倫
理
」
の
「
力
」
の
規
定
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
生
き
さ
せ
る
か
死
の
な
か
に
除
去
す
る
と
い
う
力
」
と
は
、
最
終
的
に
は
「
死
の
な
か
に
除
去
」
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
が
、
生
き
て
い
る
あ

い
だ
は
、「
生
き
さ
せ
」
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
生
き
さ
せ
」
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
言
い
方
は
、
受
動
的
、
他
動
的
、
も
っ
と
言
え
ば
自
暴
自
棄

的
に
も
響
く
が
、
実
際
に
は
、
も
う
少
し
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
一
方
的
、
強
制
的
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
は
、
一
般
的
に
は｢

福
祉
社
会｣

と
呼
ば
れ
る
社
会
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。「
生
き
る
」
こ
と
は
、
本
人
よ
り
も
社
会
が
責
任
を
も
っ
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な

い
「
業
務
」
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
る
社
会
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
業
務
」
は
決
し
て
暴
力
的
で
も
、
高
圧
的
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、

ケ
ア
と
し
て
、
き
わ
め
て
謙
虚
に
提
供
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
生
命
」
が
「
生
き
る
」
こ
と
を
停
止
し
た
後
は
、
そ
の
「
仕
事
」
が
終
わ
り
、
無
関
係
に
な

る
た
め
に
「
死
の
な
か
に
除
去
」
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

先
ほ
ど
述
べ
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
と
ら
え
た
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、「
主
体
」
は
、
社
会
的
に
は
、「
主
」
も
し
く
は
「
奴
」
と
い
っ
た
「
力
」
関
係
の
た
だ
な
か

に
必
ず
か
か
わ
っ
て
い
た
、
と
言
え
る
。「
主
」
と
は
「
奴
」
に
権
力
を
行
使
す
る
立
場
も
し
く
は
役
割
を
担
う
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
権
力
に
服
従
す
る
主

体
と
し
て
の
「
奴
」
も
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
「
主
」
も
「
奴
」
も
相
手
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
相
互
依
存
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
フ
ー
コ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
「
支
配
‐
被
支
配
」
的
な
「
権
力
」
も
し
く
は
相
互
承
認
に
基
づ
い
た
他
者
関
係
に
お
い
て
現
れ
る
「
力
」
関

係
と
い
う
も
の
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
「
力
」
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　　
「
力
の
関
係
の
原
理
に
は
、
一
般
的
な
母
型
と
し
て
、
支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
と
い
う
二
項
的
か
つ
総
体
的
な
対
立
は
な
い
。
そ
の
二
項
対
立
が
上
か

四
八



生
命
と
力
―
―
フ
ー
コ
ー
の
「
バ
イ
オ･

パ
ワ
ー
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

ら
下
へ
、
ま
す
ま
す
局
限
さ
れ
た
集
団
へ
と
及
ん
で
、
つ
い
に
社
会
体
の
深
部
に
ま
で
至
る
と
い
っ
た
運
動
も
な
い
。」）

1（
（

　　

こ
う
し
た
「
力
」
の
定
義
づ
け
は
、
少
な
く
と
も
従
来
型
の
社
会
科
学
や
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
「
権
力
」
概
念
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ

か
の
「
力
」
概
念
が
正
し
い
か
否
か
は
私
に
は
判
別
す
る
術
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
力
」
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
に
、
フ
ー
コ
ー

が
提
示
し
た
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
は
、
一
定
程
度
以
上
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

実
際
に
フ
ー
コ
ー
は
講
義
録
に
お
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
な
例
を
提
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
安
全
、
領
土
、
人
口
」
と
題
さ
れ
た
講
義
録
に
お
い
て
は
、

冒
頭
で
要
約
的
に
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
は
「
ヒ
ト
と
い
う
種
に
お
け
る
基
本
的
な
生
物
学
上
の
特
徴

が
、
あ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
（
あ
る
政
治
的
戦
略
、
あ
る
一
般
的
な
権
力
戦
略
）
の
内
部
に
入
り
こ
め
る
よ
う
に
な
る
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
か
ら
な
る
総
体
の
こ
と
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

そ
し
て
こ
の
あ
と
、
都
市
計
画
に
お
け
る
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
の
作
用
に
つ
い
て
「
人
工
的
環
境
の
内
部
に
ヒ
ト
と
い
う
種
の
「
自
然
性
」
と
い
う
問
題
が

闖
入
し
て
く
る
」
も
し
く
は
「
力
関
係
と
い
う
政
治
的
な
人
工
性
の
内
部
に
ヒ
ト
と
い
う
種
の
自
然
性
が
闖
入
し
て
く
る
」）

11
（

と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
都
市
計
画
に
お
い
て
は
、「
環
境
」
と
呼
ば
れ
る
要
素
を
そ
の
設
計
の
な
か
に
埋
め
こ
み
、
実
際
に
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
た
ち
が
そ
の
「
環
境
」
に
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
影
響
を
受
け
る
場
合
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
が
作
動
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮
の
も
と
に
街
中
に
備

え
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
環
境
設
備
」
そ
れ
が
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
の
み
な
も
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、「
監
視
」
や
「
調
教
」
と
い
っ
た
直
接
的
な
身
体
へ
の
介
入
が
な
い
。
ま
さ
し
く
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
は
「
権
力
」
と
い
う
よ
り
も
「
力
」
で
あ

る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
明
確
さ
や
可
視
性
を
も
た
な
い
「
力
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
た
か
も
「
自
然
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
空
間
、
施
設
、

道
具
、
サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
そ
の
「
作
用
」
も
し
く
は
「
効
果
」、
さ
ら
に
は
「
調
整
」
が
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
曖
昧
か
つ
間
接
的
で
は
あ

る
が
、
同
時
に
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
、
根
元
的
か
つ
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。

　　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
軸
を
も
っ
て
、「
社
会
」（
つ
ま
り
、「
身
体
」
と
「
人
口
」）
に
「
力
」
が
作
用
し
て
い
る
、
と
フ
ー
コ
ー

は
考
え
た
こ
と
に
な
る
。

四
九



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
一
巻
（
二
〇
一
三
年
）

　　

①
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
・
パ
ワ
ー　

身
体
の
矯
正
（
ア
ジ
ャ
ス
ト
メ
ン
ト
）

　

②
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー　

人
口
へ
の
調
整
（
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

　　

男
女
に
家
庭
を
も
た
せ
て
性
交
や
出
産
を
き
ち
ん
と
行
わ
せ
、
身
体
を
細
や
か
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
健
康
状
態
を
維
持
し
、
長
寿
を
全
う
で
き
る
よ
う
に
、
①
は
、

各
個
人
（
の
身
体
）
に
対
し
て
、
②
は
、
人
口
（
社
会
全
体
）
に
向
け
て
、
労
力
を
使
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
①
は
『
監
獄
の
誕
生
』
に
お
い
て
詳
細
に
つ
き

と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
②
は
『
性
の
歴
史
Ⅰ
』
な
ら
び
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
な
ど
で
検
討
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
り
わ
け
今
や
、
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
示
し
た
相
互
承
認
論
や｢

権
力｣

と
い
う
言
葉
が
使
え
な
い
ほ
ど
に
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
は
、
間
接
的
か
つ
曖
昧

に
「
環
境
」
全
体
を
構
成
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
さ
り
げ
な
い
「
装
置
」
と
し
て
作
用
し
て
い
る
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
「
快
適
」

と
表
現
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
く
は
「
安
心
」
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
は
た
し
て
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
の
は
、
単
に
、
適
当
に

や
り
過
ご
せ
る
程
度
の
対
象
、「
背
景
」
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
こ
の
「
力
」
と
ど
う
向
き
合
え
ば
よ
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　　
　
　

五　

倫
理
に
お
け
る
力

　　
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
概
念
を
用
い
た
批
判
的
検
討
と
し
て
は
、
多
く
の
欧
米
人
研
究
者
は
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
問
題
へ
と
引
き
寄
せ
て
い
る）

11
（

。
も
ち
ろ

ん
フ
ー
コ
ー
自
身
が
ナ
チ
ズ
ム
な
ら
び
に
ヒ
ト
ラ
ー
に
つ
い
て
言
及
も
し
て
い
る）

11
（

の
で
、そ
れ
が
誤
り
だ
と
は
言
わ
な
い
。し
か
し
同
時
に
フ
ー
コ
ー
自
身
が
、「
核

兵
器
下
の
状
況
」）

11
（

に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　　
「
核
兵
器
下
の
状
況
は
、
今
日
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
［
＝
大
量
虐
殺
］
の
到
達
点
に
位
す
る
。
一
つ
の
国
民
全
員
を
死
に
さ
ら
す
と
い
う
力
は
、
も
う
一
つ
の
国

民
に
生
存
し
続
け
る
こ
と
を
保
証
す
る
力
の
裏
側
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」）

11
（

　

五
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生
命
と
力
―
―
フ
ー
コ
ー
の
「
バ
イ
オ･

パ
ワ
ー
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
を
基
盤
に
お
い
た
社
会
で
快
適
に
生
き
続
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
敵
対
す
る
国
」（
も
し
く
は
敵
対
化
さ
せ
た

人
種
や
民
族
）
を
抹
消
し
て
し
ま
え
る
ほ
ど
の
「
力
」
を
用
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
し
く
は
、
自
分
た
ち
が
他
者
か
ら
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
対
象
と
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
が
く
ま
な
く
及
ぶ
な
か
で
、
穏
や
か
に
生
か
し
続

け
ら
れ
る
道
を
選
べ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

人
々
は
、
知
ら
ぬ
間
に
こ
の
選
択
肢
の
前
に
立
た
さ
れ
、
否
応
な
く
「
生
か
さ
れ
」
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
一
文
は
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
が
、
二
つ
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
す
な
わ
ち
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
の
よ
う
な
出
来
事
、
そ
し
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」（
ナ
ガ
サ
キ
）
と
い
っ
た
出
来
事
と
、
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
フ
ー
コ
ー
の
力
点
が
「
生
き
さ
せ
て
お
く
」
だ
け
で
は
な
く
「
死
の
中
へ
と
排
除
す
る
」
こ
と
を
問
う
こ
と
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。「
生
き
さ
せ
て
お
く
」
と
「
死
の
中
へ
と
排
除
す
る
」
が
、
い
ず
れ
か
一
方
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
言
え

ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
と
ら
え
た
よ
う
な
他
者
と
の
相
互
関
係
と
は
異
な
る
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
平
和
的
な
生
活
と
の
、
あ
る
種
の
相
互
依
存
関
係
を
、
こ
こ
に
み
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
う
言
え
る
。

　
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
は
、
一
方
で
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
よ
う
に
快
適
に
「
生
き
さ
せ
て
お
く
」
よ
う
に
作
用
す
る
。
ま
た
他
方
で
は
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
」
や
「
ヒ
ロ
シ
マ
」（
ナ
ガ
サ
キ
）
と
い
っ
た
「
死
の
中
へ
と
排
除
す
る
」
よ
う
に
も
作
用
す
る
。
し
か
も
こ
の
両
者
は
、
一
方
の
み
で
成
立
し
て
い
る
も
の
で

は
な
く
、
相
互
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
今
、
私
た
ち
が
「
フ
ク
シ
マ
」
と
呼
ん
で
い
る
出
来
事
は
、
こ
の
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
を
意
味
す
る

の
だ
、
と
。

　

た
だ
し
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
は
、
あ
る
出
来
事
、
あ
る
記
憶
、
あ
る
場
所
に
極
限
さ
れ
て
作
用
す
る
の
で
は
な
く
、
く
ま
な
く
私
た
ち
の
「
生
」
に
対
し

て
作
用
し
て
お
り
、
私
た
ち
は
、
終
始
、
こ
の
分
岐
点
、
選
択
肢
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
選
択
肢
が
、
も
っ
と
も
鮮
明
に
、
そ
し
て
む
し

ろ
そ
の
境
界
線
が
も
っ
と
も
あ
い
ま
い
に
な
っ
た
の
が
、
原
発
事
故
で
あ
る
。
今
ま
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
、
放
射
能
の
影
響
が
不
可
視
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な

い
が
、
事
故
の
あ
と
、
こ
の
可
視
化
で
き
な
い
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
も
の
が
、
私
た
ち
の
社
会
（
人
口
）
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
私
た

ち
は
は
っ
き
り
と
「
可
知
化
」
し
た
の
だ
、
と
い
う
言
い
方
が
で
き
よ
う
。

五
一
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正
常
な
も
の
と
異
常
な
も
の
を
区
分
し
、
異
常
な
も
の
を
一
ヶ
所
に
ま
と
め
監
視
し
矯
正
を
は
か
る
近
代
の
監
獄
や
学
校
、
病
院
、
兵
舎
と
い
っ
た
空
間
を
構

成
す
る
手
法
、
生
物
種
と
し
て
「
人
間
」
を
規
定
し
、
同
じ
種
の
「
人
間
」
を
各
地
よ
り
集
め
、
効
率
よ
く
殺
戮
し
た
ナ
チ
の
手
法
、
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
た
め

と
い
う
理
由
で
、
核
分
裂
反
応
を
利
用
し
た
爆
弾
を
投
下
し
、
戦
闘
員
か
非
戦
闘
員
か
の
区
別
な
く
、「
無
差
別
に
＝
均
等
に
」
そ
の
一
帯
を
破
壊
す
る
手
法
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
、「
知
」
を
通
じ
て
「
生
命
」
に
「
力
」
を
及
ぼ
す
よ
う
な
、
同
じ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
。

　

フ
ク
シ
マ
も
同
様
で
あ
っ
た
。
安
全
で
ク
リ
ー
ン
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
し
、
し
か
も
地
元
の
活
性
化
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
で
設
置
さ
れ
た
も
の
の
、
シ

ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の
事
態
を
想
定
し
て
お
ら
ず
、
事
故
が
発
生
す
る
と
、
避
難
区
域
や
危
険
区
域
を
生
み
出
し
長
期
間
そ
こ
で
生
活
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
施

設
を
運
営
す
る
手
法
は
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
の
「
賜
物
」
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　　
　
　

む
す
び

　　

以
上
の
よ
う
に
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
は
、
フ
ー
コ
ー
が
遺
し
た
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
私
た
ち
の
生
存
状
況
と
そ
の
倫
理
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
有

効
で
あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
私
た
ち
に
と
っ
て
今
問
う
べ
き
な
の
は
、「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
で
は
な
く
、「
ア
ト
ム
・
パ
ワ
ー
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

戦
後
以
来
、
原
爆
被
害
、
原
発
事
故
被
害
を
経
験
し
て
き
た
私
た
ち
が
問
う
と
す
れ
ば
、「
ア
ト
ム
」
の
「
パ
ワ
ー
」
な
の
で
は
な
い
か
。

　

身
体
を
不
可
視
に
貫
き
、
遺
伝
子
レ
ベ
ル
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
「
ア
ト
ム
」
の
「
パ
ワ
ー
」
は
、「
バ
イ
オ
」
以
上
に
、
私
た
ち
の
日
常
、
社
会
、
倫
理
な
ど

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
与
え
て
こ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
「
操
作
」
が
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
操

作
」
が
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
み
な
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
こ
の
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
は
、
か
つ
て
の
「
原
爆
」
に
お
け
る
「
ア
ト
ム
」
の
「
パ
ワ
ー
」
を
、

本
来
の
「
ア
ト
ム
」
と
み
な
さ
ず
、
単
な
る
「
悲
惨
な
出
来
事
」
も
し
く
は
「
ア
ク
シ
デ
ン
ト
」
と
し
て
片
づ
け
、
そ
の
後
の
「
平
和
的
利
用
」
と
し
て
の
「
ア

ト
ム
」
で
あ
る
原
子
力
発
電
所
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
み
こ
み
、
か
ろ
う
じ
て
う
ま
く
や
っ
て
き
た
の
が
、「
戦
後
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
、
そ
の
日
を
境
に
、
こ
の
神
話
は
幻
想
と
な
っ
た
。
私
た
ち
は
、
よ
う
や
く
「
ア
ト
ム
」
の
「
パ
ワ
ー
」
と
い
う
も
の
を

目
の
当
た
り
に
し
た
。
い
や
、
正
確
に
は
見
え
て
は
い
な
い
が
、「
理
解
」
し
た
。
不
可
視
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
可
知
化
」
し
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
単
に
強

い
放
射
能
を
浴
び
る
と
即
死
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
た
ち
が
「
ア
ト
ム
」
の
「
パ
ワ
ー
」
と
い
う
現
実
に
生
き
て
い
る
こ
と

五
二
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を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
不
可
視
で
あ
り
、
無
臭
で
あ
り
、
不
可
触
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拡
散
は
は
て
し
な
く
地
球
全
体
を
覆
い
、
そ
の
影
響

は
世
界
史
の
次
元
を
こ
え
、
人
類
史
、
地
球
史
に
お
い
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
長
期
に
わ
た
る
。
こ
の
事
実
の
な
か
、
私
た
ち
は
、
そ
し
て
私
た
ち
の
子
孫

は
、
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
過
性
の
も
の
で
は
な
い
。
日
常
と
し
て
、
暮
ら
し
と
し
て
、
生
活
と
し
て
、
毎
日
続
く
（
も
し
く
は
こ
れ
ま
で
も
毎
日

続
い
て
き
た
）「
出
来
事
」
で
あ
る）

11
（

。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
こ
の
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
の
特
性
な
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
部
の
知
識
人
、
政
治
家
、
マ
ス
コ
ミ
、
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
に
書
き
込
み
を
す
る
人

た
ち
は
、
こ
の
重
大
な
論
点
、
変
化
、
転
換
を
、
真
剣
に
考
え
よ
う
と
せ
ず
に
、
事
故
の
収
束
、
事
態
の
安
定
化
な
ど
を
い
と
も
た
や
す
く
語
り
は
じ
め
て
い
る
。

　

だ
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
ア
ト
ム
」
の
「
パ
ワ
ー
」
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
（
こ
と
に
気
づ
い
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
）
時
代
は
、

今
は
じ
ま
り
を
告
げ
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
。
安
心
し
た
い
気
持
ち
、
元
の
日
常
に
戻
り
た
い
気
持
ち
は
、
分
か
ら
な
い
で
も
な
い
が
、
も
う
か
つ
て
の
よ
う

な
安
心
は
帰
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
元
の
日
常
に
は
戻
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
、
一
時
た
り
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
が
、
私
た
ち
が
で
き
る
、
こ
の
事
故
に
対
す
る
倫
理
の
問
い
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
倫
理
」
に
お
け
る
「
力
」
と
は
、
単
純
に
実
践
や
行
為
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
倫
理
」
に
お
け
る
「
知
」
を
磨
く
こ
と
こ
そ
が
「
力
」

で
あ
る
。「
ア
ト
ム
・
パ
ワ
ー
」
を
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
対
比
さ
せ
て
問
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、「
倫
理
」
の
「
力
」
で
あ
る）

11
（

。
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生
命
と
力
―
―
フ
ー
コ
ー
の
「
バ
イ
オ･

パ
ワ
ー
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て　
〈
要
旨
〉

　

瀧
本　

往
人

　　

本
論
考
は
、
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
る
ミ
シ
ェ
ル･

フ
ー
コ
ー
が
提
示
し
た
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
概
念
を
手
掛
か
り
に
し
て
、

倫
理
に
お
け
る
「
力
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
。

　

第
一
章
で
は
、
初
期
の
著
作
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
か
ら
「
生
命
」
と
「
力
」
の
関
係
の
発
見
の
発
端
を
見
出
す
。
フ
ー
コ
ー
は
、
十
八
世
紀
に
解
剖
学
が
「
死
」

を
死
体
の
内
側
か
ら
と
ら
え
、
そ
の
結
果
「
死
」
が
身
体
に
分
散
し
て
い
る
さ
ま
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
光
景
を
も
っ
て
フ
ー
コ
ー
は
、「
生
命
」
へ
の
「
力
」

の
介
入
の
出
発
点
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

第
二
章
で
は
、
代
表
作
『
言
葉
と
物
』
に
お
け
る
、
古
典
主
義
時
代
か
ら
近
代
的
な
知
へ
の
移
行
の
分
析
の
な
か
の
、「
博
物
誌
」
か
ら
「
生
物
学
」
へ
の
転
換

に
焦
点
を
あ
て
る
。「
生
物
学
」
は
、「
博
物
誌
」
と
は
不
連
続
に
「
人
間
」
に
関
す
る
「
知
」
の
一
つ
と
し
て
生
成
し
た
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
で

は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
「
知
／
力
」
と
い
う
概
念
に
基
づ
け
ば
、「
生
物
学
」
の
分
析
の
意
味
を
解
釈
し
、「
知
」
が
「
生
命
」
の
学
を
構
成
す
る
と
い
う
「
力
」
を

作
動
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
。

　

第
三
章
で
は
、『
監
獄
の
誕
生
』
に
お
い
て
、
具
体
的
な
「
力
」
の
一
つ
と
し
て
検
討
さ
れ
た
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
・
パ
ワ
ー
」
を
概
観
す
る
。
こ
れ
が
単
に
「
知
」

の
み
な
ら
ず
、
実
際
の
空
間
や
身
体
に
お
い
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
管
理
社
会
批
判
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
、「
バ
イ

オ
・
パ
ワ
ー
」
と
の
相
関
で
再
検
討
し
て
み
た
。

　

第
四
章
で
は
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ
ー
の
論
点
を
素
描
し
、
特
に
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
が
主
流
で
あ
る
な
か

で
、
あ
え
て
「
ア
ト
ム
・
パ
ワ
ー
」
を
「
バ
イ
オ
・
パ
ワ
ー
」
の
後
継
も
し
く
は
類
似
し
た
概
念
と
し
て
提
唱
し
た
。

　

第
五
章
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
倫
理
」
の
問
題
に
「
力
」
を
導
入
し
た
フ
ー
コ
ー
の
意
図
を
受
け
て
、
こ
の
「
ア
ト
ム
・
パ
ワ
ー
」
の
な
か
で
生
き
る
私

た
ち
の
「
倫
理
」
と
「
力
」
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
。「
倫
理
」
に
お
け
る
「
力
」
は
、
単
純
に
実
践
や
行
為
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
倫

理
」
に
お
け
る
「
知
」
を
磨
く
こ
と
こ
そ
が
「
力
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
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註（
１
） 
代
表
的
著
作
と
し
て
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル 

主
権
権
力
と
剥
き
出
し
の
生
』
高
桑
和
巳
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
三
年
。Giorgio A

gam
ben, H

om
o 

Sacer: il poteresovrani e la nuda vita, Giulio Einaudi Editore, 1995.

（
２
） M

ichel Foucault, N
aissance de la clinique: U

ne archéologie du regard m
édical, P.U

.F., 1963(1972). 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
神
谷
美
恵
子
訳
、

み
す
ず
書
房
、1969
年
〈
旧
版
の
翻
訳
〉

（
３
） 

一
九
七
二
年
の
第
二
版
に
お
い
て
は
、
こ
の
副
題
は
省
か
れ
て
い
る
。

（
４
） M

ichel Foucault, N
aissance de la clinique, pp.144-5. 

邦
訳
一
八
六
～
七
頁

（
５
） Ivan Illich, M

edical N
em

esis, Pantheon, 1976. 

イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
ッ
チ
『
脱
病
院
化
社
会
』
金
子
嗣
郎
訳
、
晶
文
社
、
一
九
七
九
年

（
６
） M

ichel Foucault, Les m
ots et les choses: une archéologie des sciences hum

aines, Gallim
ard, 1966. 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
言
葉
と
物
』
渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
訳
、

新
潮
社
、
一
九
七
四
年

（
７
） M

ichel Foucault, Les m
ots et les choses, p.173.　

邦
訳
一
八
三
頁
。

（
８
） Francis Bacon, N

ovum
 O

rganum
, 1620.　

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』
桂
寿
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年

（
９
） Colin Gordon(ed.), Pow

er/K
now

ledge: Selected Interview
s and O

ther w
ritings 1972-1977, Pantheon, 1980.

「
力
‐
知
」
と
い
う
概
念
は
、
英
米
圏
で
は
本
書
に
よ
っ

て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
国
内
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
死
後
緊
急
出
版
さ
れ
た
、
福
井
憲
彦
・
桑
田
禮
彰
・
山
本
哲
士
（
編
）『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー 

一
九
二
六
～

一
九
八
四　

権
力
・
知
・
歴
史
』
新
評
論
、
一
九
八
四
年
、
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
10
） M

ichel Foucault, Surveiller et punir: N
aissance de la prison, Gallim

ard, 1975.　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生
―
―
監
視
と
処
罰
』
田
村
俶
訳
、
新
潮
社
、

一
九
七
七
年

（
11
） M

ichel Foucault, H
istoire de la sexualité I: La volonté de savoir, Gallim

ard, 1976, p.183.　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
性
の
歴
史
Ⅰ 

知
へ
の
意
志
』
渡
辺
守
章
訳
、
新
潮

社
、
一
九
八
六
年
、
一
七
六
頁
。

（
12
） M

ichel Foucault, "O
m

nes et Singulatim
: T

ow
ards a Criticism

 of 'Political Reason,"' in Sterling M
cM

urrin(ed.), The Tanner Lectures on H
um

an Values II, 

U
niversity of U

tah Press, 1981, pp.225-254.
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（
13
） 

桜
井
哲
夫
『
フ
ー
コ
ー 

知
と
権
力
』
講
談
社
、
一
九
九
六
年

（
14
） M

ichel Foucault,  Il faut défendre la société: C
ours au C

ollège de France 1975-1976, Gallim
ard, 1997, pp.216-226.　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
社
会
を
防
衛
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
』
石
田
英
敬
・
小
野
正
嗣
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年

（
15
）  M

ichel Foucault, H
istoire de la sexualité I, pp.177-211. 

邦
訳
一
七
一
～
二
〇
三
頁
。

（
16
） 

一
九
七
七
年
度
は
休
講
。Michel Foucault, Securité, Territoire, Population: cours au C

ollège de France 1977-1978, Gallim
ard, 2004.　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー『
安
全
・

領
土
・
人
口
』
高
桑
和
巳
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