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「
批
評
の
機
能
は
作
品
が
何
を
意
味
す
る
か
を
示
す
こ
と
で
は
な
く
、
作
品
が
作
品

で
あ
る
の
は
い
か
に
し
て
な
の
か
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
作
品
が
作

品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
」（Sontag 2013:20

）。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
批
評
の
ス
タ
イ
ル
は
、
ソ
ン
タ
グ
に
と
っ
て
い
っ
た
い
ど
ん

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
考
え
に
よ
れ
ば
、「
反
解
釈
」
と
い

う
ス
タ
イ
ル
は
批
評
を
倫
理
的
な
行
為
と
し
て
実
践
す
る
と
い
う
ソ
ン
タ
グ
の
意
志

の
表
明
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
ン
タ
グ
に
よ
れ
ば
、
批
評
は
美
と
い

う
領
域
に
関
わ
る
が
、
美
の
領
域
と
倫
理
の
領
域
は
分
離
で
き
な
い
。
い
や
、
そ
れ

ら
を
分
離
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
。
批
評
は
美
に
関
わ
る
こ
と
で
同
時

に
倫
理
に
関
わ
る
行
為
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
で
は
な
ぜ
美
と
倫
理
は
分

離
で
き
な
い
の
か
。
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ソ
ン
タ
グ
に

と
っ
て
は
、
個
々
人
が
優
れ
た
人
間
に
な
る
こ
と
が
倫
理
の
問
題
だ
っ
た
。
美
が
倫

理
と
結
び
つ
く
理
由
は
、
美
が
人
間
を
優
れ
た
も
の
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
意
味
で
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う

点
が
重
要
な
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
中
心
に
し
て
、
ソ
ン
タ
グ
の
批
評

の
ス
タ
イ
ル
の
意
味
を
考
察
し
た
の
が
以
下
の
論
考
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
に
お
い

て
「
倫
理
」
と
「
道
徳
」
を
文
脈
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
が
、
こ
れ
ら
は
同
じ
意
味

で
あ
る
。

１　

道
徳

　

ソ
ン
タ
グ
に
と
っ
て
、
道
徳
と
は
い
か
に
し
て
善
き
生
を
生
き
る
か
、
い
か
に
し

て
よ
り
優
れ
た
人
間
と
な
り
う
る
か
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
ソ
ン
タ
グ
の

ス
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ソ
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ソ
ン
タ
グ
の
批
評
に
は
一
貫
し
た
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
。
小
説
や
映
画
等
の
芸
術
作

品
を
論
じ
る
際
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
意
味
を
解
読
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
ソ
ン
タ

グ
は
採
用
し
て
い
な
い
の
だ
。
批
評
の
役
割
は
読
者
に
向
か
っ
て
作
品
の
意
味
を
解

き
明
か
す
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
う
い
う
役
割
を
は
じ
め
か
ら
拒
否
し
て
い
る
。

「
反
解
釈
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
だ
。
ソ
ン
タ
グ
に
よ
れ
ば
、
批
評
に
は
二
種
類
の
も

の
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
反
解
釈
」
な
の
だ
。
ま
さ
し
く
『
反
解
釈
』
と
題
さ

れ
た
１
９
６
４
年
の
テ
キ
ス
ト
で
ソ
ン
タ
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
規
範
的
（prescriptive

）
語
彙
と
い
う
よ
り
も
作
品

に
対
す
る
記
述
的
（descriptive

）
語
彙
で
あ
る
」（Sontag 2013:18

）。

　

二
種
類
の
批
評
の
ス
タ
イ
ル
が
語
呂
合
わ
せ
を
用
い
て
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
何
ら
か
の
基
準
に
照
ら
し
て
芸
術
作
品
の
価
値
を
判
定
す
る
（
規
範
的
）
の
で

は
な
く
、む
し
ろ
芸
術
作
品
が
事
実
と
し
て
何
で
あ
る
か
を
示
す
（
記
述
的
）
こ
と
、

そ
れ
が
「
反
解
釈
」
が
標
榜
す
る
方
法
な
の
だ
。
ソ
ン
タ
グ
は
こ
の
『
反
解
釈
』
と

い
う
テ
キ
ス
ト
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。



柴
　
　
田

　
　
健

　
　
志

三
六

そ
の
目
的
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
事
実
、１
９
６
５
年
の
『
様
式
に
つ
い
て
』

と
い
う
テ
キ
ス
ト
で
ソ
ン
タ
グ
は
こ
の
点
を
鮮
明
に
述
べ
て
い
る
の
だ
。

「
道
徳
と
は
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
と
っ
て
、
生
を
よ
り
人
間
ら
し
く
、
よ
り
生
き

甲
斐
の
あ
る
も
の
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
み
な
さ

れ
て
い
る
」（Sontag 2013:34

）。

　

こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
点
に
お
い
て
、
ソ
ン
タ
グ
は
『
モ
ダ
ン
・
モ
ラ
ル
・
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
ー
』
の
ア
ン
ス
コ
ム
の
立
場
と
偶
然
に
も
軌
を
一
に
す
る
。
ア
ン
ス
コ
ム

は
義
務
論
で
あ
れ
功
利
主
義
で
あ
れ
、
個
人
を
一
般
的
な
規
範
に
従
わ
せ
る
よ
う
な

タ
イ
プ
の
道
徳
は
「
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（A

nscom
be 1958:1

）
と
述
べ

て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
道
徳
に
対
比
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
で
あ
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
善
き
生
を
生
き
る
に
は
よ
き
性
格
を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を「
倫
理
的
卓
越
性
」つ
ま
り「
徳
」

と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
人
間
が
身
に
つ
け
る
べ
き
様
々
な
「
徳
」
は
、
生
ま
れ
つ
き
人

間
に
備
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、「
習
慣
づ
け
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
倫
理
学
で
は
個
々
の
文
脈
に
お
い
て
適
切
な
「
選
択
」
を
行
な
う
こ
と
が
重

視
さ
れ
て
い
る
が
、「
選
択
」
は
行
為
の
規
範
か
ら
導
か
れ
る
の
で
は
な
い
。「
徳
」

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ね
に
適
切
な
行

為
が
「
選
択
」
で
き
る
よ
う
習
慣
化
さ
れ
て
身
に
つ
い
た
「
性
向
（
ヘ
ク
シ
ス
）」

が
「
徳
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
悪
し
き
「
情
念
」
を
制
御
す
る
こ
と
も
「
徳
」
の

役
目
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
徳
」
は
「
行
為
（
プ
ラ
ク
シ
ス
）
と
情
念
（
パ
ト
ス
）」

に
関
連
す
る
も
の
な
の
だ
。
ソ
ン
タ
グ
に
お
い
て
も
ま
さ
に
こ
の
点
が
問
題
に
な
っ

短
編
小
説
集
『
わ
た
し
エ
ト
セ
ト
ラ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
過
去
の
不
満
を
顧
み

て
』
の
語
り
手
は
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
。

「
尽
く
す
こ
と
、
社
会
と
最
高
の
理
想
の
役
に
立
つ
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ず
っ

と
、
こ
の
生
を
生
き
る
に
価
す
る
も
の
に
す
る
も
の
だ
と
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
た
」

（Sontag 2018:155
）。

　
『
わ
た
し
エ
ト
セ
ト
ラ
』
の
自
伝
的
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
を
ソ
ン
タ
グ

自
身
の
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
本
の
主
題
に
つ
い

て
、
ソ
ン
タ
グ
は
『
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ー
ン
』
誌
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
な
か
で
次
の

よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

「
そ
れ
は
自
己
超
越
の
探
求
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
、
あ
る
い
は
そ
れ
ま
で

よ
り
優
れ
た
、
あ
る
い
は
よ
り
気
高
い
、
あ
る
い
は
道
徳
的
な
人
物
に
な
ろ
う
と
い

う
取
り
組
み
」（Sontag 2014:98

）。

　

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
小
説
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
主
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

に
ソ
ン
タ
グ
自
身
の
生
の
主
題
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
間
違
い
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
の
考
え
を
も
と
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
点
が
指
摘
で
き
る
。

ソ
ン
タ
グ
に
と
っ
て
、
道
徳
と
は
一
般
的
な
規
範
に
従
っ
て
判
断
し
行
為
す
る
こ
と

で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
道
徳
と
は
異
な
っ
た
道
徳
の
こ
と
を
考
え
て
い

る
の
だ
。
道
徳
と
は
む
し
ろ
自
己
自
身
が
「
道
徳
的
な
人
物
に
な
ろ
う
と
い
う
取
り

組
み
」
な
の
だ
。
で
は
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
の
た
め
の
「
取
り
組
み
」
な
の
だ
ろ

う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
こ
の
生
を
生
き
る
に
価
す
る
も
の
に
す
る
」
こ
と
が
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文
脈
に
対
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
こ
の
意
味
で
、
個
々
の

文
脈
で
い
っ
た
い
何
を
行
な
う
か
と
い
う
「
選
択
」
が
重
視
さ
れ
る
。「
徳
」
と
は

適
切
な
「
選
択
」
を
す
る
た
め
に
必
須
の
も
の
な
の
だ
。
善
き
生
は
そ
の
都
度
の
適

切
な
「
選
択
」
の
果
実
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
ソ
ン
タ
グ
は
道
徳
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
「
徳
」
な
い
し
「
性
格
」

に
つ
い
て
語
る
か
わ
り
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
感
受
性
」
に
つ
い
て
語
る
。「
感
受
性

（sensibility

）」
は
倫
理
学
の
用
語
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
美
学
に
固
有
の
用

語
で
あ
る
。し
か
も
、こ
の
用
語
の
出
自
は
特
定
で
き
る
。バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
で
あ
る
。

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
美
学
を
「
感
性
」
な
い
し
「
感
受
性
」
に
関
す
る
学
と
し
て
規

定
し
た
。
美
学
と
は
「
感
性
的
認
識
の
学
（scientia cognitionis sensitivae

）」

（Baum
garten 1970:1

）
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ソ
ン
タ
グ
が
こ
こ

で
「
感
受
性
」
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
の
は
、
美
的
経
験
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
意

味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
見
す
る
と
、
ソ
ン
タ
グ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
な
「
徳
」
の
倫
理
学
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か

し
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ソ
ン
タ
グ
は
「
選
択
」
す
る
能
力
は
「
感
受
性
」
に

よ
っ
て
養
わ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
だ
。

「
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
盲
目
的
に
か
つ
無
反
省
に
服
従
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
際

に
選
択
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
な
ら
、
そ
れ
が
あ
る
行
為
を
道
徳
的
と
称

す
る
要
件
な
の
だ
が
、
そ
の
場
合
に
は
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
選
択
の
能
力
を
養
い
、

行
為
へ
の
姿
勢
を
と
ら
せ
る
の
は
ま
さ
し
く
感
受
性
な
の
だ
」（Sontag 2013:30

）。

　

で
は
、「
感
受
性
」
を
刺
激
し
、
活
性
化
さ
せ
る
も
の
は
何
か
。
い
う
ま
で
も
な

く
そ
れ
が
芸
術
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
美
学
と
倫
理
学
の
あ
い
だ
に
は
緊
密
な

て
い
る
。

「『
道
徳
』
が
意
味
す
る
の
は
、
習
慣
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
慢
性
化
し
た
行
動
の
型

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
感
情
と
行
為
が
含
ま
れ
る
」（Sontag 2013:29

）。

　

ソ
ン
タ
グ
に
と
っ
て
の
道
徳
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
徳
の
倫
理
学
の
枠
内
に
あ

る
こ
と
は
明
瞭
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、ソ
ン
タ
グ
は「
徳
」や「
性

格
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
感
受
性
」
に
言
及
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
道
徳
を
語
っ
て
い
る
。
個
人
を
一
般
的
な
規
範
に
従
わ
せ
る
よ
う
な
タ
イ
プ

の
道
徳
に
抵
抗
す
る
に
は
「
徳
」
や
「
性
格
」
に
も
ま
し
て
「
感
受
性
」
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
じ
つ
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
徳
」
に
割
り
当
て
た
機
能
を
、
ソ
ン
タ
グ
が
「
感

受
性
」
に
見
出
し
て
い
る
と
い
う
点
は
確
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
け
る
「
徳
」
と
は
優
れ
た
「
選
択
」
を
お
こ
な
う
能
力
と
し
て
重
視
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
ソ
ン
タ
グ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
「
選
択
」
を
倫
理
的
な
生
の

中
心
に
置
い
た
上
で
、
優
れ
た
「
選
択
」
は
「
感
受
性
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
選
択
」
と
の
関
係
の
中
で

ソ
ン
タ
グ
に
お
け
る
「
感
受
性
」
の
意
味
を
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

２　

感
受
性

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
い
え
ば
、「
徳
」
を
身
に
つ
け
る
の
は
、
自
己
の
感
情
を

制
御
し
、
よ
き
行
為
を
行
な
う
た
め
で
あ
る
。
よ
き
行
為
は
一
般
的
な
規
範
を
適
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
達
成
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
に
よ
き
行
為
と
は
個
々
の
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ソ
ン
タ
グ
自
身
が
こ
の
点
を
主
張
し
て
い
る
。

「
芸
術
作
品
が
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
判
断
さ
せ
、
一
般
化
さ
せ
る
こ
と

で
は
な
く
、
個
別
的
な
も
の
を
見
さ
せ
、
理
解
さ
せ
る
こ
と
な
の
だ
」（Sontag 

2013:34

）。

　

と
こ
ろ
で
、
ソ
ン
タ
グ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
美
的
経
験
は
存
在
次
元
の
変
更
に
関

わ
っ
て
い
る
。
美
的
経
験
は
人
間
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
存
在
の
仕
方

を
教
え
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
な
も
の
あ

る
い
は
概
念
に
も
と
づ
い
て
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
存
在
の
仕
方
と
は
異
な
っ
た
、

個
別
的
な
も
の
と
し
て
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
存
在
の
仕
方
が
美
的
経
験
か
ら
も
た

ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
美
的
経

験
と
は
世
界
に
対
す
る
見
方
を
人
間
の
存
在
次
元
か
ら
根
本
的
に
変
え
て
し
ま
う
よ

う
な
も
の
な
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
存
在
次
元
の
差
異
は
、
一
般
的
な
規
則

に
も
と
づ
く
道
徳
と
人
間
を
優
れ
た
も
の
に
す
る
道
徳
の
あ
い
だ
の
差
異
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
の
差
異
に
つ
い
て
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
考
察

し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

３　

世
界

　

あ
る
行
為
を
正
当
に
評
価
し
、
そ
れ
が
善
い
も
の
か
悪
い
も
の
か
を
判
定
す
る
に

は
、
そ
れ
と
同
種
の
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
基
準
で
評
価
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
を
一
般
化
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
概
念
を
と
お
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
常
生
活
は
こ

関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

道
徳
を
一
般
的
な
善
悪
の
判
断
な
い
し
は
一
般
規
則
に
も
と
づ
く
行
為
の
問
題
と

考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
「
感
受
性
」
は
関
係
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
観
点
に
立

て
ば
、「
感
受
性
」
は
美
学
固
有
の
領
域
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
美
と
倫

理
は
分
裂
す
る
。
実
際
、
道
徳
を
一
般
規
則
に
も
と
づ
く
行
為
の
問
題
と
考
え
た
カ

ン
ト
に
お
い
て
は
、
美
（『
判
断
力
批
判
』）
と
倫
理
（『
実
践
理
性
批
判
』）
は
分
裂

し
て
い
る
。
し
か
し
、
道
徳
を
具
体
的
な
文
脈
に
お
け
る
「
選
択
」
の
問
題
と
み
な

せ
ば
、
美
学
と
倫
理
学
は
か
な
ら
ず
し
も
別
々
の
領
域
を
構
成
し
な
い
。
こ
れ
が
ソ

ン
タ
グ
の
基
本
的
な
姿
勢
を
決
定
し
て
い
る
考
え
で
あ
ろ
う
。

「
道
徳
と
は
、
行
為
の
様
式
や
世
界
の
な
か
で
存
在
す
る
様
式
を
自
分
自
身
に
命
ず

る
人
間
の
意
志
が
作
り
上
げ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
て
ば
、

行
為
を
目
指
す
意
識
の
形
態
す
な
わ
ち
道
徳
と
、
意
識
の
涵
養
す
な
わ
ち
美
的
経

験
と
の
あ
い
だ
に
根
本
的
な
敵
対
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」

（Sontag 2013:30

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ソ
ン
タ
グ
が
「
感
受
性
」
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
れ
が
一
般
的
規

則
あ
る
い
は
概
念
の
適
用
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
き
れ
な
い
複
雑
な
現
実
を
カ
バ
ー

す
る
能
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
美
的
経
験
が
倫
理
的
生
に
重
要
な

影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
ソ
ン
タ
グ
の
主
張
の
背
後
に
は
、
一
般
規
則
な
い
し
規
範
に

よ
っ
て
人
間
の
生
を
規
制
す
る
よ
う
な
道
徳
へ
の
抵
抗
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ

な
ら
、
美
的
経
験
に
お
い
て
「
感
受
性
」
が
と
ら
え
る
も
の
は
、
一
般
的
な
も
の
で

は
な
く
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

ま
で
の
議
論
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
当
然
そ
の
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
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に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
な
「
世
界
か
ら
切
り
離
」
さ
れ
て

善
の
「
イ
デ
ア
」
を
観
照
し
た
後
、
ふ
た
た
び
「
世
界
に
連
れ
戻
」
さ
れ
た
人
間
こ

そ
個
別
的
な
存
在
の
善
に
つ
い
て
真
の
認
識
を
持
ち
う
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
感
覚
的
な
世
界
を
超
越
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
世
界

の
存
在
を
承
認
し
な
い
と
い
う
存
在
論
が
ソ
ン
タ
グ
の
立
場
で
あ
る
。
ソ
ン
タ
グ
に

と
っ
て
、存
在
次
元
の
変
更
は
感
覚
的
な
世
界
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
。

こ
の
点
は
次
の
引
用
の
な
か
に
明
瞭
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
芸
術
に
お
い
て
世
界
を
克
服
す
る
こ
と
あ
る
い
は
超
越
す
る
こ
と
は
、
世
界
と
出

会
う
方
法
で
あ
り
、
世
界
の
な
か
に
存
在
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
鍛
錬
し
陶
冶
す
る

方
法
で
も
あ
る
」（Sontag 2013:35

）。

　

す
で
に
言
及
し
た
フ
レ
ー
ズ
と
は
若
干
言
葉
遣
い
が
か
わ
っ
て
い
る
。「
世
界
か

ら
切
り
離
す
」が「
世
界
を
克
服
あ
る
い
は
超
越
す
る
」と
言
い
換
え
ら
れ
、ま
た「
世

界
に
連
れ
戻
す
」が「
世
界
と
出
会
う
」と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。重
要
な
点
は
、「
世

界
を
克
服
あ
る
い
は
超
越
す
る
」
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
世
界
と
出
会
う
方
法
」
で
あ

る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
存
在
次
元
の
変
更
は
感
覚
的
な
世
界
の
な
か

で
の
態
度
の
変
更
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
世
界
を
超
越
」
す
る
と
い
う

こ
と
が
、
別
の
世
界
を
要
求
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
世
界
の

な
か
に
存
在
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
鍛
錬
し
陶
冶
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の

引
用
に
含
ま
れ
る
「
意
志
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
意
志
」
は
こ

の
文
脈
で
は
「
概
念
」
に
対
立
す
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、「
概
念
」
と
い
う
一
般

的
な
も
の
に
対
し
、
芸
術
作
品
が
表
現
す
る
個
別
的
な
も
の
に
感
応
す
る
は
た
ら
き

が
「
意
志
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
。
以
上
の
考
察
か
ら
重
要
な
点
が
確
認
で
き
る
。

の
よ
う
な
判
断
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
芸
術
作
品
の
意

義
は
こ
の
よ
う
な
日
常
生
活
の
次
元
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
人
間
を
立
た
せ
る
点
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ソ
ン
タ
グ
に
よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
は
人
間
を
「
世
界
か
ら
切

り
離
す
」（Sontag 2013:33

）
の
だ
。
人
間
の
「
感
受
性
」
が
活
性
化
さ
れ
る
の

は
こ
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
。す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、こ
の「
感
受
性
」が「
選
択
」

す
る
能
力
を
養
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
人
間
を
「
世
界
か
ら
切

り
離
す
」
こ
と
は
人
間
を
「
世
界
に
連
れ
戻
す
」（Sontag 2013:33

）
こ
と
に
な
る
。

芸
術
作
品
は
、
一
般
的
な
規
則
に
も
と
づ
い
て
道
徳
的
な
判
断
が
な
さ
れ
る
世
界
か

ら
人
間
を
「
切
り
離
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
状
況
に
即
し
た
「
選
択
」
が
意
味
を
持

つ
よ
う
な
世
界
へ
と
人
間
を
「
連
れ
戻
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
点
を

さ
ら
に
敷
衍
し
て
み
よ
う
。

　

善
悪
の
判
断
は
つ
ね
に
正
当
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
担
保
す
る

に
は
一
般
的
な
規
則
が
判
断
基
準
と
し
て
不
可
欠
な
の
だ
。
し
か
し
、
善
悪
の
判
断

基
準
は
社
会
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
が
事

実
な
ら
、
複
数
の
判
断
基
準
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、

複
数
の
道
徳
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
ソ
ン
タ
グ
に
よ
れ
ば
、
ど
の
道
徳

に
も
「
そ
の
道
徳
に
限
定
さ
れ
た
社
会
的
利
益
と
階
級
的
価
値
に
す
ぎ
な
い
要
素
」

（Sontag 2013:30

）
が
付
着
し
て
い
る
。
道
徳
は
利
益
に
還
元
さ
れ
る
の
だ
。
芸

術
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
利
益
に
ま
み
れ
た
世
界
か
ら
人
間
を
「
切
り
離
す
」。
そ

の
上
で
、
人
間
を
ふ
た
た
び
「
世
界
に
連
れ
戻
す
」
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
世
界
は

も
と
の
世
界
で
は
な
い
。
美
的
経
験
に
お
い
て
人
間
は
個
別
的
な
も
の
に
触
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
存
在
次
元
の
変
更
に
よ
っ
て
、
善
悪
に
関
す
る
一
般
的
な

判
断
で
は
な
く
、
個
々
の
文
脈
に
応
じ
た
「
選
択
」
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ソ
ン
タ
グ
の
存
在
論
が
プ
ラ
ト
ン
的
二
元
論
に
対
立
す
る
と
い
う
点
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い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
個
別
性
が
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
は
一
般
化
を
前
提
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
作
品

に
つ
い
て
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
は
あ
り
え
な
い
。

「
わ
れ
わ
れ
は
一
般
化
し
な
け
れ
ば
（
道
徳
的
、
概
念
的
に
）
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
が
真
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
経

験
お
よ
び
芸
術
作
品
に
お
い
て
表
象
さ
れ
て
い
る
も
の
が
判
断
を
越
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
ま
た
真
で
あ
る
」（Sontag 2013:34

）。

　

し
か
し
、
現
実
に
は
芸
術
作
品
は
し
ば
し
ば
一
般
化
さ
れ
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
と

き
、
芸
術
作
品
は
道
徳
的
な
判
断
の
対
象
に
な
る
だ
ろ
う
。
道
徳
的
な
判
断
と
は
、

例
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
の
作
品
と
し
て
の
善
し
悪
し
を
述
べ
る
こ
と
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
や
行
為
そ
の
も
の
を
道
徳
的
に
判
断

す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
般
化
さ
れ
る
の
は
「
内
容
」
で

あ
る
。
し
か
し
、「
内
容
」
に
つ
い
て
道
徳
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
芸
術
作
品

の
経
験
と
は
何
の
関
係
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
マ
ク
ベ
ス
夫
人
の
行
為
を
道

徳
的
に
非
難
す
る
こ
と
に
い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
ソ
ン

タ
グ
の
い
う
よ
う
に
、
真
の
芸
術
作
品
は
「
わ
れ
わ
れ
の
卑
小
な
判
断
、
人
物
や
行

為
に
対
し
て
善
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
安
易
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
を
無
効
に
す

る
」（Sontag 2013:34

）
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、『
マ
ク
ベ
ス
』
で
描
か

れ
て
い
る
「
内
容
」
と
同
じ
こ
と
が
日
常
生
活
で
起
こ
っ
た
ら
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
を
基
準
に
芸
術
作
品
に
対
す
る
判
断
を
下
す
と
す
れ
ば
、
芸
術
作
品

善
悪
の
判
断
が
な
さ
れ
る
存
在
次
元
と
は
別
の
存
在
次
元
を
同
じ
世
界
の
な
か
に
確

保
す
る
こ
と
が
ソ
ン
タ
グ
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
課
題
を
追
求
す
る
た
め
の
手
が
か

り
と
し
て
芸
術
作
品
に
お
け
る
個
別
性
の
経
験
が
着
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ソ
ン
タ
グ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
の
な
か
の
個
別
的
な
も
の

は
「
内
容
」
で
は
な
く
「
形
式
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
感
受
性
」
が
関
わ
る

の
は
「
内
容
」
で
は
な
く
「
形
式
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
は
芸
術
作
品

に
関
す
る
伝
統
的
な
見
方
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
ミ
メ
ー
シ

ス
」
に
は
じ
ま
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、「
内
容
」
は
個
別
的
で
あ
り
「
形
式
」
は
一

般
的
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
現
代
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。「
芸

術
作
品
と
は
そ
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
」（Sontag 2013:11

）
と
考
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、
ソ
ン
タ
グ
は
こ
の
考
え
が
誤
り
で
あ
る
と
断
固
と
し
て

主
張
し
て
い
る
。
ソ
ン
タ
グ
の
批
評
の
意
義
は
、
芸
術
作
品
に
関
す
る
伝
統
的
な
見

方
を
否
定
し
て
「
形
式
」
が
個
別
的
で
あ
る
こ
と
を
執
拗
に
示
し
た
点
に
あ
る
。「
感

受
性
」
が
芸
術
作
品
の
「
形
式
」
と
い
う
個
別
的
な
も
の
に
関
わ
る
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
は
美
と
倫
理
を
結
び
つ
け
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
美
と
倫
理
に
関
す
る
ソ
ン
タ

グ
の
考
察
は
芸
術
作
品
の
「
内
容
」
と
「
形
式
」
に
関
す
る
考
察
か
ら
導
か
れ
て
い

る
。
し
か
も
、「
内
容
」
と
「
形
式
」
に
関
す
る
ソ
ン
タ
グ
の
考
え
は
、
そ
の
批
評

の
ス
タ
イ
ル
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
内
容
」

と
「
形
式
」
に
関
す
る
ソ
ン
タ
グ
の
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
と
倫
理

に
関
す
る
ソ
ン
タ
グ
の
主
張
が
、「
反
解
釈
」
と
い
う
批
評
の
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の

か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
点
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。そ
こ
で
次
に
、

ソ
ン
タ
グ
の
「
形
式
（style

）」
に
関
す
る
議
論
を
再
構
成
し
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈

の
中
に
そ
の
論
理
を
位
置
づ
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、ソ
ン
タ
グ
は
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い
の
だ
。
と
い
う
の
も
、「
形
式
」
と
は
個
別
性
を
表

現
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
作
品
の
数
だ
け
「
形
式
」
な
い
し
「
様
式
」
が
あ
る
こ

と
に
な
る
か
ら
だ
。

「
様
式
と
は
芸
術
作
品
に
お
け
る
意
志
決
定
の
原
理
で
あ
り
、
芸
術
家
の
意
志
の
署

名
で
あ
る
。そ
し
て
人
間
の
意
志
は
無
数
の
姿
勢
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、

芸
術
作
品
に
は
無
数
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
う
る
」（Sontag 2013:37

）。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
美
術
史
で
普
通
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
様
々

な
芸
術
作
品
を
ひ
と
つ
の
様
式
に
包
摂
す
る
こ
と
な
ど
本
当
は
で
き
な
い
の
だ
。

「
様
式
と
い
う
概
念
を
歴
史
的
に
用
い
て
、
芸
術
作
品
を
様
々
な
流
派
や
時
代
に

分
類
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
様
式
の
個
別
性
を
消
去
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
」

（Sontag 2013:33

）。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
様
式
を
設
定
し
た
と
た
ん
、
様
式
は
個
々
の
作

品
を
評
価
す
る
規
範
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
人
間
の
行
為
を
評
価
す
る

道
徳
的
概
念
の
よ
う
に
。
で
は
、
ど
う
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
批
評
は
個
々
の
作
品

に
つ
い
て
語
る
ほ
か
な
い
。
は
じ
め
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を

述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、
芸
術
作
品
は

「
規
範
的
語
彙
」
で
語
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
作
品
が
何
で
あ
る
か
と
い

う
観
点
か
ら
「
記
述
的
語
彙
」
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
芸
術
先
品
の
本
質
で
あ
る
個
別
性
を
い
わ
ば
蝶

を
日
常
生
活
の
次
元
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
善
悪
の
概
念
お

よ
び
行
為
の
規
範
と
い
う
一
般
性
が
支
配
す
る
存
在
次
元
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
芸
術
作
品
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
個
別
性
は
「
内
容
」
の
な
か

に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
内
容
」
と
い
う
側
面
か
ら
芸
術
作
品
に

接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
個
別
性
は
む
し
ろ
損
な
わ
れ
る
。
ソ
ン
タ
グ
が
芸
術

作
品
の
「
形
式
」
な
い
し
「
様
式
」
に
着
目
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

「
芸
術
を
と
お
し
て
わ
れ
わ
れ
が
手
に
入
れ
る
知
識
は
、（
事
実
と
か
道
徳
的
判
断
の

よ
う
な
）
何
か
に
つ
い
て
の
知
識
と
い
う
よ
り
も
、
何
か
を
知
る
こ
と
の
形
式
あ
る

い
は
様
式
の
経
験
と
い
う
知
識
な
の
だ
」（Sontag 2013:27

）。

　

と
は
い
え
、
芸
術
作
品
を
論
じ
る
際
に
、
そ
の
「
内
容
」
に
言
及
す
る
こ
と
は
避

け
ら
れ
な
い
。
い
や
、「
内
容
」
に
言
及
せ
ず
に
芸
術
作
品
を
論
じ
る
こ
と
な
ど
無

意
味
で
あ
る
。
そ
の
点
は
ソ
ン
タ
グ
も
承
知
し
て
い
る
。「
内
容
」
が
一
般
化
さ
れ
、

芸
術
作
品
が
概
念
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
を
ソ
ン
タ
グ
は
警
戒
し
て
い
る
の
だ
。で
は
、

一
般
化
を
と
も
な
わ
ず
に
「
内
容
」
に
言
及
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
ソ
ン
タ
グ
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
最
良
の
批
評
と
は
、
ま
れ
に
し
か
存
在
し
な
い
が
、
内
容
に
つ
い
て
の
考
察
を
形

式
に
つ
い
て
の
考
察
に
と
け
込
ま
せ
る
よ
う
な
類
い
の
も
の
で
あ
る
」（Sontag 

2013:18

）。

　

で
は
、「
形
式
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
論
理
の
流
れ
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
問
い
が
出
て
く
る
の
は
当
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し
か
し
、「
内
容
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
概
念
と
い
う
一
般
的
な
も
の
に
つ
い
て

語
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
で
は
「
作
品
が
作
品
で
あ
る
こ
と
」
を
示
す
こ
と
に

は
な
ら
な
い
の
だ
。

　

ソ
ン
タ
グ
は
、
一
般
化
す
る
概
念
的
思
考
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
「
感
受
性
」
の

作
用
に
も
と
づ
い
て
、美
的
経
験
が
倫
理
と
つ
な
が
っ
て
い
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
主
張
が
上
記
の
「
内
容
」
と
「
形
式
」
に
関
す
る
議
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
倫
理
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
ン

タ
グ
は
規
範
に
も
と
づ
く
タ
イ
プ
の
倫
理
を
暗
黙
に
退
け
、
個
々
の
文
脈
に
お
け
る

適
切
な
「
選
択
」
を
優
先
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
倫
理
を
擁
護
し
て
い
る
の
だ
。

　

ま
と
め
よ
う
。「
形
式
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
美
的
な
領
域
で
な
さ
れ
る
が
、

ソ
ン
タ
グ
に
と
っ
て
そ
れ
は
倫
理
的
な
領
域
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
論
理
が
ソ
ン
タ
グ
の
批
評
の
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
か
ら
帰
結
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ソ
ン
タ
グ
に
と
っ
て
は
、
批
評
と
い

う
行
為
そ
れ
自
体
が
は
じ
め
か
ら
倫
理
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
私
が
書
く
ひ
と
つ
の
理
由
は
自
分
を
変

え
る
た
め
」（Sontag 2014:123

）
と
ソ
ン
タ
グ
が
い
う
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
意
味

に
お
い
て
な
の
だ
。「
反
解
釈
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
社
会
通
念
に
背
を
向
け

た
批
評
の
ス
タ
イ
ル
は
、
ソ
ン
タ
グ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
倫
理
的
な
実
践
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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を
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と
に
し
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。

お
わ
り
に

　

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ソ
ン
タ
グ
の
批
評
の
ス
タ
イ
ル
は
芸
術
作
品
の
意
味

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
は
な
い
。
む
し
ろ
芸
術
作
品
の
存
在
そ
の
も

の
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
も
う
い
ち
ど
引
用
し
よ
う
。

「
批
評
の
機
能
は
作
品
が
何
を
意
味
す
る
か
を
示
す
こ
と
で
は
な
く
、
作
品
が
作
品

で
あ
る
の
は
い
か
に
し
て
な
の
か
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
作
品
が
作

品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
」（Sontag 2013:20

）。

　

ソ
ン
タ
グ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
批
評
は
「
作
品
が
作
品
で
あ
る
こ
と
」
を
語
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
形
式
」
な
い
し
「
様
式
」
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。「
究
極
的
に
分
析
す
れ
ば
、
芸
術
と
は
『
様
式
』
に
ほ
か
な

ら
な
い
」（Sontag 2013:35

）
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
に
対
し
、「
作
品
が

何
を
意
味
す
る
か
」
を
語
る
に
は
「
内
容
」
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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