
観
客
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
映
画
（
館
）

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
（「
解
放
さ
れ
た
観
客
」）
の
冒
頭
で
、
演
劇
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
告
発
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
ひ
と
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
帰
着
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
観
客
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
観
客
が
い
な
け

れ
ば
い
か
な
る
演
劇
も
存
在
し
得
な
い
が
、
観
客
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
罪
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
知
と
行
動
か
ら
の
二
重
の
離
反
と
し
て
定
義
で
き
る
。
第
一
に
、
演
劇
の
観
客
は
、
視
聴
覚
的
な
感
覚
に
身
を
委
ね
て
い

な
が
ら
、
そ
う
し
た
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
な
い
（
知
か
ら
の

離
反
）。
加
え
て
、
演
劇
の
観
客
は
、
い
つ
で
も
受
動
的
な
態
度
に
終
始
し
て
お
り
、
み
ず
か
ら
の
行
動
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
完
全
に
放

棄
し
て
し
ま
っ
て
も
い
る
（
行
動
か
ら
の
離
反
）。
し
か
し
な
が
ら
、
演
劇
の
こ
う
し
た
構
造
的
欠
陥
に
対
す
る
認
識
は
、
プ
ラ
ト
ン
主
義

的
な
演
劇
の
禁
止
を
要
請
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
二
十
世
紀
に
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
認
識
が
、
認
識
す
る
者
や
能
動
的
に
参
加

“D
ie A

uflockerung der M
asse”

T
heatrokratie und K

ino

Takeshi E
B

IN
E

D
ie P

roblem
atik der “T

heatrokratie”, die sich als “M
assenherrschaft des P

ubli-
kum

s” übersetzen lässt, ist gerade deshalb interessant, w
eil sie nicht nur die B

e-
ziehung zw

ischen P
olitik und Ä

sthetik them
atisiert, sondern auch eine differen-

zierte R
eflexion über den B

egriff des P
ublikum

s bzw
. Z

uschauers erm
öglicht. In 

diesem
 A

ufsatz soll die F
ragestellung der T

heatrokratie, die norm
alerw

eise im
 

H
inblick auf das T

heater und sein P
ublikum

 diskutiert w
ird, m

it dem
 K

ino und 

seinem
 Z

uschauer in V
erbindung gebracht und der F

rage nach dem
 V

erhältnis 
von T

heatrokratie und K
ino nachgegangen w

erden. Z
uerst w

ird die F
ragestellung 

der T
heatrokratie skizziert und eine differenzierte B

etrachtung dieser P
roblem

a-
tik von C

hristoph M
enke und Juliane R

ebentisch zusam
m

engefasst. D
ann w

en-
den w

ir uns zw
ei theoretischen Ü

berlegungen über das K
ino und seinen Z

uschau-
er zu. D

ie eine ist eine R
eflexion W

alter B
enjam

ins im
 K

unstw
erk-A

ufsatz, in der 
er die K

rise der D
em

okratie und das revolutionäre P
otential der K

inozuschauer 
als M

asse them
atisiert. D

ie andere ist eine historisch-theoretische U
ntersuchung 

M
iriam

 H
ansens, in der sie den B

egriff des K
inos als alternative Ö

ffentlichkeit er-
arbeitet. Im

 B
lick auf diese Ü

berlegungen soll schließlich das politische P
otential 

des K
inos und seiner Z

uschauer auf differenzierte W
eise form

uliert w
erden.

Sum
m

ary

「
大
衆
を
ほ
ぐ
す
」

│
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
と
映
画
（
館
）

海
老
根 

剛

Takeshi E
bine
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シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
批
判
と
審
美
化
の
擁
護

シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
問
い
か
け
が
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
が
政
治
と
美
学
の
関
係
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
だ
け
で

な
く
、
観
客
の
概
念
を
め
ぐ
る
省
察
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
大
衆
化
し
た
観
客
の
支
配
」（M

assenherrschaft 

des P
ublikum

s

）
と
翻
訳
さ
れ
も
す
る
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
は
、
共
同
体
に
お
け
る
「
規
範
性
の
浸
食
ま
た
は
解

体
」﹇
*3
﹈を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、
無
資
格
の
観
客
│
す
な
わ
ち
大
衆
│
が
、
し
っ

か
り
し
た
知
識
の
裏
づ
け
も
な
し
に
、
た
だ
み
ず
か
ら
の
感
覚
的
な
知
覚
と
印
象
だ
け
を
頼
り
に
物
事
の
判
断
を
下

す
こ
と
が
で
き
る
、
と
思
い
上
が
る
こ
と
に
な
る﹇

*4
﹈。
芸
術
の
領
域
で
そ
う
し
た
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
的
状
況
が

生
じ
る
の
は
、
芸
術
家
が
芸
術
の
規
則
を
無
視
し
て
観
客
の
「
神
経
を
刺
激
し
、
感
覚
を
興
奮
さ
せ
る
こ
と
」﹇
*5
﹈に

狙
い
を
定
め
、
そ
う
す
る
こ
と
で
美
的
判
断
の
基
準
を
骨
抜
き
に
し
て
、
大
衆
的
嗜
好
の
支
配
を
確
立
す
る
と
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
言
説
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
芸
術
だ
け
で
は
な

い
。
芸
術
に
お
け
る
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
は
、
政
治
の
領
域
に
不
可
避
的
に
波
及
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
治

家
た
ち
が
、
公
共
体
（G

em
einw

esen

）
に
と
っ
て
の
善
に
関
す
る
説
得
力
あ
る
論
拠
と
認
識
を
も
っ
て
民
衆
と
向
き

合
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
美
し
い
弁
舌
と
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
」﹇
*6
﹈民
衆
の
歓
心
を
買
お
う
と
す
る
と
き
、

政
治
に
お
け
る
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
が
成
立
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
で
は
、
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
、
す
な

わ
ち
政
治
を
演
じ
て
み
せ
る
俳
優
（
政
治
家
）
と
、
彼
ら
の
演
技
に
喝
采
す
る
観
客
と
い
う
両
極
に
公
共
体
の
秩
序

が
解
体
す
る
こ
と
は
、
民
主
政
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
主
政
に
お
い
て
は
、
支
配
者
た
ち
が
民
衆

の
前
で
み
ず
か
ら
を
正
当
化
し
、
そ
の
同
意
を
取
り
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る﹇
*7
﹈。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ア
ト

ロ
ク
ラ
シ
ー
の
批
判
は
、
大
衆
民
主
主
義
批
判
の
ト
ポ
ス
を
提
示
し
て
い
る
。

ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ン
ケ
は
、
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
に
認
め
ら
れ
る
「
規
範
性
の
審
美
的
遊
戯
へ
の
変
容
」
を
「
審

美
化
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
審
美
化
が
芸
術
の
規
則
・
秩
序
・
形
式
を
破
壊
す
る
脅
威
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
新

シアトロクラシーの問いかけが興味深いのは、

それが政治と美学の関係に焦点を合わせるだけでなく、

観客の概念をめぐる省察を含んでいるからである。
す
る
者
に
観
客
を
変
え
よ
う
と
す
る
、
多
様
な
演
劇
的
実
践
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
そ
う
し
た

実
践
を
ブ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
演
劇
と
ア
ル
ト
ー
の
残
酷
演
劇
に
よ
っ
て
要
約
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
実
践
と
そ
れ
に
関
す
る
言
説
は
、
社

会
参
画
的
な
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
文
脈
に
お
い
て
、
今
日
、
部
分
的
に
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
取
り
戻
し
て
い
る﹇
*1
﹈。

こ
こ
で
視
線
を
演
劇
か
ら
映
画
に
、
劇
場
か
ら
映
画
館
と
そ
の
観
客
に
転
じ
て
み
る
と
、
状
況
は
さ
ら
に
劣
悪
で
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
演
劇
の
観
客
の
二
つ
の
罪
、
す
な
わ
ち
、
も
っ
ぱ
ら
感
覚
的
刺
激
に
身
を
委
ね
て
い
る
こ
と
と
受
動
性
は
、
映
画
館
と
そ
の
観
客
た

ち
の
も
と
で
は
よ
り
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
改
革
の
余
地
も
は
る
か
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る﹇
*2
﹈。
も
ち
ろ
ん
、
映

画
の
「
反
動
性
」
を
示
唆
す
る
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
は
、
原
則
的
に
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
ゴ
ダ
ー
ル
や
ス
ト
ロ
ー
ブ
＝
ユ
イ
レ
の

名
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
映
画
に
お
い
て
も
ブ
レ
ヒ
ト
の
手
法
を
導
入
す
る
試
み
が
存
在
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、

文
化
的
制
度
と
し
て
の
映
画
（
館
）
は
、
そ
の
観
客
層
に
関
し
て
最
大
限
に
包
摂
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
お
り
、
原
則
と
し
て
そ
の
客
席
構

造
の
う
ち
に
料
金
に
よ
る
階
層
化
を
持
ち
込
ま
な
い
が
ゆ
え
に
、
演
劇
よ
り
も
は
る
か
に
「
民
主
的
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
映
画
館
の
観
客
は
民
主
的
な
公
衆

0

0

だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
公
衆
の
モ
デ
ル

た
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
属
性
を
奪
わ
れ
て
均
質
化
し
た
消
費
者
大
衆

0

0

0

0

0

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の

か
。
そ
し
て
、
二
十
世
紀
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
消
費
者
大
衆
が
容
易
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
得
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

本
論
で
は
、
主
に
演
劇
や
劇
場
と
の
関
連
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
問
い
を
映
画
の
領
域
に
導
入
し
、
映
画

（
館
）
と
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
関
係
を
考
察
す
る
。
そ
の
さ
い
本
論
は
ま
ず
、
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
系
を
簡
潔
に
素
描
し
た
う

え
で
、
映
画
（
館
）
と
そ
の
観
客
を
論
じ
た
二
つ
の
理
論
的
考
察
を
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
最
初
に
取
り
上
げ
る

の
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
複
製
技
術
論
文
の
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
二
つ
の
注
で
行
っ
た
省
察
で
あ
り
、
そ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
映
画
の
問
題
を
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
系
と
接
続
し
て
い
る
。
次
に
本
論
は
、
ア
メ
リ
カ
で
研
究
し
た
ド
イ
ツ
出
身
の
映
画
学

者
ミ
リ
ア
ム
・
ハ
ン
セ
ン
の
理
論
的
・
歴
史
的
考
察
に
注
目
す
る
。
こ
の
考
察
の
中
で
ハ
ン
セ
ン
は
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
公
共
圏
と
し

て
の
映
画
（
館
）
の
機
能
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
人
の
著
者
の
考
察
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
映
画
（
館
）
と
そ
の
観
客
の

政
治
的
・
社
会
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
捉
え
直
す
こ
と
が
と
り
あ
え
ず
の
目
的
で
あ
る
。
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解
消
さ
れ
な
い
ズ
レ
を
孕
ん
だ
緊
張
関
係
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
で
、
デ
モ
ス

0

0

0

（dem
os

）
の
自
己
差
異
化

0

0

0

0

0

0

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
最
も
適
切

に
応
え
得
る
統
治
形
態
な
の
で
あ
る
。
民
主
的
自
由
と
民
主
政
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
考
察
を
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
観
客
の
概
念
に
再
び

関
係
づ
け
る
な
ら
、
私
た
ち
は
自
己
自
身
と
の
同
一
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
潜
在
的
な
自
己
差
異
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
観
客
の
概

念
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

メ
デ
ィ
ア
・
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
と
大
衆
を
ほ
ぐ
す
こ
と

こ
の
自
己
差
異
化
的
な
観
客
の
概
念
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
映
画
観
客
と
し
て
の
大
衆
を
め
ぐ
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
省
察

に
注
意
を
向
け
る
な
ら
、
何
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
本
論
が
注
目
す
る
の
は
、
現
在
刊
行
中
の
批
判
版
全
集
の
表
記
に
お
け
る
「
複

製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品　
第
三
稿
」（
旧
全
集
で
は
第
二
稿
と
さ
れ
て
い
た
も
の
）
の
第
十
二
節
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
注
で
あ
る
。
こ
の
第
十

二
節
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
映
画
に
お
け
る
俳
優
と
観
客
の
関
係
の
特
殊
性
を
論
じ
て
い
る
。
演
劇
で
は
俳
優
が
直
接
に
観
客
の
前
で
演
技

を
行
う
の
に
対
し
て
、
映
画
俳
優
に
は
観
客
と
の
直
接
的
な
関
係
が
欠
け
て
い
る
。
映
画
俳
優
は
装
置
（
カ
メ
ラ
と
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
）
の

前
で
演
技
を
行
う
の
で
あ
り
、
俳
優
の
映
像
だ
け
が
後
に
映
画
館
で
観
客
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
映
画
館
の
観
客
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
大
衆

（M
asse

）
と
呼
び
、
大
衆
は
映
画
俳
優
の
演
技
を
映
像
に
も
と
づ
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る﹇
*11
﹈。

こ
の
節
の
最
初
の
注
（
旧
全
集
版
の
注
十
一
）
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
映
画
観
客
の
考
察
に
お
い
て
、
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
批
判
の
枠
組
み

を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
議
会
制
民
主
政
の
危
機
を
、
映
画
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
俳

優
と
観
客
の
関
係
の
変
容
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
書
く
。「
い
く
つ
か
の
国
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

民
主
政
の
危
機
は

0

0

0

0

0

0

0

、
政
治
家
を
展
示
す
る
条
件
の
危
機
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
民
主
政
は
政
治
家
を
直
接
に
生
身
で
、
し
か

も
議
員
た
ち
の
眼
前
に
展
示
す
る
。
議
会
が
政
治
家
の
劇
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
撮
影
録
音
器
械
装
置
の
革
新
と
と
も
に
﹇
…
﹈
政
治
家

を
こ
の
器
械
装
置
の
前
に
展
示
す
る
こ
と
が
前
面
に
出
る
よ
う
に
な
る
。
議
会
は
劇
場
と
同
時
に
廃
れ
る
の
で
あ
る
」（122 

強
調
原
文
）。

政
治
を
演
じ
る
俳
優
（
政
治
家
）
が
、
議
場
に
お
い
て
も
、
そ
の
場
に
い
る
観
客
（
他
の
議
員
た
ち
）
に
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、
カ
メ
ラ

た
な
規
範
性
の
創
出
に
通
じ
る
芸
術
の
革
新
の
源
泉
で
も
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る﹇
*8
﹈。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
芸
術
だ
け
で
な
く
、
政

治
に
お
け
る
審
美
化
に
も
当
て
は
ま
る
。
審
美
化
が
も
た
ら
す
審
美
的
遊
戯
は
、
公
共
体
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
規
範
を
問
い
直
す
反

省
的
契
機
と
し
て
も
機
能
し
得
る
の
で
あ
り
、
公
共
体
が
み
ず
か
ら
の
善
の
概
念
を
く
り
返
し
定
義
し
直
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
条
件
な

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
民
主
政
と
民
主
的
自
由
の
擁
護
を
、
審
美
化
批
判
の
批
判

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

の
批
判
的
擁
護

0

0

0

0

0

0

と
し
て
遂
行
し
た
の
が
、
ユ
リ
ア
ー
ネ
・
レ
ー
ベ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
彼
女
の
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
一
人
ひ
と
り

の
民
主
的
自
由
と
公
共
体
の
民
主
的
統
治
の
い
ず
れ
を
も
、
自
己
差
異
化
（Selbstdifferenz

）
ま
た
は
自
己
距
離
化
（Selbstdistanz

）
の
経
験

の
う
え
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
レ
ー
ベ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
自
己
差
異
化
の
経
験
と
は
、
私
た
ち
が
世
界
や
他
者
た
ち
と

交
渉
す
る
中
で
く
り
返
し
生
起
し
、
私
た
ち
の
う
ち
に
未
知
の
心
の
動
き
や
欲
望
を
呼
び
覚
ま
す
経
験
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経

験
に
触
発
さ
れ
て
、
私
た
ち
が
自
己
自
身
に
対
し
て
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
し
て
距
離
を
取
る
こ
と
に
な

る
と
き
、
私
た
ち
自
身
の
自
己
理
解
と
公
共
体
の
規
範
的
秩
序
に
関
す
る
「
真
理
の
問
い
」（W

ahrheitsfrage

）
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
公
共
体
の
規
範
的
秩
序
は
、
自
己
差
異
化
の
経
験
が
も
た
ら
す
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
自
己
理
解
と
対
立
す
る
可

能
性
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る﹇
*9
﹈。

く
り
返
し
自
己
自
身
に
対
し
て
差
異
化
し
、
こ
の
自
己
差
異
化
の
経
験
か
ら
出
発
し
て
み
ず
か
ら
の
自
己
理
解
と
公
共
体
の
規
範
的
秩

序
を
疑
問
に
付
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
に
民
主
的
自
由
の
核
心
が
存
す
る
と
す
る
な
ら
、
民
主
的
自
由
は
公
共
体
の

自
己
差
異
化
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
私
が
今
後
、
自
分
自
身
を
別
の
仕
方
で
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
私
の
新
し
い
自
己
理
解
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
私
が
承
認
を
求
め
る
闘
争
に
入
る
こ
と
を
意
味
し
得
る
。

そ
の
場
合
、
私
が
こ
れ
か
ら
も
こ
の
世
界
で
暮
ら
し
て
い
け
る
た
め
に
は
、
世
界
が
別
の
も
の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
闘
争

に
お
い
て
同
時
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
公
共
体
の
そ
れ
自
身
に
対
す
る
距
離
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
秩
序
を
新
た
に
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、よ
り
公
正
な
仕
方
で
規
定
す
る
こ
と
を
迫
る
﹇
…
﹈
公
共
体
の
自
己
差
異
化
が
露
に
な
る
の
で
あ
る
」﹇
*10
﹈。
レ
ー
ベ
ン
テ
ィ
ッ

シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
公
共
体
の
自
己
差
異
化
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
、
民
主
政
の
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
民
主
政
と
は
、
政
治
を
演
じ
る
俳
優
た
ち
と
観
客
と
の
緊
張
関
係
、
つ
ま
り
、
代
表
す
る
も
の
と
代
表
さ
れ
る
も
の
の
間
の
決
し
て
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帯
の
も
と
で
は
、
個
人
と
大
衆
の
対
立
は
す
で
に
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、
指
導
者
も
大
衆
も
と
も
に
同
じ
集
団
的
理
性
（R

atio

）
に
従
う
の

で
あ
る
（123–124

）﹇
*14
﹈。
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
差
異
と
複
数
性
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
集
団
と
し
て
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
構
想
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う﹇
*15
﹈。

だ
が
本
論
の
考
察
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
注
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
提
出
し
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
省
察
で
あ
る
。
そ
こ
で
問

わ
れ
て
い
る
の
は
、
凝
集
し
た
大
衆
の
内
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、「
小
市
民
的
」
と
呼
ば
れ
る
階
級
的
規
定
を

欠
い
た
大
衆
の
内
部
に
お
け
る
革
命
的
階
級
の
生
成
で
あ
る﹇
*16
﹈。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
生
成
を
、
映
画
観
客
と
し
て
の
大
衆
の
経
験
と

関
係
づ
け
る
の
で
あ
る
。

感
情
的
で
反
射
行
動
的
な
要
素
が
支
配
的
で
あ
る
凝
集
し
た
大
衆
と
、
す
で
に
そ
の
特
徴
を
述
べ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
大
衆
を
区

別
し
た
上
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
書
く
。「
具
体
的
に
言
う
と
、
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
の
正
し
さ
が
ど
こ
よ
り
も
よ
く

証
明
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
決
し
て
稀
で
は
な
い
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
は
凝
集
し
た
大
衆

0

0

の
騒
擾
だ
っ

た
も
の
が
、
革
命
的
状
況
の
た
め
に
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
数
秒
後
に
は
も
う
、
階
級

0

0

の
革
命
的
行
動
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
場
合
で
あ

る
」（124 

強
調
引
用
者
）。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
衆

0

0

の
内
部
に
お
け
る
階
級

0

0

の
生
成
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
進
行
す

る
の
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
く
。「
そ
の
よ
う
な
真
に
歴
史
的
な
過
程
の
独
特
な
と
こ
ろ
は
、
凝

集
し
た
大
衆
の
反
射
行
動
が
大
衆
自
身
の
な
か
に
動
揺
を
呼
び
起
こ
し
、
こ
の
動
揺
が
大
衆
を
ほ
ぐ
す

0

0

0

0

0

0

と
と
も
に
、
自
分
た
ち
自
身
が
階0

級
意
識
を
持
っ
た
幹
部
の
集
団

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
の
だ
」（124 

強
調
引
用
者
）。

こ
の
「
大
衆
を
ほ
ぐ
す
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
、
当
時
複
製
技
術
論
文
に
対
し
て
非
常
に
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
ア
ド
ル
ノ
に

強
い
印
象
を
残
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、「
解
体
」（D

esintegration

）﹇
*17
﹈の
過
程
を
通
し
て
革
命
的
階
級
に
変
容
す
る

大
衆
と
い
う
定
式
化
は
、
大
衆
の
革
命
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
め
ぐ
る
当
時
の
言
説
と
比
較
し
て
も
極
め
て
独
創
的
で
あ
る
。
当
時
の
言
説

で
は
、
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
否
定
的
意
志
に
よ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
同
質
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
、
受
動
的
な
大
衆
の
行
動
主
体
（
革
命
的
大
衆
）
へ

の
変
容
の
契
機
が
探
し
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た﹇
*18
﹈。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
大
衆
の
経
験
が
、
映
画
観
客
の
そ
れ

と
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
は
み
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
注
の
異
稿
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
み
ず
か
ら
の
考
察
を
明
確

と
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
に
向
け
て
大
衆
の
人
気
を
得
る
の
に
最
適
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
提
示
し
よ
う
と
努
め
る
と
き
、
民
主
政
は
危
機
に

陥
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
ア
リ
ー
ナ
で
「
新
た
な
選
抜
」
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
資

本
主
義
の
条
件
下
で
は
、
そ
う
し
た
選
抜
か
ら
勝
者
と
し
て
姿
を
現
す
の
は
、
決
ま
っ
て
独
裁
者
だ
か
ら
で
あ
る
（122

）。
私
た
ち
は
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
こ
う
し
た
診
断
を
、
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

い
ま
考
察
し
た
最
初
の
注
が
民
主
政
の
危
機
を
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
二
つ
目
の
注
（
旧
全
集

版
の
注
十
二
）
で
主
題
化
さ
れ
る
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
お
け
る
映
画
（
館
）
の
革
命
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
で
あ

る
。
第
十
二
節
の
本
文
末
尾
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
映
画
産
業
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
ス
タ
ー
崇
拝
は
、
そ
の
補
完
物
と
し
て
観
客
崇
拝
を

伴
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
大
衆
の
腐
敗
し
た
心
性
」
が
助
長
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
そ
う
し
た
心
性
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
利
用
さ

れ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（122–123

）。
す
な
わ
ち
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
大
衆
に
対
し
て
階
級
意
識
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
遮
断
し
、
そ
の
腐

敗
し
た
心
性
に
つ
け
込
む
こ
と
で
、
ス
タ
ー
崇
拝
を
指
導
者
の
崇
拝
に
置
き
換
え
る
の
で
あ
る
。
二
つ
目
の
注
は
、
こ
の
個
所
に
付
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
注
で
は
二
つ
の
事
柄
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
革
命
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
大
衆
の
概
念
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
階
級
意
識
に
目
覚
め
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
大
衆
を
、
群
集
心
理
学
の
概
念
的
枠
組
み
の
外
部
で

0

0

0

定
義
す
る
こ
と
を

試
み
る
。
後
に
ル
・
ボ
ン
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、「
階
級
意
識
を
持
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
た
だ
抑

圧
者
た
ち
の
想
像
の
中
で
の
みkom

pakte M
asse

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
と
き
（123

）、
こ
のkom

pakt

と
い
う
形
容
詞
が

指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
視
覚
的
印
象
で
は
な
く
、
大
衆
を
特
徴
づ
け
る
特
殊
な
心
理
状
態
（
凝
集
性
）
で
あ
る
。
ル
・
ボ
ン
に
よ
れ
ば
、

こ
の
凝
集
し
た
大
衆
は
、
外
部
か
ら
の
刺
激
や
影
響
に
よ
っ
て
、
人
々
の
感
情
や
思
考
が
た
だ
ひ
と
つ
の
方
向
に
導
か
れ
る
と
き
に
の
み

成
立
す
る﹇
*12
﹈。
そ
の
と
き
、
大
衆
の
一
部
と
な
っ
た
諸
個
人
の
意
識
的
な
人
格
は
消
滅
し
、
ひ
と
つ
の
「
集
団
精
神
」
が
成
立
す
る﹇
*13
﹈。

し
た
が
っ
て
、
群
集
心
理
学
的
に
凝
集
し
た
大
衆
は
、
個
人
の
差
異
を
消
し
去
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
同
質
化

0

0

0

の
産
物
で
あ
り
、
そ
う
し
た
大

衆
を
個
人
に
対
置
す
る
こ
と
が
、
群
集
心
理
学
的
思
考
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
階
級
意
識

に
目
覚
め
、
階
級
闘
争
の
推
進
力
と
な
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
大
衆
で
は
、
群
集
心
理
学
的
凝
集
が
す
で
に
ほ
ぐ
れ
て

0

0

0

0

い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
同
質
化
の
圧
力
を
解
か
れ
た
同
志
た
ち
の
間
の
連
帯

0

0

が
、
凝
集
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
連
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は
っ
き
り
し
な
い
。
複
製
技
術
論
文
の
有
名
な
命
題
に
よ
れ
ば
、
大
衆
は
映
画
に
対
し
て
進
歩
的

0

0

0

な
関
係
を
持
つ
と
さ
れ
、
大
衆
に
対
し

て
、
専
門
的
な
判
断
力
を
備
え
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
審
級
と
い
う
地
位
が
承
認
さ
れ
る
。
だ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
大
衆
の
映
画
受
容
の
進
歩

性
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
大
衆
の
判
断
は
、
逸
脱
や
ぶ
れ

0

0

│
差
異
化
の
契
機
│
を
ほ
と
ん
ど
許
容
せ
ず
、

む
し
ろ
そ
れ
ら
を
あ
ら
か
じ
め
最
小
化
す
る
力
学
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。「
そ
の
総
和
が
観
客
全
体
の
反

応
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
一
人
ひ
と
り
の
反
応
が
、
あ
ら
か
じ
め

0

0

0

0

0

そ
の
直
後

0

0

に
生
じ
る
反
応
の
集
団
化
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
、
映
画
館
以
上
に
は
っ
き
り
と
証
明
す
る
場
所
は
他
に
な
い
。
一
人
ひ
と
り
の
反
応
は
、
表
明
さ
れ
る
こ
と
で
互
い
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
」﹇
*20
﹈。

差
異
の
場
と
し
て
の
映
画
館

こ
こ
で
本
論
は
、
ミ
リ
ア
ム
・
ハ
ン
セ
ン
の
仕
事
を
参
照
す
る
。
と
い
う
の
も
、
一
九
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
バ
ベ
ル
＆
バ
ビ
ロ

ン
』
の
中
で
、
ハ
ン
セ
ン
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
同
じ
く
サ
イ
レ
ン
ト
期
の
映
画
と
映
画
館
を
対
象
と
し
て
、
異
な
る
角
度
か
ら
映
画
観
客

に
お
け
る
自
己
差
異
化
の
経
験
の
可
能
性
と
、
そ
う
し
た
経
験
が
可
能
に
な
る
場
と
し
て
の
映
画
館
を
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
本
で
ハ
ン
セ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
初
期
映
画
か
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
映
画
へ
の
移
行
期
（
一
九
〇
七
│
一
九
一
七
年
頃
）
に
お
け

る
映
画
（
館
）
と
観
客
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
は
い
わ
ゆ
る
ニ
ッ
ケ
ル
オ
デ
オ
ン
の
全
盛
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
ニ
ッ

ケ
ル
オ
デ
オ
ン
と
は
小
規
模
の
近
隣
映
画
館
で
あ
り
、
非
常
に
安
い
入
場
料
金
に
よ
っ
て
、
多
く
の
労
働
者
、
移
民
、
女
性
た
ち
を
映
画

館
に
誘
っ
た
の
だ
っ
た
。
ハ
ン
セ
ン
は
、
社
会
的
に
周
縁
化
さ
れ
た
住
民
集
団
（
労
働
者
、
移
民
、
女
性
）
か
ら
な
る
観
客
た
ち
に
対
し
て
、

映
画
館
が
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
公
共
圏
」
と
し
て
機
能
し
得
る
た
め
の
諸
条
件
を
、
ニ
ッ
ケ
ル
オ
デ
オ
ン
が
い
か
に
し
て
生
み
出
し
た

の
か
を
論
じ
て
い
る
。
ハ
ン
セ
ン
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
公
共
圏
と
は
、
観
客
た
ち
が
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
見
る
も
の
を

自
分
自
身
の
経
験
や
願
望
や
記
憶
と
結
び
つ
け
、
そ
う
す
る
こ
と
で
規
範
的
な
諸
力
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
み
ず
か
ら
の
経
験
を
分
節
化

す
る
こ
と
に
な
る
、
そ
う
し
た
理
解
の
地
平
を
意
味
し
て
い
る﹇
*21
﹈。
そ
こ
で
分
節
化
さ
れ
る
経
験
は
、
支
配
的
な
公
共
の
言
説
の
う
ち

に
映
画
の
観
客
に
関
係
づ
け
て
い
る
。「
し
か
し
、
あ
る
種
の
場
合
に
は
、
大
衆
の
内
部
で
の
階
級
の
形
成
は
、
具

体
的
で
内
容
的
に
非
常
に
重
要
な
過
程
で
あ
る
。
映
画
観
客
の
大
衆
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
大
衆
で
あ

る
。
本
来
的
に
映
画
観
客
の
大
衆
は
、
そ
の
階
級
構
造
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て

政
治
的
に
動
員
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
映
画
作
品
に
よ
っ
て
、
大
衆
の

う
ち
で
あ
る
種
の
政
治
的
動
員
の
用
意
が
高
め
ら
れ
た
り
、
減
少
し
た
り
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
」

（158

）。
す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の
映
画
作
品
に
お
い
て
は
、
群
集
心
理
学
的
に
同
質
化
し
た
凝
集
的
な
観
客
大
衆
が
、

階
級
意
識
を
持
つ
革
命
的
階
級
へ
と
生
成
す
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
竹
峰

義
和
は
、
複
製
技
術
論
文
の
緻
密
な
読
解
の
中
で
、
こ
の
注
の
記
述
を
、
ド
タ
バ
タ
喜
劇
映
画
を
見
る
観
客
大
衆
の

経
験
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
映
画
館
に
お
け
る
大
衆
の
哄
笑
は
、
内
的
な
動
揺
と
し
て
大
衆

を
ほ
ぐ
す
よ
う
に
作
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
緊
張
の
緩
和
が
、
階
級
意
識
を
持
っ
た
集
団
の
自
己
組
織
化
に

通
じ
る
認
識
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る﹇
*19
﹈。

第
十
二
節
の
二
つ
目
の
注
と
そ
の
異
稿
で
展
開
さ
れ
る
、
映
画
観
客
と
し
て
の
大
衆
の
経
験
に
つ
い
て
の
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
省
察
は
、
私
た
ち
が
す
で
に
参
照
し
た
レ
ー
ベ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
批
判
的
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
論
に
お
け
る

観
客
の
概
念
と
若
干
の
接
点
を
有
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
群
集
心
理
学
的
に
同
質
化
し
た
凝
集
的
な
大
衆
│

消
費
者
大
衆
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
│
が
映
画
館
で
ほ
ぐ
れ
る

0

0

0

0

と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
差
異
化

0

0

0

の
契
機
が
、

ま
さ
し
く
観
客
の
自
己
差
異
化

0

0

0

0

0

0

0

0

の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
考
察
は
、
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
を
め
ぐ
る
思
考
を
映
画
に
導
入
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
大
衆
が
自
己
自
身
に

対
し
て
差
異
化
す
る
経
験
が
可
能
と
な
る
場
と
し
て
の
映
画
館
と
い
う
概
念
を
も
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

凝
集
し
た
大
衆
が
ほ
ん
の
数
秒
間
の
う
ち
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
階
級
意
識
に
目
覚
め
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
幹
部
集
団
へ
と
変
容

す
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
述
べ
る
と
き
、
そ
う
し
た
再
編
が
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
ま
っ
た
く
謎
め
い
て
い
る
の
と

同
様
に
、
映
画
館
に
お
い
て
、
群
集
心
理
学
的
凝
集
を
解
か
れ
た
一
人
ひ
と
り
の
観
客
の
経
験
が
、
い
か
に
し
て
差

異
と
複
数
性
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
新
た
な
集
団
性
（
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
）
へ
と
組
織
化
さ
れ
得
る
の
か
も

ベンヤミンの考察は、

シアトロクラシーをめぐる思考を映画に導入しているだけでなく、

大衆が自己自身に対して差異化する経験が可能となる場としての

映画館という概念をも含んでいる。
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る
こ
と
に
な
る
。
ハ
ン
セ
ン
は
二
つ
の
受
容
モ
ー
ド
の
関
係
を
、
劇
場

0

0

体
験
と
映
画

0

0

体
験
と
の
緊
張
関
係
と
し
て
描
い
て
い
る
（99

）。

ハ
ン
セ
ン
は
こ
う
し
た
分
析
に
基
づ
い
て
、
ニ
ッ
ケ
ル
オ
デ
オ
ン
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
位
置
づ
け
が
、
映
画
館
を
異
質
な
諸
力
と
差
異

化
す
る
諸
力
学
の
せ
め
ぎ
合
う
場
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
観
客
に
対
し
て
み
ず
か
ら
の
経
験
の
分
節
化
を
許
す
空
隙
を
生
じ
さ
せ
た

の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

で
は
、
観
客
に
よ
る
そ
う
し
た
経
験
の
分
節
化
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
一
例
と
し

て
、
ハ
ン
セ
ン
は
、
あ
る
女
性
観
客
の
ふ
る
ま
い
を
報
告
し
た
一
九
一
一
年
の
雑
誌
記
事
を
引
用
し
て
い
る
（105–106

）。
一
人
の
若
い

ユ
ダ
ヤ
系
の
女
性
が
、
ロ
ウ
ア
ー
・
イ
ー
ス
ト
・
サ
イ
ド
の
映
画
館
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
性
と
白
人
の
罠
猟
師
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
を
見

て
い
る
。
彼
女
は
映
画
と
そ
の
物
語
に
完
全
に
没
頭
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
絶
え
ず
小
声
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
展
開
す
る
物
語
に
コ
メ

ン
ト
し
続
け
て
も
い
た
。
し
か
も
そ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
訛
り
の
ド
イ
ツ
語
で
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

ハ
ン
セ
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
女
性
観
客
の
ふ
る
ま
い
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
の
態
度
は
受
動
的
で
あ
る
と
同
時
に
能
動

的
で
あ
り
、
物
語
的
な
同
一
化
と
言
説
的
な
距
離
化
と
い
う
通
常
の
二
項
対
立
に
従
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ
ン
セ
ン
は
、
こ
の

映
画
館
で
一
人
の
女
性
観
客
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
い
く
つ
も
の
距
離
と
差
異
に
よ
っ
て
重
層
決
定
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
第

一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
の
女
性
が
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
見
る
も
の
は
、
彼
女
に
と
っ
て
完
全
に
異
質
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
の
物
語
は
、
彼
女
自
身
の
人
生
と
何
の
関
わ
り
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
映
画
は
、
そ
こ
で
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
差
異
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
り
、
異
邦
性
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
新
た
な
関
係
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
彼
女
自
身
の
十
分
に
集
団
的
次
元
を
備
え
た
経
験
と
の
象
徴
的
な
類
似
性
を
提
供
し
て
も
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
女
性
観
客
が
い
る

映
画
館
の
内
部
空
間
は
、
映
画
館
の
外
の
空
間
と
異
な
っ
て
い
る
。
彼
女
は
外
部
の
社
会
的
現
実
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
映
画
館
に
来
た
の

で
あ
る
。
映
画
館
は
近
代
の
ア
メ
リ
カ
文
化
の
一
部
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
最
近
ア
メ
リ
カ
に
到
着
し
た
移
民
た
ち
の
生
活
を
依
然
と
し
て

規
定
し
て
い
た
い
く
つ
も
伝
統
的
な
制
限
や
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
・
民
族
的
分
離
が
効
力
を
失
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
女
性
観
客
は
、
映

画
館
の
中
で
、
自
分
自
身
に
対
し
て
、
家
族
の
中
で
の
自
分
の
役
割
や
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
し
て
、
距
離
を
取
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
（105–107

）。
女
性
観
客
に
よ
る
み
ず
か
ら
の
経
験
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
分
節
化
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
自
己
距
離
化
の

経
験
の
う
ち
で
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

に
は
姿
を
見
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
単
に
個
人
的
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
十
分
に
集
団
的
な
次
元
を
備
え
て
い
る
と
さ
れ
る

﹇
*22
﹈。
こ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
公
共
圏
と
し
て
の
映
画
館
を
め
ぐ
る
ハ
ン
セ
ン
の
思
考
の
な
か
に
、
私
た
ち
は
映
画
館
と
そ
の
観
客
の

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
理
解
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

本
論
で
は
ハ
ン
セ
ン
の
研
究
の
詳
細
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
私
た
ち
の
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
論
点
に
絞
っ
て
ハ
ン
セ
ン
の

議
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
ハ
ン
セ
ン
は
、
こ
の
時
期
の
近
隣
映
画
館
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
的
な
位
置
づ
け
を
指
摘

し
、
そ
れ
を
三
つ
の
側
面
か
ら
論
じ
て
い
る﹇
*23
﹈。
第
一
の
側
面
は
、
ニ
ッ
ケ
ル
オ
デ
オ
ン
で
接
触
し
あ
う
こ
と
に
な
る
複
数
の
異
な
る

公
共
圏
に
関
係
し
て
い
る
。
ニ
ッ
ケ
ル
オ
デ
オ
ン
以
前
の
時
代
に
は
、
映
画
は
主
に
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
な
市
民
的
な
娯
楽
施
設
で

上
映
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ニ
ッ
ケ
ル
オ
デ
オ
ン
の
登
場
に
よ
っ
て
、
映
画
は
労
働
者
や
移
民
の
文
化
と
接
触
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
は
三
つ
の
異
な
る
公
共
圏
│
市
民
的
公
共
圏
の
残
滓
、
文
化
的
制
度
と
し
て
の
映
画
の
商
業
化
さ
れ
た
公
共
圏
、
そ
し
て

労
働
者
と
移
民
の
公
共
圏
│
が
出
会
っ
た
の
で
あ
る
（123

）。

第
二
の
側
面
は
、
消
費
文
化
の
内
的
力
学
に
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
短
期
的
な
利
害
と
長
期
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
緊
張
関

係
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
映
画
産
業
は
可
能
か
ぎ
り
包
摂
的
で
あ
ろ
う
と
し
、
新
た
な
観
客
層
の
関
心
や
願
望
や
不

安
に
語
り
か
け
よ
う
と
試
み
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
く
り
返
し
、
主
題
と
物
語
の
実
験
的
な
差
異
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
映
画
産
業
は
ま
た
、
長
期
的
に
は
、
市
民
的
中
産
階
級
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
観
客
を

同
質
化
す
る
こ
と
に
関
心
を
抱
い
て
も
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
映
画
館
は
差
異
化
と
同
質
化
の
力
学
が
せ
め
ぎ
合
う
場
と
な
っ
た
の
で
あ

る
（116

）。

最
後
に
第
三
の
側
面
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
ニ
ッ
ケ
ル
オ
デ
オ
ン
に
お
け
る
上
映
と
受
容
の
モ
ー
ド
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
性
で
あ
る
。

上
映
に
関
し
て
言
う
と
、
初
期
映
画
の
ヴ
ァ
リ
エ
テ
形
式
（
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
短
編
映
画
の
交
替
）
と
比
較
的
長
編
の
物
語
映
画
の
組
み
合

わ
せ
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
映
画
館
の
通
常
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
映
画
的
要
素
（
フ
ィ
ル
ム
上
映
）
だ
け
で
な
く
、
非
映
画
的
要
素
（
弁

士
や
ラ
イ
ヴ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
音
楽
演
奏
な
ど
）
か
ら
も
構
成
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
こ
う
し
た
上
映
モ
ー
ド
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
性
に
受
容
の

側
で
対
応
す
る
の
は
、
参
加
的
な
モ
ー
ド
（
例
え
ば
、
一
緒
に
歌
う
こ
と
）
と
「
古
典
的
な
」
モ
ー
ド
（
沈
黙
し
た
観
賞
）
の
並
存
で
あ
っ
た
。

古
典
的
モ
ー
ド
に
お
け
る
受
容
で
は
、
観
客
は
映
画
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
物
語
世
界
内
に
指
定
さ
れ
た
理
想
的
観
客
の
位
置
に
同
一
化
す
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映
画
館
と
そ
の
観
客
の
政
治
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
も
ま
た
、
そ
う
し
た
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
と
の
結
び
つ
き
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

海
老
根 

剛（
え
び
ね
・
た
け
し
）

大
阪
市
立
大
学
文
学
研
究
科
准
教
授
。
博
士（
文
学
）。
専
門
領
域
は
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
文
化
研
究
と

映
画
を
中
心
と
す
る
表
象
文
化
論
。

 

註

 

※
本
研
究
は
科
学
研
究
費
補
助
金（
課
題
番
号
1
6
K
1
3
2
1
0
）の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

*1

│ 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル『
解
放
さ
れ
た
観
客
』梶
田
裕
訳
、法
政
大
学
出
版
局
、二
〇
一
三
年
、四
│
八
頁
参
照
。

*2

│ 

こ
う
し
た
印
象
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
日
映
画
館
が
歴
史
的
な
変
革
期
に
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
の
映
画
館
モ
デ
ル
が
解
体

し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
徴
候
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。N

etflix

の
よ
う
な
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
台
頭
だ
け

で
な
く
、
い
ま
や
映
画
館
自
身
が
多
様
な
催
し
に
門
戸
を
開
い
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
映
画
は
、
も
は
や
映
画
館
で
の
上
映
に
縛
ら

れ
て
い
な
い
。
上
映
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
も
、
4
D
X
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
観
客
の
ス
ク
リ
ー
ン
へ
の
注
意
を
逸
ら
す
よ
う

な
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
始
め
て
い
る
。
さ
ら
に
は
沈
黙
し
た
受
容
と
い
う
規
範
も
、
す
で
に
一
部
で
は
緩
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

映
画
館
の
変
容
が
、
映
画
観
客
と
ス
ク
リ
ー
ン
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
変
え
、
い
か
な
る
政
治
的
・
社
会
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
孕
む
こ
と

に
な
る
の
か
は
、本
論
の
考
察
の
延
長
線
上
で
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

*3

│ C
hristoph M

enke, D
ie K

raft der K
unst . B

erlin (Suhrkam
p), 2013, S. 114.

*4

│ E
bd., S. 113.

*5

│ E
bd., S. 112. 

*6

│ E
bd., S. 116.

*7

│ Juliane R
ebentisch, D

ie K
unst der Freiheit. Zur D

ialektik dem
okratischer E

xistenz. B
erlin (Suhrkam

p) 2012, S.71.

ハ
ン
セ
ン
に
よ
る
こ
う
し
た
分
析
は
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
公
共
圏
と
し
て
の
映
画
館
が
、
三
つ
の
異
な
る
空
間
か
ら
構
成
さ
れ
る
布0

置0

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
つ
の
異
な
る
空
間
と
は
、
映
画
館
の
外
の
社
会
環
境
の
空
間
、
映
画
館
の
物
理
的
空
間
、
そ
し
て

ス
ク
リ
ー
ン
上
の
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ッ
ク
な
空
間
で
あ
る
（118–119

）。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
空
間
か
ら
な
る
布
置

は
、
い
く
つ
も
の
距
離
と
差
異
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
ハ
ン
セ
ン
が
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
公
共
圏
と
み
な
す
映
画
館
と
は
、
い
く
つ

も
の
差
異
に
よ
っ
て
重
層
決
定
さ
れ
た
場
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
で
観
客
は
自
己
差
異
化
の
経
験
に
到
達
し
得
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち

は
こ
こ
に
、
映
画
館
と
そ
の
観
客
に
つ
い
て
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
概
念
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

結
語

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
公
共
圏
と
し
て
の
映
画
館
を
め
ぐ
る
ハ
ン
セ
ン
の
考
察
は
、
初
期
映
画
か
ら
古
典
映
画
へ
の
移
行
期
の
歴
史
的
事

象
に
立
脚
し
て
い
る
も
の
の
、
彼
女
は
そ
う
し
た
公
共
圏
の
可
能
性
の
条
件
が
、
部
分
的
に
は
古
典
映
画
の
時
代
に
も
存
続
し
続
け
た
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ニ
ッ
ケ
ル
オ
デ
オ
ン
で
映
画
を
見
る
ユ
ダ
ヤ
系
の
女
性
観
客
の
例
が
示
す
通
り
、
映
画
館
で
分

節
化
さ
れ
る
経
験
は
、
単
に
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
十
分
に
集
団
的
な
次
元
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
の
考
察
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
そ
う
し
た
集
団
的
な
経
験
の
分
節
化
が
、
ま
さ
し
く
映
画
館
で
可
能
に
な
る
自
己
距
離
化
な
い
し
自
己
差
異
化
の
経
験
に
お
い

て
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
映
画
館
で
成
立
す
る
共
同
性
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有
で
は
な
く
、
そ
の
揺

0

0

0

ら
ぎ
の
共
有

0

0

0

0

0

に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
、
ハ
ン
セ
ン
は
別
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
映
画
館

は
、
特
定
の
状
況
下
に
お
い
て
、
共
同
体
と
連
帯
の
新
た
な
諸
形
式
の
触
媒
と
し
て
機
能
し
得
る
と
述
べ
て
い
る﹇
*24
﹈。
こ
こ
で
暗
示
さ

れ
て
い
る
映
画
館
の
政
治
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
、
映
画
観
客
一
人
ひ
と
り
の
自
己
差
異
化
の
経
験
の
可
能
性
に
基
づ
い
て
お
り
、
お
そ
ら

く
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
シ
ナ
リ
オ
（
即
時
的
変
容
、
即
時
的
集
団
化
）
と
は
異
な
る
仕
方
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は

蜂
起
を
論
じ
た
最
近
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
蜂
起
と
は
非
合
理
性
の
唐
突
な
暴
発
で
は
な
く
、
日
々
の
服
従
と
抵
抗
の
身
体
的
経
験
と
結

び
つ
い
た
長
期
に
及
ぶ
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
が﹇
*25
﹈、
批
判
的
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
論
の
観
点
か
ら
見
た
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（m
assieren

）と
述
べ
て
い
る
。

*21

│ 

ハ
ン
セ
ン
の
仕
事
に
お
け
る
公
共
圏
の
概
念
の
批
判
的
検
討
と
し
て
、
次
の
論
考
を
参
照
。M

artin Jay, “ T
he L

ittle Shopgirls E
nter 

the P
ublic Sphere” , in N

ew
 G

erm
an C

ritique , N
um

ber 122, V
ol 41, D

urham
 (D

uke U
niversity P

ress) 2014, pp. 159–169.

*22

│ M
iriam

 H
ansen, B

abel &
 B

abylon. Spectatorship in A
m

erican Silent Film
.  C

am
bridge (H

arvard U
niversity P

ress) 1991, pp. 

7–16.  

以
下
、本
書
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
を
本
文
中
に
記
載
す
る
。

*23

│ 

三
つ
の
側
面
に
つ
い
て
の
以
下
の
要
約
は
、
同
書
の
第
三
章
（C

ham
eleon and C

atalyst: T
he C

inem
a as an A

lternative P
ublic 

Sphere, pp. 90–125.

）の
論
述
か
ら
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。

*24

│ M
iriam

 H
ansen, “ E

arly C
inem

a, L
ate C

inem
a: Transform

ations of the P
ublic Sphere” , in V

iew
ing Positions: W

ays of Seeing 

Film
.  E

d. L
inda W

illiam
s. N

ew
 B

runsw
ick (R

utgers U
P

), 1997, p. 146.

*25

│ Judith B
utler, “ U

prising” , in U
prisings . E

d. G
eorges D

idi-H
uberm

an. P
aris (G

allim
ard/Jeu de P

aum
e), 2016, p. 27. 

*8

│ M
enke, a. a. O

., S. 118–119.

*9

│ R
ebentisch, a. a. O

., S. 74.

*10

│ E
bd., S. 83.

*11

│ W
alter B

enjam
in, “ D

as K
unstw

erk im
 Z

eitalter seiner R
eproduzierbarkeit – D

ritte F
assung” . In: W

erke und N
achlaß . 

K
ritische A

usgabe B
and 16, B

erlin (Suhrkam
p) 2013, S. 121–123.

強
調
原
文
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
を
本
文
中

に
記
載
す
る
。
ま
た
訳
出
に
際
し
て
は
、浅
井
健
二
郎
編
訳『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
』、六
三
五
│
六
三
八
頁
を
参
照
し
た
が
、

訳
文
は
適
宜
変
更
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
批
判
版
全
集
で
は
注
番
号
は
頁
ご
と
に
振
ら
れ
、通
し
番
号
に
よ
る
表
記
は
な
い
。

*12

│ G
ustave L

e B
on, Psychologie des foule. P

aris (P
ress U

niveritaires du P
aris), 1947, p. 19.

*13

│ Ibid.

*14

│ 

個
人
と
大
衆
の
対
立
と
い
う
群
集
心
理
学
的
な
図
式
の
克
服
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
批
判
的
思
考
に
と
っ
て
中
心
的
な

問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー
は
、
す
で
に
一
九
三
二
年
に
発
表
さ
れ
た
『
労
働
者
』
の
中
で
そ
れ
を

試
み
て
い
る
。

*15

│ 

中
村
秀
之
は
、
こ
の
注
で
提
示
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
概
念
を
「
分
子
状
の
散
開
で
あ
る
よ
う
な
集
団
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い

る（
中
村
秀
之『
瓦
礫
の
天
使
た
ち
』、
せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
五
三
頁
）。
一
方
、
レ
ー
ベ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、
複
製
技
術
論
文
と

叙
事
演
劇
論
を
検
討
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
指
導
者
と
大
衆
の
関
係
の
再
定
義
の
根
底
に
あ
る
「
政
治
行
動
に
対
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ

シ
ー
的
見
方
」（R

atio

の
概
念
も
こ
こ
に
関
わ
る
）を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。R

ebentisch, a. a. O
., S. 360–362.

*16

│ E
bd., S. 123. 「

小
市
民
層
は
階
級
で
は
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
大
衆
に
す
ぎ
な
い
」。
大
衆
の
内
部
で
の
階
級
の
生
成
に
つ
い

て
は
、こ
の
注
の
異
稿（S. 158

）で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

*17

│ 

複
製
技
術
論
文
が
収
め
ら
れ
た
批
判
版
全
集
第
十
六
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ア
ド
ル
ノ
の
手
紙
（
一
九
三
六
年
三
月
十
八
日
付
）
で
用
い

ら
れ
た
言
葉
。S. 591.

*18

│ 

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
時
代
の
群
集
心
理
学
と
革
命
的
群
集
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。
海
老
根
剛　
「
群
集
・

革
命
・
権
力
│
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
群
集
心
理
学
と
群
集
論
│
」、『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
一
三
〇
号
、

二
〇
〇
六
年
、一
二
〇
│
一
三
九
頁
。

*19

│ 

竹
峰
義
和『〈
救
済
〉の
メ
ー
デ
ィ
ウ
ム
』、東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
六
年
、八
九
│
九
一
頁
参
照
。

*20

│ B
enjam

in, a. a. O
., S.129.  

強
調
引
用
者
。
中
村
秀
之
は
、
サ
イ
レ
ン
ト
期
の
映
画
観
客
の
観
賞
態
度
に
関
す
る
先
行
研
究
を
参
照
し

つ
つ
、
こ
の
記
述
を
上
映
中
に
会
話
す
る
観
客
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
想
定
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る（
中
村
秀

之　
前
掲
書
、
五
一
│
五
三
頁
）。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
察
を
生
産
的
に
読
み
替
え
る
試
み
と
し
て
は
魅
力
的
で
あ
る
も
の
の
、
引
用
個
所

に
含
意
さ
れ
た
観
客
の
反
応
の
即
時
性
と
無
媒
介
性
を
考
慮
す
る
な
ら
、
言
葉
を
媒
介
に
し
た
受
容
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

凝
集
し
た
大
衆
が
即
時
に
（「
ほ
ん
の
数
秒
間
の
う
ち
に
」）
革
命
的
な
階
級
に
変
容
す
る
と
い
う
主
張
と
同
様
に
、
こ
の
個
所
で
も
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
人
ひ
と
り
の
観
客
の
反
応
が
「
無
媒
介
的
に
」（unm

ittelbar

引
用
で
は
「
そ
の
直
後
に
」
と
訳
し
た
）
に
集
団
化
す
る
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