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五
五

美学と政治  ― J.ランシエールと「感性的なものの分割＝共有 partage」

美
学
と
政
治

―
― 

Ｊ
．
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
と
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有partage

」
山
　
下
　
　
　
　
通

序
論

本
論
は
︑
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
（Jacques R

ancière, 1940- 

）
の
芸
術
＝
政
治
論
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
果
た
す
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有le partage du sensible

」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
︑
二
〇
〇
〇
年
に
刊
行
さ

れ
た
著
作
『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有
』

1

を
主
に
参
照
し
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

そ
の
前
段
階
と
し
て
︑
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
美
学
理
論
に
お
け
る
政
治
と
芸
術
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
ク
レ
ア
・
ビ
シ
ョ
ッ

プ
（C

laire B
ishop,1971- 

）
の
著
作
『
人
工
地
獄
―
現
代
ア
ー
ト
と
観
客
の
政
治
学
』

2

を
取
り
上
げ
る
︒
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
こ
の

著
作
の
特
に
第
一
章
で
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
現
代
ア
ー
ト
に
お
い
て
大
き
な
動
向
の
一
つ
と
な
っ
た
参
加
型
ア
ー
ト
お
よ
び
リ

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
批
判
を
展
開
し
て
い
る
︒
こ
の
参
加
型
ア
ー
ト
お
よ
び
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
に
理
論
的
地
平
を
与

え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
ニ
コ
ラ
・
ブ
リ
オ
ー
（N

icolas B
ourriaud, 1965- 

）
の
著
作
『
関
係
性
の
美
学
』

3

で
あ
り
︑
そ
の

中
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
関
係
性
の
美
学
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
︒
つ
ま
り
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
議
論
は
「
参
加
型
ア
ー
ト
」
批
判
と
い

う
よ
り
は
︑
も
っ
と
厳
密
に
言
う
と
「
関
係
性
の
美
学
」
批
判
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
こ
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
「
関
係
性
の
美
学
」
批
判
に
お
い
て
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
の
が
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
美
学
理
論



五
六

で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
論
は
︑
ま
ず
第
一
節
︑
第
二
節
で
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
「
関
係
性
の
美
学
」
批
判
を
概
観
し
︑「
関
係
性
の
美

学
」
か
ら
帰
結
さ
れ
る
芸
術
の
社
会
化
と
政
治
化
の
問
題
点
を
考
察
す
る
︒
続
く
第
三
節
で
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有
」
と

い
う
概
念
を
中
心
に
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
美
学
理
論
お
よ
び
美
学
＝
政
治
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

第
一
節　

関
係
性
の
美
学

ブ
リ
オ
ー
の
『
関
係
性
の
美
学
』
は
一
九
九
〇
年
代
の
現
代
美
術
の
動
向
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
今
日
に
お
い
て
も
非
常
に
重

要
な
著
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
後
述
す
る
ク
レ
ア
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
著
作
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
批
判
も
勿
論
存
在
す

る
が
︑「
関
係
性
の
美
学
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
︑「
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
ブ
リ
オ
ー
の
著
作
か
ら

離
れ
て
人
口
に
膾
炙
し
︑
芸
術
と
社
会
や
政
治
︑
そ
し
て
政
治
と
美
的
な
も
の
の
関
係
を
語
る
上
で
︑
今
日
に
お
い
て
既
に
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒

ブ
リ
オ
ー
が
名
前
を
上
げ
る
数
多
く
の
作
家
は
︑
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
的
な
絵
画
の
自
律
性
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
絵
画
と
は
全
く
異
質
な

方
向
性
に
お
い
て
作
品
制
作
を
行
っ
て
い
る
︒
彼
ら
の
作
品
に
お
い
て
重
要
な
の
は
作
品
の
自
律
性
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
逆
に
芸
術

と
社
会
︑
芸
術
と
政
治
︑
作
者
と
鑑
賞
者
の
あ
い
だ
の
関
係
性
や
相
互
作
用
性
で
あ
る
︒

例
え
ば
ブ
リ
オ
ー
が
「
関
係
性
の
美
学
」
の
典
型
例
と
考
え
て
い
る
作
家
の
一
人
リ
ク
リ
ッ
ト
・
テ
ィ
ラ
バ
ー
ニ
ャ
（R

irkrit 

Tiravanija, 1961- 

）
の
『
無
題
（
静
止
）untitled

（still

）』（
一
九
九
二
）
は
︑
一
般
に
所
謂
「
美
術
品
」
と
し
て
想
像
さ
れ
る
絵

画
や
彫
刻
作
品
で
は
な
く
︑
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
な
い
し
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
作
品
で
あ
る
︒
タ
イ
に
出
自
の
ル
ー
ツ
を
持
つ

テ
ィ
ラ
バ
ー
ニ
ャ
は
︑
滞
在
制
作
中
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
美
術
館
を
訪
れ
た
人
に
そ
の
場
で
作
っ
た
焼
き
そ
ば
や
カ
レ
ー
を
振
る
舞
う

と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
っ
た
︒
テ
ィ
ラ
バ
ー
ニ
ャ
は
日
常
生
活
空
間
か
ら
は
区
別
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ヴ
と
し
て
の
美
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術
館
︑
芸
術
と
い
う
権
威
に
裏
付
け
さ
れ
た
美
術
館
な
い
し
ギ
ャ
ラ
リ
ー
空
間
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
生
活
や
日
常
そ
し
て
「
生
き
ら
れ

た
経
験
」
を
越
境
的
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
︒
ブ
リ
オ
ー
は
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
の
理
論
的
地
平
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
︒

独
立
し
た
私
的
な
象
徴
的
空
間
の
主
張
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
人
間
同
士
の
相
互
作
用
そ
し
て
そ
の
社
会
的
文
脈
と
い
う
領
域
を

理
論
的
な
地
平
と
す
る
︒

4

す
な
わ
ち
︑
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
が
成
立
す
る
上
で
重
要
な
条
件
は
︑
そ
の
作
品
が
作
家
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
主

張
や
観
念
の
表
出
で
あ
る
と
同
時
に
︑
歴
史
や
社
会
的
文
脈
か
ら
独
立
し
た
自
律
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
作
品

を
媒
介
と
し
て
出
会
う
複
数
の
人
間
相
互
の
関
係
性
が
作
品
に
影
響
を
与
え
︑
そ
し
て
そ
の
影
響
下
で
生
成
し
つ
つ
あ
る
作
品
が
今

度
は
観
客
に
影
響
を
与
え
る
相
互
作
用
の
存
在
な
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
各
々
の
人
間
が
背
景
と
す
る
歴
史
や
人
種
︑
宗
教
な
ど
の

社
会
的
文
脈
も
必
然
的
に
作
品
の
要
素
と
な
る
︒
作
品
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
に
社
会
的
文
脈
を
導
入
す
る
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
美
学
が

人
種
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
階
級
や
不
平
等
の
問
題
を
隠
蔽
し
て
き
た
こ
と
を
「
関
係
性
の
美
学
」
は
告
発
す
る
︒「
関
係
性
の
美
学
」

に
お
い
て
政
治
的
な
も
の
に
接
続
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
も
は
や
芸
術
は
単
な
る
表
象
の
戯
れ
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
虚
構
）
で
は

な
く
︑「
政
治
化
し
た
芸
術
」
と
し
て
現
実
社
会
の
中
に
居
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

第
二
節　

ク
レ
ア
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
「
関
係
性
の
美
学
」
批
判

ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
批
判
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
芸
術
の
政
治
化
で
あ
る
︒「
関
係
性
の
美
学
」
か
ら
帰
結
す
る
芸
術
の
政
治
化
︑
芸
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八

術
の
「
社
会
的
転
回
」

5

そ
し
て
「
倫
理
的
転
回
」

6

こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
︒

（
参
加
型
ア
ー
ト
と
い
う
）
動
向
で
は
︑
比
較
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
実
践
に
眼
は
向
け
ら
れ
ず
︑
倫
理
的
に
一
歩

抜
き
ん
出
て
い
る
こ
と
―
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
提
示
す
る
協
働
の
モ
デ
ル
が
良
い
か
悪
い
か
と
い
う
度
合
い
―
を
基
準
と
し
て
︑

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
終
始
ほ
か
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
達
と
比
べ
ら
れ
る
︒

7

ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
危
惧
す
る
の
は
︑
参
加
型
ア
ー
ト
に
お
い
て
は
倫
理
的
な
良
し
悪
し
が
他
の
価
値
評
価
基
準
よ
り
も
優
先
さ
れ
る

と
い
う
事
態
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
視
点
︑
人
び
と
の
出
会
い
と
参
加
そ
し
て
協
働
と
い
う
要
素
が
ど
れ
だ
け
作

品
に
含
ま
れ
て
い
る
か
が
芸
術
作
品
の
価
値
を
決
定
し
︑
そ
れ
以
外
の
例
え
ば
作
品
と
し
て
の
完
成
度
や
美
的
強
度
に
つ
い
て
の
批

評
が
も
は
や
重
要
で
は
な
く
な
る
こ
と
を
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
参
加
型
ア
ー
ト
に
参
加
す
る

人
々
の
善
意
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
断
り
つ
つ
も
︑
以
上
の
よ
う
に
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
︒
確
か
に
「
関
係
性
の
美

学
」
や
参
加
型
ア
ー
ト
は
︑
そ
れ
ま
で
の
芸
術
や
美
学
を
と
り
ま
く
既
成
価
値
を
捉
え
直
す
批
判
的
視
点
を
提
示
し
得
る
︒
し
か
し

そ
れ
は
同
時
に
「
倫
理
的
な
教
条
性
と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
状
況
」

8

へ
と
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
と
紙
一
重
な
の
で
あ
る
︒

芸
術
は
撹
乱
的
な
単
独
行
為
の
創
出
で
は
な
く
︑
有
益
か
つ
改
善
的
で
︑
最
終
的
に
は
謙
虚
な
身
振
り
と
な
る
︑
そ
う
し
た
も

の
に
変
化
す
る
の
だ
︒

9

た
だ
し
︑
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
社
会
的
な
作
品
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
社
会
に
と
っ
て
有

益
な
視
点
を
与
え
う
る
か
︑
状
況
に
対
し
て
善
い
方
向
性
を
示
し
う
る
か
と
い
っ
た
「
政
治
的
な
正
し
さ
」
に
基
づ
く
倫
理
的
判
断
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及
び
選
択
に
従
う
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
個
人
の
欲
求
に
従
っ
て
︑
社
会
的
現
実
下
の
抑
圧
や
排
除
︑
不
快
さ
や
矛
盾
を
表
出
す

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
は
人
々
の
「
協
働
」
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
「
敵
対
」

10

と
い
う
緊
張
を
孕
ん
だ
関
係
性
が

主
題
と
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
︒

第
三
節　

感
性
的
な
も
の
の
分
割=

共
有

ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
「
関
係
性
の
美
学
」
か
ら
帰
結
す
る
「
倫
理
的
転
回
」
の
問
題
点
は
︑
厳
密
に
は
芸
術
と
政
治
が
倫
理
的

判
断
に
従
属
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
芸
術
と
政
治
が
結
び
つ
い
た
新
た
な
形
式
の
規
律
体
制
を
生
み
出
す
こ
と
に
あ
る
︒
ビ
シ
ョ
ッ

プ
が
自
身
の
主
張
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
参
照
す
る
の
が
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
美
学
＝
政
治
論
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
ラ
ン
シ
エ
ー
ル

の
美
学
＝
政
治
論
を
︑
特
に
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有
」
と
い
う
概
念
に
着
目
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
︒

政
治
と
美
学
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
政
治
と
美
学
の
関
係
性
は
互
い
に
自
律
し
た
二
項
の

間
に
発
生
す
る
関
係
性
で
は
な
い
︒
美
学
は
常
に
既
に
政
治
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
︒

政
治
の
根
幹
に
は
一
つ
の
「
美
学
＝
感
性
論esthétique
」
が
あ
り
︑
そ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
語
る
よ
う
な
「
大
衆
の
時
代
」

に
固
有
な
例
の
「
政
治
の
美
学
化
」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
︒（
・
・
・
）
類
比
に
こ
だ
わ
る
な
ら
︑
そ
れ
を
カ
ン
ト
的
な
意

味
―
あ
る
い
は
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
捉
え
直
さ
れ
た
意
味
で
―
感
じ
取
る
べ
く
与
え
ら
れ
た
も
の
を
規
定
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な

諸
形
式
の
体
系
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
時
間
と
空
間
︑
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
︑
言
葉
と
騒
音
の

裁
断
で
あ
り
︑
そ
れ
が
経
験
の
形
式
と
し
て
の
政
治
の
場
と
賭
け
金
を
同
時
に
定
め
て
い
る
︒
政
治
が
対
象
と
す
る
の
は
︑
何

が
見
て
取
ら
れ
︑
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
何
が
言
わ
れ
得
る
の
か
︑
そ
し
て
誰
が
見
る
た
め
の
能
力
＝
権
限
と
語
る
た
め
の
資
質



六
〇

＝
資
格
を
持
っ
て
い
る
の
か
で
あ
り
︑
諸
々
の
空
間
が
有
す
る
固
有
性
と
時
間
に
お
け
る
諸
々
の
可
能
性
で
あ
る
︒

11

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
（A

.G
. B

aum
garten,1714-1762

）
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
「
美
学=

感
性
学A

esthetica

」
が
︑
ギ
リ
シ

ア
語
で
感
覚
的
知
覚
を
意
味
す
る
「
感
性A

isthesis

」
と
い
う
語
に
起
源
を
も
ち
︑
文
字
通
り
「
感
性
に
つ
い
て
の
学
」
で
あ
る
こ

と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
「
美
学
＝
感
性
論
」
と
は
︑
し
た
が
っ
て
何
ら
か
の
芸
術
理
論
や
芸
術
美
に
つ
い

て
の
言
説
と
い
う
よ
り
は
︑
あ
く
ま
で
も
身
体
的
／
感
覚
的
な
次
元
に
根
ざ
し
た
学
を
意
味
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
政
治
の
根
底
に
美

学
が
存
在
す
る
と
い
う
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
主
張
は
︑
芸
術
美
に
つ
い
て
の
諸
理
論
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
感
性
に
つ
い
て
の
学
と
し

て
の
「
美
学
＝
感
性
論
」
が
政
治
の
根
底
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

し
か
し
次
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
そ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
な
次
元
・
感
性
的
な
次
元
と
し
て
の
「
感
性
的
な
も
の
」
が
分

割
＝
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
「
感
性
的
な
も
の
の
分
有=

共
有
」
と

は
︑
共
同
体
内
部
に
お
け
る
「
居
場
所
と
分
前
」

12

を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
ま
さ
に
そ
の
「
居
場
所
」
が
分
割
さ

れ
︑
各
人
が
「
分
前
」
と
し
て
所
有
し
て
い
る
事
態
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
或
る
共
同
体
に
お
い
て
︑
そ
の
共

同
体
構
成
員
が
各
々
ど
の
よ
う
に
「
居
場
所
と
分
前
」
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
定
め
る
と
同
時
に
︑
そ
の
よ
う
な
区
分
を

可
視
化
し
て
い
る
も
の
が
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割=
共
有
」
な
の
で
あ
る
︒

感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有
は
︑
共
有
さ
れ
た
共
同
な
も
の
と
独
占
的
な
分
け
前
を
同
時
に
定
め
る
の
で
あ
る
︒

13

各
個
人
の
「
居
場
所
と
分
け
前
」
は
︑
単
に
空
間
的
な
も
の
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
各
々
は
自
身
の
分
け
前
と
し

て
空
間
だ
け
で
は
な
く
時
間
や
活
動
形
式
も
ま
た
所
有
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
『
政
治
学
』
第
一
巻
冒
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頭
に
お
い
て
人
間
を
「
政
治
的
動
物
」
と
定
義
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
例
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
︑
市
民
と
は
支
配
す
る
こ
と
と
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
関
与
す
る
（a part

）
も
の
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
も
う
一
つ
の
分
割
＝
共
有
形
態
が
︑
こ
の
関
与
に
先
立
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
つ
ま
り
︑
そ
の
事
柄
に
関
す
る
者
た
ち
を
規

定
す
る
分
割
＝
共
有
で
あ
る
︒
言
葉
を
話
す
動
物
は
政
治
的
動
物
で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
︒
し
か
し
︑
奴
隷
は
た

と
え
言
語
を
理
解
し
よ
う
と
も
︑
そ
れ
を
「
所
有
」
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒

14

ポ
リ
ス
と
い
う
共
同
体
を
構
成
す
る
市
民
は
︑
支
配
す
る
こ
と
／
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
関
与
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
「
関
与
」
と

は
︑
市
民
が
「
支
配
関
係
」
を
分
割=
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
ポ
リ
ス
に
お
い
て
︑「
感
性
的
な
も
の
の

分
割=

共
有
」
の
体
系
に
与
し
て
い
る
の
は
市
民
︑
も
っ
と
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
政
治
的
人
間
と
し
て
の
市
民
で
あ
る
︒
そ
し
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
に
よ
れ
ば
︑
政
治
的
動
物
と
し
て
の
市
民
と
は
「
言
葉
を
話
す
動
物
」︑
言
葉
を
「
所
有
」
す
る
動
物
に

ほ
か
な
ら
な
い
︒

政
治
的
動
物
と
し
て
の
市
民
は
言
語
を
所
有
す
る
存
在
と
し
て
共
同
体
に
お
け
る
支
配
・
被
支
配
に
関
与
し
︑「
支
配
関
係
」
を

分
割=

共
有
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
言
語
を
所
有
す
る
者
の
あ
い
だ
の
こ
う
し
た
分
割
＝
共
有
は
︑
す
で
に
別
の
分
割
＝
共
有
形

態
に
先
立
た
れ
て
い
る
と
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
言
う
︒
す
な
わ
ち
︑
人
間
が
政
治
的
動
物
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
︑
さ
ら
に
は
政
治
そ

の
も
の
が
可
能
と
な
る
前
提
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
分
割
＝
共
有
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
人
間
を
政
治
的
動
物

た
ら
し
め
る
分
割
＝
共
有
の
モ
デ
ル
を
︑
職
人
が
ポ
リ
ス
と
い
う
共
同
的
政
治
空
間
に
参
入
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
プ
ラ
ト
ン

の
国
家
＝
政
治
論
に
見
出
す
︒
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二

職
人
は
共
同
の
事
業
に
携
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
仕
事
以
外
の
こ
と
に
献
身
す
る
時
間
が
な

い
か
ら
で
あ
る
︒
仕
事
は
待
っ
て
く
れ
な
い
の
で
︑
彼
ら
は
他
所
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有

は
︑
誰
が
共
同
の
も
の
の
分
け
前
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
︑
そ
の
者
が
行
っ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
こ
の
活
動
が
行
使
さ

れ
る
時
間
と
空
間
に
応
じ
て
目
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
︒

15

す
な
わ
ち
︑
職
人
に
は
従
事
す
べ
き
仕
事
が
あ
る
の
で
︑
彼
ら
は
持
ち
場
を
離
れ
て
自
分
た
ち
の
仕
事
以
外
の
こ
と
に
時
間
を
使

う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
各
々
の
職
人
た
ち
は
自
身
の
従
事
す
べ
き
仕
事
の
た
め
に
特
定
の
「
場
」
に
い
る
こ
と
を
課
せ
ら

れ
︑
仕
事
の
場
か
ら
離
れ
た
他
所
の
場
に
―
政
治
的
な
空
間
に
―
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
故
に
︑
職
人
た
ち
は
政
治
空
間
か
ら
時

間
的
・
空
間
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
身
体
的
／
感
性
的
な
次
元
に
お
け
る
政
治
空
間
か
ら
の
排
除
と
言
い
換
え
る
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
排
除
の
構
造
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
︒「
奴
隷
は
た
と
え
言
語
を
理
解
し
よ
う
と
も
︑
そ

れ
を
『
所
有
』
し
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
た
と
え
主
人
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
命
令
を
理
解
し
従
う
と
し
て

も
︑
奴
隷
は
言
語
を
所
有
す
る
者
と
は
見
做
さ
れ
な
い
︒
奴
隷
は
言
語
を
理
解
す
る
と
い
う
意
味
で
は
言
語
を
「
共
有
」
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
を
「
分
け
前
」
と
し
て
は
「
所
有
」
し
て
い
な
い
が
故
に
︑
つ
ま
り
言
語
活
動
と
い
う
活
動
形
式
を
分

割
・
所
有
し
得
な
い
が
故
に
市
民
か
ら
区
別
さ
れ
る
︒
言
語
を
所
有
す
る
市
民
が
「
政
治
的
動
物
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
言
語

を
所
有
し
な
い
奴
隷
は
「
動
物
」
と
し
て
共
同
体
す
な
わ
ち
政
治
の
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
奴
隷
た
ち
の
発
す
る
声
や

言
葉
は
︑
言
語
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
動
物
」
の
発
す
る
騒
音
と
し
て
処
理
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
「
感
性
的

な
も
の
の
分
割=

共
有
」
に
先
立
つ
も
う
一
つ
の
分
割
＝
共
有
形
態
と
呼
ぶ
も
の
は
︑「
話
す
／
聞
く
」
と
い
っ
た
こ
と
に
典
型
的

に
示
さ
れ
る
身
体
的
・
感
性
的
次
元
に
お
け
る
排
除
と
不
平
等
性
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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こ
の
よ
う
な
排
除
と
不
平
等
性
に
根
ざ
し
た
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割=

共
有
」
を
基
礎
と
す
る
政
治
的
空
間
︑
時
間
と
空
間

の
諸
形
式
の
批
判
的
問
い
直
し
︑「『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
』
の
自
明
の
秩
序
を
中
断
す
る
」

16

こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
が
存
在

す
る
と
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
言
う
︒
そ
れ
が
芸
術
的
実
践
な
の
で
あ
る
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
美
学
＝
政
治
論
に
お
い
て
は
︑
ブ
リ
オ
ー

の
提
起
す
る
「
関
係
性
の
美
学
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
芸
術
／
美
学
の
政
治
化
」
は
芸
術
的
実
践
と
政
治
的
実
践
︑
美
学
と
政
治

を
安
易
な
二
項
対
立
で
捉
え
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
芸
術
（
虚
構
）
と
政
治
（
現
実
）
の
分
割
と
二
分
法

が
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
と
っ
て
美
学
は
政
治
の
根
底
を
な
す
も
の
で

あ
り
︑
両
者
は
切
り
離
し
得
な
い
︒「
感
性
的
な
も
の
の
分
割=

共
有
」
を
め
ぐ
る
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
議
論
は
︑
政
治
的
空
間
と
そ

の
秩
序
を
根
底
に
お
い
て
支
え
る
「
分
割=

共
有
」
の
形
式
と
排
除
と
不
平
等
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
こ

の
「
分
割
＝
共
有
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
政
治
的
秩
序
︑
時
間
空
間
的
秩
序
︑
身
体
的
／
感
性
的
秩
序
へ
の
抵
抗
と
批
判
的
能
力
を

芸
術
的
実
践
の
う
ち
に
見
出
す
の
で
あ
る
︒

結
論

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
お
い
て
政
治
と
美
学
は
二
元
論
的
な
関
係
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
政
治
の
根
底
に
は
美
学
が
―
「
美
学
＝
感
性

論
」
と
し
て
の
美
学
が
―
存
在
し
て
い
る
︒
そ
し
て
「
感
性
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
考
察
か
ら
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
導
き
出
し
た
の

は
︑
政
治
的
秩
序
︑
時
間
空
間
的
秩
序
︑
身
体
的
／
感
性
的
秩
序
を
規
定
す
る
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有
」
で
あ
る
︒
そ
れ

は
排
除
と
不
平
等
の
構
造
に
よ
っ
て
政
治
空
間
を
成
立
さ
せ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
排
除
と
不
平
等
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
秩
序
を

問
い
直
し
︑
中
断
さ
せ
る
も
の
が
存
在
す
る
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
と
っ
て
︑
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
芸
術
的
実
践
な
の
で
あ
る
︒

本
論
は
「
関
係
性
の
美
学
」
批
判
そ
し
て
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有
」
を
め
ぐ
っ
て
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
議
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論
を
接
続
す
る
か
た
ち
で
論
じ
て
き
た
が
︑
両
者
の
議
論
の
差
異
や
ブ
リ
オ
ー
側
か
ら
の
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
対
す
る
反
論

17

に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︒

注

１ 
Jacques R

anciére, Le partage du sensible, La Fabrique, 2000

（
翻
訳
『
感
性
的
な
も
の
の
パ
ル
タ
ー
ジ
ュ
』
梶
田
裕
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑

二
〇
〇
九
年
）

　

 

以
下
︑
外
国
語
文
献
か
ら
の
引
用
は
原
書
か
ら
訳
出
し
た
が
︑
翻
訳
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
適
宜
翻
訳
も
参
考
に
し
た
︒
原
書
ペ
ー
ジ
数
の
あ
と
の
括

弧
内
に
は
翻
訳
書
に
お
け
る
頁
数
を
示
す
︒

２ 
C

laire B
ishop, A

rtificial H
ells: Participatory A

rt and the Politics of Spectatorship, Verso,2012 （
翻
訳
『
人
工
地
獄 

現
代
ア
ー
ト
と
観
客
の
政
治
学
』

大
森
俊
勝
訳
︑
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
︑
二
〇
一
六
年
）

３ 
N

icolas B
ourriaud, R

elational A
esthetics, Les Presse D

u R
eel, 1998

４ 
ibid., p.14

５ 
C

laire B
ishop, A

rtificial H
ells: Participatory A

rt and the Politics of Spectatorship, Verso,2012, p.3 (14)

６ 
ibid., p.18 (40)

７ 
ibid., p.19 (42) 

括
弧
内
は
著
者
に
よ
る
補
足
︒

８ 
ibid., p.19 (47)

９ 
ibid., p.19 (47)

10 

ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
は
上
掲
書
と
は
別
に
や
は
り
ブ
リ
オ
ー
の
「
関
係
性
の
美
学
」
批
判
を
論
じ
た”A

ntagonism
 and R

elational A
esthetics, in 

O
C

TO
B

ER
 110, Fall 2004”

（
翻
訳
「
敵
対
と
関
係
性
の
美
学
」
星
野
太
訳
︑
表
象05

︑
月
曜
社
︑
二
〇
一
一
年
）
と
い
う
論
考
が
あ
る
︒

11 
Jacques R

anciére, Le partage du sensible, La Fabrique, 2000,pp.13-14(pp.9-10)

12 
ibid., p.12 (p.6)

13 
ibid., p.12 (p.6)
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14 
ibid., p.12 (p.7)

15 
ibid., p.13 (p.7)

16 

田
中
均
「
芸
術
に
お
け
る
『
解
放
』
と
は
何
か
―
―
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
美
学
理
論
に
お
け
る
芸
術
と
政
治
」（『
批
評
理
論
と
社
会
理
論

︿
1
﹀
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス (

叢
書
・
ア
レ
テ
イ
ア)

』︑
二
〇
一
一
年
︑
御
茶
の
水
書
房 

所
収
）p.27
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こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
田
中
論
文
の
ほ
か
︑
星
野
太
「
ブ
リ
オ
ー
×
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
論
争
を
読
む
」（『C

ontem
porary A

rt Theory

』︑
イ
オ
ス

ア
ー
ト
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
一
三
年 

所
収
）
を
参
照
︒


