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『
社
会
的
事
象
』
と
す
る
）。
表
題
か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
の
租
で
あ

る
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
対
す
る
強
烈
な
反
発
心
が
見
て
と
れ
る
が
、

こ
の
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
出
身
の
社
会
学
者
は
前
年
に
も
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
論
た
る
『
現
代
詩
と
聖
な
る
も
の
』
を
上
梓
し
て
い
た
。

　

一
九
〇
九
年
生
ま
れ
の
モ
ヌ
ロ
と
バ
タ
イ
ユ
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
影
響
下
に
文
学
的
な
自
己
形
成
を
果
た
し
た
点
で
共
通
し
て
い
る
。
二

人
の
「
元
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
」
は
、
距
離
を
置
い
た
後
に
改
め
て
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
評
価
す
る
ポ
イ
ン
ト
も
近
い
。

　

た
と
え
ば
モ
ヌ
ロ
は
モ
ー
リ
ス
・
ナ
ド
ー
の
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の

　

戦
前
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
に
関
わ
っ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
（
一
八
九
七
―
一
九
六
二
年
）
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
に
、
い
よ
い
よ
一
か
ら
企
画
し
た
本
格
的
な
書
評
誌
を
創
刊
す
る
。

彼
の
生
涯
で
最
も
成
功
し
た
と
い
え
る
こ
の
『
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
』
を
主
た

る
媒
体
と
し
て
、
自
ら
も
そ
れ
ま
で
以
上
に
健
筆
を
揮
っ
て
ゆ
く
。
一
九

四
六
年
六
月
の
創
刊
号
に
ヘ
ン
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
論
と
同
時
掲
載
さ
れ
た
の

は
、「
社
会
学
の
道
徳
的
意
味
」
と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。
書
評
対
象
と

し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
と
も
に
雑
誌
を
立
ち
上
げ
た
ジ
ュ
ー
ル
・
モ
ヌ

ロ
の
『
社
会
的
事
象
は
も
の
で
は
な
な
い
』（
一
九
四
六
年

―
以
下
、

論
説社

会
学
お
よ
び
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
道
徳
的
意
味

モ
ヌ
ロ
と
バ
タ
イ
ユ
が
す
れ
ち
が
う
と
こ
ろ

丸
山
真
幸

「
真
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
詩
ポ
エ
ジ
ーは
流
れ
る
水
の
よ
う
に
不ア
ン
フ
ォ
ル
ム

定
形
で
あ
る
」。

 

　

―
　

ジ
ュ
ー
ル
・
モ
ヌ
ロ
『
現
代
詩
と
聖
な
る
も
の
』



言語社会　第 10号　　200

　

そ
の
結
果
、
バ
タ
イ
ユ
の
「
共
同
体
の
思
想
」
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
え
な
い
こ
と
、
し
か
し
「
共
同
体
」
と
い
う
言
葉

を
前
提
に
し
た
の
で
は
そ
れ
が
見
え
て
こ
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
重
要
な
の

0

0

0

0

0

0

0

は
聖
な
る
も
の
や
宗
教
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
、
過
剰
さ
を
投
影
さ
れ
た

変
わ
ら
ぬ
バ
タ
イ
ユ
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
彼
が
戦
後
の
段
階
で
新
た

に
獲
得
し
た
成
果
と
し
て
確
認
さ
れ
る
は
ず
だ（

6
）。

1
　
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
戦
後

　

バ
タ
イ
ユ
は
「
社
会
学
の
道
徳
的
意
味
」
を
、
モ
ヌ
ロ
と
共
有
す
る
過

去
を
踏
ま
え
て
か
、
両
大
戦
間
期
に
成
年
に
達
し
た
世
代
に
と
っ
て
の
社

会
と
個
人
の
関
係
を
回
顧
的
に
記
述
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。
そ

れ
は
ま
る
で
世
代
論
と
い
っ
た
趣
で
あ
り
、
話
題
の
中
心
は
、
何
を
隠
そ

う
革
命
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
の
は
革
命
を
擁
護

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
個
人
と
社
会
の
い
わ
ば
弁
証
法
的
な
関
係
を
辿
る

こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
革
命
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
喚
起
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
既
存
の
社
会
に
対
し
て
個
人
の
価
値
を
掲

げ
て
新
し
い
社
会
の
設
立
を
目
指
そ
う
と
す
る
と
き
、
革
命
の
大
義
を
名

目
に
個
人
の
沈
黙
が
強
い
ら
れ
る
に
至
る
と
い
う
、
そ
ん
な
パ
ラ
ド
ク
ス

で
あ
る
。
こ
れ
は
き
っ
と
バ
タ
イ
ユ
に
、
革
命
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
せ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

歴
史
』（
一
九
四
五
年
）
に
寄
せ
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
「
宗
教
」

か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
著
者
に
反
駁
す
る（

1
）。
こ
れ
に
対
し
て
バ
タ
イ

ユ
の
方
で
も
、『
現
代
詩
と
聖
な
る
も
の
』
へ
の
短
評
に
お
い
て
、
モ
ヌ

ロ
が
差
し
出
す
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
「
宗
教
的
な
渇
望aspiration 

religieuse

」
に
着
目
し
て
お
り（

2
）、
一
九
四
八
年
二
月
に
は
、
自
ら
も

「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
宗
教
」
と
題
し
た
講
演
を
お
こ
な
う（

3
）。
ま
た

モ
ヌ
ロ
の
著
作
を
連
想
さ
せ
る
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
聖
な
る
も
の
」

と
題
さ
れ
た
講
演
が
、
一
九
四
九
年
の
二
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
記

録
も
あ
る（

4
）。
さ
ら
に
は
一
九
四
八
年
一
二
月
二
九
日
付
、
書
肆
で
あ
る

ガ
リ
マ
ー
ル
宛
の
手
紙
で
は
、『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
哲
学
と
宗
教
』

と
い
う
著
作
が
予
告
さ
れ
て
い
た（

5
）。

　

な
ら
ば
、「
宗
教
」
や
「
聖
な
る
も
の
」
の
問
題
圏
に
引
き
寄
せ
て
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
評
価
す
る
狙
い
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
私
た
ち
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
評
価
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
以

外
の
場
合
に
も
、
ど
ち
ら
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
か
と
見
定
め
る
の
が
難
し

い
こ
と
も
あ
る
モ
ヌ
ロ
と
バ
タ
イ
ユ
で
あ
る
が
（
あ
の
「
異レ
テ
ロ
ジ
ェ
ー
ヌ

質
的
な
も
の
」

の
概
念
で
さ
え
、
実
は
そ
う
で
あ
る
）、
そ
れ
で
も
こ
の
二
人
が
決
定
的

に
相
違
す
る
地
点
を
ま
ず
は
画
定
し
た
い
。
そ
し
て
こ
の
作
業
を
通
し
て
、

バ
タ
イ
ユ
の
「
共
同
体
の
思
想
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
戦

後
に
お
け
る
源
泉
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
が
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
と

0

0

0

0

0

0

0

0

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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タ
ン
・
ブ
ー
グ
レ
、
ポ
ー
ル
・
フ
ォ
コ
ネ
な
ど
デ
ュ
ル
ケ
ム
学
派
の
主
要

な
ア
ク
タ
ー
が
戦
争
中
に
ほ
と
ん
ど
没
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
を
指

摘
で
き
る
（
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
没
年
は
一
九
五
〇
年
）。
そ
し
て
第

二
に
、
高
等
師
範
学
校
内
に
ブ
ー
グ
レ
の
主
導
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た

「
社
会
資
料
セ
ン
タ
ー
」（
一
九
二
〇
―
四
〇
年
）
を
通
し
て
奨
学
金
の
機

会
を
与
え
て
い
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
意
向
と
い
っ
た
外
的
要
因
も

多
大
に
作
用
し
、
社
会
学
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
も
は
や
書
斎
に
籠
っ
て

の
哲
学
的
思
索
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学
の
手
法
を
模
範
と
し
た
、

社
会
調
査
に
も
と
づ
く
貢
献
へ
と
移
行
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

9
）。

　

だ
か
ら
モ
ヌ
ロ
が
一
方
で
、『
現
代
詩
と
聖
な
る
も
の
』
に
お
い
て
ナ

ド
ー
に
反
駁
し
て
い
る
と
は
い
え
、
結
局
は
す
で
に
そ
の
最
盛
期
を
過
ぎ

た
運
動
と
し
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
総
括
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
く
、
そ
し
て
他
方
で
、
そ
れ
に
つ
づ
く
著
作
で
、
ド
イ
ツ
の
現
象
学
や

社
会
学
を
援
用
す
る
立
場
か
ら
と
は
い
え
、
お
そ
ら
く
サ
ル
ト
ル
の
バ
タ

イ
ユ
論
に
あ
る
言
葉
か
ら
書
名
を
借
り
受
け
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
に
無
効
を

宣
告
し
て
い
る
と
す
れ
ば（

10
）、
バ
タ
イ
ユ
は
ま
さ
に
こ
の
モ
ヌ
ロ
に
向
け

て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
学
派
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
共
通
し
て

0

0

0

0

そ
な
わ
る
有

効
性
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
モ
ヌ
ロ
の
名
前
を
つ
い

に
一
言
も
出
さ
ず
に
つ
づ
け
た
冒
頭
の
部
分
を
、
こ
の
よ
う
に
終
え
て
い

る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
社
会
か
ら
歴
史
の
名
の
も
と
に
や
っ
て
来
る
圧
力
に
対

し
て
、
従
来
の
個
人
主
義
を
強
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
の
仕

方
で
の
道
を
、
芸
術
活
動
を
主
た
る
舞
台
と
し
て
果
敢
に
切
り
拓
い
て
い

た
の
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
で
あ
っ
た
。
バ
タ
イ
ユ
は
そ
の
意
義
を
強
調

す
る
。「
両
大
戦
間
に
は
、
詩
が
孤
立
し
た
個
人
に
そ
な
わ
る
至
上
の
卓

越
性
で
あ
る
と
は
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
は
詩
的
テ
ク
ス
ト
を
夢
が
啓
示
す
る
も
の
に
似
た
万
人
共
通
の

諸
要
素
の
表
現
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
断
固
た
る
決
定
力
と
な
っ

た（
7
）」
と
。

　

し
か
し
な
ぜ
バ
タ
イ
ユ
は
こ
ん
な
こ
と
を
、
論
文
の
冒
頭
か
ら
長
々
と

語
り
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
体
裁
と
し
て
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
を
直
接
に
扱
う
『
現
代
詩
と
聖
な
る
も
の
』
で
は
な
く
、
社
会
学
的
な

著
作
で
あ
る
『
社
会
的
事
象
』
の
書
評
だ
と
い
う
の
に
。

　

こ
こ
で
一
旦
、
戦
後
の
こ
の
時
期
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
フ
ラ
ン
ス

社
会
学
が
と
も
に

0

0

0

置
か
れ
て
い
た
状
況
を
想
起
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
大
学
制
度
の
内
と
外
と
い
う
違
い
は
あ
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
集

団
的
作
業
に
基
礎
を
置
く
こ
の
二
つ
の
流
派
は
、
す
で
に
「
時
代
遅
れ
の

も
の
」
と
い
う
認
識
を
、
少
な
く
と
も
知
的
界
隈
に
お
い
て
甘
受
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
「
終
焉
」
を

告
げ
た
、
前
述
の
ナ
ド
ー
の
著
作
が
す
ぐ
に
も
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う（

8
）。

ま
た
後
者
に
関
し
て
は
、
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ミ
ア
ン
、
セ
レ
ス
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モ
ヌ
ロ
に
と
っ
て
は
、「
社
会
学
は
、
状
況
と
日
付
を
も
っ
た
人
間
の

条
件
と
わ
れ
わ
れ
が
呼
ぶ
粒
子
を
動
か
す
牽
引
力
〔attraction

〕
と
反

発
力
〔répulsion

〕
の
運
動
に
対
し
て
、
意
味
を
与
え
る
試
み
の
う
ち

に
あ
る（

13
）」
と
自
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
学
と
は
何
よ
り
も
そ
う

し
た
諸
力
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と

る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
対
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
社
会
現
象
は
も
の
で
あ
り
、
も
の
の
よ
う
に
扱
わ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
」、「
社
会
現
象
は
、
そ
れ
ら
を
表
象
す
る
意
識
主
体
か
ら
切
り

離
し
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い（

14
）」、
と
い
っ

た
社
会
学
の
方
法
論
的
規
則
を
厳
密
に
課
そ
う
と
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
で
あ

る
。
モ
ヌ
ロ
は
こ
れ
と
異
な
る
社
会
学
像
を
提
示
し
よ
う
と
、
何
と
か
模

索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
バ
タ
イ
ユ
か
ら
す
れ
ば
、
モ
ヌ
ロ
の
よ
う
に
唱
え
る
だ
け
で
は
、

生
物
学
者
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ラ
ボ
ー
が
描
き
出
す
動
物
の
世
界
の
、
人
間

へ
の
安
易
な
適
用
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
社
会
学
研
究
会
で
の

講
演
「
牽
引
力
と
反
発
力
」（
一
九
三
八
年
）
に
お
い
て
こ
の
ラ
ボ
ー
流

の
世
界
観
を
批
判
し
て
い
た
バ
タ
イ
ユ
で
あ
る
が
、「
社
会
学
の
道
徳
的

意
味
」
に
お
い
て
も
、
い
ま
だ
ラ
ボ
ー
を
援
用
し
つ
づ
け
る
モ
ヌ
ロ
に
対

し
て
、「
彼
は
ラ
ボ
ー
の
理
論
を
受
け
入
れ
て
、
相
互
牽
引
力
と
い
う
生

理
学
的
な
現
象
を
社
会
的
事
象
の
基
礎
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ

う
し
た
上
で
、
ラ
ボ
ー
の
不
十
分
さ
を
論
難
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
モ
ヌ

革
命
的
活
動
に
対
す
る
欲
望
は
当
初
か
ら
、
ソ
連
の
革
命
的
社
会
に
、

ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
学
に
、
注
意
を
惹
き
つ
け
て
い
た
。
そ
し

て
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
諸
民
族
が
有
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
や
宗
教

的
活
動
に
対
す
る
関
心
は
、
個
人
的
な
創
作
活
動
に
対
す
る
集
団
的
な

創
作
活
動
の
卓
越
性
に
、
ひ
い
て
は
、
社
会
学
や
民
族
誌
学
に
、
と
く

に
、
宗
教
的
活
動
や
神
話
は
個
人
に
優
越
す
る
集
団
的
な
一
存
在
と
し

て
の
社
会
の
現
れ
で
あ
る
、
と
定
義
づ
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
理
論
に
、

注
意
を
惹
き
つ
け
た
の
で
あ
る（

11
）。

　

モ
ヌ
ロ
の
著
作
を
機
縁
と
し
て
、
バ
タ
イ
ユ
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と

フ
ラ
ン
ス
社
会
学
が
共
有
す
る
射
程
を
こ
の
よ
う
に
言
語
化
で
き
た（

12
）。

モ
ヌ
ロ
個
人
に
反
論
す
る
と
い
う
ば
か
り
か
世
の
趨
勢
に
あ
え
て
抗
っ
て
、

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
の
い
ま
だ
汲
み
尽
く
し
え
ぬ
可

能
性
に
注
意
を
促
す
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
論
文
「
社
会
学
の
道
徳
的
意

味
」
に
込
め
ら
れ
た
狙
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

2
　（
聖
）
社
会
学

　

こ
こ
で
、
社
会
学
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
振
り
返
っ
て
お

こ
う
。
も
っ
と
正
確
に
は
、
バ
タ
イ
ユ
が
モ
ヌ
ロ
を
含
め
た
仲
間
た
ち
と

夢
見
た
社
会
学
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



203　　社会学およびシュルレアリスムの道徳的意味

ゼ
に
ま
と
め
る
。
曰
く
、
一
、「
社
会
は
そ
の
部
分
の
総
和
と
は
異
な
る

一
つ
の
全
体
で
あ
る
」、
そ
し
て
二
、「
宗
教
、
よ
り
正
確
に
は
聖
な
る
も

の
は
、
結
び
つ
き
〔lien

〕
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
社
会
に
ほ
か

な
ら
な
い
全
体
の
構
成
要
素
で
あ
る（

18
）」。

　

こ
う
や
っ
て
抽
出
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
像
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
バ
タ

イ
ユ
は
、
別
の
場
所
で
も
、
お
そ
ら
く
科
学
の
枠
内
に
踏
み
止
ま
ろ
う
と

す
る
社
会
学
者
の
姿
勢
に
留
保
を
示
す
こ
と
は
忘
れ
ず
に
、
こ
の
よ
う
に

擁
護
を
重
ね
る
。「
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
今
日
不
当
に
貶
め
ら
れ

て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
私
も
彼
の
教
義
か
ら
は
距
離
を
と
っ
て
い

る
が
、
し
か
し
そ
の
核
心
を
手
放
す
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い（

19
）」
と
。
そ

し
て
バ
タ
イ
ユ
は
、
結
び
つ
き
が
生
起
す
る
契
機
と
し
て
の
聖
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
め
ぐ
っ
て
、
今
度
は
そ
れ
を
自
ら
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

3
　
黒
人
の
生
体
験

　

で
は
こ
こ
で
、『
社
会
的
事
象
』
の
概
略
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
著

作
は
、
短
い
「
補
遺
」
を
除
く
と
、「
社
会
学
は
今
日
い
か
な
る
条
件
で

可
能
な
の
か
」「
社
会
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
す
る
概
論
」「
あ
ら
ゆ
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
実
践
的
解
明
の
た
め
の
一
般
綱
領
」
と
い
う
三
部
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
へ
の
直
接
的
な
批
判
と
な
っ

て
い
る
第
一
部
と
、
そ
の
代
替
案
を
掲
げ
る
第
二
部
を
検
討
し
た
い
（
第

ロ
の
所
論
を
間
接
的
に
批
判
す
る
。「
社
会
を
弁
別
す
る
も
の
は
次
の
事

実
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
は
類
似
し
た
個
人
同
士
の
相
互
的
な
牽
引

力
か
ら
な
る
群
衆
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
群
衆
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
一
つ
の
全
体
を
形
成
す
る
諸
個
人
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る

総
体
で
あ
る（

15
）」
と
。

　

要
す
る
に
、
た
と
え
そ
こ
に
反
発
力
と
い
う
要
素
を
つ
け
加
え
た
と
こ

ろ
で
、
モ
ヌ
ロ
は
社
会
を
社
会
た
ら
し
め
る
「
社
会
の
核
」、
す
な
わ
ち

「
聖
な
る
核noyau 

sacré

（
16
）」
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
他
方

の
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
を
対
象
と
す
る
も
の
こ
そ
（
聖
）
社
会

学
な
の
で
あ
っ
た
。

　

ゆ
え
に
こ
の
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
意
識
の
差
異
が
、
戦
前
か
ら
戦
後

を
通
し
て
モ
ヌ
ロ
と
バ
タ
イ
ユ
を
隔
て
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に

モ
ヌ
ロ
は
同
じ
一
九
四
六
年
に
、「
社
会
学
の
道
徳
的
意
味
」
に
先
立
っ

て
発
表
さ
れ
て
い
た
「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
に
つ
い
て
」
の
中
で
社

会
学
研
究
会
に
触
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
社
会
学
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

「
人
間
と
い
う
粒
子
に
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
牽
引
力
と
反

発
力
の
運
動
を
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
か
き
集
め
て
研
究
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
し
て
い
た（

17
）。
バ
タ
イ
ユ
は
こ
の
変
わ
ら
ぬ
モ
ヌ
ロ
を
前
に

し
て
同
意
を
与
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
反
論
も
で
き
ず
批
判
に
晒
さ
れ
る
ば

か
り
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
側
に
立
つ
。
そ
の
と
き
バ
タ
イ
ユ
は
、
彼
が
い
う

と
こ
ろ
の
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
教
義
の
核
心
お
よ
び
土
台
」
を
二
つ
の
テ
ー
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す
で
に
一
九
三
九
年
に
は
、
モ
ヌ
ロ
も
関
与
し
て
い
た
『
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
』

誌
上
で
、「
黒
人
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
」
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
は
『
帰
郷
ノ

ー
ト
』
の
第
一
稿
を
発
表
し
て
い
た（

22
）。
モ
ヌ
ロ
は
こ
れ
ら
の
同
郷
人
と

は
対
照
的
に
、
あ
の
よ
う
な
著
作
を
ど
う
し
て
も
書
か
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
黒
人
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
黒
人
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ

ま
り
端
的
に
彼
自
身
の
生
体
験

0

0

0

0

0

0

0

を
語
ら
ず
に
済
ま
せ
て
い
る
。「
立ポ
ジ
シ
オ
ン場
な

き
観
察
者
な
ど
存
在
せ
ず
、
観
察
者
と
は
そ
の
立
場
の
こ
と
で
あ
る

0

0

0

。
私

と
は
私
の
状
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ン
況
の
こ
と
で
あ
る（

23
）」
と
自
ら
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、

も
し
本
当
に
「
社
会
学
の
意
味
」
が
「
生
体
験
」
と
密
接
不
可
分
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
自
分
の
体
験
に
則
し
て
語
ら
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
バ
タ
イ
ユ
は
、
こ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
で
あ
り
な
が
ら
も
見
過
ご
す
こ
と

の
で
き
な
い
疑
問
点
を
、
控
え
目
に
で
も
指
摘
す
る
の
を
忘
れ
な
い（

24
）。

き
っ
と
言
行
の
乖
離
を
見
せ
る
そ
う
し
た
不
徹
底
さ
が
、
モ
ヌ
ロ
は
そ
の

情
熱
と
あ
ま
り
に
不
釣
合
い
な
結
果
し
か
残
せ
て
い
な
い
と
い
う
、
そ
ん

な
印
象
を
ど
こ
か
一
般
に
与
え
て
し
ま
う
大
き
な
理
由
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

4
　
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
、
ブ
ン
ト

　

そ
し
て
そ
う
し
た
「
個
人
」
か
ら
出
発
し
て
、
社
会
を
理
解
す
る
「
純

粋
社
会
学
」
的
な
格
子
と
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
示
す
る
の
が
、
第
二
部

の
「
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
す
る
概
論
」
と
な
る
。
そ
こ
で
モ
ヌ
ロ
が

三
部
は
、
彼
の
共
産
主
義
批
判
へ
と
連
な
る
著
述
と
な
っ
て
い
る
）。

　

そ
こ
で
の
モ
ヌ
ロ
の
批
判
を
改
め
て
確
認
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、

「
社
会
的
事
象
は
も
の
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム

流
の
社
会
学
に
向
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
で
は
、「
体
験le vécu

」

な
い
し
は
「
生
体
験expérience vécue

」
を
と
り
逃
し
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
（
こ
こ
で
も
モ
ヌ
ロ
は
、
サ
ル
ト
ル
が
バ
タ
イ
ユ
論
で
《Erlebnis

》

の
訳
語
と
し
て
提
案
す
る
《expérience vécue

》
を
踏
襲
し
て
い
る（

20
））。

　

そ
の
さ
い
、
体
験
に
お
け
る
「
牽
引
力
」
お
よ
び
「
反
発
力
」
か
ら
な

る
「
情
動
性
」
を
重
視
す
る
モ
ヌ
ロ
は
、
そ
う
し
た
間
個
人
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
社
会
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
だ

が
、
や
は
り
モ
ヌ
ロ
の
論
に
脆
弱
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

社
会
を
個
人
の
延
長
で
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
点
に
尽
き
る

の
だ
ろ
う（

21
）。
た
だ
し
そ
れ
は
単
に
、
モ
ヌ
ロ
に
よ
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
理

解
社
会
学
、
現
象
学
の
受
容
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
彼
個
人
の

「
実
存
」
に
こ
そ
強
く
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の

も
、
モ
ヌ
ロ
は
自
ら
の
立
場
を
抽
象
的
に
普
遍
化
し
う
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
」

デ
ュ
ル
ケ
ム
を
前
に
し
て
、
そ
う
し
た
「
同
化
」
が
叶
わ
ぬ
身
体
性
を
有

す
る
黒
人
と
し
て
の
実
存

0

0

0

0

0

0

0

0

を
強
烈
に
意
識
し
な
い
わ
け
は
な
い
。「
黒
い

皮
膚
」
の
存
在
ゆ
え
に
、
こ
の
二
つ
の
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
は
決
し
て
同

じ
社
会
的
地
位
に
は
な
い
か
ら
だ
。
実
際
に
、
五
年
後
に
「
黒
人
の
生
体

験
」
を
搾
り
出
す
よ
う
に
語
る
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
を
俟
た
ず
と
も
、
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ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
に
す
べ
て
が
交
換
可
能
で
あ
る
よ
う
な
同
質
的

0

0

0

な0

経
済
原
理
が
支
配
す
る
資
本
主
義
社
会
で
も
な
い
。
両
者
の
狭
間
に
あ

り
な
が
ら
、
モ
ヌ
ロ
が
何
よ
り
も
重
視
す
る
親
密
な
情
動
性
に
も
と
づ
く

「
親
和
力
」
を
保
持
し
、
社
会
に
対
し
て
あ
る
異
質
的
な

0

0

0

0

影
響
力
を
行
使

し
う
る
集
団
が
ブ
ン
ト
な
の
で
あ
る（

27
）。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
モ
ヌ
ロ
が
ド
イ
ツ
の
現
代
思
想
を
援
用
し
な
が
ら
繰

り
広
げ
て
み
せ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
学
研
究
会
に

お
い
て
カ
イ
ヨ
ワ
と
共
同
で
お
こ
な
っ
た
講
演
の
担
当
部
分
で
バ
タ
イ
ユ

が
示
し
て
い
た
分
類
と
の
照
応
関
係
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
三
つ
と
は
、

一
、「
伝
統
的
共
同
体
」、
二
、「
個
人
主
義
の
諸
原
理
」、
そ
し
て
三
、

「
秘
密
結
社société secrète

」
―
直
訳
す
れ
ば
「
秘
密
の
社
会
」
―

た
る
「
選
択
的
共
同
体
」
の
こ
と
で
あ
っ
た（

28
）（
実
際
に
、
秘
密
結
社
は

ド
イ
ツ
語
で
「
ゲ
ハ
イ
ム
ブ
ン
トGeheim

bund

」
で
あ
る
）。

　

た
だ
し
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
形
式
上
の
類
似
か
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

発
想
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
執
拗
に
問
い
つ
づ
け
る
だ
け
で
さ
し
た
る
成

果
を
残
さ
ず
に
終
わ
る
、
と
い
っ
た
不
毛
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、

そ
の
内
実
の
方
へ
と
目
を
向
け
て
み
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程

度
の
と
こ
ろ
ま
で
共
通
性
が
顕
著
な
両
者
の
考
え
の
う
ち
で
、
真
に
検
討

す
べ
き
相
違
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
そ
の
と
き
ま
ず
気
づ
か
さ

れ
る
の
は
、
ブ
ン
ト
は
モ
ヌ
ロ
に
と
っ
て
社
会
の
理
念
的
モ
デ
ル
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
ブ
ン
ト
は
〔
…
…
〕
最
も
純
粋
な
社
会
形
態
で
あ
る

依
拠
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
レ
ー
モ
ン
・
ア
ロ
ン
の
『
現
代
ド
イ
ツ
社
会

学
』（
一
九
三
五
年
）
を
通
し
て
知
り
え
た（

25
）、
か
の
地
の
社
会
学
的
な

成
果
で
あ
る
。
彼
は
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ニ
エ
ス
が
提
示
す
る
「
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
共
同
社
会
）」
お
よ
び
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
利
益

社
会
）」
と
い
う
い
ま
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
分
類
に
加
え
て
、
ヘ
ル
マ

ン
・
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
を
介
し
て
「
ブ
ン
ト
」
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

導
入
す
る
。

　

通
常
は
そ
れ
ぞ
れ
「
共
同
体com

m
unauté

」
お
よ
び
「
社
会société

」

と
フ
ラ
ン
ス
語
で
訳
出
さ
れ
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
／
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ 

ト
で
あ
る
が
、
モ
ヌ
ロ
は
前
者
を
宗
教
色
が
強
い
と
い
う
理
由
で
「
帰
属

関
係appartenance

」
な
い
し
は
「
血
族
社
会société consanguine

」

と
し
、
後
者
を
あ
ま
り
に
一
般
的
で
あ
る
と
し
て
「
契
約
社
会société 

contractuelle

」
と
す
る
。
ま
た
ブ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
モ
ヌ
ロ
は
「
交

感
的
結
束alliance 

com
m

unielle

」
と
も
訳
し
て
い
る
が
、『
現
代
詩

と
聖
な
る
も
の
』
で
は
、「
そ
の
成
員
が
選
択
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
の

み
結
ば
れ
て
い
る
集
団（

26
）」
と
い
う
簡
潔
な
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
『
社
会
的
事
象
』
の
論
述
は
非
常
に
錯
綜
し
て
お
り
、
そ
の
粗
削

り
で
あ
る
が
ゆ
え
の
豊
饒
さ
を
秘
め
た
思
考
を
縮
減
せ
ず
に
整
理
す
る
の

は
至
難
の
業
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ
で
の
要
点
を
抽
出
す
れ
ば
、

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

の
よ
う
に
生
ま
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
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九
一
二
―
一
三
年
）
や
オ
ッ
ト
ー
の
『
聖
な
る
も
の
』（
一
九
一
七
年
）

と
い
っ
た
複
数
の
先
達
が
す
ぐ
に
も
思
い
浮
か
ぶ

―
図
式
に
留
ま
ら
ず
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
な
る
一
歩
を
踏
み
出
し
て
、
実
は
聖
な
る
も
の
を
具
現
化

し
た
実
体
と
し
て
の
「
大
い
な
る
個
人
」
を
想
定
し
て
い
る
様
子
が
見
え

て
く
る
。
バ
タ
イ
ユ
も
こ
の
点
、
そ
れ
と
な
く
懸
念
を
表
明
し
て
い
た（

31
）。

　

と
こ
ろ
で
モ
ヌ
ロ
が
こ
の
よ
う
に
指
し
示
そ
う
と
す
る
社
会
集
団
と
は
、

カ
イ
ヨ
ワ
が
「
純
粋
社
会
」
と
見
な
し
て
い
た
「
セ
ク
ト
」
に
対
応
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
一
九
四
三
年
に
こ
う
書
い
て
い
た
。

「
社
会
の
内
部
で
は
、
そ
の
社
会
か
ら
決
然
と
分
離
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
が
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
集
団
は
、
そ
の
社

会
と
本
質
的
な
敵
対
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
社
会
と

は
異エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ

質
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
社
会
そ
の
も
の
よ
り
も
は
る

か
に
社
会
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
純
粋
社
会
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
な
の
だ（

32
）」。
ゆ
え
に
も
し
上
述
の
類
推
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
残
る

問
題
は
、
次
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、

カ
イ
ヨ
ワ
が
「
セ
ク
ト
」
の
事
例
と
し
て
差
し
出
す
社
会
学
研
究
会
、
あ

る
い
は
ア
セ
フ
ァ
ル
と
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
モ

ヌ
ロ
が
主
張
す
る
「
ブ
ン
ト
」
が
ほ
ぼ
等
価
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、

こ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
、
バ
タ
イ
ユ
が
戦
後
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
う
ち
に
見
よ
う
と
し
た
可
能
性

―
社
会
学
的
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

―
は
、
ど
の

点
に
お
い
て
袂
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
最
も
純
粋
に
社
会
的
な
形
態
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ（

29
）」。

　

そ
し
て
第
二
に
、
表
立
っ
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
批
判
を
よ
そ
に
導
入
さ
れ

な
が
ら
も
、『
社
会
的
事
象
』
で
は
そ
れ
ほ
ど
展
開
さ
れ
な
い
要
素
を
一

つ
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
モ
ヌ
ロ
は
、
聖
／
俗
の
区
分
よ
り
も
異
質
性
／

同
質
性
の
方
が
よ
り
全
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
触
れ
る
く
だ
り
で
、
異
質

性
の
形
象
の
一
つ
と
し
て
「
大
い
な
る
個
人grand individu

」
と
い
う

形
象
を
も
ち
出
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し
当
の
異
質
性
の
特
徴
と
し
て
、

清ピ

ュ

ー

ル

浄
＝
純
粋
／
不ア
ン
ピ
ュ
ー
ル

浄
＝
不
純
と
い
っ
た
両
義
的
性
質
を
モ
ヌ
ロ
は
し
っ
か

り
と
把
握
し
て
い
る
が（

30
）、「
大
い
な
る
個
人
」
が
ど
ち
ら
の
極
に
属
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
か
は
直
接
に
は
明
示
さ
れ
な
い
。
し
か
し
モ
ヌ

ロ
が
そ
れ
以
前
の
第
一
部
で
、「
大
い
な
る
個
人
」
と
は
社
会
学
の
出
現

と
同
時
代
的
な
現
象
で
あ
り
、
危
機
の
時
代
に
お
い
て
は
両
者
と
も
に
秩

序
の
回
復
と
い
う
目
的
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
た
こ
と
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
や
は
り
「
大
い
な
る
個
人
」
に
は
、
社
会
に
お
け
る
純0

粋
志
向
の

0

0

0

0

役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

こ
う
し
た
理
論
的
操
作
か
ら
は
、
社
会
と
は
牽
引
力
と
反
発
力
か
ら
な

る
と
し
て
い
た
モ
ヌ
ロ
が
、
そ
の
不
在
の
焦
点
と
し
て
「
聖
な
る
も
の
」

を
置
く
と
い
う

―
『
人
間
と
聖
な
る
も
の
』（
初
版
は
一
九
三
九
年
）

の
カ
イ
ヨ
ワ
の
み
な
ら
ず
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
ト
ー
テ
ム
と
タ
ブ
ー
」（
一
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バ
タ
イ
ユ
は
、
そ
れ
ま
で
の
直
接
行
動
が
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
破
綻

を
迎
え
る
の
と
前
後
し
て
、
同
志
で
あ
り
恋
人
で
あ
っ
た
コ
レ
ッ
ト
・
ペ

ニ
ョ
の
死
に
直
面
す
る
（
一
九
三
八
年
一
一
月
）。
そ
し
て
彼
は
そ
の
後

の
一
九
三
九
年
に
、「
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
一
文
を
公
に
す
る
（
実
際

の
執
筆
は
、
本
人
に
よ
れ
ば
一
九
三
八
年
の
八
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て

と
の
こ
と（

35
））。
そ
こ
で
は
聖
な
る
も
の
が
芸
術
と
と
も
に
考
察
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
二
年
前
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
講
義
担
当
者
」
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
宛
の
手
紙
で
語
ら
れ
て
い
た
「
否
定
性
」

や
「
承
認
」
と
い
う
概
念
を
軸
に
し
て
は
も
は
や
問
い
が
立
て
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
に
、
ま
ず
は
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
あ

の
「
消デ
パ
ン
ス尽
」
の
経
済
に
依
拠
し
た
供
犠
的
な
も
の
と
は
異
な
る
詩
的
構
想

が
展
開
さ
れ
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
、
確

実
に
一
つ
の
転
機
と
な
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る（

36
）。

事
実
そ
こ
で
は
、
聖
な
る
も
の
へ
の
探
究
が
結
局
は
宗
教
の
茶
番
と
な
っ

て
し
ま
う
、
そ
う
し
た
袋
小
路
か
ら
抜
け
出
る
視
座
が
確
認
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
に
し
て
バ
タ
イ
ユ
が
辿
っ
た
精
神
の
行
程
の
末
に
獲
得
さ
れ
た
も

の
を
、「
自
己
意
識
」
な
ら
ぬ
聖
な
る
意
識

0

0

0

0

0

と
名
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
宗
教
史
に
関
す
る
知
見
が
掘
り
下
げ
ら
れ
た
お
か
げ
で
、
本

質
的
な
宗
教
活
動
は
一
個
ま
た
は
複
数
の
人
格
的
超
越
的
存
在
に
向
け

5
　
現
代
詩
と
聖
な
る
も
の

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、
ア
セ
フ
ァ
ル
と
社
会
学
研
究
会
の
時
代
に
バ
タ
イ

ユ
の
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
カ
イ
ヨ
ワ
に
よ
る
、
後
の
時
代
の
証
言
に

耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。「
バ
タ
イ

ユ
は
、
ま
さ
し
く
儀
礼
中
心
に
偏
っ
た
セ
ク
ト
を
、
社
会
学
研
究
会
と
表

裏
一
体
の
関
係
に
し
た
い
と
つ
ね
に
考
え
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
聖
な
る

も
の
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
儀
礼
執
行
に
よ
っ
て
こ
そ
再
び
そ
の
姿
を
現
す

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ（

33
）」。
セ
ク
ト
が
ア
セ
フ
ァ
ル
の
こ
と
を
指
す
の

か
ど
う
か
は
厳
密
に
は
不
明
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
秘
密
結
社
と
し
て
の

ア
セ
フ
ァ
ル
に
カ
イ
ヨ
ワ
が
ど
の
程
度
ま
で
関
与
し
て
い
た
の
か
と
い
う

の
は
結
局
の
と
こ
ろ
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
が（

34
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
発

言
か
ら
は
、「
儀
礼
」
に
執
心
す
る
バ
タ
イ
ユ
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
戦
後
の
バ
タ
イ
ユ

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
特
段
の
関
心
を
寄

せ
る
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
の
不
当
だ
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、

一
面
的
に
す
ぎ
る
姿
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
、
ア
セ
フ
ァ

ル
や
社
会
学
研
究
会
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
以
前
の
立
場
に
変
更
を
加

え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
、
変
わ
ら
な
い
強
さ

0

0

0

0

0

0

0

を
も

つ
モ
ヌ
ロ
に
、
変
わ
る
勇
気

0

0

0

0

0

を
も
つ
バ
タ
イ
ユ
の
姿
勢
が
対
置
さ
れ
る
。
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rieure au surréalism
e

」
に
あ
っ
た
「
あ
る
失
敗
し
た
試
みune ten-

tative 
avortée

」
に
言
及
す
る
の
と
同
じ
場
所
で
、
ブ
ル
ト
ン
が
避
難

先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
関
わ
っ
て
い
た
雑
誌
『
Ｖ

ヴ
ェ
ー

･

ト
リ
プ
ルＶ

Ｖ
』
ま
で
フ
ォ
ロ

ー
し
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
た
。
一
九
四
二
年
の
創
刊
号
に
発
表
さ

れ
た
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
第
三
宣
言
か
否
か
の
た
め
の
序
論
」
に
は

「
神
話
」
に
寄
せ
る
ブ
ル
ト
ン
の
関
心
が
認
め
ら
れ
る
と
、
バ
タ
イ
ユ
は

紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
そ
れ
以
上
に
、「
今
日
の
最
も
明
晰

で
最
も
大
胆
な
精
神
の
う
ち
に
数
え
う
る
人
た
ち
」
と
し
て
バ
タ
イ
ユ
や

カ
イ
ヨ
ワ
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
彼
ら
に
共
通
す
る
関
心
は
、

「
社
会
的
神
話
な
く
し
て
社
会
は
な
い
」
と
い
う
公
理
を
め
ぐ
る
問
い
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
中
に
ブ
ル
ト
ン
自
身
も
合

流
し
、
最
後
に
そ
れ
を
「
新
し
い
神
話un m

ythe nouveau

」
の
問
い

と
し
て
差
し
出
し
て
い
る（

40
）。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
背
景
と
し
て
、
バ
タ
イ
ユ
は
そ
れ
ま
で
依
拠
し
て

い
た
過
激
至
上
主
義
的
な
考
え
方
の
根
本
的
な
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

そ
れ
が
戦
後
に
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
そ
れ
自
体
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

積
極
的
に
擁

護
し
は
じ
め
る
潜
在
的
動
因
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
バ
タ
イ
ユ
の
目
に
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
、
聖
な
る
も
の
を
神
話
に
よ
っ
て
到
来
さ
せ
る
ア
ン

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ガ
ジ
ュ
マ
ン

0

0

0

0

0

と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る（

41
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
ブ
ン
ト
は
非
常
に
し
ば
し
ば
、（
外
部
の
敵
な
ら
び

に
社
会
の
内
部
の
他
者

0

0

に
対
す
る
）
戦
争
を
目
指
し
て
の
人
間
集
団
と
な

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
非ア
ン
ペ
ル
ソ
ネ
ル

人
格
的
な
現
実
に
向
け
ら
れ
て
い

た
と
い
う
事
実
が
判
明
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
聖
な
る
も
の
を
実
体
化

0

0

0

し
た
の
だ
。
し
か
し
今
日
宗
教
の
燃
え
た
ぎ
る
存
在
が
認
め
ら
れ
る
聖

な
る
も
の
の
本
性
と
は
、
お
そ
ら
く
人
間
の
あ
い
だ
で
生
起
す
る
こ
の

上
な
く
捉
え
が
た
い
も
の
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
聖
な
る

も
の
と
は
、
交
感
的
一
体
性
〔unité 

com
m

unielle

〕
の
特
権
的
な

瞬
間
、
普
段
は
抑
圧
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
痙
攣
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
瞬
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら（

37
）。

　

こ
こ
か
ら
は
、
バ
タ
イ
ユ
の
関
心
に
お
い
て
、「
神
話
」
を
は
じ
め
と

す
る
表
象
と
「
儀
礼
」
か
ら
な
る
実
践
を
通
し
た
「
聖
な
る
も
の
を
管
理

す
る
制
度adm

inistration du sacré

（
38
）」
で
あ
る
、
い
う
な
れ
ば
「
本

物
の
」
宗
教
、
す
な
わ
ち
「
無ア
セ
フ
ァ
ル

頭
人
」
の
形
象
を
掲
げ
た
供
犠
の
宗
教
が

後
景
に
退
き
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
結
び
つ
く
契
機
と
し
て
の
聖
な
る
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の0

が
、
来
る
べ
き
現
代
詩
論
の
テ
ー
マ
と
し
て
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と

が
予
感
さ
れ
る
。

　

加
え
て
彼
は
、『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
歴
史
』
の
第
二
巻
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
ナ
ド
ー
の
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
資ド
キ
ュ
マ
ン料』（
一
九
四
八
年
）

に
寄
せ
て
、「
実
を
い
え
ば
、
私
は
、
す
で
に
初
出
の
段
階
で
こ
れ
ら
の

テ
ク
ス
ト
を
ど
れ
も
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
た（

39
）」
と
吐
露
し
て
い
た
が
、

「
社
会
学
の
道
徳
的
意
味
」
で
は
、「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
外
部exté-
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に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、
モ
ヌ
ロ
か
ら
「
宗

教
」
や
「
聖
な
る
も
の
」、
そ
し
て
「
ブ
ン
ト
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を

得
た
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
齟
齬
は
何

一
つ
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る（

45
）。
し
か
し
な
が
ら
、
詩
を
そ
れ
自

体
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
バ
タ
イ
ユ
が
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の

う
ち
に
実
体
化
を
阻
む
詩
、
す
な
わ
ち
「
神
話
」
と
し
て
指
し
示
さ
れ
る

や
否
や
「
神
話
の
不
在
」
と
化
す
よ
う
な
不
定
形
の
詩

0

0

0

0

0

を
見
る
と
き
、
二

人
の
社
会
学
徒
の
立
場
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
次
に
掲
げ
る
引
用

か
ら
は
、
先
駆
者
た
る
モ
ヌ
ロ
の
貢
献
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
印
象
を
受

け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
辿
っ
た
分
析
を
踏
ま
え
れ

ば
、
後
半
部
分
で
は
、
そ
う
や
っ
て
肯
定
的
な
目
配
せ
を
送
っ
た
モ
ヌ
ロ

か
ら
離
反
す
る
バ
タ
イ
ユ
を
確
認
で
き
る
は
ず
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
一
つ
の
教
会
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い

う
の
は
逆
説
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
モ
ヌ
ロ
が
最
初
に
（『
現
代
詩
と

聖
な
る
も
の
』
に
お
い
て
）
そ
う
や
っ
て
な
ぞ
ら
え
、
グ
ラ
ッ
ク
が

（
先
に
引
い
た
記
事
〔「
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
あ
る
い
は
「
運
動
」
の

魂
」、『
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
』
誌
、
第
五
八
号
、
一
九
四
七
年
三
月
〕
に
お

い
て
）
そ
の
後
に
つ
づ
い
た
。
ど
う
し
て
力
説
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。

ど
う
し
て
い
わ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
あ
る
意
味
で
ロ
マ
ン
主
義
は
、

そ
れ
を
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
内
部
で
は
宗
教

0

0

る（
42
）」
と
主
張
す
る
な
ど
し
て
、
究
極
に
は
戦
争
へ
の
覚
悟
を
「
ブ
ン

ト
」
に
求
め
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
モ
ヌ
ロ
の
社
会
構
想
に

お
い
て
は
、
文
学
的
集
団
が
主
要
な
役
割
を
演
じ
る
と
い
う
想
像
は
と
て

も
つ
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
、
儀
礼
な
き
神
話
は
単
な
る
文
学
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

い
い
切
る
『
神
話
と
人
間
』（
一
九
三
八
年
）
で
の
カ
イ
ヨ
ワ
が
彷
彿
と

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が（

43
）、
実
際
に
、「
ブ
ン
ト
」
で
あ
る
は
ず
の
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
対
し
て
モ
ヌ
ロ
が
強
調
す
る
距
離
感
も
、
そ
こ
に
現

実
的
な
有
効
性
を
何
ら
期
待
で
き
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
そ
れ
は
宗

教
で
な
く
呪
術
で
あ
り
、
し
か
も
「
希
望
な
き
呪
術
」
で
し
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
詩
が
も
は
や
そ
れ
自
身
で
し
か
な
く
な
る
と
、
詩
作
品
を
生
み

出
す
側
に
と
っ
て
も
、
生
み
出
さ
れ
た
作
品
に
身
を
委
ね
る
側
に
と
っ

て
も
、
そ
の
行
為
は
、
呪
術
を
科
学
に
似
せ
て
い
る
、
あ
の
結
果
に
対

す
る
期
待
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
と
な
る
。
詩
は
呪
術
の
た
め
の
呪
術
、

希
望
な
き
呪
術
と
な
り
、
詩
人
は
と
い
え
ば
、
儀
礼
の
た
め
の
儀
礼
に

没
頭
す
る
だ
け
で
何
も
の
も
期
待
し
な
い
呪
術
者
と
な
る（

44
）。

　

他
方
、
ア
セ
フ
ァ
ル
、
社
会
学
研
究
会
の
失
敗
を
経
験
し
た
バ
タ
イ
ユ

が
戦
後
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
と
寄
せ
る
関
心
は
、
た
し
か
に
現
代
詩

0

0

0

と
聖
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
こ
の
点
に
限
れ
ば
、
モ
ヌ
ロ
と
は
他
の
誰
に
も

ま
し
て
近
い
存
在
同
士
で
あ
る
と
い
え
る
。
実
際
に
バ
タ
イ
ユ
は
、
戦
後
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ズ
ム
へ
の
道
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
イ
デ
ア
と
し

0

0

0

0

0

て
の
ア
セ
フ
ァ
ル

0

0

0

0

0

0

0

と
訣
別
し
え
た
バ
タ
イ
ユ
が
語
る
の
は
、「
大
い
な
る

0

0

0

0

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

0

0

0

0

0

0

0

0grand 
surréalism

e

（
47
）」
と
な
る
。
し
か
し
そ
こ

で
は
、「
大
い
な
る
個
人
」
と
し
て
の
ブ
ル
ト
ン
は
問
題
で
な
い
。
こ
の

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
宗
教

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
「
聖
な
る
も
の
」
の
位
置
を
占
め

る
の
は
「
詩
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
つ
ど
「
結
び
つ
き
」
が
生
起
す
る

痙
攣
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
場
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、
純
粋
形
態
に
お
け
る
優
れ
た
「
社
会
的
事

象
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
社
会
学
の
道
徳
的
意
味
」
と
い
う
ば

か
り
か
、
ま
さ
し
く
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
道
徳
的
意
味

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
っ
た
。

で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
集
団
は
そ
の
宗
教
の
教

会
で
あ
り
、
詩
は
そ
の
神
（
あ
る
い
は
悪
魔
）
で
あ
る
、
と
〔
…
…
〕。

詩
の
聖
な
る
性
質
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
異
論
も
出
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
詩
が
自
律
的
な
も
の
と
な
り
、
す
で
に
聖
な
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
実
を
表
現
す
る
こ
と
だ
け
に
も
は
や
甘
ん
じ

な
く
な
る
瞬
間
か
ら
、
詩
は
そ
れ
自
体
で
聖
な
る
も
の
の
戦
慄
の
一
切

を
も
た
ら
し
、
詩
作
品
を
通
し
て
こ
の
戦
慄
を
交
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
流
さ
せ
る
の
だ（

46
）。

　

バ
タ
イ
ユ
は
モ
ヌ
ロ
の
よ
う
に
、「
聖
な
る
も
の
」
を
受
肉
し
た
「
大

い
な
る
個
人
」
を
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、「
閉
じ
た
共
同
体
」

で
あ
る
限
り
の
セ
ク
ト
や
ブ
ン
ト
へ
の
道
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
フ
ァ
シ

（
1
）«U

ne histoire du Surréalism
e?», Confl�uences, n

o 7, septem
bre 

1945, pp.774︲775.

（
2
）Cf. «La Révolution surréaliste», dans Œ

uvres com
plètes （désor-

m
ais O

C

）, X
I, Gallim

ard, 1988, p.18.

初
出
は
一
九
四
五
年
四
月
一

四
―
一
五
日
付
の
『
コ
ン
バ
』
紙
と
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
現
物
を
探
し

当
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
バ
タ
イ
ユ
の
『
全

集
』
に
は
と
き
お
り
断
り
の
な
い
テ
ク
ス
ト
の
改
変
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
時
系
列
が
容
易
に
辿
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
初
出
を
重
視
し
、

そ
れ
を
可
能
な
限
り
使
用
し
て
い
る
。

（
3
）«La 

Religion 
surréaliste», 

dans 
O

C, 
V

II, 
Gallim

ard, 
1976, 

pp.381︲405.

（
4
）Cf. M

arina Galletti, «Chronologie», in Georges Bataille, R
om

ans 

註
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et récits, Gallim
ard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2004, p. 

CX
X

V
.

（
5
）Cf. O

C, V
II, op. cit., p.610; «Lettre à Gaston Gallim

ard, du 29 
décem

bre 1948», dans Choix de lettres, 1917︲1962, édition 
établie, présentée et annotée par M

ichel Surya, Gallim
ard, 

1997, p.392.

（
6
）
本
稿
の
先
行
研
究
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
の
分
野
で
は
い
ま
だ
稀

有
な
「（
ポ
ス
ト
・
）
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
」
と
も
い
え
る
、
永
井
敦
子

「
ジ
ュ
ー
ル
・
モ
ヌ
ロ
の
転
成
」（『
現
代
詩
手
帖
』、
第
四
四
巻
第
四
号
、

思
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
四
月
、
八
九
―
九
七
頁
）
の
ほ
か
に
は
、
バ
タ
イ

ユ
―
カ
イ
ヨ
ワ
―
モ
ヌ
ロ
と
い
う
、
い
わ
ば
「
思
想
の
共
同
性
」
を
あ
る

時
期
生
き
て
い
た
ト
リ
オ

0

0

0

の
存
在
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
点
で
他
に
得
が

た
い
、
ジ
ャ
ン＝

ミ
シ
ェ
ル
・
エ
モ
ネ
の
一
連
の
著
作
を
挙
げ
て
お
き
た

い
（Jean-M

ichel H
eim

onet, N
égativité et com

m
unication, Jean-

M
ichel Place, 1990; Politiques de lʼécriture, Bataille ⊘ D

errida. 
Le sens du sacré dans la pensée française du surréalism

e à nos 
jours, Jean-M

ichel Place, 1990; Jules M
onnerot ou la dém

ission 
critique, 1932︲1990. T

rajet dʼun intellectuel vers le fascism
e, 

K
im

é, 1993

）。
ま
た
エ
モ
ネ
の
研
究
は
、「
社
会
学
の
道
徳
的
意
味
」
を

論
じ
な
が
ら
も
そ
の
書
評
対
象
た
る
『
社
会
的
事
象
』
を
読
ま
ず
に
済
ま

せ
て
い
る
も
の
が
目
に
つ
く
中
で
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
た
し
か
に
貴

重
な
成
果
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
は
、
戦
後
の
バ
タ
イ
ユ
に
お
け
る
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
評
価
を
そ
れ
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
。
私
た
ち
が
少
し
で

も
埋
め
て
ゆ
き
た
い
の
は
、
こ
の
研
究
上
の
空
白
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を

経
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
モ
ヌ
ロ
と
の
齟
齬
も
ず
っ
と
鮮
明
に
な
る
は

ず
だ
。

（
7
）«Le Sens m

oral de la sociologie», Critique, n
o 1, juin 1946, p.40.

（
8
）
一
九
四
六
年
の
五
月
に
避
難
先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
帰
国
し
た
ブ
ル
ト

ン
を
と
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。M

ark 
Polizzotti, 

A
ndré Breton, traduit par Jean-François Sené, Gallim

ard, 1999, 
pp.610︲645; M

ichel Surya, La R
évolution rêvée. Pour une his-

toire des intellectuels et des œ
uvres révolutionnaires, 1944︲

1956, Fayard, 2004, pp.287︲300.

（
9
）Cf. Johan H

eilbron, «Les M
étam

orphoses du durkheim
ism

e, 
1920︲1940», 

R
evue 

française 
de 

sociologie, 
26 

（2

）, 1985, 
pp.203︲237; Loïc Blondiaux, «Com

m
ent rom

pre avec D
ur-

kheim
? Jean Stoetzel et la sociologie française de lʼaprès-

guerre 

（1945︲1958

）», R
evue française de sociologie, 32 

（3

）, 
1991, pp.411︲441; Jean-Christophe M

arcel, Le D
urkheim

ism
e 

dans lʼentre-deux-guerres, PU
F, 2001.

（
10
）「
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
有
名
な
教
え
で
あ
る
「
社
会
的
事
象
を
も
の
と
し
て
扱

う
こ
と
」
が
、
ま
さ
し
く
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
バ
タ
イ
ユ
氏
を

社
会
学
に
お
い
て
魅
惑
す
る
も
の
な
の
だ
。〔
…
…
〕
だ
が
不
幸
な
こ
と

に
、
わ
れ
わ
れ
の
著
者
に
と
っ
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
は
死
ん
で
し
ま

っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
社
会
的
事
象
は
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か

ら
〔
…
…
〕」（Jean-Paul 

Sartre, 
«U

n 
nouveau 

m
ystique» 

（1943

）, dans Critiques littéraires 

（Situations, I

）, Gallim
ard, 

«Folio», 1993, pp.172︲173

）。

（
11
）«Le Sens m

oral de la sociologie», art. cit., p.40.
（
12
）
戦
後
の
バ
タ
イ
ユ
を
論
じ
る
場
合
、
彼
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
評
価
と
社

会
学
評
価
は
別
々
に
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
も

の
と
し
て
、
た
と
え
ば
次
の
二
つ
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。A

ntoine 
Com

pagnon, «Évaluation du surréalism
e: de lʼ«illisible» au 

«poncif»», in A
ndré Breton, dirigé par M

ichel M
urat, LʼH

erne, 
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1998, pp.413︲426; O
ctave D

ebary et A
rnaud T

ellier, «Le 
T

ournant ontologique de la sociologie», Les T
em

ps m
odernes, 

n
o 602, décem

bre 1998︲janvier-février 1999, pp.168︲180.

（
13
）Les Faits sociaux ne sont pas des choses, Gallim

ard, 1946, p.21.

（
14
）Em

ile 
D

urkheim
, 

Les 
R

ègles 
de 

la 
m

éthode 
sociologique 

（1895

）, Flam
m

arion, «Cham
ps Classiques», 2010, p.130 et 131.

（
15
）«Le Sens m

oral de la sociologie», art. cit., p.46 et 47.

（
16
）«A

ttraction et répulsion I», in D
enis H

ollier, Collège de Socio-
logie, 1937︲1939, Gallim

ard, «Folio», 1995, p.128.

（
17
）«Sur Georges Bataille 

（II
）», Confl�uences, n

o 9, février 1946, 
p.1016.

（
18
）«Le Sens m

oral de la sociologie», art. cit., p.46.

（
19
）T

héorie de la religion, dans O
C, V

II, op. cit., p.358.

バ
タ
イ
ユ

に
お
け
る
、
と
り
わ
け
そ
の
戦
後
に
お
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
受
容
に
着
目
し

た
研
究
は
、
ア
ン
リ
・
ユ
ベ
ー
ル
と
の
共
著
で
あ
る
「
供
犠
の
本
質
と
機

能
に
関
す
る
試
論
」（
一
八
九
九
年
）
や
、「
贈
与
論
」（
一
九
二
五
年
）

を
中
心
と
す
る
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
か
ら
の
影
響
が
語
り
尽
く
さ
れ
た
観

が
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
不
釣
合
い
な
ま
で
に
少
な
い
状
況
に
あ
る
。

「
供
犠
」
と
「
贈
与
」
と
い
う
、
あ
ま
り
に
人
目
を
引
き
や
す
い
テ
ー
マ

に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
比
較
的
早
い

時
期
の
先
駆
的
な
仕
事
と
し
て
、
宮
島
喬
「
バ
タ
イ
ユ
と
フ
ラ
ン
ス
社
会

学
」（『
現
代
思
想
』、
第
一
〇
巻
第
二
号
、
青
土
社
、
一
九
八
二
年
二
月
、

一
〇
八
―
一
一
九
頁
）
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

（
20
）Cf. Jean-Paul Sartre, art. cit., pp.144︲145.

（
21
）Cf. Jean-François Lyotard, La Phénom

énologie 

（1954

）, PU
F, 

«Q
uadrige», 2011, p.92.

（
22
）A

im
é Césaire, «Cahier dʼun retour au pays natal», V

olontés, n
o 

20, a oût 1939, pp.23︲51; Frantz Fanon, «LʼExpérience vécue 
du N

oir», E
sprit, n

o 179, m
ai 1951, pp.657︲679.

（
23
）Les Faits sociaux ne sont pas des choses, op. cit., p.82.

（
24
）Cf. «Le Sens m

oral de la sociologie», art. cit., p.46.

（
25
）Cf. Jean-M

ichel H
eim

onet, Jules M
onnerot ou la dém

ission cri-
tique, 1932︲1990, op. cit., p.67.

（
26
）La Poésie m

oderne et le sacré, Gallim
ard, 1945, p.190, note 37.

（
27
）Cf. Les Faits sociaux ne sont pas des choses, op. cit., pp.144︲

175.

こ
れ
は
第
二
部
の
う
ち
、「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
」
お
よ
び
「
結ア
リ
ア
ン
ス束
と
交
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
感

―
「
ブ
ン
ト
」」
と
い
う
項
目
の
部
分
で

あ
る
。

（
28
）Cf. «La Sociologie sacrée et les rapports entre «société», 

«organism
e» et «être»», in D

enis H
ollier, op. cit., pp.52︲54.

（
29
）Les Faits sociaux ne sont pas des choses, op. cit., p.161.

（
30
）Cf. ibid., pp.132︲133.

（
31
）
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
と
密
接
に
関
わ
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