
89　　初期フーコーにおけるカント『人間学』の解釈について

タ
イ
ト
ル
は
『
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』』。
以
下
、
同
書
を
『
序
文
』
と
呼

ぶ
）
は
、
フ
ー
コ
ー
研
究
の
な
か
で
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
事
実
、

二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
フ
ー
コ
ー
の
プ
レ
イ
ー
ヤ
ー
ド
版
選
集
に

こ
の
論
文
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
）。
こ
の
『
序
文
』
を
扱
っ
た
も
っ
と

も
早
い
研
究
の
一
つ
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ア
ン
の

LʼO
ntologie m

anquée de Foucault

が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

後
も
、『
序
文
』
を
対
象
と
し
た
研
究
は
い
く
つ
か
書
か
れ
て
き
た（

1
）。

　

同
書
の
編
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
序
文
』
の
目
的
と
は
、
近
代
の

知
を
支
配
し
た
「
人
間
」
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

「
人
間
」
と
は
、
超
越
論
と
経
験
論
と
い
う
相
異
な
る
次
元
を
結
び
つ
け

は
じ
め
に

　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
博
士
主
論
文
が
『
古
典
主
義
時
代
に
お
け
る

狂
気
の
歴
史
』（
一
九
六
一
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
博
士
副
論
文
と
し
て
彼
が
カ
ン
ト
の
『
実
用
的
見
地
か
ら
見

た
人
間
学
』（
以
下
『
人
間
学
』）
を
翻
訳
し
、
長
い
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て

い
た
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、

こ
の
副
論
文
が
長
い
間
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実

際
、
こ
の
論
文
は
フ
ー
コ
ー
の
死
後
、
二
〇
〇
九
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く

出
版
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、『
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
序
文
』（
日
本
語
の

論
説初

期
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
カ
ン
ト
『
人
間
学
』
の
解
釈
に
つ
い
て

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
と
の
比
較
を
通
じ
て

清
水
雄
大
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の
産
物
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
人
間
」
と
、
カ
ン
ト
の

『
人
間
学
』
そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
「
誤
っ
た
人
間
学
」
で
は
な
い
、
カ
ン
ト
の

『
人
間
学
』
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。「
人
間
」
を

思
考
す
る
の
で
な
い
の
な
ら
、『
人
間
学
』
は
い
っ
た
い
何
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
論
文

の
課
題
と
な
る
（
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
研
究
の
観
点
か
ら
フ
ー
コ
ー
の
カ

ン
ト
解
釈
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
は
、
本
論
文
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
）。

　

そ
の
た
め
に
、
こ
の
論
文
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
『
序
文
』
を
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』（
一
九
二
九
）
と
比
較
す
る
。『
序

文
』
の
訳
者
で
あ
る
王
寺
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
序
文
』
の
背
後

に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
書
の
影
響
が
色
濃
く
み
て
と
れ
る
。
と
は
い

え
、
も
ち
ろ
ん
、
フ
ー
コ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
を
単
に
な
ぞ

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
カ
ン

ト
の
『
人
間
学
』
と
は
、
た
ん
に
経
験
的
な
事
実
を
収
集
し
た
書
物
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
の
哲
学
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
晩
年

の
超
越
論
哲
学
へ
と
深
化
し
て
い
く
な
か
で
、『
人
間
学
』
は
何
の
役
割

も
果
た
し
て
い
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
人

間
学
』
理
解
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
『
人
間
学
』
研

究
の
争
点
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

て
し
ま
う
知
の
重
心
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
言
葉
と
物
』

（
一
九
六
六
）
で
、
フ
ー
コ
ー
は
人
間
を
「
超
越
論
的
経
験
的
二
重
体

doublet 
em

pirico-transcendantal

」
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の
「
人

間
」
の
系
譜
を
探
る
と
い
う
問
題
意
識
は
、『
序
文
』
と
『
言
葉
と
物
』

に
共
通
し
て
い
る
。
一
方
で
、『
言
葉
と
物
』
で
は
、
こ
の
「
人
間
」
の

系
譜
を
、
諸
学
問
（
生
物
学
、
経
済
学
、
文
献
学
）
の
考
古
学
的
分
析
を

通
じ
て
明
ら
か
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
（
そ
し
て
、
歴
史
の
産
物

に
す
ぎ
な
い
「
人
間
」
は
や
が
て
消
え
去
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
言
が
な
さ

れ
る
）。
他
方
で
、『
序
文
』
は
「
人
間
」
の
系
譜
と
い
う
問
題
に
取
り
組

む
に
あ
た
っ
て
、
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
の
生
成
を
こ
と
細
か
に
分
析
し

て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
一
つ
の
問
い
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
が
カ
ン
ト
を
重

視
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
「
人
間
」
の
発
明
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た

か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。『
言
葉
と
物
』
を
読
む
と
、
た
し
か
に
フ
ー
コ
ー

は
カ
ン
ト
こ
そ
が
「
人
間
」
の
発
明
者
で
あ
り
、
近
代
的
な
知
の
あ
り
方

の
創
始
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る（

2
）。
と
こ
ろ
が
、

『
序
文
』
を
見
て
み
る
と
、
フ
ー
コ
ー
は
カ
ン
ト
を
必
ず
し
も
「
人
間
」

の
哲
学
者
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
、
彼
の

考
え
で
は
、
カ
ン
ト
以
降
に
登
場
し
た
人
間
を
め
ぐ
る
様
々
な
探
求

―

超
越
論
的
で
あ
れ
経
験
的
で
あ
れ

―
は
、
総
じ
て
「
誤
っ
た
人
間
学
」（3
）

で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
近
代
の
「
人
間
」
と
は
「
誤
っ
た
人
間
学
」
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か
う
道
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
存
在
論
の
問
い
は
、『
カ

ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
で
も
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
確
認

し
て
お
く
と
、
こ
の
講
義
の
目
的
の
一
つ
は
、
同
時
代
の
新
カ
ン
ト
派
の

学
者
た
ち
に
よ
る
カ
ン
ト
解
釈
と
対
決
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
新
カ
ン
ト

派
で
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
は
数
学
や
物
理
学
と
い
っ
た
厳
密
科
学
の

た
め
の
予
備
学
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
純

粋
理
性
批
判
』
を
厳
密
科
学
の
基
礎
づ
け
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
を
否
定

し
、
む
し
ろ
存
在
論
の
予
備
学
（
形
而
上
学
の
根
拠
づ
け
）
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
書
に
移
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

存
在
論
と
は
有
限
な
現
存
在
（
人
間
）
に
と
っ
て
の
み
意
味
を
持
つ
学
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
無
限
な
存
在
で
あ
る
神
に
と
っ
て
は
存
在
論
な

ど
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
知
的
直
観
、
つ
ま
り
事
物
の
直
接
的

な
把
握
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
神
は
「
こ
の
物
は
本
当
に
存
在
す
る
の

か
」、「
存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
な
ど
と
存
在
の
問
い
に

悩
ま
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
有
限
な
存
在

で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
存
在
の
問
い
は
最
も
根
本
的
な
問
い
と
な
る
。

人
間
に
お
い
て
、
物
の
直
観
は
感
性
を
通
じ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
、
人
間
は
ま
ず
対
象
に
触
発
さ
れ
、
多
様
な
感
覚
を
与
え

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
感
覚
は
、
時
間
・
空
間
と
い
う
感
性
の
形
式

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
対
象
そ
の
も
の
が
感
覚
さ
れ
る
わ

　

最
後
に
、
本
論
文
の
構
成
を
記
し
て
お
く
。
第
一
節
で
は
、『
カ
ン
ト

と
形
而
上
学
の
問
題
』
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
『
人
間
学
』
の

解
釈
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
、『
序
文
』
を
扱
い
、
フ
ー
コ
ー
が

『
批
判
』
か
ら
晩
年
の
超
越
論
哲
学
へ
の
歩
み
の
な
か
に
『
人
間
学
』
を

位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
第
三
節
で
は
、
存
在
論
へ

と
向
か
わ
な
い
『
人
間
学
』
の
思
考
の
独
自
性
を
フ
ー
コ
ー
に
即
し
て
明

ら
か
に
す
る
。

第
一
節
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
人
間
学 

　
　
　
　
　
　

―
　

『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
の
『
人
間
学
』
に
対
す
る
研
究
と
注
解

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
に
多
く
を
負
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

4
）。
そ
こ
で
、
最
初
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト

書
を
手
短
に
検
討
し
て
、
そ
こ
で
の
「
人
間
学
」
の
位
置
付
け
を
論
じ
た

い（
5
）。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
は
、『
存
在
と
時
間
』

（
一
九
二
九
）
を
執
筆
し
終
え
、
そ
の
後
に
彼
が
思
考
の
「
転
回
」
を
遂

げ
る
ま
で
の
過
渡
期
に
行
わ
れ
た
講
義
で
あ
る
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
と
は
、
有
限
な
存
在
で
あ
る
現
存
在
（
人
間
）

の
実
存
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
有
限
性
か
ら
存
在
そ
の
も
の
へ
向
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二
つ
の
端
〔
感
性
と
悟
性
〕
を
結
び
合
わ
せ
る
外
的
な
靱
帯
で
は
な
い
。

そ
れ
は
根
源
的
に
合
一
的
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
固
有
の
能
力

と
し
て
、
構
想
力
に
対
し
て
本
質
的
な
構
造
的
関
係
を
も
つ
二
つ
の
他
の

能
力
の
統
一
を
形
成
す
る
」（6
）。
も
っ
と
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
の
「
超
越
論
的
構
想
力
」
と
い
う
概
念
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二

版
に
お
い
て
は
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
で
は
、
超
越
論
的
構
想
力
と

い
う
概
念
は
、
カ
ン
ト
の
思
考
か
ら
完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

そ
う
で
は
な
い
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
。
彼
の
理
解
で
は
、
超
越

論
的
構
想
力
は
姿
を
変
え
て
、
カ
ン
ト
の
『
論
理
学
』
の
冒
頭
に
あ
る

「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
う
ち
に
再
び
現
れ
て
い
る
と
い
う
。

確
認
し
て
お
く
と
、『
論
理
学
』
の
冒
頭
で
は
次
の
四
つ
の
問
い
が
掲
げ

ら
れ
て
い
た
。（
一
）
私
は
何
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、（
二
）
私
は

何
を
な
す
べ
き
な
の
か
、（
三
）
私
は
何
を
希
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
、（
四
）
人
間
と
は
何
か
。
一
か
ら
三
ま
で
の
問
い
は
、『
批
判
』
に
お

け
る
三
つ
の
区
分
（
理
論
理
性
、
実
践
理
性
、
判
断
力
）
に
対
応
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
第
四
の
「
人
間
と
は
何
か
」
は
『
批
判
』
の
な
か
に
対

応
す
る
も
の
が
な
い
。
で
は
、
こ
の
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、

『
人
間
学
』
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
否
定
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ン

ト
の
『
人
間
学
』
と
は
経
験
的
な
事
柄
の
収
集
と
分
析
に
終
始
し
て
お
り
、

け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
与
え
ら
れ
た
直
観
は
悟
性
（
知
性
）
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
、
よ
う
や
く
一
つ
の
認
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
神
は
知
性
の
み
で
物
を
認
識
し
え
た
が
、
有
限
な
人
間
は
感
性

に
よ
り
直
観
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
知
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

従
っ
て
物
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
限
な
現
存
在
に

お
い
て
は
、
知
性
と
感
性
は
必
ず
協
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、

次
の
よ
う
な
問
い
が
生
じ
る
。
感
性
と
悟
性
と
は
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
能
力
は
構
想
力
（
想
像
力
）
に
よ
っ

て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
、
構
想
力
と
は
記
憶
の
再
生
や
想

像
を
生
み
出
す
（
低
次
の
）
能
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
で
、
こ
の
普
通
の
構
想
力
と

は
異
な
る
「
超
越
論
的
構
想
力
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
こ
こ
に
注
目
し
、
悟
性
と
感
性
と
い
う
二
つ
の
能
力
を
結
び
つ
け
る
超

越
論
的
構
想
力
に
つ
い
て
長
い
分
析
を
加
え
て
い
る
。
彼
の
考
え
で
は
、

超
越
論
的
構
想
力
は
、
悟
性
と
感
性
と
独
立
し
た
能
力
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
悟
性
と
感
性
の
根
本
に
ひ
そ
み
、
両
者
を
根
本
か
ら
結
び
つ
け
る
力

な
の
で
あ
る
。『
批
判
』
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
次
元
に
お
け
る
諸
能
力
の

区
分
を
明
ら
か
に
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
超
越
論
的
構
想
力
は
そ
れ
ら
能

力
の
「
根
本
的
な
も
のle fondam

ental

」
の
次
元
を
問
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
超
越
論
的
構
想
力
は
単
に
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わ
ち
、
有
限
な
人
間
に
つ
い
て
の
反
省
は
、
形
而
上
学
的
存
在
（
神
や
世

界
）
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
問
題
は
も
は
や
、

認
識
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
有
限
性
を
思
考
す
る
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、『
批
判
』
か
ら
、
超
越
論
的
構
想
力
と
「
人
間
と
は
何
か
」

を
通
じ
て
、
無
限
な
世
界
や
神
と
有
限
な
人
間
と
の
関
係
を
思
考
す
る
超

越
論
哲
学
へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
明
ら

か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
超
越
論
哲
学
の
試
み
が
彼
の

基
礎
存
在
論
に
通
じ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ
ン
ト
書
を

締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
カ
ン
ト
の

『
人
間
学
』
は
こ
の
よ
う
な
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。

『
人
間
学
』
は
あ
く
ま
で
経
験
的
な
事
例
の
収
集
と
陳
列
に
と
ど
ま
り
、

人
間
の
有
限
性
や
「
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
と
い
う
問
題
と
は
無
縁
で

あ
る
と
い
う
。
カ
ン
ト
に
「
人
間
学
」
が
あ
る
と
す
る
の
な
ら
ば
、『
論

理
学
』
に
見
ら
れ
た
、「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
な
か
に
こ
そ

求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う

問
い
は
、
三
つ
の
能
力
の
根
拠
を
問
う
こ
と
か
ら
、
形
而
上
学
の
基
礎
づ

け
と
い
う
問
い
と
本
質
的
な
関
係
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
カ
ン
ト
に
よ
る
基
礎
づ
け
の
本
来
の
成
果
は
、

人
間
の
本
質
へ
の
問
い
と
形
而
上
学
の
確
立
と
の
ま
さ
に
こ
の
連
関

0

0

0

0

0

0

0

で
は

な
か
っ
た
か
」（9
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト
と
形

「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
三
能
力
の
根
本
を
問
う
問
い
か
け
と
は
無
縁

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
問
い
に
対
応
す
る
の
は
、
超
越
論
的
構
想
力
に

見
ら
れ
た
よ
う
な
根
本
的
な
も
の
の
思
考
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
存
在
論
の
定
置
さ
れ
た
基
礎
と
し
て
の
〔
超
越
論
的
〕
構
想
力
に
つ

い
て
よ
り
根
源
的
な
も
の
を
人
間
学

0

0

0

か
ら
聞
き
出
そ
う
と
い
う
試
み
は
、

そ
れ
ゆ
え
ど
の
よ
う
に
し
て
も
無
効

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
試
み
は
一
般
的
に
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
人
間

学
の
経
験
的
性
格
を
見
誤
っ
て
お
り
、
他
面
ま
た
純
粋
理
性
批
判
に
お

け
る
基
礎
づ
け
の
考
察
と
根
源
の
開
示
と
の
特
有
性
を
考
慮
し
て
な
い

か
ら
で
あ
る
」（7
）。

『
人
間
学
』
が
経
験
の
表
層
に
と
ど
ま
る
以
上
、「
人
間
と
は
何
か
」
を

問
う
た
め
に
は
、
新
な
哲
学
的
人
間
学
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
目

的
を
充
足
す
る
人
間
学
、
換
言
す
れ
ば
「
哲
学
的
人
間
学
」」（8
）が
必
要
と

な
る
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
こ
そ
が
こ
の

哲
学
的
人
間
学
と
い
う
構
想
を
実
現
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

上
の
引
用
の
な
か
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
「
人
間
と
は
何
か
」
と

い
う
問
い
が
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
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第
二
節
　『
序
文
』
に
お
け
る 

　
　
　
　
　
カ
ン
ト
『
人
間
学
』
の
生
成
の
説
明

　

フ
ー
コ
ー
の
『
序
文
』
は
も
と
も
と
、
彼
の
師
の
一
人
で
あ
っ
た
イ
ポ

リ
ッ
ト
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
の
生
成
と
構
造
』
に
な
ら
っ
て
、

『
カ
ン
ト
『
人
間
学
』
の
生
成
と
構
造
』
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
同
書
の
狙
い
は
、
い
か
に
『
人
間
学
』

を
カ
ン
ト
哲
学
の
展
開
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
『
人
間
学
』
と
は

経
験
的
な
事
例
の
集
成
に
過
ぎ
ず
、
哲
学
的
人
間
学
や
超
越
論
哲
学
と
は

無
縁
で
あ
る
か
ら
だ
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
『
人
間
学
』
理
解
に
対
し
て
、

フ
ー
コ
ー
は
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ー
コ
ー
の
議
論
は
二
段
階
に
分
か
れ
て
進
む
。
第
一
段
階
で
は
、
フ

ー
コ
ー
は
あ
る
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。

彼
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
な
く
、『
人
間
学
』
の
う
ち
に
「
本
源
的

＝
根
本
的
な
も
の
（originaire, 

ursprünglich

）」、
つ
ま
り
超
越
論
的

構
想
力
に
似
た
思
考
を
見
出
す
。
そ
こ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
思
考
が
『
論
理

学
』
の
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
経
て
、
晩
年
の
神
、
世
界
、

人
間
を
め
ぐ
る
超
越
論
哲
学
へ
と
至
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。『
人
間
学
』
に

而
上
学
の
問
題
』
に
お
い
て
、『
人
間
学
』
は
根
本
的
な
も
の
の
思
考
と

は
無
縁
の
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
人
間
学
』
を
拒
絶
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
、
か
な

り
大
胆
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
坂
部

恵
の
『
理
性
の
不
安
』
の
よ
う
に
、『
人
間
学
』
に
固
有
の
役
割
を
考
察

す
る
試
み
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
書
で

は
、『
人
間
学
』
は
『
批
判
』
と
相
互
補
完
的
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
る
。
坂
部
の
考
え
で
は
、『
人
間
学
』
や
『
自
然
地
理
学
』
と
い
っ
た

世
間
の
知
に
関
す
る
講
義
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
『
批
判
』
と
同
じ
ぐ
ら

い
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
カ
ン
ト
に
よ
る
『
人
間
学
』
講
義
は
、

形
而
上
学
に
よ
る
諸
能
力
の
区
分
を
踏
襲
し
て
い
る
。
実
際
、『
人
間
学
』

第
一
部
の
「
原
理
論
」
は
、
理
論
理
性
、
実
践
理
性
、
判
断
力
と
い
う
三

能
力
の
区
別
を
踏
ま
え
て
議
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

坂
部
の
考
え
で
は
、
人
間
学
は
単
な
る
世
間
の
知
の
寄
せ
集
め
な
の
で
は

な
く
、『
批
判
』
と
い
う
学
校
知
を
世
界
知
に
よ
っ
て
補
完
し
、
複
眼
的

な
思
考
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

10
）。

　

以
上
、
私
た
ち
の
目
的
に
必
要
な
限
り
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト

と
形
而
上
学
の
問
題
』
を
整
理
し
て
き
た
。
次
の
節
か
ら
は
、
フ
ー
コ
ー

の
『
序
文
』
の
検
討
を
行
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
と
の
相
違
を

明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。
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の
企
て
と
ま
っ
た
く
同
じ
領
域
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
は
、
一
七
九
八
年

の
テ
ク
ス
ト
に
目
を
通
す
だ
け
で
明
ら
か
で
あ
る
」（12
）。
こ
う
し
て
、
ま

ず
『
人
間
学
』
が
経
験
的
次
元
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
超
越
論
と
関
係

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
人
間
学
』
は
批
判
の
構
造
に
依
拠
し
て
は
い
る
も

の
の
、『
批
判
』
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ー
コ

ー
に
よ
れ
ば
、『
人
間
学
』
と
は
『
批
判
』
の
反
転
で
あ
り
、
ネ
ガ
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
反
転
は
、
悟
性
と
感
性
の
果
た
す
役
割
の
う
ち
に
確
認

さ
れ
る
。

　

ま
ず
は
悟
性
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。『
批
判
』
に
お
い
て
、
経
験
的

な
「
私
」
と
は
区
別
さ
れ
た
、「
我
思
う
」（
超
越
論
的
統
覚
）
と
は
、
経

験
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
与
え
ら
れ
た
直
観
を
能
動
的
に
綜
合
す
る
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
、『
人
間
学
』
に
お
い
て
は
、「
私
」
は
単
に

経
験
的
な
自
我
で
も
な
け
れ
ば
、
純
粋
で
形
式
的
な
綜
合
の
機
能
で
も
な

い
。『
人
間
学
』
に
お
い
て
問
題
と
な
る
私
と
は
、
す
で
に
綜
合
さ
れ
た

現
実
存
在
（
実
存
）
と
し
て
の
「
私
」
で
あ
る
。
感
性
に
つ
い
て
も
同
じ

よ
う
な
反
転
が
見
ら
れ
る
。『
批
判
』
に
お
い
て
、
多
様
な
感
覚
は
「
我

思
う
」
に
よ
っ
て
綜
合
さ
れ
る
の
を
待
つ
、
受
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、『
人
間
学
』
に
お
い
て
は
、
感
覚
そ
の
も
の
が
す
で
に
綜
合

さ
れ
、
構
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「『
人
間
学
』

に
お
け
る
所
与
と
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
関
係
は
、『
批
判
』
が
取
り
出
し
た

本
源
的
な
も
の
の
省
察
を
見
い
だ
す
だ
け
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト

書
に
対
す
る
批
判
と
は
な
り
え
な
い
と
い
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う

な
批
判
は
、
せ
い
ぜ
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を
修
正
し
、
補
完
す
る
だ
け

で
は
な
い
の
か
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
第
二
段
階
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
『
人
間
学
』
を
再
び
検

討
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
、『
人
間
学
』
に
ひ
そ
む
「
本
源
的
な
も
の
」
の

思
考
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
超
越
論
的
構
想
力
と
を
区
別
す
る
。
そ
こ

か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
な
存
在
論
（
形
而
上
学
の
根
拠
づ
け
）
に
向

か
わ
な
い
、
本
源
的
な
も
の
の
次
元
の
固
有
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試

み
る
。
こ
う
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
あ
る
意
味
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト

書
を
い
わ
ば
内
側
か
ら
解
体
（
脱
構
築
）
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
第
一
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
見
て
い
こ
う
。『
人
間
学
』
の
「
本
源

的
な
次
元
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
と
は
異
な
り
、
フ
ー
コ
ー
は
、『
人
間
学
』
が
単
に
経
験
的
な
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
同
書
は
『
批
判
』
の

三
能
力
の
分
割
（
純
粋
理
性
、
実
践
理
性
、
判
断
力
）
を
踏
襲
し
て
い
る
。

ま
た
、『
人
間
学
』
は
講
義
の
段
階
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
二
部
構
成

（
原
理
論
と
方
法
論
）
を
模
倣
し
て
い
た（

11
）。
こ
の
よ
う
に
、『
人
間
学
』

は
三
批
判
が
明
ら
か
に
し
た
諸
能
力
の
分
割
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
フ
ー
コ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「『
人
間
学
』
は
『
批

判
』
が
語
る
こ
と
し
か
語
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、『
人
間
学
』
が
『
批
判
』
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お
け
る
能
力
の
区
別
を
引
き
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
と
同
様
に
、
こ
の
「
人
間
の
問
い
」
は
『
人
間
学
』
を
指
し
て
い
る

の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
問
い
は
三
つ
の
能
力
の
根
拠
づ
け

0

0

0

0

と

い
う
、
カ
ン
ト
の
思
考
の
新
た
な
課
題
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

で
は
、
晩
年
の
カ
ン
ト
は
こ
の
根
拠
づ
け
と
い
う
問
題
を
い
か
に
展
開
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

遺
稿
集
『
オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
は
神
と
世

界
、
そ
し
て
人
間
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
人
間
の
有
限
性
を
思
考
す

る
と
い
う
問
題
は
『
批
判
』
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
間

で
は
、
有
限
性
を
論
じ
る
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
。『
批
判
』
の
探
求
で

は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
次
元
に
お
け
る
人
間
の
有
限
性
と
認
識
の
限
界
が

問
題
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、『
オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
で
は
、
有
限

な
人
間
が
い
か
に
無
限
の
神
や
世
界
と
関
係
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
い
か
に
し
て
有
限
な
人
間
が
自
ら
を
超
越
し
て
、

形
而
上
学
的
な
対
象
（
神
、
世
界
）
を
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
考
察
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
思
考
を
『
序
文
』
は
「
根
本
的
な
も
の
」
の
思
考
と
名

付
け
、『
批
判
』
に
お
け
る
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
な
思
考
と
区
別
す
る
。

フ
ー
コ
ー
は
あ
る
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
よ
り
上
手
く
、『
批
判
』
の
ア
・

プ
リ
オ
リ
か
ら
、『
人
間
学
』
の
本
源
的
な
も
の
を
通
じ
て
、『
オ
プ
ス
・

ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
に
お
け
る
根
本
的
な
も
の
（
存
在
論
）
へ
の
移
行
を
説

明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
議
論
を
、
フ
ー
コ
ー
は
次
の
よ
う
に

も
の
と
は
逆
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
」（13
）こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。『
人
間

学
』
に
お
い
て
は
、
感
性
と
悟
性
と
を
ひ
そ
か
に
綜
合
す
る
働
き
こ
そ
が

問
題
と
な
る
。
こ
の
働
き
が
「
本
源
的
な
も
の
」
と
名
付
け
ら
れ
る
。

　

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
象
学
に
お
い
て
本
源
的
な
も
の
の
次
元
と

は
、
自
然
に
与
え
ら
れ
る
事
物
の
次
元
で
は
な
く
、
現
象
学
的
還
元
に
よ

っ
て
意
識
に
は
じ
め
て
現
れ
る
諸
事
物
の
地
平
を
指
す
。
現
象
学
者
た
ち

は
、
能
動
的
な
悟
性
と
受
動
的
な
感
性
と
に
還
元
さ
れ
な
い
こ
の
本
源
的

な
次
元
の
思
考
が
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
見
つ
か
る
の
か
ど
う

か
考
え
て
き
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
の
「
超

越
論
的
演
繹
論
」
の
う
ち
に
そ
の
萌
芽
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。
第
一
版
の

「
超
越
論
的
構
想
力
」
に
注
目
し
て
、
こ
の
考
え
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
の

が
、
弟
子
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
フ
ー
コ
ー
は
と
い
え
ば
、

あ
え
て
『
人
間
学
』
の
な
か
に
こ
の
「
本
源
的
な
も
の
」
の
思
考
を
見
出

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

『
人
間
学
』
の
う
ち
に
「
本
源
的
な
も
の
」
の
考
察
を
見
出
し
た
後
、
フ

ー
コ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
、「
人
間
と
は
何

か
」
と
い
う
『
論
理
学
』
の
問
い
へ
と
話
を
移
す
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う

に
、『
論
理
学
』
の
冒
頭
に
は
四
つ
の
問
い
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
、「
私
は
何
を
知
り
う
る
か
」、「
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
」、「
私
に
は

何
を
望
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
か
」、「
人
間
と
は
何
か
」、
で
あ
る
。

こ
の
「
人
間
と
は
何
か
」
と
は
残
り
三
つ
の
問
い
と
は
異
な
り
、
批
判
に
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超
越
論
哲
学
に
至
る
道
を
足
早
に
説
明
し
た
後
、
フ
ー
コ
ー
は
い
っ
た

ん
歩
み
を
止
め
、
次
の
よ
う
に
自
問
す
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち

は
ま
だ
道
半
ば
に
い
る
。
と
い
う
よ
り
、『
人
間
学
』
の
正
確
な
所
在
地

へ
、
つ
ま
り
『
人
間
学
』
が
誕
生
し
て
批
判
的
思
考
の
な
か
に
差
し
込
ま

れ
る
地
点
へ
と
導
い
て
く
れ
る
は
ず
の
道
を
、
私
た
ち
は
す
で
に
行
き
過

ぎ
て
し
ま
っ
た
。
ま
る
で
、
す
で
に
完
成
さ
れ
、
超
越
論
哲
学
を
実
現
す

る
に
い
た
っ
た
『
批
判
』
の
観
点
な
し
に
は
、『
人
間
学
』
は
可
能
で
は

な
か
っ
た
」（
…
…
）
か
の
よ
う
に
」（16
）。
こ
の
よ
う
に
記
し
、
フ
ー
コ
ー

は
再
び
『
人
間
学
』
の
分
析
に
戻
り
、『
人
間
学
』
の
固
有
性
を
探
求
す

る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節
　『
人
間
学
』
と
散
逸
の
思
考

　

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、『
人
間
学
』
の
特
徴
と
は
体
系
性
と
大
衆
性
で

あ
る
。
体
系
性
は
主
観
性
に
関
わ
り
、
大
衆
性
は
言
語
に
関
わ
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
と
の
比
較
を
考
え
る
上
で
は
、
こ
の
体
系
性
が
問
題
と
な
る
。

　

さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
人
間
学
』
に
お
い
て
は
「
本
源
的

な
も
の
」
の
思
考
が
見
ら
れ
る
。『
批
判
』
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
次
元
で

は
悟
性
と
感
性
が
区
別
さ
れ
る
が
、
本
源
的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
両
者

は
互
い
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
超
越
論
的

構
想
力
に
着
目
す
る
の
は
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ま
と
め
て
い
る
。「「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、『
批
判
』
の

分
裂
を
そ
の
根
本
に
あ
る
ま
と
ま
り
の
水
準
に
立
ち
返
ら
せ
る
意
味
と
機

能
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ま
と
ま
り
が
属
す
る
あ
る
構
造
は
、
あ
ら

ゆ
る
可
能
な
「
能
力
」
よ
り
も
い
っ
そ
う
根
本
的
な
次
元
で
、
つ
い
に
解

き
放
た
れ
た
超
越
論
哲
学
の
言
葉
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
の
だ
」（14
）。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
『
批
判
』
か
ら
超
越
論
哲
学
へ
の
移

行
の
な
か
で
、『
人
間
学
』
が
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
み
え
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
哲
学
の
生
成
の
説
明
は
、

『
人
間
学
』
の
位
置
付
け
を
除
け
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
書
を
正
確

に
な
ぞ
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
説
明
す

る
な
か
で
、
私
た
ち
は
一
つ
の
事
実
を
不
問
に
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、

『
批
判
』
か
ら
超
越
論
哲
学
へ
の
発
展
の
な
か
で
重
要
だ
っ
た
の
は
、『
人

間
学
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
、『
人
間
学
』
に
は
存
在
し
な
い
「
人
間
と

は
何
か
」
と
い
う
『
論
理
学
』
の
問
い
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、『
人
間
学
』
の
「
本
源
的
な
も
の
」
を
「
超
越
論
的
構
想
力
」

と
同
一
視
し
、
そ
こ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
の
中
に
『
人
間

学
』
を
ね
じ
こ
も
う
と
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
晩
年
の
「
根
本
的
な
も
の
」
の
思
考
を
可
能
に
し
た
の
は
、
実
際

に
は
『
人
間
学
』
で
は
な
く
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。

で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、『
人
間
学
』
は
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問

い
に
還
元
さ
れ
、
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か（

15
）。
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限
な
人
間
は
自
ら
触
発
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
存
在
へ
と
向
か
っ
て
い
く
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。『
人
間
学
』
は
、
あ
く
ま
で
認
識
の
有
限
性
と

限
界
と
い
う
『
批
判
』
の
次
元
、
言
い
換
え
れ
ば
現
象
の
次
元
に
と
ど
ま

る
。
と
こ
ろ
が
、『
批
判
』
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
次
元
と
は
異
な
り
、
こ

の
『
人
間
学
』
の
本
源
的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
現
象
（Erschei-

nung

）
は
た
え
ず
散
逸

0

0

（dispersion

）
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

現
象
は
た
や
す
く
仮
象
（Schein

）
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
実
際
、
フ
ー

コ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
人
間
学
』
で
は
様
々
な
逸
脱
（V

er-

）
の

例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

19
）。
ま
た
、
精
神
（「
我
思
う
」）
の
失
調
（
心
気

症
や
精
神
障
害
な
ど
）
の
例
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ

う
な
散
逸
は
た
ん
に
綜
合
の
失
敗
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
だ
が
、

フ
ー
コ
ー
は
、
散
逸
が
時
間
性
の
根
本
に
存
在
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

こ
こ
で
、
彼
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
触
発
と
い
う
考
え
を
逆
手
に
と
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
時
間
性
の
根
本
が
「
自
己
と
自
己
と
の
関
係
」
と
い
う

再
帰
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
時
間
性
の
根
本
に
は
つ
ね
に
ズ
レ
（
差

異
）
が
あ
り
、
散
逸
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ー
コ
ー
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
反
対
に
人
間
学
に
お
け
る
時
間
は
、
の
り
こ
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

散
逸
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
散
逸
は
も
は
や

フ
ー
コ
ー
の
考
え
で
は
、
こ
の
超
越
論
的
構
想
力
の
分
析
に
お
い
て
、
実

際
に
は
す
で
に
「
本
源
的
な
も
の
」
以
上
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ
ン
ト
書
の
な
か
で
、
超
越
論
的
構
想
力
の
分
析
を
通

じ
て
、
自
己
触
発
と
し
て
の
時
間
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る（

17
）。
感
性
的

直
観
を
得
る
た
め
に
は
、
主
観
は
物
と
関
係
し
（「
〜
へ
の
関
係
づ
け

（Beziehung 
auf

…
）」）、
そ
れ
に
触
発
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
物
と
関
係
す
る
た
め
に
は
、
主
観
は
自
己
自
身
を
触
発
し
、
自
己
を

超
え
て
外
へ
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
有
限
な
人
間
の
自
己
触

発
の
な
か
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
世
界
や
存
在
と
い
っ
た
無
限
の
存
在
へ
と

向
か
っ
て
い
く
思
考
の
萌
芽
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、『
純
粋
理

性
批
判
』
は
超
越
論
哲
学
を
準
備
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
、「
本
源
的
な
も
の
」
の
思
考
の
う
ち
に
す
で
に

「
根
本
的
な
も
の
」
を
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は

次
の
よ
う
に
記
す
。「
純
粋
自
己
触
発
は
有
限
な
自
己

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
の
超
越

0

0

的
根
源
構
造

0

0

0

0

0

を
与
え
る
」（18
）。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
根
本
的
な
も
の
の
思
考
に

本
源
的
な
も
の
の
次
元
を
従
わ
せ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、
彼
は
本
源
的
な
次
元
の
固
有
性
を
摑
み
損
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
の
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
『
人
間
学
』
が
あ
く
ま
で
『
批

判
』
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
反
復
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
有
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は
、
あ
く
ま
で
本
源
的
な
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
認
識
の
有
限
性
を

散
逸
と
技
法
に
よ
っ
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
考
え
で
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
な
カ
ン
ト
理
解
は
、『
人
間
学
』
の
明
ら
か
に
し
た

散
逸
と
技
法
の
次
元
を
否
認
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
な

の
だ（

22
）。
事
実
、『
序
文
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。「
無
限
の

存
在
論
を
介
す
る
こ
と
も
絶
対
者
の
哲
学
に
対
し
て
も
妥
協
す
る
こ
と
も

な
い
考
察
の
中
で
、
い
か
に
し
て
有
限
性
を
思
考
し
、
分
析
し
、
根
拠
づ

け
る
の
か
？
」（23
）。
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
『
人
間
学
』
に

お
い
て
こ
そ
、
有
限
性
は
散
逸
と
技
法
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
、
根
拠
づ
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

フ
ー
コ
ー
は
『
序
文
』
の
終
わ
り
で
、
同
時
代
の
哲
学
の
問
題
と
は
ま

さ
に
こ
の
『
人
間
学
』
の
固
有
性
を
、『
批
判
』
の
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」

か
ら
も
、
超
越
論
哲
学
の
「
根
本
的
な
も
の
」
か
ら
も
区
別
す
る
こ
と
に

あ
る
と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く

フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

は
、
本
源
的
な
も
の
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
論
理
学
ま
た
は
意
識
の
至
上

性
）
に
引
き
つ
け
て
し
ま
う（

24
）。
他
方
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
は
、
本

源
的
な
も
の
を
根
本
的
な
も
の
の
思
考
と
同
一
視
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら

二
つ
の
思
考
は
、
い
わ
ば
『
人
間
学
』
に
対
し
て
し
か
け
ら
れ
た
罠
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
『
人
間
学
』
の
固
有
性
を
、
つ

ま
り
散
逸
と
技
法
の
思
考
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
同
時

所
与
と
感
性
的
な
受
動
性
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
そ
れ
は

綜
合
の
活
動
が
自
分
自
身
に
対
し
て
示
す
散
逸
で
あ
り
、
綜
合
の
活
動

に
「
戯
れ
」
の
よ
う
な
色
合
い
を
与
え
る
」（20
）。

　

こ
の
よ
う
に
本
源
性
の
次
元
と
は
、
散
逸
（
差
異
）
の
次
元
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
フ
ー
コ
ー
は
、『
人
間
学
』
で
用
い
ら
れ
る
「
技
法

（K
unst

）」
と
い
う
語
に
注
意
を
促
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
く
り
か
え
し
用

い
ら
れ
る
こ
の
技
法
と
い
う
語
は
、
何
ら
か
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

手
段
と
し
て
の
技
術
や
、
美
を
目
的
と
し
た
技
芸
（
ア
ー
ト
）
を
意
味
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
技
法
と
は
、
現
象
（
真
）
を
仮
象
（
偽
）
へ
と
変

化
さ
せ
る
能
力
で
あ
る
。
だ
が
反
対
に
、
技
法
は
ま
た
、
仮
象
を
現
象
に

変
化
さ
せ
る
能
力
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
と
仮
象
の
ゲ
ー
ム
を
行

う
技
法
は
、
能
力
で
あ
る
と
同
時
に
自
由

0

0

で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ー

コ
ー
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
技
法
は

―
自
由
と
い
う
か
た
ち

で
は
あ
る
が

―
仮
象
と
現
出
の
相
互
的
な
否
定
の
能
力
な
の
で
あ

る
」（21
）。

　

こ
こ
ま
で
き
て
私
た
ち
は
よ
う
や
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
書
に
対

す
る
フ
ー
コ
ー
の
批
判
の
核
心
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
本
源
的
な
も
の
（
超
越
論
的
構
想
力
）
の
う
ち
に
根
本
的
な

も
の
（
存
在
論
と
「
存
在
へ
の
開
か
れ
」
と
し
て
の
自
由
）
の
思
考
の
萌

芽
を
見
出
し
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
考
え
る
『
人
間
学
』
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て
『
人
間
学
』
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
き
、『
人
間
学
』
の
固

有
性
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
人
間
学
』
に
固
有
の
思
考

と
は
、
有
限
性
を
あ
く
ま
で
散
逸
と
技
法
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト
と
形
而

上
学
の
問
題
』
の
構
成
を
な
ぞ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
別
の
思
考
の
可

能
性
を
導
き
出
し
た
の
だ
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
序
文
』
の
末
尾
で
、
フ
ー
コ
ー
は
、
カ
ン
ト
の

『
人
間
学
』
を
反
復
し
、
近
代
の
知
に
お
け
る
「
人
間
」
の
優
位
を
批
判

し
た
哲
学
者
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
並
び
は
、

フ
ー
コ
ー
の
、
特
に
『
言
葉
と
物
』
の
読
者
に
と
っ
て
は
奇
妙
に
映
る
か

も
し
れ
な
い
。『
言
葉
と
物
』
は
カ
ン
ト
を
批
判
し
、
ニ
ー
チ
ェ
が
明
ら

か
に
し
た
「
言
語
―
存
在
」
の
思
考
を
賞
賛
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

と
こ
ろ
が
、
フ
ー
コ
ー
は
『
序
文
』
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
こ

の
〔
ニ
ー
チ
ェ
の
〕
思
考
は
、
自
分
が
「
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
中
国
人

〔
カ
ン
ト
を
指
す

：

引
用
者
注
〕」
の
血
脈
を
保
ち
、
こ
の
老
人
に
忠
実
で

あ
り
続
け
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
」（26
）。
そ
し
て
、
彼
の
考
え
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
「
す
で
に
遠

い
昔
の
も
の
と
な
っ
た
文
化
に
お
い
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
本
源
的
な
も
の

と
有
限
性
に
つ
い
て
の
考
察
だ
っ
た
も
の
を
、
こ
の
思
考
が
私
た
ち
の
世

界
に
お
い
て
本
来
的
な
仕
方
で
反
復
し
て
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
は
じ

め
て
見
て
と
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（27
）。
私
た
ち
は
フ
ー
コ
ー
が
、
ニ

代
の
哲
学
の
課
題
と
は
実
際
に
は
、
散
逸
を
思
考
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
、『
序
文
』
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
弁
証
法
的
な
混
同
で
あ
ろ
う
と
現
象
学
的
な
混
同
で
あ
ろ
う
と
、
お

よ
そ
ど
ん
な
混
同
も
還
元
す
る
権
利
を
持
た
な
い
あ
の
散
逸
は
、
あ
ら

ゆ
る
哲
学
的
考
察
の
領
野
を
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」・「
本
源
的
な
も

の
」・「
根
本
的
な
も
の
」
に
従
っ
て
分
け
る
。
カ
ン
ト
以
後
の
あ
ら
ゆ

る
哲
学
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
こ
の
本
質
的
な
分
割
を
の
り
こ
え
る
こ
と

を
目
指
す
だ
ろ
う
。
こ
の
分
割
を
反
復
し
、
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

根
拠
づ
け
る
考
察
を
介
さ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
ん
な
の
り
こ
え
な
ど
不
可

能
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
は
」（25
）。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
文
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』

と
の
比
較
を
通
じ
て
、
フ
ー
コ
ー
の
『
序
文
』
が
『
人
間
学
』
に
与
え
た

意
義
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
書
は
、『
批
判
』

の
有
限
性
の
思
考
か
ら
、
晩
年
の
超
越
論
哲
学
へ
の
発
展
を
描
く
。
し
か

し
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
哲

学
の
理
解
の
う
ち
に
は
、『
人
間
学
』
に
お
け
る
散
逸
と
技
法
の
思
考
は

場
所
を
持
ち
え
な
い
。
フ
ー
コ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
書
に
お
い
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ー
チ
ェ
と
は
、
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
に
現
れ
た
散
逸
の
思
考
を
再
び
取

り
上
げ
、「
人
間
の
死
」
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
稀
有
な
哲
学
者
な

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
の
思
考
の
う
ち
で
は
、
カ
ン
ト
と

ニ
ー
チ
ェ
と
は
む
し
ろ
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

紙
面
も
尽
き
た
た
め
、
こ
の
結
び
つ
き
を
『
狂
気
の
歴
史
』
や
他
の
ニ
ー

チ
ェ
論
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ー
チ
ェ
を
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
の
反
復
と
完
成
と
み
な
し
た
こ
と
に
驚

く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
、
私
た
ち
は
こ
の
問
い
に
否
と
答
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
は
、
近
代
的
知
の
重
心
で
あ
る

「
人
間
」
を
形
成
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
人
間
」
の
外
を
思
考
す

る
可
能
性
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
フ
ー
コ
ー
の
示
唆
を

素
直
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
、
ニ

（
1
）
フ
ー
コ
ー
の
『
序
文
』
を
論
じ
た
文
献
と
し
て
は
、
主
に
以
下
の
も
の
が

あ
る
。Béatrice H

an, Lʼontologie m
anquée de M

ichel Foucault. 
E

ntre lʼhistorique et le transcendantal, Grenoble, Jérôm
e M

il-
lon, 1998; Jörg V

olbers, « M
ichel Foucault, philosophe de la 

liberté? 
Sur 

sa 
lecture 

de 
K

ant 
dans 

lʼIntroduction 
à 

lʼA
nthropologie », trad. en français par D

iogo Sardinha, in R
ue 

D
escartes, n

o 75, 2012, p.6︲20; D
iogo Sardinha, « Le K

ant de 
Foucault, une lecture téléologique de lʼanthropologie », in K

ant 
Studien, vol.103

（3

）, 2012, p.361︲369;

廣
瀬
浩
司
『
後
期
フ
ー
コ

ー　

権
力
か
ら
主
体
へ
』
青
土
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
六
七
〜
二
七
一
頁
。

（
2
）
米
虫
に
よ
れ
ば
、『
言
葉
と
物
』
で
は
、
こ
の
二
重
体
と
し
て
の
人
間
を

哲
学
的
に
思
考
し
、
近
代
の
知
を
創
始
し
た
人
物
と
し
て
、
カ
ン
ト
に
は

特
権
的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。Cf.

米
虫
正
巳
、「
哲
学

の
考
古
学

―
フ
ー
コ
ー
と
哲
学
史

―
」、『
人
文
論
及
』
五
八
（
三
）、

二
〇
〇
二
年
、
四
〜
七
頁
。

（
3
）M

ichel 
Foucault, 

Introduction 
à 

lʼA
nthropologie 

de 
K

ant, 
Paris, Librairie philosophique J. V

rin, 2009, p.58

〔
一
一
八
頁
〕.

（
4
）Cf. Philippe Sabot, Lire Les m

ots et les choses de M
ichel Fou-

cault, PU
F, « Q

uadrige », 2006, p.74;

王
寺
賢
太
「
訳
者
解
説
」、

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
カ
ン
ト
の
人
間
学
』
王
寺
賢
太
訳
、
新
潮
社
、

二
〇
一
〇
年
所
収
、
二
一
一
〜
二
二
五
頁
。

（
5
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
の
観
点
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
の
人
間
学

註
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（
25
）Ibid., p.67

〔
一
三
六
〜
一
三
七
頁
〕.

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
弁
証

法
的
な
混
同
」
は
『
狂
気
の
歴
史
』
で
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

の
解
釈
を
分
析
し
た
論
考
と
し
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
の
こ
と
。
村
井

則
夫
「
中
間
領
域
の
逸
脱
と
分
散

：

カ
ン
ト
の
人
間
学
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
脱
人
間
学
へ
」、『
哲
学
論
集
』
第
四
十
号
、
二
〇
一
一
年
、
九
五
〜
一

一
九
頁
。

（
6
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
木
場
深
定

訳
、
理
想
社
、
一
九
六
七
年
、
一
五
二
頁
。

（
7
）
同
前
、
一
四
六
頁
。

（
8
）
同
前
、
二
二
二
頁
。

（
9
）
同
前
、
二
二
九
頁
。

（
10
）
坂
部
恵
『
理
性
の
不
安
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
四
年
、
四
一
〜
五
九
頁
。

（
11
）Cf. M

ichel Foucault, Introduction à lʼA
nthropologie de K

ant, 
op. cit., p.44

〔
八
四
頁
〕.

（
12
）Ibid., p.52

〔
一
〇
三
頁
〕.

（
13
）Ibid., p.42

〔
八
一
頁
〕.

（
14
）Ibid., p.54

〔
一
〇
八
頁
。
訳
文
は
一
部
変
更
〕.

（
15
）Sardinha

は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
「
人
間
と
は
何
か
」
か
ら
超
越
論
哲

学
へ
と
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
以
上
の
説
明
を
、「
目
的
論
的
読
解
」
と
名
付

け
て
い
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
『
人
間
学
』
の
解
釈
は
、

『
論
理
学
』
の
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
の

た
め
フ
ー
コ
ー
は
『
人
間
学
』
の
固
有
性
を
見
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か

し
、
私
た
ち
が
次
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
は
『
人
間
学
』
の

固
有
性
を
見
失
っ
て
た
わ
け
で
は
な
い
。「
人
間
と
は
何
か
」
と
『
人
間

学
』
が
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
フ
ー
コ
ー
が
い
っ
た
ん

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
書
の
歩
み
を
戦
略
的
に
再
構
成
し
た
結
果
に
す
ぎ

な
い
。D

iogo Sardinha, « Le K
ant de Foucault, une lecture 

téléologique de lʼanthropologie », op. cit., p.366︲367.

（
16
）M

ichel Foucault, Introduction à lʼA
nthropologie de K

ant, op. 

cit., p.54

〔
一
〇
九
頁
〕.

（
17
）
王
寺
は
訳
者
注
で
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー　
『
カ
ン
ト
の
人
間
学
』
王
寺
賢
太
訳
、
前
掲
書
、
二
〇
二
〜
二
〇

三
頁
。

（
18
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
二
〇
七
頁
。
傍
点
は
ハ
イ
デ
ガ

ー
に
よ
る
。

（
19
）M

ichel Foucault, Introduction à lʼA
nthropologie de K

ant, op. 
ci.., p.56

〔
一
一
三
頁
〕.

（
20
）Ibid., p.56

〔
一
一
三
頁
〕.

（
21
）Ibid., p.57

〔
一
一
五
頁
〕.

（
22
）
王
寺
が
「
訳
者
解
説
」
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
人

間
学
』
に
お
け
る
散
逸
の
思
考
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
彼
に
と
っ
て
、
現
存
在
の
日
常
性
の
散
逸
と
は
頹
落
ま
た
は
非
本
来

性
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
散
逸
か
ら
現
存
在
は
本
来
的
な
自
己
自
身
に
回
帰
し
、
先
駆
的
覚
悟

に
よ
っ
て
世
界
へ
と
超
越
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

フ
ー
コ
ー
の
散
逸
に
対
す
る
着
目
が
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。Cf.

王
寺
賢
太
「
訳
者
解
説
」、

前
掲
書
、
二
二
〇
頁
。

（
23
）M

ichel Foucault, Introduction à lʼA
nthropologie de K

ant, op. 
cit., p.76

〔
一
五
五
頁
〕.

（
24
）
フ
ー
コ
ー
は
『
序
論
』
の
末
尾
で
、
カ
ン
ト
の
生
前
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ

た
実
証
的
な
生
理
学
が
、
経
験
的
な
人
間
の
認
識
か
ら
認
識
の
ア
・
プ
リ

オ
リ
な
条
件
を
解
明
す
る
と
い
う
『
批
判
』
の
課
題
へ
と
向
か
っ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
実
証
科
学
も
ま
た
、
本
源
的
な
も
の
を

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
従
属
さ
せ
る
思
考
の
様
式
で
あ
っ
た
。Cf. 

Ibid., 
p.68︲76

〔
一
四
〇
〜
一
五
五
頁
〕.
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（
25
）Ibid., p.67

〔
一
三
六
〜
一
三
七
頁
〕.

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
弁
証

法
的
な
混
同
」
は
『
狂
気
の
歴
史
』
で
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
26
）Ibid., p.76

〔
一
三
九
頁
〕.

（
27
）Idem

〔
同
上
〕.

 

（
し
み
ず　

ゆ
う
だ
い
／
博
士
後
期
課
程
）


