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【
要
旨
】 

本
稿
の
目
的
は
イ
タ
リ
ア
現
代
思
想
の
旗
手
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
お

け
る
「
閾
」
と
い
う
概
念
の
検
討
を
通
じ
て
、〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
を
め
ぐ
る
議

論
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
学
や
人
類
学
で
は
一
般
的
に
、〈
聖
な

る
も
の
〉
と
い
う
概
念
に
は
神
聖
と
汚
穢
の
両
義
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
主
著
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
に
お
い
て
、
そ
う
し
た

両
義
性
は
単
な
る
虚
構
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
年
の
『
瀆
聖
』
で
は
、

一
転
し
て
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
を
前
提
と
し
て
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
一
見
す
る
と
理
論
的
後
退
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
両
義
的
な
態

度
は
奈
辺
か
ら
生
じ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思
想
に
と
っ

て
最
重
要
概
念
た
る
「
閾
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

ま
ず
、『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
の
理
論
的
前
提
を
な
す
『
到
来
す
る
共
同
体
』
に
お
け
る

「
閾
」の
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
閾
が
内
と
外
と
を
区
別
す
る
境
界
線
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
両
義
性
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
次

に
、『
瀆
聖
』
に
お
け
る
宗
教
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
〈
聖
な
る
も
の
〉

に
関
す
る
理
論
的
な
系
譜
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、『
ホ
モ
・
サ

ケ
ル
』
に
お
け
る
〈
聖
な
る
も
の
〉
と
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
に
関
す
る
両
義
性
の
議
論
を
検
証

し
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両
義
性
を
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
性
質
か
ら
で
は
な

く
、
二
重
の
例
外
化
か
ら
生
じ
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
最

後
に
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
自
体
を

「
閾
」
の
構
造
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概
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批
判
し
え
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
思
考
が
「
閾
」
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
に
根
源

的
な
両
義
性
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
　
神
聖
／
汚
穢　

〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
の
理
論

〈
聖
な
る
も
の
〉
と
は
一
般
的
に
、
宗
教
的
な
領
域
に
属
す
る
も
の
や
、
人
間
の

生
に
至
上
の
価
値
を
与
え
る
も
の
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
は
学
術

用
語
と
し
て
は
、
特
に
十
九
世
紀
後
半
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
宗
教
起
源
論
や
比
較
宗

教
論
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
限
定
せ
ず
、
世
界
の
多
様
な
諸
宗
教
を
比
較
し
て

統
一
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
宗
教
現
象
一
般
の
本
質
を
規
定
す
る
概
念
と
し
て
案

出
さ
れ
た
。こ
の
〈
聖
な
る
も
の
〉を
巡
る
理
論
は
、イ
ギ
リ
ス
初
期
人
類
学
（
ロ
バ
ー

ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
、
フ
レ
イ
ザ
ー
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
、
マ
レ
ッ
ト
）
に
端
を
発
し
、
フ

ラ
ン
ス
社
会
学
（
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
ユ
ベ
ー
ル
、
モ
ー
ス
）
と
ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ

宗
教
現
象
学
（
オ
ッ
ト
ー
、
レ
ー
ウ
）
を
経
て
、
カ
イ
ヨ
ワ
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
至
っ

て
つ
い
に
確
立
さ
れ
た
。
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こ
う
し
た
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
理
論
を
簡
単
に
図
式
化
し
て
整
理
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
①
宗
教
の
本
質
、
②
聖
・
俗
二
元
論
、
③
伝
染
的
な
生
命
力
、
④
神
聖
と
汚

穢
の
両
義
性
と
い
う
四
つ
の
契
機
か
ら
な
る
と
い
え
る ）

1
（

。
と
り
わ
け
最
後
の
「
神

聖
と
汚
穢
の
両
義
性
」と
い
う
契
機
に
関
し
て
言
え
ば
、一
連
の
議
論
の
発
端
と
な
っ

た
Ｗ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・

ス
ミ
ス
は
『
セ
ム
族
の
宗
教
』（
初
版
一
八
八
九
年
／
第
二
版
一
八
九
四
年
）
に
お
い

て
、
未
開
社
会
に
お
け
る
「
タ
ブ
ー
」
か
ら
「
神
聖
」（holiness

）
観
念
を
鋳
造
し
、

こ
れ
を
宗
教
の
本
質
に
据
え
る
。
そ
し
て
、「
神
聖
な
」（holy

）
も
の
と
「
穢
れ
た
」

（unclean

）
も
の
は
、「
人
間
が
そ
れ
ら
の
事
物
を
使
用
し
、
接
触
す
る
こ
と
に
何
ら

か
の
制
限
が
あ
る
」 ）

2
（

と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者

は
い
ず
れ
も
世
俗
的
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
た
タ
ブ
ー
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
同
じ

位
置
価
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
イ
タ
リ
ア
思
想
の
旗
手
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン

（
一
九
四
二
年
―
）
は
、
そ
の
第
一
の
主
著
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
―
―
主
権
権
力
と
剥
き

出
し
の
生
』（
一
九
九
五
年
〔
以
下
、『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
と
略
記
〕）
に
お
い
て
、
こ

の
議
論
を
「
聖
な
る
も
の
の
両
義
性
の
理
論
」（teoria dell’am

biguità del sacro

）

〔H
S83/ 108

〕
と
名
付
け
、
そ
れ
が
単
な
る
錯
覚
で
あ
る
こ
と
を
剔
抉
し
た
。
ア
ガ

ン
ベ
ン
は
、古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
身
分
に
着
目
し
、

そ
の
「
殺
害
可
能
で
あ
る
が
供
犠
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
両
義
性
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
が
人
間
の
法
と
神
の
法
と
い
う
二
重
の
締
め
出
し
を
意
味
す
る
こ
と
を

暴
露
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
聖
な
る
も
の
〉
は
空
虚
な
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体

が
両
義
性
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
法
的
‐
政
治
的
次
元
に
お
け
る
二

重
の
排
除
の
結
果
と
し
て
、
両
義
性
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と

な
の
だ
。
そ
の
た
め
、「
主
権
＝
至
高
性
」（souveraineté

）
と
聖
な
る
生
と
の
関
係

を
論
じ
た
―
―
そ
の
限
り
で
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
よ
う
に

見
え
る
―
―
バ
タ
イ
ユ
も
ま
た
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
カ
イ
ヨ
ワ
ら
の
議
論

を
無
反
省
に
受
け
容
れ
、〈
聖
な
る
も
の
〉
を
両
義
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
と
い
う

誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
〔H

S124- 125/ 158- 159

〕。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
他
方
、
同
書
に
お
い
て
、
現
代
社
会
に
あ
っ
て

「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
の
位
置
を
占
め
る
「
人
民
」（popolo

）
と
い
う
概
念
に
両
義
性
を

認
め
る
。
人
民
は
一
方
で
政
治
的
実
存
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
剥
き
出
し

の
生
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
宗
教
的
次
元
の
両
義
性
を
否
定
し

な
が
ら
、
法
‐
政
治
的
次
元
に
再
び
両
義
性
を
書
き
込
む
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
後
年
の
『
瀆
聖
』（
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
、
宗
教
を
論
じ
る
際
、

「
聖
な
る
」（sacro

）
と
い
う
語
に
含
ま
れ
る
「
神
聖
に
し
て
侵
し
が
た
い
」
と
「
呪
わ

れ
た
」
と
い
う
二
重
の
意
味
に
基
づ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
。
そ
こ
で
は
、『
ホ
モ
・

サ
ケ
ル
』
に
お
い
て
退
け
た
は
ず
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
が
改
め
て
導
入
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
―
―
解
説
者
た
ち
は
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
だ
が ）

3
（

―
―
、〈
聖
な
る

も
の
〉
の
両
義
性
に
関
し
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
な
い
（
そ
れ
こ

そ
両
義
的
で
あ
る
）
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
は
一
体
、
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
に
お
け
る
〈
聖
な
る
も
の
〉
の

両
義
性
の
理
論
に
対
す
る
批
判
は
妥
当
な
も
の
な
の
か
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
用
い
る
「
閾
」
の
概
念

に
注
目
し
て
検
討
す
る
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
そ
れ
が
「
潜
勢
力
」（potenza

）
と

並
ん
で
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思
想
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
概
念
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。「
閾
」
は
た
だ
主
権
権
力
や
言
語
、
人
間
と
い
っ
た
問
題
を
説
明
す
る
た
め

の
鍵
概
念
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
著
作
に
は
章
と
章
と
を

つ
な
ぐ
位
置
に
「
閾
」
と
い
う
節
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
単
に

説
明
概
念
と
し
て
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思
考
の
方
法
、
あ
る
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こ
う
し
た
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
理
論
を
簡
単
に
図
式
化
し
て
整
理
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
①
宗
教
の
本
質
、
②
聖
・
俗
二
元
論
、
③
伝
染
的
な
生
命
力
、
④
神
聖
と
汚

穢
の
両
義
性
と
い
う
四
つ
の
契
機
か
ら
な
る
と
い
え
る ）

1
（

。
と
り
わ
け
最
後
の
「
神

聖
と
汚
穢
の
両
義
性
」と
い
う
契
機
に
関
し
て
言
え
ば
、一
連
の
議
論
の
発
端
と
な
っ

た
Ｗ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・

ス
ミ
ス
は
『
セ
ム
族
の
宗
教
』（
初
版
一
八
八
九
年
／
第
二
版
一
八
九
四
年
）
に
お
い

て
、
未
開
社
会
に
お
け
る
「
タ
ブ
ー
」
か
ら
「
神
聖
」（holiness

）
観
念
を
鋳
造
し
、

こ
れ
を
宗
教
の
本
質
に
据
え
る
。
そ
し
て
、「
神
聖
な
」（holy

）
も
の
と
「
穢
れ
た
」

（unclean

）
も
の
は
、「
人
間
が
そ
れ
ら
の
事
物
を
使
用
し
、
接
触
す
る
こ
と
に
何
ら

か
の
制
限
が
あ
る
」 ）

2
（

と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者

は
い
ず
れ
も
世
俗
的
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
た
タ
ブ
ー
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
同
じ

位
置
価
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
イ
タ
リ
ア
思
想
の
旗
手
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン

（
一
九
四
二
年
―
）
は
、
そ
の
第
一
の
主
著
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
―
―
主
権
権
力
と
剥
き

出
し
の
生
』（
一
九
九
五
年
〔
以
下
、『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
と
略
記
〕）
に
お
い
て
、
こ

の
議
論
を
「
聖
な
る
も
の
の
両
義
性
の
理
論
」（teoria dell’am

biguità del sacro

）

〔H
S83/ 108

〕
と
名
付
け
、
そ
れ
が
単
な
る
錯
覚
で
あ
る
こ
と
を
剔
抉
し
た
。
ア
ガ

ン
ベ
ン
は
、古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
身
分
に
着
目
し
、

そ
の
「
殺
害
可
能
で
あ
る
が
供
犠
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
両
義
性
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
が
人
間
の
法
と
神
の
法
と
い
う
二
重
の
締
め
出
し
を
意
味
す
る
こ
と
を

暴
露
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
聖
な
る
も
の
〉
は
空
虚
な
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体

が
両
義
性
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
法
的
‐
政
治
的
次
元
に
お
け
る
二

重
の
排
除
の
結
果
と
し
て
、
両
義
性
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と

な
の
だ
。
そ
の
た
め
、「
主
権
＝
至
高
性
」（souveraineté

）
と
聖
な
る
生
と
の
関
係

を
論
じ
た
―
―
そ
の
限
り
で
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
よ
う
に

見
え
る
―
―
バ
タ
イ
ユ
も
ま
た
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
カ
イ
ヨ
ワ
ら
の
議
論

を
無
反
省
に
受
け
容
れ
、〈
聖
な
る
も
の
〉
を
両
義
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
と
い
う

誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
〔H

S124- 125/ 158- 159

〕。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
他
方
、
同
書
に
お
い
て
、
現
代
社
会
に
あ
っ
て

「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
の
位
置
を
占
め
る
「
人
民
」（popolo

）
と
い
う
概
念
に
両
義
性
を

認
め
る
。
人
民
は
一
方
で
政
治
的
実
存
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
剥
き
出
し

の
生
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
宗
教
的
次
元
の
両
義
性
を
否
定
し

な
が
ら
、
法
‐
政
治
的
次
元
に
再
び
両
義
性
を
書
き
込
む
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
後
年
の
『
瀆
聖
』（
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
、
宗
教
を
論
じ
る
際
、

「
聖
な
る
」（sacro

）
と
い
う
語
に
含
ま
れ
る
「
神
聖
に
し
て
侵
し
が
た
い
」
と
「
呪
わ

れ
た
」
と
い
う
二
重
の
意
味
に
基
づ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
。
そ
こ
で
は
、『
ホ
モ
・

サ
ケ
ル
』
に
お
い
て
退
け
た
は
ず
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
が
改
め
て
導
入
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
―
―
解
説
者
た
ち
は
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
だ
が ）

3
（

―
―
、〈
聖
な
る

も
の
〉
の
両
義
性
に
関
し
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
な
い
（
そ
れ
こ

そ
両
義
的
で
あ
る
）
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
は
一
体
、
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
に
お
け
る
〈
聖
な
る
も
の
〉
の

両
義
性
の
理
論
に
対
す
る
批
判
は
妥
当
な
も
の
な
の
か
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
用
い
る
「
閾
」
の
概
念

に
注
目
し
て
検
討
す
る
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
そ
れ
が
「
潜
勢
力
」（potenza

）
と

並
ん
で
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思
想
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
概
念
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。「
閾
」
は
た
だ
主
権
権
力
や
言
語
、
人
間
と
い
っ
た
問
題
を
説
明
す
る
た
め

の
鍵
概
念
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
著
作
に
は
章
と
章
と
を

つ
な
ぐ
位
置
に
「
閾
」
と
い
う
節
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
単
に

説
明
概
念
と
し
て
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思
考
の
方
法
、
あ
る

（3）

「閾」の構造――アガンベンにおける両義性の概念について

い
は
、
身
ぶ
り
を
特
徴
付
け
る
言
葉
で
も
あ
る
の
だ ）

4
（

。

第
二
の
理
由
は
、「
閾
」
と
い
う
語
の
内
実
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。「
閾
」

（soglia
）
と
は
、「
境
界
線
」
や
「
敷
居
」
を
意
味
す
る
イ
タ
リ
ア
語
で
あ
る
。
ア
ガ

ン
ベ
ン
は
こ
れ
を
「
不
分
明
地
帯
」
や
「
例
外
状
態
」
と
も
言
い
換
え
、
内
と
も
外
と

も
言
え
ず
、内
で
も
外
で
も
あ
る
よ
う
な
両
義
的
な
場
所
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、閾
と
は
ま
さ
に
両
義
性
を
意
味
す
る
概
念
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
以
下
、
ま
ず
第
二
節
で
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
以
前
の
『
到
来
す
る
共
同

体
』
に
お
け
る
「
閾
」
の
概
念
を
検
討
し
、
次
に
第
三
節
で
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
以
後

の
『
瀆
聖
』
に
お
け
る
〈
聖
な
る
も
の
〉
に
つ
い
て
の
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
解
釈
を
確
認
す

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
準
備
作
業
を
踏
ま
え
て
、
第
四
節
で
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』

に
お
け
る
〈
聖
な
る
も
の
〉
と
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両
義
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
跡
づ
け
、

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
正
当
性
、
お
よ
び
、
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
姿

勢
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

二
　
内
／
外　

『
到
来
す
る
共
同
体
』

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
「
閾
」
概
念
の
意
味
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
『
ホ
モ
・
サ

ケ
ル
』
に
先
行
す
る
『
到
来
す
る
共
同
体
』（
初
版
一
九
九
〇
年
／
増
補
版
二
〇
〇
一

年
）
か
ら
見
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
小
著
は
、
ナ
ン
シ
ー
『
無
為
の
共
同
体
』

（
一
九
八
三
年
）、
お
よ
び
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
『
明
か
し
え
ぬ
共
同
体
』（
同
年
）
に
対
す

る
一
種
の
応
答
で
あ
り
、
通
常
の
共
同
体
が
成
員
間
の
何
ら
か
の
共
通
性
を
前
提
と

す
る
の
に
対
し
て
、「
何
で
あ
れ
か
ま
わ
な
い
存
在
」（essere qualunque

）
か
ら
な

る
共
同
体
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
な
基
礎
づ
け
で
あ
る ）

5
（

。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は

『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
シ
リ
ー
ズ
の
理
論
的
前
提
を
な
す
書
で
あ
る
と
言
え
る
。

さ
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「
外
」（Fuori

）
と
題
さ
れ
た
章
に
お
い
て
、
限
定
性
に
関

し
て
、「
制
限
」
と
「
限
界
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
術
語
を
用
い
て
分
類
す
る
。
カ
ン
ト

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
よ
れ
ば
、「
限
界
」（G

renze

）
と
は
「
あ
る
特
定
の
場
所
の
外

部
に
見
出
さ
れ
、
そ
の
場
所
を
囲
む
空
間
を
つ
ね
に
前
提
と
す
る
」
の
に
対
し
て
、

「
制
限
」（Schranke

）
と
は
「
そ
う
し
た
も
の
を
必
要
と
せ
ず
、
あ
る
量
が
絶
対
的
な

完
全
性
を
有
し
な
い
か
ぎ
り
で
、
そ
の
量
に
加
わ
る
単
な
る
否
定
」
で
あ
る ）

6
（

。
こ
の

こ
と
を
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
制
限
と
は
外
部
と
関
わ
ら
な
い
限
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

限
界
と
は
何
ら
か
の
空
虚
な
「
外
部
空
間
と
の
接
触
点
」〔C

V
55/ 86

〕
だ
と
言
い
換
え

る
。
す
な
わ
ち
、
限
界
と
は
外
部
を
前
提
と
し
な
い
限
定
で
も
、
外
部
と
は
無
関
係

な
内
部
の
縁
で
も
な
く
、
外
部
と
内
部
と
を
区
切
る
境
界
線
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
限
界
と
し
て
の
限
定
性
こ
そ
が
閾
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
閾
＝
限
界
の
論
理
を
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
さ
ら
に
よ
り
具
体
的
・
感
覚
的

な
例
を
も
っ
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
外
」〔fuori

〕
と
い
う
概
念
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多

く
の
言
語
に
お
い
て
、「
戸
口
で
」
を
意
味
す
る
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ラ
テ
ン
語
のfores

は
「
家
の
戸
口
」、
ギ
リ
シ
ア
語

のthyrathen

は
文
字
ど
お
り
「
敷
居
で
」〔alla soglia

〕
を
意
味
す
る
）。
外0

は
あ
る
特
定
の
空
間
の
向
う
側
に
あ
る
別
の
空
間
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
通
路
で
あ
り
、
そ
の
別
の
空
間
に
出
入
り
す
る
た
め
の
門
扉
で
あ
る
。
一

言
で
い
う
な
ら
、
そ
の
空
間
の
顔
、
そ
の
空
間
の
エ
イ
ド
ス
な
の
だ
。

　

こ
の
意
味
で
は
敷
居
＝
閾
は
限
界
〔lim

ite

〕
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
限
界
そ
の
も
の
の
経
験
、
外
の
内0

に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ク
‐
ス
タ
シ
ス
〔ek-stasis

〕
こ
そ
、
こ

こ
の
単
独
者
が
人
類
の
空
っ
ぽ
の
手
か
ら
受
け
取
る
贈
り
物
に
ほ
か
な
ら
な

い
。〔C

V
56/ 87

〕
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ま
た
、
本
稿
で
の
議
論
に
関
連
し
て
、『
到
来
す
る
共
同
体
』
に
は
、
も
う
一
つ
注

目
す
べ
き
論
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
を
予
告
す
る
よ
う

に
、「
聖
な
る
」
と
い
う
語
に
関
し
て
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
と
剥
き
出
し
の
生
が
言
及
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
〔「
剥
き
出
し
の
生
の
神
聖
性
」
と
い
う
教
説
〕
で
は
「
聖
な
る
」〔sacro

〕

と
い
う
語
は
そ
の
語
が
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
意
味
以
外
の
意
味
を

も
ち
え
な
い
。sacer

〔
聖
な
る
〕
と
は
人
々
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
者
、

犠
牲
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
者
の
、
殺
人
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
殺
害
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
者
（neque fas est eum

 im
m

olari, sed qui occidit 

parricidio non dam
natur

）
の
こ
と
で
あ
る
。〔C

V
68/ 110

〕

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
考
え
る
「
何
で
あ
れ
か
ま
わ
な
い
存
在
」
は
一
切
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
剥
奪
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
何
ら
か
の
同
一
性
に
基
礎
を
置
く
国
家
か
ら

す
れ
ば
、
と
る
に
た
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
家
か
ら
放
逐
さ
れ
た
「
何

で
あ
れ
か
ま
わ
な
い
存
在
」
が
こ
こ
で
は
「
剥
き
出
し
の
生
」（nuda vita

）
と
看
做

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
暴
力
批
判
論
」（
一
九
二
一
年
）
に
お

け
る
「
生
命
の
神
聖
性
〔H

eiligkeit des L
ebens

〕
と
い
う
教
説
の
起
源
を
探
究
す
る

こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
」 ）

8
（

と
い
う
問
題
系
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、「
剥
き
出
し

の
生
の
神
聖
性
」
と
い
う
教
説
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ

ば
、「
生
命
の
神
聖
性
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
「
神
聖
性
」（sacralità

）
と
は
、
ロ
ー

マ
法
に
お
け
るsacer

の
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
聖
な
る
」
と
名
指
さ

れ
た
人
（
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
）
が
、
殺
人
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
殺
害
可
能
に
な
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
ず
、国
家
に
所
属
し
な
い
現
代
の
「
何

ギ
リ
シ
ア
語
のθ

ύραθεν

や
ラ
テ
ン
語
のfores

が
示
す
通
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

諸
言
語
で
は
、「
外
」
は
「
戸
口
で
」
を
意
味
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
外
が
単
に
敷
居
に
よ
っ
て
家
の
内
部
空
間
か
ら
隔
て
ら
れ
た
別
の
空
間

な
の
で
は
な
く
、
敷
居
か
ら
通
じ
て
お
り
、
敷
居
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
空
間
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る ）

7
（

。
こ
の
意
味
で
、
敷
居
と
は
「
外
の
内
に
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

敷
居
は
た
し
か
に
家
の
内
と
外
と
を
区
分
す
る
境
界
線
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
家
の

内
か
ら
排
除
さ
れ
た
外
は
敷
居
の
下
に
捉
え
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
か
ら
、
敷
居
＝
閾
の
存
在
論
的
な
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
閾
の
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
内
と
外
と
を
区
別
す
る
境

界
線
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
区
別
す
る
こ
と
は
両
者
を
無
関
係
な
も
の
と
し
て
ば
ら

ば
ら
に
分
離
し
て
置
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者

を
互
い
に
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
関
係
づ
け
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
閾
そ
の
も

の
の
存
在
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
境
界
線
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

外
に
も
内
に
も
接
す
る
の
だ
か
ら
、
外
で
も
内
で
も
あ
り
う
る
（
例
え
ば
、
一
枚
の

板
を
両
断
し
た
と
き
、
そ
の
切
断
面
は
右
と
左
の
ど
ち
ら
の
板
片
に
属
す
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
か
）。
し
か
し
他
方
で
、
閾
は
そ
れ
が
区
別
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
外

で
も
内
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
、
外
と
内
は
閾
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た

0

0

0

0

0

も
の
0

0

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
閾
は
区
別
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
閾
と
は
外
で
も
内
で
も
あ
り
え
、
外
で
も
内
で
も
な
い
不
分
明
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
区
別
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
区
別
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
閾
で
は
な
く
、

区
別
さ
れ
た
内
か
外
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
閾
と

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
区
別
さ
れ
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
両
義
性
な
の
で
あ

る
。
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ま
た
、
本
稿
で
の
議
論
に
関
連
し
て
、『
到
来
す
る
共
同
体
』
に
は
、
も
う
一
つ
注

目
す
べ
き
論
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
を
予
告
す
る
よ
う

に
、「
聖
な
る
」
と
い
う
語
に
関
し
て
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
と
剥
き
出
し
の
生
が
言
及
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
〔「
剥
き
出
し
の
生
の
神
聖
性
」
と
い
う
教
説
〕
で
は
「
聖
な
る
」〔sacro

〕

と
い
う
語
は
そ
の
語
が
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
意
味
以
外
の
意
味
を

も
ち
え
な
い
。sacer

〔
聖
な
る
〕
と
は
人
々
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
者
、

犠
牲
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
者
の
、
殺
人
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
殺
害
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
者
（neque fas est eum

 im
m

olari, sed qui occidit 

parricidio non dam
natur

）
の
こ
と
で
あ
る
。〔C

V
68/ 110

〕

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
考
え
る
「
何
で
あ
れ
か
ま
わ
な
い
存
在
」
は
一
切
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
剥
奪
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
何
ら
か
の
同
一
性
に
基
礎
を
置
く
国
家
か
ら

す
れ
ば
、
と
る
に
た
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
家
か
ら
放
逐
さ
れ
た
「
何

で
あ
れ
か
ま
わ
な
い
存
在
」
が
こ
こ
で
は
「
剥
き
出
し
の
生
」（nuda vita

）
と
看
做

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
暴
力
批
判
論
」（
一
九
二
一
年
）
に
お

け
る
「
生
命
の
神
聖
性
〔H

eiligkeit des L
ebens

〕
と
い
う
教
説
の
起
源
を
探
究
す
る

こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
」 ）

8
（

と
い
う
問
題
系
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、「
剥
き
出
し

の
生
の
神
聖
性
」
と
い
う
教
説
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ

ば
、「
生
命
の
神
聖
性
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
「
神
聖
性
」（sacralità

）
と
は
、
ロ
ー

マ
法
に
お
け
るsacer

の
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
聖
な
る
」
と
名
指
さ

れ
た
人
（
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
）
が
、
殺
人
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
殺
害
可
能
に
な
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
ず
、国
家
に
所
属
し
な
い
現
代
の
「
何

ギ
リ
シ
ア
語
のθ

ύραθεν

や
ラ
テ
ン
語
のfores

が
示
す
通
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

諸
言
語
で
は
、「
外
」
は
「
戸
口
で
」
を
意
味
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
外
が
単
に
敷
居
に
よ
っ
て
家
の
内
部
空
間
か
ら
隔
て
ら
れ
た
別
の
空
間

な
の
で
は
な
く
、
敷
居
か
ら
通
じ
て
お
り
、
敷
居
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
空
間
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る ）

7
（

。
こ
の
意
味
で
、
敷
居
と
は
「
外
の
内
に
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

敷
居
は
た
し
か
に
家
の
内
と
外
と
を
区
分
す
る
境
界
線
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
家
の

内
か
ら
排
除
さ
れ
た
外
は
敷
居
の
下
に
捉
え
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
か
ら
、
敷
居
＝
閾
の
存
在
論
的
な
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
閾
の
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
内
と
外
と
を
区
別
す
る
境

界
線
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
区
別
す
る
こ
と
は
両
者
を
無
関
係
な
も
の
と
し
て
ば
ら

ば
ら
に
分
離
し
て
置
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者

を
互
い
に
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
関
係
づ
け
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
閾
そ
の
も

の
の
存
在
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
境
界
線
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

外
に
も
内
に
も
接
す
る
の
だ
か
ら
、
外
で
も
内
で
も
あ
り
う
る
（
例
え
ば
、
一
枚
の

板
を
両
断
し
た
と
き
、
そ
の
切
断
面
は
右
と
左
の
ど
ち
ら
の
板
片
に
属
す
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
か
）。
し
か
し
他
方
で
、
閾
は
そ
れ
が
区
別
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
外

で
も
内
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
、
外
と
内
は
閾
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た

0

0

0

0

0

も
の
0

0

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
閾
は
区
別
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
閾
と
は
外
で
も
内
で
も
あ
り
え
、
外
で
も
内
で
も
な
い
不
分
明
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
区
別
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
区
別
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
閾
で
は
な
く
、

区
別
さ
れ
た
内
か
外
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
閾
と

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
区
別
さ
れ
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
両
義
性
な
の
で
あ

る
。

（5）

「閾」の構造――アガンベンにおける両義性の概念について

で
あ
れ
か
ま
わ
な
い
存
在
」
は
国
家
に
よ
っ
て
殺
し
て
も
か
ま
わ
な
い
者
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
生
命
の
神
聖
性
」
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
隠
蔽
す
る
欺

瞞
的
な
教
説
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、『
到
来
す
る
共
同
体
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
上
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
に

つ
い
て
の
議
論
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
ア
ガ
ン
ベ

ン
が
「
聖
な
る
」
と
い
う
語
を
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
と
の
関
連
の
下
に
お
い
て
の
み
捉
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

三
　
聖
／
俗　

『
瀆
聖
』

次
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
概
念
を
検
討
す
る
た
め
に
、『
ホ
モ
・
サ

ケ
ル
』
の
二
〇
年
後
に
書
か
れ
た
『
瀆
聖
』
に
お
け
る
宗
教
論
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
が
主
権
権
力
や
法
‐ 

政
治
的
次
元
を
主
題
と
し
て
い
た
の
に
対

し
て
、『
瀆
聖
』
は
む
し
ろ
経
済
、
と
り
わ
け
資
本
主
義
の
観
点
か
ら
、
宗
教
や
瀆

聖
、
そ
し
て
「
自
由
な
使
用
」（libero uso

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、

後
者
は
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
も
、「
経
済
」（econom

ia
）
と
神
学
と

の
関
係
を
主
題
と
す
る
『
王
国
と
栄
光
』（
二
〇
〇
七
年
）
や
『
い
と
高
き
貧
し
さ
』

（
二
〇
一
一
年
）
の
傍
ら
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
書
で
あ
る
。

さ
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「
瀆
聖
礼
賛
」
と
題
さ
れ
た
章
に
お
い
て
、
宗
教
的
な
も

の
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
焦
点
と
な
る
の
が
〈
聖
な
る
も
の
〉
で
あ

る
。①

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
ま
ず
、
宗
教
を
「
事
物
、
場
所
、
動
物
ま
た
は
人
を
共
通
の
使

用
か
ら
除
外
し
て
、
分
離
さ
れ
た
領
域
に
移
す
も
の
」〔P84/ 106

〕
で
あ
る
と
定
義

す
る
。「
共
通
の
使
用
」（uso com

une

）
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
人
々
が
「
通
常
の
」

（com
m

une

）
生
活
に
お
い
て
使
用
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
世

俗
の
領
域
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
と
は
諸
事
物
を
こ
の
世

俗
の
領
域
か
ら
分
離
さ
れ
た
領
域
、
す
な
わ
ち
聖
な
る
領
域
へ
と
移
し
入
れ
る
こ
と

だ
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
の
定
義
に
は
〈
聖
な
る
も
の
〉
が
不
可
欠
な
要

素
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
次
に
、
こ
こ
か
ら
直
ち
に
導
出
さ
れ
て
く
る
の
は
―
―
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
同

様
に ）
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―
―
宗
教
的
思
考
の
特
徴
が
〈
聖
な
る
も
の
〉
と
〈
俗
な
る
も
の
〉
と
の
根

源
的
な
分
離
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
聖
・
俗
二
元
論
で
あ
る
。
ア
ガ

ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聖
と
俗
と
の
分
離
を
実
行
し
、
統
制
す
る
装
置
が
「
供

犠
」（sacri� cio

）
で
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
ユ
ベ
ー
ル
と
モ
ー
ス
の
『
供
犠
論
』

（
一
八
九
九
年
）
に
依
拠
し
な
が
ら
、
供
犠
の
本
質
的
な
機
能
を
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。必

要
不
可
欠
な
の
は
、
こ
の
二
つ
の
領
域
を
分
け
る
分
割
線
、
生
け
贄
が
横
断

せ
ね
ば
な
ら
な
い
閾
〔soglia

〕
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
方
向
に
行
く
か
は
重
要

で
は
な
い
。〔P84/ 107

〕

生
け
贄
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
事
物
は
、
人
々
の
共
通
の
使
用
の
領
域
か
ら
分

離
さ
れ
て
、
聖
な
る
領
域
へ
と
移
行
さ
せ
ら
れ
る
。「
生
け
贄
を
神
に
捧
げ
る
」

（sacri� care

）
と
は
「
聖
化
す
る
」（sacri� care

）
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
分
離
を
実
行
す
る
装
置
が
供
犠
で
あ
り
、
聖
と
俗
と
の
分
離
そ
の
も
の
が

「
閾
」
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ユ
ベ
ー
ル
と
モ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
聖
化
」

（sacralisation

）
の
供
犠
は
「
脱
聖
化
」（dé sacralisation

）
の
供
犠
と
不
可
分
で
あ
っ

て
、
聖
化
の
内
に
は
脱
聖
化
の
要
素
が
、
脱
聖
化
の
内
に
は
聖
化
の
要
素
が
必
ず
見

出
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
両
者
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
る ）
10
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
供

犠
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
単
に
聖
な
る
領
域
を
世
俗
の
世
界
か
ら
排
除
す
る
こ
と
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で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
俗
か
ら
聖
へ
の
移
行
（
聖
化
）
で
あ
ろ
う
と
聖
か
ら

俗
へ
の
移
行
（
脱
聖
化
）
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
聖
と
俗
と
を
分
離
す
る

閾
を
横
断
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

③
と
こ
ろ
で
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
ユ
ベ
ー
ル
と
モ
ー
ス
が
「
脱
聖
化
」
と
い
う
語

で
指
し
て
い
た
も
の
を
「
瀆
聖
」（profanazione

）
と
呼
び
、
こ
れ
を
「
世
俗
化
」

（secolarizzazione
）
か
ら
区
別
す
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
社
会
を
特
徴

づ
け
る
世
俗
化
は
、（
次
節
で
見
る
よ
う
な
、
主
権
権
力
に
関
す
る
）
排
除
の
形
式
を

維
持
し
た
ま
ま
で
、
聖
な
る
領
域
に
あ
っ
た
も
の
を
世
俗
の
領
域
へ
と
移
し
換
え
る

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
天
上
の
君
主
制
を
地
上
の
君
主
制
へ
と
変

換
す
る
政
治
神
学
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
瀆
聖
と
は
「
共
通
の
使
用
」

か
ら
分
離
さ
れ
、
聖
な
る
領
域
へ
と
移
し
入
れ
ら
れ
た
事
物
を
自
由
な
使
用
へ
と
返

還
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
権
力
の
諸
装
置
は
無
力
化
さ
れ
る
の
だ
と

い
う
。
こ
の
瀆
聖
の
典
型
例
と
し
て
、「
接
触
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

瀆
聖
の
最
も
単
純
な
形
式
の
ひ
と
つ
は
、
こ
う
し
て
接
触
に
よ
っ
て

（contagione

）、
人
間
の
領
域
か
ら
神
の
領
域
へ
の
生
け
贄
の
移
行
を
実
行
し

統
制
す
る
供
犠
そ
の
も
の
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
。（P84/ 107

）

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
が
示
し
た
よ
う
に
、
供
犠
と
は
神
と
人
間
と
の
共
食
儀

礼
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
生
け
贄
の
一
部
は
神
々
の
も
の
で
あ
る
が
、
残
り
は
人
間

が
食
べ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。供
犠
を
通
じ
て
神
の
領
域
へ
と
移
行
し
た
も
の
は
、

人
間
が
手
に
と
っ
て
接
触
す
る
こ
と
で
、
聖
で
な
い
も
の
へ
と
変
容
す
る
。
な
お
、

こ
の
引
用
部
分
に
お
い
て
、
ラ
テ
ン
語
で
併
記
さ
れ
たcontagione

と
はcontagio

〔
接
触
〕
の
奪
格
で
「
接
触
に
よ
っ
て
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
同
時
に
現
代
の

イ
タ
リ
ア
語
で
は
「
伝
染
」
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
瀆
聖
は
接
触
＝
伝
染
を
通

じ
て
な
さ
れ
る
振
る
舞
い
な
の
で
あ
る
。

④
瀆
聖
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
のprofanare

に
は
「
神
聖
を
汚
す
」
と
「
犠
牲

に
供
す
る
」
と
い
う
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ガ
ン
ベ

ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
瀆
聖
の
両
義
性
は
そ
も
そ
も
「
聖
な
る
」
と
い
う
語
に
備

わ
る
両
義
性
に
淵
源
す
る
と
い
う
。

こ
れ
は
、「
聖
な
る
」〔sacro

〕
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
元
来
そ
な
わ
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
両
義
性〔am

biguità

〕で
あ
る
。sacer

と
い
う
形
容
詞
は
、

フ
ロ
イ
ト
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、相
反
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

「
神
聖
に
し
て
侵
し
が
た
い
〔augusto

〕、
神
々
に
捧
げ
ら
れ
た
」
と
い
う
意

味
と
と
も
に
、「
呪
わ
れ
た
〔m

aledetto

〕、
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
」
と
い

う
よ
う
な
意
味
も
あ
る
の
だ
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
両
義
性
は
、
単
な

る
誤
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
瀆
聖
的
な
操
作
（
あ
る
い
は
逆
に

聖
別
の
操
作
）
に
構
成
的
な
も
の
で
あ
る
。〔P88- 89/ 112

〕

驚
く
こ
と
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
で
自
ら
が
否
定
し
て
い
た
は

ず
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
の
理
論
を
こ
こ
で
は
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
神
聖
と
汚
穢
の
両
義
性
を
「
単
な
る
誤
解
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ

え
断
言
す
る
。
く
わ
え
て
言
え
ば
、
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
に
言

及
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
両
義
性
が
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
議
論
と
無
関
係
な
文
脈
に
置

か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
の
冒
頭
で
挙
げ
た
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
理
論
に
お
け
る
四
つ

の
契
機
、
す
な
わ
ち
①
宗
教
の
本
質
、
②
聖
・
俗
二
元
論
、
③
伝
染
的
な
生
命
力
、

④
神
聖
と
汚
穢
の
両
義
性
を
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
瀆
聖
』
で
は
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て

議
論
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。さ
ら
に
ま
た
、ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
、デ
ュ
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で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
俗
か
ら
聖
へ
の
移
行
（
聖
化
）
で
あ
ろ
う
と
聖
か
ら

俗
へ
の
移
行
（
脱
聖
化
）
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
聖
と
俗
と
を
分
離
す
る

閾
を
横
断
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

③
と
こ
ろ
で
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
ユ
ベ
ー
ル
と
モ
ー
ス
が
「
脱
聖
化
」
と
い
う
語

で
指
し
て
い
た
も
の
を
「
瀆
聖
」（profanazione

）
と
呼
び
、
こ
れ
を
「
世
俗
化
」

（secolarizzazione

）
か
ら
区
別
す
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
社
会
を
特
徴

づ
け
る
世
俗
化
は
、（
次
節
で
見
る
よ
う
な
、
主
権
権
力
に
関
す
る
）
排
除
の
形
式
を

維
持
し
た
ま
ま
で
、
聖
な
る
領
域
に
あ
っ
た
も
の
を
世
俗
の
領
域
へ
と
移
し
換
え
る

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
天
上
の
君
主
制
を
地
上
の
君
主
制
へ
と
変

換
す
る
政
治
神
学
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
瀆
聖
と
は
「
共
通
の
使
用
」

か
ら
分
離
さ
れ
、
聖
な
る
領
域
へ
と
移
し
入
れ
ら
れ
た
事
物
を
自
由
な
使
用
へ
と
返

還
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
権
力
の
諸
装
置
は
無
力
化
さ
れ
る
の
だ
と

い
う
。
こ
の
瀆
聖
の
典
型
例
と
し
て
、「
接
触
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

瀆
聖
の
最
も
単
純
な
形
式
の
ひ
と
つ
は
、
こ
う
し
て
接
触
に
よ
っ
て

（contagione

）、
人
間
の
領
域
か
ら
神
の
領
域
へ
の
生
け
贄
の
移
行
を
実
行
し

統
制
す
る
供
犠
そ
の
も
の
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
。（P84/ 107

）

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
が
示
し
た
よ
う
に
、
供
犠
と
は
神
と
人
間
と
の
共
食
儀

礼
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
生
け
贄
の
一
部
は
神
々
の
も
の
で
あ
る
が
、
残
り
は
人
間

が
食
べ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。供
犠
を
通
じ
て
神
の
領
域
へ
と
移
行
し
た
も
の
は
、

人
間
が
手
に
と
っ
て
接
触
す
る
こ
と
で
、
聖
で
な
い
も
の
へ
と
変
容
す
る
。
な
お
、

こ
の
引
用
部
分
に
お
い
て
、
ラ
テ
ン
語
で
併
記
さ
れ
たcontagione

と
はcontagio

〔
接
触
〕
の
奪
格
で
「
接
触
に
よ
っ
て
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
同
時
に
現
代
の

イ
タ
リ
ア
語
で
は
「
伝
染
」
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
瀆
聖
は
接
触
＝
伝
染
を
通

じ
て
な
さ
れ
る
振
る
舞
い
な
の
で
あ
る
。

④
瀆
聖
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
のprofanare

に
は
「
神
聖
を
汚
す
」
と
「
犠
牲

に
供
す
る
」
と
い
う
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ガ
ン
ベ

ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
瀆
聖
の
両
義
性
は
そ
も
そ
も
「
聖
な
る
」
と
い
う
語
に
備

わ
る
両
義
性
に
淵
源
す
る
と
い
う
。

こ
れ
は
、「
聖
な
る
」〔sacro

〕
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
元
来
そ
な
わ
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
両
義
性〔am

biguità

〕で
あ
る
。sacer

と
い
う
形
容
詞
は
、

フ
ロ
イ
ト
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、相
反
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

「
神
聖
に
し
て
侵
し
が
た
い
〔augusto

〕、
神
々
に
捧
げ
ら
れ
た
」
と
い
う
意

味
と
と
も
に
、「
呪
わ
れ
た
〔m

aledetto

〕、
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
」
と
い

う
よ
う
な
意
味
も
あ
る
の
だ
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
両
義
性
は
、
単
な

る
誤
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
瀆
聖
的
な
操
作
（
あ
る
い
は
逆
に

聖
別
の
操
作
）
に
構
成
的
な
も
の
で
あ
る
。〔P88- 89/ 112

〕

驚
く
こ
と
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
で
自
ら
が
否
定
し
て
い
た
は

ず
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
の
理
論
を
こ
こ
で
は
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
神
聖
と
汚
穢
の
両
義
性
を
「
単
な
る
誤
解
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ

え
断
言
す
る
。
く
わ
え
て
言
え
ば
、
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
に
言

及
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
両
義
性
が
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
議
論
と
無
関
係
な
文
脈
に
置

か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
の
冒
頭
で
挙
げ
た
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
理
論
に
お
け
る
四
つ

の
契
機
、
す
な
わ
ち
①
宗
教
の
本
質
、
②
聖
・
俗
二
元
論
、
③
伝
染
的
な
生
命
力
、

④
神
聖
と
汚
穢
の
両
義
性
を
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
瀆
聖
』
で
は
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て

議
論
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。さ
ら
に
ま
た
、ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
、デ
ュ

（7）

「閾」の構造――アガンベンにおける両義性の概念について

ル
ケ
ー
ム
、
ユ
ベ
ー
ル
、
モ
ー
ス
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
で
は
批

判
し
て
い
た
は
ず
の
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
末
期
の
人
類
学
に
お
い
て
最
初
に
形
成
さ

れ
、
そ
の
直
後
に
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
へ
と
伝
え
ら
れ
た
」〔H

S83/ 108

〕〈
聖
な
る
も

の
〉
の
両
義
性
の
理
論
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
一
方
は
主
権
権
力
の

問
題
、
他
方
は
経
済
と
宗
教
の
問
題
と
い
う
置
か
れ
た
文
脈
が
異
な
る
と
は
い
え
、

〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
を
錯
覚
で
あ
る
と
断
じ
た
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
か
ら
す
れ

ば
、
理
論
的
な
後
退
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
後

退
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
よ
い
よ
、『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
に
お
け
る
ア
ガ
ン
ベ
ン

の
議
論
を
改
め
て
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四
　
殺
害
可
能
／
供
犠
不
可
能

 

『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
―
―
主
権
権
力
と
剥
き
出
し
の
生
』

『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
に
お
い
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
フ
ー
コ
ー
の
生
政
治
論
の
影
響

の
下
で ）
11
（

、
近
代
国
家
に
お
け
る
主
権
権
力
の
成
立
と
、
そ
の
裏
面
で
剥
き
出
し
の

生
が
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
る
機
序
を
描
出
す
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
を

措
定
す
る
主
権
は
自
ら
を
法
の
例
外
と
す
る
例
外
化
の
論
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
能

を
十
全
に
発
揮
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
主
権
が
統
治
す
る
人
民
の

側
に
も
例
外
状
態
を
生
み
出
す
。
こ
の
法
の
例
外
と
さ
れ
た
人
間
の
生
が
剥
き
出
し

の
生
で
あ
る
。
そ
し
て
、ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、こ
の
剥
き
出
し
の
生
の
範
型
を
古
代
ロ
ー

マ
の
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
に
求
め
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両

義
的
な
性
格
で
あ
り
、〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
の
理
論
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ま
ず
は
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
と
〈
聖
な
る
も
の
〉
を
め
ぐ
る
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論
を

跡
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」（hom

o sacer

〔
ラ
テ
ン
語
で
「
聖
な
る
人
間
」
の
意
〕）
と
は
、

古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
法
的
身
分
で
あ
る
。
例
え
ば
、
尊
属
殺
人
の
よ
う
な
重
罪
人

が
こ
れ
に
指
名
さ
れ
る
と
、
そ
の
者
を
誰
が
殺
し
て
も
殺
人
罪
に
問
わ
れ
な
い
よ
う

に
な
る
。
し
か
し
他
方
で
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
は
そ
の
「
聖
な
る
」
と
い
う
形
容
詞
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
供
犠
の
生
贄
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
も
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
と
は
供
犠
の
犠
牲
に
は
で
き
な
い
が
、
殺
害
さ
れ
て
も

罰
さ
れ
な
い
人
間
な
の
で
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、「
供
犠
不
可
能
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

、
殺
害
可
能
で
あ
る
生
が
聖
な
る
生

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔vita sacra

〕」〔H
S91/ 119

〕

で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
二
重
性
は
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
解
釈
に
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
照
準
を
定
め
て
い

る
Ｗ
・
Ｗ
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
解
釈
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
「
サ

ケ
ル
と
い
う
語
の
原
初
的
な
意
味
」（
一
九
二
〇
年
）
に
お
い
て
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・

ス
ミ
ス
流
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
の
理
論
に
基
づ
い
て
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
性

格
を
解
釈
し
て
み
せ
る
。〈
聖
な
る
も
の
〉
は
タ
ブ
ー
と
同
根
で
あ
っ
て
、
俗
な
る
領

域
か
ら
排
除
さ
れ
、
締
め
出
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
神
聖
で
も
汚
穢
で
も
あ
り
う

る
。「
神
聖
な
」（holy, sacred

）
も
の
と
は
神
々
に
捧
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
属
す
る
の

に
対
し
て
、「
呪
わ
れ
た
」（accursed

）
も
の
は
地
獄
の
神
々
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
は
人
間
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
殺
し
て
も

よ
い
の
で
あ
り
、
地
獄
の
神
々
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
神
聖
な
神
々
の
た
め

の
供
犠
の
生
贄
に
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
と
は
「
呪
わ
れ
た
人

間
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る ）
12
（

。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
説
に
よ
れ
ば
、
ホ
モ
・

サ
ケ
ル
は
〈
聖
な
る
も
の
〉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
と
同
様
の
両
義
性
を
示
す
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、ア
ガ
ン
ベ
ン
は
〈
聖
な
る
も
の
〉や
そ
の
起
源
で
あ
る
「
タ
ブ
ー
」

観
念
が
示
す
両
義
性
を
―
―
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
モ
ー
ス
の
「
マ
ナ
」
を
批
判
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し
て
言
っ
た
よ
う
に
―
―
「
過
剰
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」〔H

S89/ 116

〕、
す
な
わ
ち

内
容
空
疎
な
概
念
の
証
に
す
ぎ
な
い
と
断
じ
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両
義
性
を
「
二
重

の
例
外
化
」
の
結
果
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
殺
し
て
も
罪
に
問
わ
れ
な

い
の
は
、
人
間
の
法
か
ら
排
除
さ
れ
、
例
外
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

供
犠
の
生
贄
に
で
き
な
い
の
は
、
神
の
法
か
ら
も
排
除
さ
れ
、
例
外
化
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
は
二
重
の
法
か
ら
例
外
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

あ
た
か
も
両
義
的
な
性
格
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
は
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
に
内
属
し
た
聖
性
が
も
つ
と
さ
れ
る
原
初
的
両
価
性

〔am
bivalenza

〕
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
が
捉
え
ら
れ
て
い
る

二
重
の
排
除
の
も
つ
特
有
の
性
格
」〔H

S91/ 119

〕
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
を
生
み
出
す
法
の
例
外
化
と
は
一
体
、
い
か
な
る
事

態
で
あ
る
か
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治
神
学
』（
一
九
二
二
年
）
に
お

け
る
「
例
外
状
態
」（A

usnahm
ezustand

）
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
例
外
化
を
主
権

権
力
と
法
と
の
関
係
に
お
い
て
説
明
す
る
。
主
権
権
力
は
十
全
に
そ
の
機
能
を
発
揮

す
る
た
め
に
は
、
法
の
適
用
範
囲
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

法
を
措
定
し
停
止
す
る
権
力
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
ら
が
法
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
そ
れ
は
法
と
無
関
係
で
も
あ
り
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
法
と
い
か
な
る
関
係
も
結
ば
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
権
力
を
行
使
し
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
主
権
権
力
は
自
ら
を
法
の
例
外
状
態
に
置
く
。
ア
ガ

ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
例
外
と
は
単
に
規
範
の
外
へ
と
排
除
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
範
の
内
へ
と
包
含
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
例
外
」

（eccezione

）と
は
そ
の
語
源
の
通
り
、ex- capere

〔
外
に
‐
捉
え
る
こ
と
〕で
あ
っ
て
、

例
外
関
係
と
は
「
こ
れ
こ
れ
の
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
包
含
す
る
と

い
う
極
端
な
形
を
と
る
関
係
」〔H

S22/ 30

〕
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
権
権
力
が
成
立
す
る
際
に
開
か
れ
る
例
外
状
態
に
囚
わ
れ
た
人

間
の
生
が
「
剥
き
出
し
の
生
」（nuda vita

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
法
の
例
外
で

あ
る
主
権
権
力
の
裏
返
し
で
あ
っ
て
、
法
の
適
用
外
に
存
す
る
の
だ
か
ら
、
殺
し
て

も
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
例
外
状
態
が
神
の
法
に
ま
で
拡
張

さ
れ
る
と
き
、
二
重
の
例
外
化
に
よ
っ
て
、
殺
害
可
能
で
供
犠
不
可
能
な
生
、
す
な

わ
ち
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
と
い
う
身
分
が
括
り
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
主
権

権
力
が
成
立
す
る
裏
面
で
は
必
然
的
に
剥
き
出
し
の
生
＝
聖
な
る
生
が
生
産
さ
れ

る
。
通
常
、「
生
命
の
神
聖
性
」
は
主
権
権
力
に
対
抗
す
る
た
め
の
人
権
の
根
拠
と
し

て
想
定
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
反
対
に
、
主
権
権
力
に
囚
わ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
生
は

〈
聖
な
る
も
の
〉
と
な
る
。
こ
れ
が
上
述
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
生
命
の
神
聖
性
の
問
題

に
対
す
る
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
答
え
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
例
外
化
の
説
明
に
際
し
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
以
下
の
よ
う
な
興

味
深
い
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、例
外
化
と
は
基
礎
的
な
局
所
化
（O

rtnung

）
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
内
に
あ
る
も
の
と
外
に
あ
る
も
の
、
通
常
の
状
況
と
混
沌
と
を
区
別

す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
両
者
の
間
に
閾
〔soglia

〕（
例
外
状
態
）

を
設
け
る
。
こ
の
閾
か
ら
発
し
て
、
内
部
と
外
部
は
、
秩
序
の
効
力
を
可
能
に

す
る
こ
の
複
雑
な
位
相
幾
何
学
的
関
係
へ
と
入
る
。〔H

S23/ 30- 31

〕

例
外
化
と
は
規
範
の
内
と
外
、秩
序
と
無
秩
序
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

例
外
状
態
は
単
に
規
範
と
無
関
係
な
外
部
に
置
か
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
排
除
す
る

こ
と
で
包
含
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
例
外
状
態
は
「
外
の
内
に
あ
る
こ

と
」
で
あ
り
、
内
と
外
と
の
境
界
線
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
外

状
態
と
は
内
と
外
、
秩
序
と
無
秩
序
と
の
「
閾
」
な
の
で
あ
る ）
13
（

。
既
に
第
二
節
の
『
到

来
す
る
共
同
体
』
の
検
討
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
閾
は
内
と
外
と
の
境
界
線
で
あ
る



166 （8）

日本女子大学紀要　人間社会学部　第30号　Japan Women’s University Journal vol.30（2019）

し
て
言
っ
た
よ
う
に
―
―
「
過
剰
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」〔H

S89/ 116

〕、
す
な
わ
ち

内
容
空
疎
な
概
念
の
証
に
す
ぎ
な
い
と
断
じ
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両
義
性
を
「
二
重

の
例
外
化
」
の
結
果
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
殺
し
て
も
罪
に
問
わ
れ
な

い
の
は
、
人
間
の
法
か
ら
排
除
さ
れ
、
例
外
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

供
犠
の
生
贄
に
で
き
な
い
の
は
、
神
の
法
か
ら
も
排
除
さ
れ
、
例
外
化
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
は
二
重
の
法
か
ら
例
外
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

あ
た
か
も
両
義
的
な
性
格
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
は
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
に
内
属
し
た
聖
性
が
も
つ
と
さ
れ
る
原
初
的
両
価
性

〔am
bivalenza

〕
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
が
捉
え
ら
れ
て
い
る

二
重
の
排
除
の
も
つ
特
有
の
性
格
」〔H

S91/ 119

〕
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
を
生
み
出
す
法
の
例
外
化
と
は
一
体
、
い
か
な
る
事

態
で
あ
る
か
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治
神
学
』（
一
九
二
二
年
）
に
お

け
る
「
例
外
状
態
」（A

usnahm
ezustand

）
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
例
外
化
を
主
権

権
力
と
法
と
の
関
係
に
お
い
て
説
明
す
る
。
主
権
権
力
は
十
全
に
そ
の
機
能
を
発
揮

す
る
た
め
に
は
、
法
の
適
用
範
囲
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

法
を
措
定
し
停
止
す
る
権
力
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
ら
が
法
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
そ
れ
は
法
と
無
関
係
で
も
あ
り
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
法
と
い
か
な
る
関
係
も
結
ば
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
権
力
を
行
使
し
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
主
権
権
力
は
自
ら
を
法
の
例
外
状
態
に
置
く
。
ア
ガ

ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
例
外
と
は
単
に
規
範
の
外
へ
と
排
除
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
範
の
内
へ
と
包
含
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
例
外
」

（eccezione

）と
は
そ
の
語
源
の
通
り
、ex- capere

〔
外
に
‐
捉
え
る
こ
と
〕で
あ
っ
て
、

例
外
関
係
と
は
「
こ
れ
こ
れ
の
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
包
含
す
る
と

い
う
極
端
な
形
を
と
る
関
係
」〔H

S22/ 30

〕
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
権
権
力
が
成
立
す
る
際
に
開
か
れ
る
例
外
状
態
に
囚
わ
れ
た
人

間
の
生
が
「
剥
き
出
し
の
生
」（nuda vita

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
法
の
例
外
で

あ
る
主
権
権
力
の
裏
返
し
で
あ
っ
て
、
法
の
適
用
外
に
存
す
る
の
だ
か
ら
、
殺
し
て

も
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
例
外
状
態
が
神
の
法
に
ま
で
拡
張

さ
れ
る
と
き
、
二
重
の
例
外
化
に
よ
っ
て
、
殺
害
可
能
で
供
犠
不
可
能
な
生
、
す
な

わ
ち
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
と
い
う
身
分
が
括
り
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
主
権

権
力
が
成
立
す
る
裏
面
で
は
必
然
的
に
剥
き
出
し
の
生
＝
聖
な
る
生
が
生
産
さ
れ

る
。
通
常
、「
生
命
の
神
聖
性
」
は
主
権
権
力
に
対
抗
す
る
た
め
の
人
権
の
根
拠
と
し

て
想
定
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
反
対
に
、
主
権
権
力
に
囚
わ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
生
は

〈
聖
な
る
も
の
〉
と
な
る
。
こ
れ
が
上
述
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
生
命
の
神
聖
性
の
問
題

に
対
す
る
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
答
え
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
例
外
化
の
説
明
に
際
し
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
以
下
の
よ
う
な
興

味
深
い
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、例
外
化
と
は
基
礎
的
な
局
所
化
（O

rtnung

）
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
内
に
あ
る
も
の
と
外
に
あ
る
も
の
、
通
常
の
状
況
と
混
沌
と
を
区
別

す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
両
者
の
間
に
閾
〔soglia

〕（
例
外
状
態
）

を
設
け
る
。
こ
の
閾
か
ら
発
し
て
、
内
部
と
外
部
は
、
秩
序
の
効
力
を
可
能
に

す
る
こ
の
複
雑
な
位
相
幾
何
学
的
関
係
へ
と
入
る
。〔H

S23/ 30- 31

〕

例
外
化
と
は
規
範
の
内
と
外
、秩
序
と
無
秩
序
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

例
外
状
態
は
単
に
規
範
と
無
関
係
な
外
部
に
置
か
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
排
除
す
る

こ
と
で
包
含
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
例
外
状
態
は
「
外
の
内
に
あ
る
こ

と
」
で
あ
り
、
内
と
外
と
の
境
界
線
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
外

状
態
と
は
内
と
外
、
秩
序
と
無
秩
序
と
の
「
閾
」
な
の
で
あ
る ）
13
（

。
既
に
第
二
節
の
『
到

来
す
る
共
同
体
』
の
検
討
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
閾
は
内
と
外
と
の
境
界
線
で
あ
る

（9）

「閾」の構造――アガンベンにおける両義性の概念について

か
ぎ
り
で
、
内
で
も
外
で
も
あ
り
う
る
不
分
明
地
帯
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
区
別

す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
決
し
て
区
別
さ
れ
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
両
義
性
で

あ
る
。
事
実
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「
局
所
化
で
き
な
い
不
分
明
地
帯
な
い
し
例
外
地
帯
」

の
こ
と
を
ま
さ
し
く
「
両
義
性
」（am

biguità

）〔H
S24/ 31

〕
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
例
外
状
態
が
両
義
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
外
状
態
に
囚
わ
れ
た

人
間
の
生
た
る
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
は
根
源
的
に
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両
義
性
を
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
の
理
論
に

よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
そ
れ
を
二
重
の
例
外
化
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
両
義
性
を
宗
教
的
な
次
元
か
ら
法
‐
政
治
的
な
次
元
へ

と
移
し
替
え
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

五
　
閾
／
両
義
性

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
に
お
い
て
、〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
の
理

論
を
批
判
し
、
こ
れ
を
単
な
る
虚
妄
で
あ
る
と
断
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に

ア
ガ
ン
ベ
ン
が
そ
こ
で
退
け
た
の
は
、
た
だ
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
「
殺
害
可
能
だ
が
供

犠
不
可
能
」
と
い
う
性
格
を
〈
聖
な
る
も
の

0

0

0

0

0

〉
の
両
義
性
に
基
づ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

説
明
す
る
こ

と
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
議
論
が
論
証
し
た
の
は
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両

義
性
は
そ
れ
に
内
属
す
る
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
に
由
来
す
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
こ
う
し
た
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論
が
一
定
の
妥
当
性
が

あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
そ
の

も
の
を
否
定
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性

の
理
論
は
―
―
ア
ガ
ン
ベ
ン
自
身
が
正
当
に
も
示
し
た
よ
う
に
―
―
「
タ
ブ
ー
」
観

念
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両
義
性
に
は
依
存
し
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
Ｈ
・
フ
ュ
ジ
ェ
が
指
摘
す
る
よ
う
に ）
14
（

、
歴

史
的
語
彙
と
し
て
のsacer

に
は
論
者
た
ち
が
主
張
す
る
よ
う
な
両
義
性
が
見
当
た

ら
な
い
と
し
て
も
―
―
た
し
か
に
多
く
の
論
者
が
ラ
テ
ン
語
のsacer

を
引
き
合
い

に
だ
す
と
は
い
え
―
―
、
説
明
概
念
と
し
て
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
は
必
ず
し
もsacer

の
歴
史
的
意
味
に
依
拠
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
、〈
聖
な
る
も
の
〉
の

両
義
性
は
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
り
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
よ
し
ん
ば
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
両
義
性
が
二
重
の
例
外
化
の
結
果
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
主
張
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
両
義
性
は
廃
棄
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
例
外
化
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
の
は
、
不
分
明
地

帯
、
す
な
わ
ち
例
外
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
両
義
性
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
両
義
性
は
宗
教
的
次
元
か
ら
追
放
さ
れ
た
代
わ
り
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が

よ
り
根
源
的
だ
と
す
る
法
‐
政
治
的
次
元
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
た
だ
け
な
の
だ
。
実

際
、ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』の
最
終
章
に
置
か
れ
た
「
閾
」の
節
に
お
い
て
、

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
に
お
け
る
「
人
民
」（popolo

）
の
用
法
を
跡
づ
け
、
こ
の
語

に
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
一
方
で
、
国
家
に
包

含
さ
れ
、
統
合
さ
れ
た
市
民
（
神
聖
）
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
国
家
か

ら
排
除
さ
れ
、
捨
て
置
か
れ
、
貧
窮
し
た
剥
き
出
し
の
生
（
汚
穢
）
を
も
意
味
す
る
。

こ
う
し
た
西
洋
社
会
に
お
け
る
人
民
の
二
重
の
あ
り
方
を
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「
両
義

性
」（am

biguità

）〔H
S198/ 241

〕
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
既
に
見
た
よ
う
に
、
主
権
権
力

に
よ
る
例
外
化
に
伴
う
包
含
的
排
除
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
義
性
は
法

‐
政
治
的
次
元
の
内
に
根
源
的
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
今
や
、
本
稿
の
初
め
に
提
示
し
た
〈
聖
な
る
も
の
〉
を
め
ぐ
る
ア
ガ
ン

ベ
ン
の
両
義
的
な
態
度
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
。
な
ぜ
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
で
批

判
し
た
は
ず
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
の
理
論
が
『
瀆
聖
』
に
お
い
て
改
め
て
導

入
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義
性
は
前
者
の
議
論
で
廃
棄
さ
れ
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て
お
ら
ず
、
手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ホ
モ
・

サ
ケ
ル
の
両
義
性
も
ま
た
、
た
し
か
に
宗
教
的
次
元
で
は
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
よ

り
根
源
的
な
法
‐
政
治
的
次
元
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
か
く
も
ア
ガ

ン
ベ
ン
の
思
想
に
は
両
義
性
が
取
り
憑
い
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
『
到
来
す
る
共
同

体
』
か
ら
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
を
経
て
『
瀆
聖
』
へ
と
至
る
ま
で
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思

考
の
身
ぶ
り
が
「
閾
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
閾
と
は
ま
さ
し
く

両
義
性
の
異
名
な
の
で
あ
る
。

後
注

 

（
1
） 

〈
聖
な
る
も
の
〉
の
学
説
史
に
関
し
て
は
、拙
論
「〈
聖
な
る
も
の
〉
の
た
め
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」

（『
ニ
ュ
ク
ス
』
第
五
号
、
堀
之
内
出
版
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
―
二
七
頁
）
を
参
照
。 

 

（
2
） W

. R
. Sm

ith, L
ectures on the R

eligion of the Sem
ites, A

. &
 C

. B
lack LT

D
, 1923, p. 446. 

 

（
3
） 

例
え
ば
、
エ
フ
ァ
・
ゴ
イ
レ
ン
は
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
に
お
け
る
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
両
義

性
理
論
批
判
に
つ
い
て
「
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
書
き
も
の
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
説
得
力
あ
る
考
察

の
一
つ
」（
エ
フ
ァ
・
ゴ
イ
レ
ン
『
ア
ガ
ン
ベ
ン
入
門
』
岩
崎
稔
・
大
澤
俊
朗
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
、
一
二
二
頁
）
と
高
く
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
議
論
に
陥
穽
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

い
て
い
な
い
。
他
方
で
、
岡
田
温
司
は
「
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
る
の
は
、
宗
教

的
な
も
の
の
本
質
に
か
か
わ
る
用
語
が
、
基
本
的
に
両
義
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
」（
岡
田
温
司
『
ア
ガ
ン
ベ
ン
読
解
』
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
、
七
五
頁
）
と
述
べ
、〈
聖
な

る
も
の
〉
の
両
義
性
を
議
論
の
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
と
『
瀆
聖
』

と
の
間
の
矛
盾
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。 

 

（
4
） 

『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
残
り
も
の
』
や
『
到
来
す
る
共
同
体
』
等
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
翻
訳

を
多
数
手
が
け
、
日
本
に
お
け
る
ア
ガ
ン
ベ
ン
紹
介
の
第
一
人
者
た
る
上
村
忠
男
も
「
お
よ
そ

い
っ
さ
い
の
区
別
が
不
分
明
化
す
る
〈
閾
〉
あ
る
い
は
〈
間
〉
に
立
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
思
考
。

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思
考
の
特
徴
を
要
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
う
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
」（
上
村
忠
男
『
超
越
と
横
断
』
未
來
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
一
七
頁
）
と
指
摘
す
る
。 

 

（
5
） 

ロ
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ロ
ー
ジ
の
適
切
な
要
約
に
よ
れ
ば
、「
彼
〔『
到
来
す
る
共
同
体
』
に
お

け
る
ア
ガ
ン
ベ
ン
〕
が
描
く
共
同
体
は
、
共
有
す
る
も
の
は
何
も
な
い
が
、「
共
有
す
る
も
の

が
何
も
な
い
こ
と
」
で
は
な
い
と
い
う
、
つ
ま
り
共
同
体
の
な
い
逆
説
的
な
共
同
体
で
あ
る
」

（
ロ
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ロ
ー
ジ
『
イ
タ
リ
ア
ン
・
セ
オ
リ
ー
の
現
在
』
柱
本
元
彦
訳
、
平
凡
社
、

二
〇
一
九
年
、
一
〇
七
頁
）。 

 

（
6
） K

ant, P
rolegom

ena zu einer jeden künftigen M
etaphysik, G

esam
m

elte Schriften, B
d. !V

, 

S. 352. 

 

（
7
） 

日
本
語
の
「
敷
居
が
高
い
」
や
「
敷
居
を
跨
ぐ
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
提
出

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
と
は
ち
ょ
う
ど
家
の
内
と
外
と
が
逆
転
し
て
は
い
る
が
、
内
部
空
間

が
敷
居
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

（
8
） W

. B
enjam

in, G
esam

m
lete Schriften, B

. II-I, Suhrkam
p, 1977, S. 178.　

な
お
、「
剥
き
出

し
の
生
」（nuda vita

）
は
「
暴
力
批
判
論
」
に
お
け
る
「
単
な
る
生
命
」（bloß

es L
eben

）
の

ア
ガ
ン
ベ
ン
な
り
の
言
い
換
え
で
あ
る
。 

 

（
9
） 

「
世
界
を
二
つ
の
領
域
（
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
聖
な
る
も
の
の
領
域
と
あ
ら
ゆ
る
俗
な
る
も

の
の
領
域
を
含
む
二
つ
の
領
域
）
へ
と
分
割
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
な
思
考
の
際
立
っ
た
特
徴

で
あ
る
」（É

. D
urkheim

, L
es form

es élém
entaires de la vie religieuse, PU

F, 1960, p. 50f.

） 

 

（
10
） H

. H
ubert/M

. M
auss, E

ssai sur la nature et la function du sacuri� ce, M
. M

auss, Œ
uvres, 

T. 1, É
ditions de M

inuit, 1968, p. 301. 

（
11
）  

フ
ー
コ
ー
の
生
政
治
論
が
近
代
社
会
に
特
有
の
権
力
関
係
を
問
題
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ア

ガ
ン
ベ
ン
の
生
政
治
論
は
そ
の
射
程
を
古
代
の
政
治
権
力
に
ま
で
延
長
し
、
西
洋
社
会
一
般
に

お
け
る
権
力
構
造
と
し
て
捉
え
返
し
て
い
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
必
ず
し
も
フ
ー
コ
ー
の
生
政
治

論
に
忠
実
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ロ
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ロ
ー
ジ
、
前
掲
書
、
七
四
―
八
六
頁

参
照
。 

 
（
12
） W

. W
. F

ow
ler, T

he O
riginal M

eaning of the W
ord S

acer, in : R
om

an E
ssays and 

Interpretations, C
larendon Press, 1920, p. 21. 

 

（
13
）  S. D

ecaroli

は
主
権
が
法
の
内
と
外
と
の
閾
を
生
産
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
古
代
ロ
ー
マ
に

お
い
て
、「
境
界
石
」
の
移
動
が
秩
序
の
侵
犯
で
あ
り
、
追
放
の
刑
に
値
し
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
（S. D

acaroli, B
oundary Stones: G

iorgio A
gam

ben and the Field of Sovereignty, 

in: G
iorgio A

gam
ben, Sovereignty &

 L
ife, ed. by M

. C
alarco and S

. D
ecaroli, S

tanford 
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て
お
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ず
、
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つ
か
ず
の
ま
ま
に
残
さ
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い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ホ
モ
・

サ
ケ
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の
両
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も
ま
た
、
た
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に
宗
教
的
次
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で
は
否
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も
の
の
、
よ

り
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源
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な
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‐
政
治
的
次
元
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
か
く
も
ア
ガ

ン
ベ
ン
の
思
想
に
は
両
義
性
が
取
り
憑
い
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
『
到
来
す
る
共
同

体
』
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ら
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
を
経
て
『
瀆
聖
』
へ
と
至
る
ま
で
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
思

考
の
身
ぶ
り
が
「
閾
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
閾
と
は
ま
さ
し
く

両
義
性
の
異
名
な
の
で
あ
る
。
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ベ
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