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「国
家
」
と
い
う
の
は
不
思
議
な
団
体

位

で

す

。

初
ふ
つ
う
の
組
織
は
、
そ
の
組
織
の
構

引
成
員
だ
け
が
メ
ン
バ
ー
で
す
が
、
「
国
家
」

ト

の
場
合
、
き
ち
ん
と
組
織
さ
れ
て
い
る

凶
「
政
府
」
(
狭
義
の
国
家
)
の
ほ
か
に
、
そ

土
の
職
員
で
な
い
か
な
り
多
く
の
人
問
、
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聞
つ
ま
り
「
国
民
」
を
合
わ
せ
て
成
立
し

新
て
い
る
団
体
な
の
で
す
。

動

こ

の

「政
府
」
と
「
国
民
」
と
の
問

。
に
が
っ
ち
り
と
し
た
関
係
が
あ
る
の
が

付

「国
家
」
の
特
徴
で
、
具
体
的
に
は
次
の

わ
四
つ
の
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
第
一
に
、

寺、‘一
功
税
金
を
取
る
こ
と
。
第
二
に
、
暴
力
を

詐
独
占
す
る
こ
と
(
警
察
や
軍
隊
が
こ
の

代
「
暴
力
の
独
占
」
に
あ
た
る
)
。
第
三
に
、

現
立
法
権
が
あ
る
こ
と
。
第
四
に
、
領
土

吋
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
に
よ
っ

。
蜘
て
「
国
家
」
は
現
状
を
維
持
す
る
装
置

A

と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
の
で
す
。

四
で
は
、
こ
の
「
国
家
」
が
成
り
立
つ

A
門

『
日

ば
れ
る
の
で
す
。
な
の
に
、
国
語
教
育

や
国
民
規
律
を
利
用
し
て
、
あ
た
か
も

民
族
や
文
化
や
伝
統
が
「
国
家
」
の
根

拠
で
あ
る
か
の
よ
う
な
幻
想
が
つ
く
り

出
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て

「嘘
八

百
だ
!
」
と
指
摘
す
る
の
が
、
構
造
主

義
以
降
の
、
最
近
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系

の

「国
家
」
の
捉
え
方
で
す
。
こ
れ
は

い
ち
お
う
正
し
い
。
正
し
い
の
で
す
が
、

「国
家
は
幻
想
だ
!
」
と
何
百
回
言
っ
て

も
現
実
の

「国
家
」
が
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
。
「
お
金
は
た
だ
の
紙

切
れ
だ
!
」
と
何
百
回
言
っ
て
も
、
「
お

金
」
が
た
だ
の
紙
切
れ
に
な
ら
な
い
の

と
同
じ
で
す
。
「
紙
切
れ
が
お
金
と
し
て

通
用
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が
現
実
な

の
で
す
か
ら
。

同
じ
よ
う
に
「
国
家
が
存
在
し
て
い

る
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
社
会
の
現
実

な
の
で
す
。
「国
家
」
は
人
為
的
に
つ
〈

橋
爪

中
で
起
き

同
時
多
発

国
家
の
再
定
義

東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会
浬
工
学
研
究
科

価
値
シ
ス
テム
専
攻
教
授
。
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8
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。

東
京
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

専
門
は
社
会
学。

著
書
に
『
橋
爪
大
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン』
(勤
等
書
一防
)、

『
政
治
の
教
室
』
(
P
H
P
新
書)、

『
世
界
が
わ
か
る
宗
教
社
会
学
入
門
』
(
筑
摩
書
房
}、

『
は
じ
め
て
の
構
造
主
義
』
(講
談
社
現
代
新
書
)
な
ど
多
数
。
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て
い
る
範
囲
、
す
な
わ
ち
領
土
の
住
置
、

形
や
広
さ
、
他
の
「
国
家
」
と
の
境
界

線
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

ゼグ

シ
ロ

ヨノミ

人
為
的
に

つ
く
ら
れ
た

「
国
家
」
の

ア
ン
バ
ラ
ン
ス

一
般
的
に
、
民
族
や
文
化
や
伝
統
と

い
っ
た
も
の
が
こ
れ
ま
で
根
拠
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
「そ
こ
に
住
ん
で
い
る
の

が
ド
イ
ツ
人
だ
か
ら
ド
イ
ツ
国
家
を
つ

く
っ
た
」
と
か

「代
々
フ
ラ
ン
ス
人
が

住
ん
で
い
た
か
ら
フ
ラ
ン
ス
国
家
に
な

っ
た
」
な
ど
と
い
う
具
合
で
す
。
し
か

し
、
こ
れ
は
嘘
で
す
。
実
は
、
ド
イ
ツ

が
で
き
た
か
ら
ド
イ
ツ
人
が
で
き
、
フ

ラ
ン
ス
に
い
る
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
と
呼

ら
れ
た
も
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
も
フ
ラ

枠
を
か
な
ぐ
り
捨
て
た
い
人
た
ち
も
少

な
く
な
い
の
で
す
。

今
ま
で
人
聞
が
作
り
だ
し
た
観
念
の

シ
ス
テ
ム
で
、
現
実
を
正
し
く
反
映
し

て
い
る
も
の
な
ど
一
つ
も
な
く
、
た
い

て
い
ど
こ
か
間
違
っ
て
い
ま
す
。
と
は

い
え
、
「
国
家
」
が
存
在
す
れ
ば
、
現
状

維
持
の
延
長
で
し
か
現
状
を
変
革
で
き

ま
せ
ん
。
「
そ
れ
じ
ゃ
だ
め
だ
。
ま
っ
た

く
別
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
ろ
う
!
」
と

自
分
の
観
念
に
合
わ
せ
て
世
界
を
つ
く

り
変
え
よ
う
と
考
え
る
人
間
も
現
れ
て

き
ま
す
。
そ
の
極
端
な
場
合
が
テ
ロ
リ

ス
ト
な
の
で
す
。

ン
ス
も
し
か
り
。
ソ
連
も
そ
う
で
し
た
。

中
で
も
先
進
国
の
勝
手
な
線
引
き
で
で

き
た
旧
植
民
地
や
発
展
途
上
国
で
は
、

人
為
的

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
非
常
に
強
く
感

じ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
よ
う

な
国
の
場
合
、

生
活
の
実
態
は
そ
れ
ぞ

れ
の
民
族
や
宗
教
で
、

そ
の
人
た
ち
が

つ
の

「国
家
」

に
ま
と
ま
る
こ
と
に

合
理
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「国

家
」
と
い
う
団
体
を
構
成
し
な
い
と
先

進
国
か
ら
対
等
な
交
渉
相
手
と
し
て
認

め
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
国
際
ル

l
N

が
あ
る
の
で
、

や
む
を
得
ず

「国
家
」

戦と同
争い 時
のう多
か新発
たしテ
ちい ロ

を
作
っ
て
い
る
の
が
実
情
と
も
言
え
ま

す
。
こ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
大
変
不
本

意
な
状
態
で
、
で
き
る
こ
と
な
ら

「民

Hashizttllle Dauabttro 

2
0
0
1
年
9
月
日
日
の
米
同
時
多

発
テ
ロ
で
私
が
注
目
す
る
の
は
、
ブ
ッ

族
ご
と
に
独
立
し
た
い
!
」
「
ム
ス
リ
ム

と
し
て
自
立
し
た
い
!
」
な
ど
と
、
先

進
国
に
押
し
つ
け
ら
れ
た

「国
家
」
の

大
--ーー..... ・.

け
れ

μ
白
h
p
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ン

の
ア

ロ
と

でれシ
すはユ
。新 大

し統
い領
戦が
争 極
だめ
」 て

と早
発 iよ
三圭 毛足

ア階
主主
占こ

テ
ロ
は
本
来
「
犯
罪
」
な
の
に
、
す

ぐ

「戦
争
だ
」
と
反
応
し
た
の
は
、
テ

ロ
支
援
国
家
に
反
撃
戦
争
を
開
始
す
る

こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
、

も
っ
と
言
え
ば
米
軍
の
上
層
部
の
中
に
、

こ
の
形
の
テ
ロ
の
可
能
性
を
す
で
に
予

測
し
、
研
究
し
、
準
備
し
て
い
た
人
が

い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

同
時
テ
ロ
の
直
前
に
出
版
さ
れ
た
『
軍

事
革
命
(
R
M
A
)
』
(
中
村
好
寿
著
、
中

公
新
書
)
は
、
湾
岸
戦
争
以
後
、
軍
隊

が
変
質
し
た
の
み
な
ら
ず
、
軍
隊
と
国

家、

社
会
と
の
関
係
が
根
本
的
に
変
わ

っ
た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
そ
れ
は

「消
耗
戦
か
ら

ま

ひ
麻
庫
戦
へ
」
と
い
う
軍
事
上
の
変
化
を

指
し
て
い
る
。
消
耗
戦
は
敵
の
主
力
を

た
た
く
戦
争
で
、
空
母
機
動
部
隊
や
機
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甲
師
団
部
隊
、
核
兵
器
の
撃
ち
合
い
な

ど
、
大
量
破
壊
兵
器
で
大
量
に
相
手
の

軍
人
や
一
般
市
民
ま
で
を
も
殺
害
す
る
。

こ
れ
は
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
国
民
軍
が
登
場
し
て
以
来
の
伝
統
的

戦
争
形
態
と
も
言
え
ま
す
。

一
方
、
麻
嫁
戦
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

発
達
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
現
代
は
兵

員
と
武
器
の
す
べ
て
の
動
き
が
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
ま

す
。
と
な
れ
ば
、
一
番
効
率
の
い
い
攻

撃
は
、
敵
の
主
力
を
攻
撃
す
る
こ
と
で

か
な
め

は
な
く
、
そ
の
中
に
隠
れ
て
い
る
「
要
」
、

す
な
わ
ち
弱
点
を
突
く
こ
と
で
す
。
そ

の
弱
点
は
軍
隊
の
中
に
あ
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
経
済
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
通
信
シ
ス
テ
ム
の

中
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
政
府
の
中

枢
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
を
同

時
多
発
的
に
攻
撃
し
、
相
手
が
立
ち
直

れ
な
く
な
る
よ
う
二
撃
、
三
撃
と
繰
り

返
し
ま
す
。

こ
の
麻
庫
戦
だ
と
、
極
め
て
小
さ
い

攻
撃
力
で
大
き
な
軍
事
力
を
ノ
ッ
ク
ア

ウ
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
の
軍
事
革
命
の
本
質

ッ
ト
ワ

l
ク
を
広
げ
、
情
報
戦
で
テ
ロ

リ
ス
ト
と
戦
っ
て
ゆ
〈
わ
け
で
す
。
「
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
、
不
ツ
ト
ワ
1
ク
は
ひ
と
固

ま
り
な
の
だ
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
つ
な
が
っ
て
い
る
世
界
市
民
は
テ
ロ

リ
ス
ト
か
ら
自
分
を
守
り
ま
し
ょ
う
!
」

と
い
う
話
に
も
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

各
国
は
国
家
の
枠
を
越
え
、
軍
と
軍
、

警
察
と
警
察
、
国
民
と
国
民
ま
で
も
が

団
結
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
を
排
除
す
る

対
テ
ロ
組
織
網
を
つ
く
る
こ
と
を
強
い

ら
れ
る
。

四
世
紀
の
概
念
的
枠
組
み
で
は
、
国

家
「
主
権
」
と
は
独
立
最
高
の
意
思
決

定
機
関
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
国
家
の
上

に
は
何
も
な
い
」
と
い
う
考
え
の
も
と

に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
単

に
国
家
を
防
衛
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
国

気
に
な
る
冨
藁

n
s
F豆
、、

吉本隆明氏の「共同幻惣jの

アイデアは、かつて私を魅了し

た。この言葉は第 lに、無文字

社会にさかのぼる射程をもっ。

第 2に、個体幻惣、対幻想とセ

ットで権力の起源に遡及する性

能をもっ。第 3に、「真実」から

の偏差を意味する「イデオロギ

ー」のような、余計な合意がな

い、 と思われた。第2の点l主、

近視相姦の禁忌や構造主義に興

l床をもっきっかけにもなった。

「共同幻惣Jは、 宗教のことだ

とb言える。外から見れば幻想

だが、内からみれば現実そのも

の。文明の衝突論は、地球上に

分立する幻想(現実)同士の抗

争である。こうした観念の共向

性をうまく 言い表す言議を、 フ

ーコーの 「エヒaステーメー」ゃ

トマス・クーンの「パラダイムJ
などと独立に、1960年代に編み

出した吉本氏の力量に敬服する。

AP/WWP 

「われわれはまだOOW問を校きなりればならないJ。
世界貿易センターピルの倒壊i現場。

果
、
勝
敗
が
つ
い

て
戦
争
が
終
了

し
、
平
和
が
訪
れ

る
、
と
い
う
経
過

を
た
ど
る
。
こ
の

よ
う
な
戦
争
を
起

こ
さ
な
い
の
、が、

安
全
保
障
の
基
本

で
し
た
。
し
か
し
、

消
耗
戦
が
麻
痔
戦

に
変
わ
る
と
、
巨

大
な
軍
事
力
、
経

済
力
、
国
力
を
持

っ
て
い
る
国
は
ど
、

そ
れ
が
崩
壊
し
た

場
合
の
犠
牲
が
大
き
〈
な
る
。
つ
ま
り
、

大
き
な
弱
点
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
テ

ロ
攻
撃
を
誘
発
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
「
国
家
」
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
は
、
囲
内
で
は
警
察
、
国
外
で
は

寧
が
責
任
を
持
ち
、

責
任
を
持
た
な
く

て
い
い
多
く
の
民
間
人
は
、
普
通
に
生

活
で
き
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
民
生
で
使
わ
れ
て
い
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
と
、
寧
で
使

だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
今
回
の
テ
ロ
は
、

世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ピ
グ
と
い
う
経
済

の
中
枢
と
、
ペ
ン
タ
ゴ
ン
と
い
う
軍
事

の
中
枢
を
同
時
に
攻
撃
し
、
し
か
も
精

密
に
目
標
に
打
撃
を
与
え
ま
し
た
。
数

千
人
の
被
害
者
は
確
か
に
少
な
く
な
い

で
す
が
、
む
し
ろ
社
会
的
な
影
響
の
方

が
図
り
知
れ
な
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
戦
争
は
、
主
権
国
家
が

主
権
を
発
動
し
て
正
規
軍
を
出
動
さ
せ
、

相
手
国
の
正
規
軍
と
交
戦
し
、

わ
れ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

そ
の
結

家
連
合
」
を
テ
ロ
リ
ス
ト
か
ら
防
衛
す

る
と
い
う
多
国
籍
連
合
が
で
き
た
場
合
、

そ
れ
は
必
然
的
に
「
国
家
」
よ
り
も
上

住
に
位
置
す
る
存
在
と
な
る
は
ず
で
す
。

人
権
に
関
し
て
も
同
様
で
す
。
「
い
か

な
る
立
法
行
為
に
よ
っ
て
き
え
、
否
定

で
き
な
い
も
の
」
と
さ
れ
て
い
た
は
ず

の
人
権
が
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
国
民
の
中

に
存
在
す
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い

限
り
、
「
国
民
を
外
敵
か
ら
守
る
」
必
要

上
、
国
家
と
そ
の
政
府
は
、
国
民
の
人

権
の
一
部
を
「
侵
宝
己
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
に
陥
る
。
つ
ま
り
、
全
世
界
的

な
テ
ロ
リ
ス
ト
発
見
の
、
不
ツ
ト
ワ

l
ク

の
影
で
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
や
個

人
情
報
の
検
閲
な
ど
、
人
権
と
さ
れ
て

き
た
も
の
が
制
限
さ
れ
て
い
く
'
』
と
に

な
り
か
ね
な
い
の
で
す
。

の「未

貢型来
献 ケ 社
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の

ス
テ
ム
」

国
家
主
権
や
人
権
の
再
定
義
が
必
要

で
あ
れ
ば
、
と
う
ぜ
ん
近
い
将
来
、
こ

れ
ま
で
不
変
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
「
国
家
」
自
体
の
再
定
義
も
必
要
に

な
る
で
し
ょ
う
。

「
哲
学
」
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
直

面
し
た
際
、
役
立
つ
知
の
技
法
で
あ
り
、

思
考
の
シ
ス
テ
ム
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

人
間
の
思
考
は
こ
れ
ま
で
人
々
が
考

え
て
き
た
パ
タ
ー
ン
に
拘
束
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、

事
態
や
状
況
は
日
々
変
わ

っ
て
ゆ
く
の
で
、
過
去
の
発
想
に
拘
束

さ
れ
て
い
る
た
め
に
問
題
が
解
け
な
い

共
同
幻
想

Hashizltme Daisabul"o 
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が
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
、

し
か
も
つ

な
が
っ
て
い
る
と
い
う
現
代
の
状
況
で

は
、
軍
を
テ
ロ
攻
撃
す
る
こ
と
も
企
業

に
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
を
行
な
う
こ
と
も
、

じ
つ
は
同
じ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

軍
事
と
軍
事
で
は
な
い
も
の
を
区
別
す

る
理
由
も
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

防
衛
的
国
家
連
合

が
も
た
ら
す

国
家
主
権
と

人
権
の
再
定
義

こ
う
い
う
状
況
を
む
か
え
る
と
、
テ

ロ
リ
ス
ト
を
前
に
否
応
な
く
「
国
家
主

権
」
の
再
定
義
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。テ

ロ
が
同
時
多
発
的
、
多
国
籍
に
行

わ
れ
る
以
上
、
国
内
に
お
い
て
は
圏
内

警
備
に
あ
た
る
響
察
と
国
防
を
預
か
る

軍
隊
が
協
力
す
る
方
向
に
向
か
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
ま
た
一
国
で
防
止
で
き

る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
「
国
家
」
と

「
国
家
」
が
相
談
し
て
軍
事
同
盟
以
上
の

協
力
関
係
を
築
き
、
国
家
聞
の
情
報
ネ

と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
場
合
は
、
過
去
の
考
え
方
の
概
念

や
発
想
を
打
ち
破
り
、
現
実
の
再
定
義

を
行
な
う
こ
と
で
、
状
況
に
適
応
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

哲
学
者
は
、
人
聞
が
何
を
ど
う
考
え

て
き
た
か
、
ど
う
い
う
状
況
で
新
た
な

概
念
を
つ
く
り
、だ
し
て
き
た
の
か
、
過

去
の
そ
う
い
う
道
具
箱
を
持
っ
て
い
る

人
だ
と
言
え
ま
す
。
現
代
の
よ
う
な
時

代
の
転
換
点
に
あ
っ
て
こ
そ
、
状
、
慌
に

合
わ
せ
て
新
た
な
「
知
の
シ
ス
テ
ム
」

を
構
築
し
、
そ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
、

今
後
、
哲
学
に
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
な
の
で
す
。

(
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
構
成
・
佐
保
圭
)
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