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身体の牢獄

身
体
の
牢
獄

　
　
　

 

ふ
た
た
び
規
律
権
力
に
つ
い
て 　
　
　

一　

ポ
ス
ト
近
代
と
し
て
の
福
祉
国
家

戦
後
と
い
う
時
代
が
あ
っ
た
。
ふ
た
つ
の
大
戦
が
、
ひ
と
つ
の
世

紀
に
切
れ
目
を
入
れ
、
そ
の
﹁
前
﹂
と
﹁
後
﹂
に
お
い
て
世
界
は
不

可
逆
的
な
変
化
を
遂
げ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
膨
大
な
数
の
生
命

の
喪
失
、
あ
る
い
は
廃
棄
、
そ
し
て
数
々
の
構
造
物
の
徹
底
的
な
破

壊
は
、
世
界
史
的
に
み
て
、
幸
い
な
こ
と
に
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

が
、
い
ま
も
な
お
例
外
的
な
で
き
ご
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
自
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
他
律
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に

せ
よ
、
私
た
ち
が
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
、
武
力
の
行
使
を
永
遠

に
断
念
す
る
と
宣
言
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
理
念
に
国
民
的

同
意
を
与
え
た
こ
と
は
、
こ
の
例
外
的
な
経
験
を
抜
き
に
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
先
進
国
と
呼
ば
れ
た
一
部
の
国
々
の
あ
い
だ
に
限

定
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
た
し
か
に
戦
争
は
、
紛
争
解
決
の
手
段
と

こ
れ
ま
で
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
規
律
権
力
は
、
主
と
し
て
産
業
資
本
主
義
の
も
と
、
規
範
の
内
面
化
を
通
じ
て
作
用
す
る
と
さ
れ
、
脱
工
業
化
時
代
に
お
け
る

内
面
に
作
用
し
な
い
管
理
型
権
力
と
対
比
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
記
述
を
た
ど
る
か
ぎ
り
、
規
律
権
力
は
、
身
体
を
対
象
と
し
、
計
測
、
検
査
、
調
査

と
い
っ
た
技
法
に
よ
っ
て
、
個
体
を
評
価
、
分
類
し
、
物
理
的
装
置
、
具
体
的
な
諸
制
度
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
を
空
間
に
配
分
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
魂
、
精
神
、
あ

る
い
は
内
面
は
、
個
体
化
と
呼
ば
れ
る
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
随
伴
す
る
か
た
ち
で
人
文
諸
科
学
と
と
も
に
生
産
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
一
六
世
紀
に
お
け
る
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
再
宗
教
化
と
と
も
に
、
古
代
末
期
に
お
け
る
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
語
彙
と
意
味
空
間
を
再
編
し
つ
つ
構
成
さ
れ
た
こ
の
権
力
は
、
今
日
な
お
、
セ

グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
私
た
ち
を
個
体
化
し
つ
つ
、
人
種
主
義
と
と
も
に
、
そ
の
身
体
を
拘
束
す
る
牢
獄
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。 前　

川　
　

真　

行

大
阪
公
立
大
学
国
際
基
幹
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の
原
理
を
通
じ
て
、
経
済
の
拡
張
的
な
発
展
を
可
能
に
す
る
根
拠
と

な
る
。
消
費
社
会
と
福
祉
国
家
に
は
内
在
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
そ
の
幸
福
、
そ
の
平
穏
は
、

た
と
え
そ
れ
が
救
済
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
政
治
、
公
的
生
活
か
ら
、

消
費
、
す
な
わ
ち
私
的
生
活
へ
と
そ
の
位
置
づ
け
を
変
え
、
政
治
と

い
う
劇
場
は
、
み
ず
か
ら
が
参
画
す
る
舞
台
か
ら
、
生
と
物
財
の
享

受
の
場
所
へ
と
変
わ
る
。

た
し
か
に
戦
争
と
は
貴
族
に
と
っ
て
、
そ
の
名
誉
あ
る
生
の
根
拠

で
は
あ
っ
た
。
単
調
さ
と
退
屈
さ
は
、
戦
争
の
終
結
が
も
た
ら
し
た

平
和
、
す
な
わ
ち
安
全
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
動
物
的
な
生
と
は
、

こ
の
安
全
の
も
と
で
の
消
費
生
活
の
享
受
に
中
心
を
お
い
た
生
を
暗

黙
の
う
ち
に
指
し
て
い
た
。

古
典
的
な
自
由
主
義
者
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
財
政
の
途
方
も
な
い

拡
大
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
達
成
で
き
な
い
、こ
う
し
た
﹁
幸
福
﹂
は
、

恐
れ
て
い
た
悪
夢
の
到
来
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
偽
装
さ
れ
た
キ
リ
ス

ト
教
終
末
論
の
回
帰
か
、
さ
も
な
く
ば
、
労
働
者
を
飼
い
慣
ら
し
、

そ
の
革
命
的
な
想
像
力
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
、
資
本
主
義
の
用
意
し
た

最
後
に
し
て
最
大
の
狡
猾
な
罠
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

公
的
な
領
域
が
管
理
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
私
的
領
域
が
消
費
生
活

へ
と
切
り
詰
め
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
自
由
の
領
域
は
失
わ
れ
、
労
働

者
は
み
ず
か
ら
の
作
り
出
し
た
文
明
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
本
質
を
取

り
戻
す
契
機
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
て
は
、
一
定
の
制
約
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で

あ
る
。
そ
し
て
戦
争
が
、
政
治
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う

か
。
政
治
も
ま
た
そ
の
意
味
を
変
え
た
。
国
家
は
、
国
民
の
生
命
、

ま
た
生
活
の
安
全
を
保
証
す
る
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
の
責
務
で
あ
る

と
宣
言
し
た
の
だ
。

か
つ
て
人
文
主
義
者
た
ち
は
、
活
動
的
な
生
（vita activa

）
に
、

集
団
的
意
思
決
定
へ
の
参
画
と
い
う
新
た
な
意
味
を
与
え
、
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
た
い
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
化
さ
れ

て
い
た
伝
統
か
ら
の
離
脱
を
促
し
た︶

1
︵

。
し
か
し
戦
後
、
福
祉
国
家
と

と
も
に
、
政
治
は
ふ
た
た
び
見
守
り
、
ケ
ア
す
る
こ
と
へ
と
そ
の
重

心
を
移
動
さ
せ
る
。将
来
へ
の
不
安
と
生
活
の
心
配
か
ら
の
解
放
を
、

み
ず
か
ら
の
使
命
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
行
政
、
あ

る
い
は
統
治
、
あ
る
い
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
、
い
わ
ば
工
学
的

な
意
味
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
西
洋
言
語
の
伝
統
に
従

う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
﹁
家
政
﹂
に
似
た
何
も
の
か
へ
と
そ
の
意
味
を

変
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
言
葉
の
使
い
方

に
従
う
な
ら
ば
、
動
物
た
ち
の
生
の
管
理
が
、
新
た
な
﹁
政
治
﹂
の

意
味
と
な
る
。

そ
れ
が
生
命
と
生
活
の
安
全
保
証
で
あ
り
、
そ
し
て
動
物
と
し
て

の
生
が
、
環
境
か
ら
取
り
入
れ
た
物
質
の
代
謝
、
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
新
た
な
意
味
に
お
け
る
政
治

の
も
と
、
生
は
消
費
活
動
と
等
し
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
欲

望
す
る
動
物
の
集
団
的
消
費
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
見
出
し
た
有
効
需
要



61

身体の牢獄

し
西
側
先
進
諸
国
の
経
済
発
展
が
も
た
ら
し
た
、
こ
う
し
た
産
業
構

造
の
変
化
は
、
社
会
に
お
け
る
工
業
労
働
者
の
地
位
を
変
え
ざ
る
を

え
な
い
。
福
祉
国
家
は
、
む
し
ろ
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
を
も
含
め
た
賃

金
労
働
社
会
と
呼
ぶ
べ
き
社
会
と
と
も
に
そ
の
繁
栄
を
謳
歌
す
る
こ

と
に
な
る︶

2
︵

。

二　

忘
却
と
倒
錯

福
祉
国
家
は
、
か
つ
て
混
合

0

0

経
済
（
体
制
）
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の

妥
協
的
な
性
格
を
積
極
的
な
も
の
と
し
て
引
き
受
け
て
い
た
。
だ
が

今
日
、
そ
れ
が
左
の
立
場
を
あ
て
が
わ
れ
、
新
た
な
中
間
地
点
と
さ

れ
た
間
延
び
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
│
│
右
で
も
な
い
、
左
で
も
な
い
│

│
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う︶

3
︵

。
だ
が
、
そ
れ
は
﹁
社
会
的
な
も
の
﹂
が
、
争
う
ふ
た
つ

の
陣
営
の
暫
定
的
な
妥
協
点
と
い
う
よ
り
は
、
ひ
と
つ
の
固
有
の
立

場
（
第
三
の
立
場
）
と
し
て
み
ず
か
ら
を
提
示
し
て
き
た
こ
と
の
帰

結
で
も
あ
る
。
た
し
か
に
そ
の
思
想
は
、
近
代
と
い
う
時
代
に
た
い

し
、そ
の
後
継
者
、こ
と
に
よ
る
と
最
後
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
（
代

表
制
民
主
主
義
と
と
も
に
）
い
ち
ど
は
自
認
し
た
は
ず
の
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。

だ
が
福
祉
国
家
の
繁
栄
を
支
え
た
﹁
戦
後
﹂
国
際
秩
序
の
重
要
な

パ
ー
ツ
は
、す
で
に
七
〇
年
代
に
は
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

決
済
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
金
と
の
リ
ン
ク
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た

憂
い
も
、
不
安
も
な
い
生
を
、
世
俗
の
国
家
に
よ
っ
て
実
現
す
る

こ
と
。
そ
れ
が
不
可
能
な
企
て
で
あ
る
、
誰
も
が
そ
う
思
っ
て
い
た

か
ら
こ
そ
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
企
図
に
摂

理
の
国
家
（État providence 

＝
福
祉
国
家
）
と
い
う
嘲
笑
的
な
呼

び
名
が
与
え
ら
れ
も
し
た
。
だ
が
、
大
量
の
死
者
と
、
未
曾
有
の

破
壊
と
い
う
代
償
と
引
き
換
え
に
、
福
祉
国
家
は
現
実
の
存
在
と
な

る
。
不
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
の
試
み
は
、
焦
土
か
ら
の
急
速
な
経
済

の
回
復
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
高
度
成
長
と
と
も
に
現
実
の
も
の

と
な
っ
た
。た
し
か
に
部
分
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

現
世
に
お
け
る
彼
岸
の
代
替
物
た
る
福
祉
国
家
の
﹁
戦
後
﹂
に
お
け

る
実
現
は
、
こ
の
時
代
を
、
そ
れ
に
先
立
つ
時
代
か
ら
切
り
離
す
十

分
な
理
由
と
な
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
そ
の
完
成
（perfection

）

に
向
け
て
の
無
限
の
接
近
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

福
祉
国
家
が
、
資
本
主
義
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
活
動
的
な

生
を
、
人
び
と
に
た
い
す
る
奉
仕
と
い
う
中
世
的
な
意
味
に
近
づ
け

た
以
上
、
公
務
労
働
者
、
そ
し
て
公
共
企
業
体
の
労
働
者
た
ち
を
中

核
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
拡
大
と
い
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
必
然
で
す
ら
あ
る
。
商
品
交
換
の
拡
大
と
し
て
の

経
済
成
長
は
、
社
会
学
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
総
量
の
拡
大
、
あ
る
い
は
緊
密
化
で
あ
る
。
人
間
の
サ
ー
ビ
ス
が

商
品
と
し
て
増
大
す
る
な
ら
ば
、﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
総

量
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
だ
ろ
う
。
情
報
通
信
産
業
が
、
そ
の
投
資
に

見
合
っ
た
収
益
を
手
に
す
る
こ
と
は
容
易
か
つ
確
実
で
あ
る
。
た
だ
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の
側
か
ら
の
批
判
を
、
一
身
に
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
も
ま
た
当
然

で
あ
る
。
福
祉
国
家
と
は
偽
装
し
た
社
会
主
義
で
あ
り
、
国
家
の
財

政
の
野
放
図
な
増
大
を
も
た
ら
す
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
絶
対
主
義

の
今
日
的
な
復
活
で
あ
る
と
同
時
に

0

0

0

、
資
本
主
義
の
過
渡
的
な
段
階

で
あ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
ひ
と
つ
の

レ
ジ
ー
ム
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
過
渡
的
性
格
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
高
度
成
長
と
福
祉
国
家

の
時
代
、
と
き
に
﹁
戦
後
レ
ジ
ー
ム
﹂
と
し
て
語
ら
れ
る
そ
の
時
代

は
、
ひ
と
つ
の
例
外

0

0

と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
産
業

資
本
主
義
の
誕
生
と
発
展
と
が
、
西
側
諸
国
に
も
た
ら
し
た
、
近
代

に
お
け
る
ひ
と
つ
の
挿
話
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
。
生
産
に
基
盤

を
置
い
た
産
業
資
本
主
義
か
ら
、経
済
の
脱
工
業
化
と
と
も
に
進
む
、

消
費
に
基
盤
を
お
い
た
サ
ー
ビ
ス
経
済
へ
の
、
あ
る
い
は
管
理
通
貨

制
度
か
ら
変
動
相
場
制
度
へ
の
移
行
の
な
か
で
、
さ
ら
に
は
教
育
と

訓
練
に
よ
る
均
質
な
労
働
者
の
育
成
を
通
じ
た
包
摂
政
策
か
ら
、
市

場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
へ
の
導
入
に
基
づ
く
、
選
抜
と
排

除
か
ら
な
る
競
争
政
策
へ
の
移
行
の
な
か
で
、
福
祉
国
家
は
そ
の
限

界
を
あ
き
ら
か
に
し
た
の
だ
と
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
特
徴
の
い
く
つ
か
、
と
り
わ
け
サ
ー
ビ
ス
産

業
化
（
脱
工
業
化
）、
そ
し
て
大
衆
消
費
社
会
な
る
も
の
は
、
す
で

に
述
べ
た
通
り
、
む
し
ろ
福
祉
国
家
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
そ
れ

を
前
提
し
て
い
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
一
体
の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
そ
う
し
た
記
憶
は
な
か
ば
忘
れ
去

各
国
通
貨
と
の
固
定
さ
れ
た
交
換
比
率
、
さ
ら
に
は
資
源
価
格
の
政

治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
ま
た
時
を
同
じ
く
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
福

祉
国
家
が
約
束
し
た
、
退
屈
で
は
あ
る
が
安
定
し
た
、
完
成
に
向
け

て
の
持
続
的
な
営
み
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
は
ゆ
っ
く
り
と
色
褪
せ
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
。

現
時
点
に
お
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
八
〇
年
代
に
お
け
る
福

祉
国
家
の
﹁
危
機
﹂
は
、
現
実
の
危
機
で
あ
る
以
上
に
、
む
し
ろ
危

機
の
意
識
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た︶

4
︵

。﹁
以
後
﹂
の
意
識
、
ひ
と

つ
の
﹁
終
わ
り
﹂
を
強
調
し
た
福
祉
国
家
に
た
い
し︶

5
︵

、
こ
の
と
き
登

場
し
た
思
想
は
、
み
ず
か
ら
に
﹁
新
﹂
と
い
う
接
頭
語
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
。
新
保
守
主
義
が
、﹁
戦
後
﹂
と
い
う
以
後
の
時
代
そ
の

も
の
の
刷
新
を
主
張
す
る
主
意
主
義
的
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
掲
げ
た

と
す
れ
ば
、
新
自
由
主
義
は
、
端
的
に
こ
の
﹁
以
後
﹂
の
時
代
、
す

な
わ
ち
福
祉
国
家
の
無
効
を
宣
言
す
る
だ
ろ
う
。
社
会
主
義
の
失
効

が
﹁
実
証
﹂
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
混
合
経
済
と
し
て
の
福
祉
国
家
も

ま
た
端
的
に
そ
の
終
焉
が
宣
告
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
新
自
由
主
義
で
あ
れ
、
新
保
守
主
義
で
あ
れ
、
そ
れ

は
理
論
と
い
う
以
上
に
、
政
策
論
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
世
界

観
と
い
う
べ
き
も
の
で
も
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
う
し

た
物
語
に
つ
き
も
の
の
単
純
化
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
福
祉
国
家

が
、
経
済
的
に
は
、
社
会
主
義
と
資
本
主
義
と
の
混
合
経
済
で
あ
る

と
さ
れ
、
政
治
的
に
は
、
政
府
に
よ
る
再
分
配
に
よ
っ
て
市
場
が
算

出
し
た
結
果
に
修
正
を
加
え
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
両
者



63

身体の牢獄

あ
る
い
は
機
能
を
説
明
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従

順
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
道
徳
的
な
労
働
者
を
作
り
出
す
こ
と
が
そ

の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
手
段
は
監
視
と
呼
ば
れ
る
技
術
で
あ
る
。
こ

の
監
視
と
い
う
技
術
に
つ
い
て
、
現
代
社
会
と
の
連
続
性
を
念
頭
に

置
い
た
場
合
、
二
通
り
の
物
語
が
語
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
端
的
な
監

視
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
パ
ト
ロ
ー
ル
、
あ
る
い
は
監
視
カ
メ

ラ
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
や
街
頭
な
ど
へ
の
設
置
で
あ
る
。
そ

れ
は
近
年
カ
タ
カ
ナ
語
で
ポ
リ
シ
ン
グ
（policing

）
と
も
呼
ば
れ

る
治
安
維
持
活
動
、
つ
ま
り
取
り
締
ま
り
の
中
心
的
な
技
術
と
な
っ

て
お
り
、
文
字
通
り
、
監
獄
に
お
け
る
囚
人
の
監
視
の
社
会
へ
の
拡

大
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
考
案
し
た
装
置
は
、
た

し
か
に
そ
の
効
率
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
の
物
語
は
、
主
体
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
監

視
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
監
視
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
、

あ
る
い
は
意
識
が
、
監
視
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
囚
人
の
行
動
を
道

徳
的
な
そ
れ
に
変
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹁
監
禁
状

態
で
行
な
わ
れ
る
規
律
訓
練
は
犯
罪
者
の
内
面
に
踏
み
込
む
。
囚
人

は
自
室
か
ら
出
ら
れ
な
い
こ
と
の
意
味
を
学
び
、
規
範
を
内
面
化
す

る
﹂
の
で
あ
る
と︶

9
︵

。
内
面
化
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
規
範
に
代
え

て
﹁
監
視
の
視
線
﹂
な
る
も
の
が
採
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
も
し
﹁
視
線
﹂
や
﹁
規
範
の
内
面
化
﹂
や
﹁
魂
の
鍛

錬
﹂
と
い
っ
た
も
の
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
活
動
が
、
た
と
え
ば
一
九

世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
﹁
道
徳
（
＝
精
神
）
改
良
（m

oral 

ら
れ
て
し
ま
う
。
福
祉
国
家
そ
の
も
の
の
本
来
的
性
格
で
も
あ
っ
た

両
義
性
（﹁
右
で
も
な
く
左
で
も
な
い
﹂）
に
つ
い
て
の
検
討
を
欠
落

さ
せ
た
ま
ま
、
そ
こ
に
資
本
主
義
に
つ
い
て
の
、
あ
る
種
の
歴
史
段

階
論
を
重
ね
合
わ
せ
た
結
果
、
私
た
ち
の
歴
史
意
識
は
、
奇
妙
な
混

乱
の
も
と
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
。
こ
こ
で
い
う
段
階

論
と
は
、
私
た
ち
の
社
会
に
一
定
の
性
格
づ
け
を
与
え
た
う
え
で
、

そ
の
変
容
と
新
た
な
段
階
へ
の
移
行
を
語
る
あ
ら
ゆ
る
物
語
の
こ
と

の
で
あ
る
。
ネ
オ
リ
ベ
（
ラ
リ
ズ
ム
）
と
い
う
標
語
と
と
も
に
語
ら

れ
る
、
そ
う
し
た
物
語
は
、
そ
の
も
っ
と
も
新
し
い
も
の
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
そ
し
て
、規
律
社
会
か
ら
管
理
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
社
会
、

あ
る
い
は
規
律
社
会
か
ら
安
全
社
会
へ
の
変
化
と
し
て
語
ら
れ
る
物

語
も
ま
た
、
そ
の
ひ
と
つ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る︶

6
︵

。

三　

内
面
化
、
あ
る
い
は
フ
ロ
イ
ト
へ
の
回
帰

規
律
（
社
会
）
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

が
﹃
監
視
と
処
罰
﹄
の
な
か
で
提
案
し
た
概
念
装
置
で
あ
り︶

7
︵

、
多
く

の
場
合
、そ
れ
は
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
が
考
案
し
た
パ
ノ
プ
テ
ィ

コ
ン
と
呼
ば
れ
る
（
は
ず
で
あ
っ
た
）
収
監
施
設
と
と
も
に
語
ら
れ

る
。
最
大
公
約
数
的
な
記
述
を
取
り
出
す
な
ら
ば
、
規
律
と
は
労
働

者
の
産
業
社
会
へ
の
﹁
包
摂
﹂
の
た
め
の
訓
練
で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ

ト
タ
イ
プ
は
監
獄
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
特
殊
な
一
施
設

と
い
う
よ
り
も
、近
代
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な﹁
装
置
﹂の
意
味
、
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お
お
よ
そ
フ
ロ
イ
ト
的
と
い
っ
て
差
し
支
え
の
な
い
枠
組
み
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
﹁
主
体
﹂
な
る
も
の
を
、
産
業
社

会
に
お
け
る
﹁
市
民
﹂
に
重
ね
合
わ
せ
る
説
明
に
は
、
そ
う
し
た
気

配
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
だ
と
す
る
と
も
う
ひ
と
つ
の
要
素
で
あ

る
抵
抗
、
従
属
か
ら
の
解
放
と
は
、
規
範
に
従
え
と
い
う
内
な
る
命

令
│
│
そ
れ
が
意
識
的
な
も
の
で
あ
れ
、
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
れ

│
│
を
拒
否
し
、
規
範
に
た
い
し
て
抗
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
は

な
る
。
い
か
に
も
六
八
年
的
な
図
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期

フ
ー
コ
ー
が
意
図
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
図
式
に
た

い
す
る
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、
こ
こ
で
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
の
は
ま
ご
う
こ
と
な
き
反
復
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
福

祉
国
家
批
判
同
様
、こ
こ
で
も
批
判
さ
れ
る
も
の
と
批
判
す
る
も
の
、

新
と
旧
と
が
互
い
に
奇
妙
な
交
差
を
演
じ
て
い
る
。

＊

す
こ
し
異
な
る
角
度
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。
私
た
ち
が
何
ら
か
の

理
由
で
飲
酒
を
悪
徳
で
あ
る
と
信
じ
、
禁
酒
を
行
な
う
と
き
、
私
た

ち
は
﹁
規
範
﹂
を
内
面
化
し
た
と
記
述
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
、
禁
酒
の
理
由
が
科
学
、
な
い
し
は
医
学
に
基
づ
く
場
合

で
あ
れ
ば
、内
面
化
と
は
、外
形
的
に
は
、一
種
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
（
食

事
療
法
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
あ
る
い
は
節
制
と
呼
ば
れ
る
こ
と

に
な
る
。
宗
教
上
の
理
由
に
基
づ
く
場
合
は
信
仰
と
呼
ば
れ
る
だ
ろ

reform

）﹂
と
呼
ば
れ
た
事
態
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
今
日

私
た
ち
が
教
育
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
が
、
そ
の
世

紀
が
終
わ
る
頃
に
進
む
心
理
学
の
助
け
を
借
り
て
定
義
さ
れ
る
、
何

ら
か
の
意
味
で
逸
脱
し
た
振
る
舞
い
を
矯
正
す
る
行
為
な
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
治
療
（
＝
処
遇 traitem

ent

）
あ
る
い
は

措
置
（m

esure

）
と
呼
ぶ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
と
す

れ
ば
、
主
体
化
、
あ
る
い
は
﹁
内
面
を
も
っ
た
個
人
﹂
を
作
り
上
げ

る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
大
人
、
あ
る
い
は
成
人
、
あ

る
い
は
市
民
と
呼
ば
れ
る
存
在
を
育
て
る
作
業
を
指
す
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
は
﹃
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
﹄
に
お
い
て
語
ら
れ
る
啓

蒙
の
物
語
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い︶

10
︵

。
伝
統
的
に

は
、
福
祉
国
家
と
は
、
こ
う
し
た
﹁
包
摂
﹂
と
呼
ば
れ
る
作
業
の
制

度
化
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
政
治
体
制
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
、
規
範
、
あ
る
い
は
視
線
と
い
う
、
両
者
の
性
格
の
違
い
を

考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
ひ
と
し
く
﹁
内
面
化
﹂
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
の
対
象
と
な
る
と
い
う
事
態
は
、
い
さ
さ
か
杜
撰
な
説
明
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
ふ
た
つ
の
対
象
の
併
置
を
正
当

化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
視
線
な
る
も
の
を
受
け
取
る
心
的
装
置
が
、

そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
対
象
化
さ
れ
た
自
己
な
る
も
の
│
│
そ

れ
が
自
我
で
あ
れ
、
身
体
で
あ
れ
│
│
に
、
何
ら
か
の
規
則
、
あ
る

い
は
規
範
に
則
っ
た
行
動
を
取
る
よ
う
に
強
制
し
、そ
れ
を
﹁
監
視
﹂

す
る
と
い
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
比
喩
が
思
い
つ
く
。
た
だ

し
こ
の
場
合
、﹁
規
律
﹂
の
名
の
も
と
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
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た
情
報
処
理
装
置
の
力
﹂
が
、﹁
主
体
の
内
面
に
踏
み
込
む
﹂
こ
と

を
必
要
と
し
な
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
、﹁
規
範
の
内
面
化
﹂
も
ま
た
、

端
的
に
無
効
な
も
の
と
な
ろ
う
。
新
た
な
﹁
管
理
社
会
﹂
は
、
こ
の

よ
う
な
﹁
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
﹂
な
も
の
も
必
要
と
し
な
い
。
管
理
社

会
と
は
行
動
心
理
学
の
社
会
で
あ
り
、
行
動
療
法
の
社
会
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。

内
面
の
管
理
が
失
効
す
れ
ば
、
先
ほ
ど
述
べ
た
﹁
取
り
締
ま
り

（policing

）﹂
だ
け
が
残
る
の
は
自
明
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
あ

る
意
味
で
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
新
た
な
時
代
の
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、

そ
れ
に
先
行
す
る
時
代
に
お
い
て
作
動
し
て
い
た
監
視
の
装
置
か

ら
、
よ
り
明
快
で
も
あ
れ
ば
、
単
純
な
機
能
だ
け
を
受
け
継
ぐ
こ
と

に
な
る
。
事
実
、
私
た
ち
が
日
々
確
認
す
る
現
実
も
ま
た
、
そ
う
し

た
解
釈
を
追
認
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

だ
が
今
日
の
監
視
が
想
定
し
て
い
る
図
式
、
つ
ま
り
見
ら
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
識
が
、
規
範
の
侵
犯
を
押
し
と
ど
め
る

と
い
う
単
純
な
（
だ
が
あ
り
そ
う
な
）
話
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
先
ほ
ど
示
唆
し
た
よ
う
に
、
威
嚇
に
よ
る
、
つ
ま
り
恐
怖
と

い
う
情
動
を
媒
介
と
し
た
抑
止
、
恐
怖
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い
。
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
、
そ
し
て
ベ
ン
サ
ム
が
構
想

し
た
功
利
主
義
的
な
刑
法
改
革
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
も
新
し
い
も
の
が
（
一
八
世
紀
へ
の
！
）
回
帰
と
し
て
登
場
し
て

い
る
。
そ
れ
は
﹁
合
理
的
﹂
な
主
体
に
た
い
し
、
提
示
さ
れ
た
あ
り

う
る
損
害
を
通
じ
た
、
犯
罪
の
抑
止
政
策
で
あ
る
。
た
だ
し
合
理
的

う
。
節
制
（
禁
欲
）
は
こ
ち
ら
に
も
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
し
防
が
れ

る
べ
き
は
身
体
で
は
な
く
、
魂
の
堕
落
で
あ
る
が
。
法
に
よ
っ
て
禁

止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
あ
れ
ば
（
つ
ま
り
禁
酒
法
の
よ
う
な

も
の
を
想
定
す
れ
ば
）
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
内
面
化
と
は

抑
止
（deterrence
）
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
異
な
る
例
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
禁
酒
に
失
敗
し
た
場

合
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
内
面
化
は
行
っ
た
が
そ

の
実
行
に
失
敗
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
内
面
化
は
完
了
し
て
な
か
っ

た
の
か
。
何
度
も
何
度
も
失
敗
す
る
累
犯
者
（recidivist

）、
つ
ま

り
繰
り
返
し
転
落
す
る
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ

う
か
。

こ
の
事
例
を
昔
な
が
ら
の
主
権
者
命
令
説
へ
と
回
収
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
は
な
い︶

11
︵

。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
た
あ
と
で
検
討

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
う
し
た
議
論
が
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に

検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
結
局
、
こ
の
規
律
権
力
が
、
産
業

社
会
（
あ
る
い
は
近
代
）
と
と
も
に
舞
台
の
前
景
か
ら
退
こ
う
と
し

て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る

も
の
を
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
の
意
義
は
た
し
か
に
薄
い
。

そ
れ
に
代
わ
っ
て
前
景
に
登
場
す
る
の
が
、﹁
管
理
（
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
）﹂、
あ
る
い
は
﹁
環
境
管
理
型
﹂
と
い
う
名
の
新
た
な
社
会
の
編

成
原
理
で
あ
る
。
そ
の
も
と
で
は
、
規
律
権
力
が
そ
の
対
象
と
し

た
﹁
内
面
﹂
な
る
も
の
の
重
要
性
、
あ
る
い
は
﹁
内
面
化
﹂
な
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
の
意
味
を
失
う
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
﹁
発
達
し
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て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
紀
が
啓
蒙
の
世
紀
で
あ
り
、
そ
し
て

感
覚
論
の
世
紀
で
も
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
驚
く
ほ
ど
の
こ
と

は
あ
る
ま
い
。

﹁
つ
ま
り
、
次
の
よ
う
な
選
択
肢
が
あ
る
。
処
罰
の
都
市
か
、

強
制
的
な
制
度［
筆
者
注
：
監
獄
の
こ
と
］か
で
あ
る
。前
者
で
は
、

処
罰
権
力
の
働
き
は
社
会
空
間
の
全
体
に
広
が
っ
て
い
る
。
あ

ら
ゆ
る
場
所
に
、
舞
台
と
し
て
、
見
せ
物
と
し
て
、
記
号
と
し

て
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
偏
在
し
、
開
か
れ
た
書
物
の
よ
う

に
読
む
こ
と
が
で
き
、
市
民
の
精
神
の
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る

再
コ
ー
ド
化
で
あ
る
。
セ
ル
ヴ
ァ
ン
が
い
う
よ
う
に
﹁
そ
の
頭

脳
の
も
っ
と
も
柔
ら
か
い
繊
維
﹂
に
、
目
に
見
え
ず
、
そ
し
て

無
益
な
し
か
た
で
作
用
す
る
。
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
を

駆
け
抜
け
る
処
罰
の
権
力
、
そ
れ
は
各
人
に
た
い
し
て
あ
ら
ゆ

る
地
点
で
作
用
し
、
も
は
や
特
定
の
人
物
の
特
定
の
人
物
に
た

い
す
る
権
力
で
は
な
く
、
各
人
ひ
と
り
ひ
と
り
に
た
い
す
る
全

体
の
直
接
的
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
完
成
す
る
だ
ろ
う)14

(

﹂。

こ
う
し
て
﹁
処
罰
の
都
市
﹂
の
な
か
で
は
、
処
罰
権
力
は
偏
在
し

て
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
法
制
度
と
し
て
す
ら
コ
ー
ド
化
さ
れ
る

必
要
も
な
い
ほ
ど
に
透
明
な
権
力
。﹁
市
民
の
精
神
（esprit

）
の
永

遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
再
コ
ー
ド
化
﹂。
再
コ
ー
ド
化
さ
れ
る
﹁
市
民

の
精
神
﹂
を
﹁
内
面
﹂
と
呼
び
う
る
の
で
あ
れ
ば
、﹁
内
面
化
﹂
な

と
は
こ
の
場
合
、
快
楽
と
苦
痛
の
対
比
、
そ
の
比
較
考
量
が
可
能
だ

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
が
比
較
考
量
と
は
、
文
字
通
り
の
能
力
、

伝
統
的
に
は
（
人
間
的
な
意
識
を
持
た
な
い
と
さ
れ
て
き
た
）
動
物

に
帰
属
さ
せ
ら
れ
て
き
た
能
力
で
あ
る︶

12
︵

。そ
う
し
た
能
力
を
前
提
に
、

私
た
ち
は
動
物
や
人
間
に
た
い
し
て
調
教
を
行
な
っ
て
も
き
た
。
身

体
に
た
い
す
る
直
接
的
な
刺
激
を
通
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
な
う

比
較
的
野
蛮
な
方
法
も
あ
れ
ば（
た
と
え
ば
動
物
に
た
い
す
る
鞭
や
、

電
流
、
不
快
な
音
、
あ
る
い
は
固
く
座
り
づ
ら
い
椅
子
と
い
っ
た
も

の
に
よ
っ
て
移
動
を
促
す
方
法
）、
人
間
が
抽
象
的
な
表
象
概
念
を

操
作
可
能
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
何
ら
か
の
記
号
、
も
し
く
は
表

象
を
用
い
て
、
身
体
的
な
反
応
を
惹
起
す
る
と
い
う
よ
り
洗
練
さ
れ

た
手
段
も
あ
る
。
一
般
に
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
が

そ
こ
に
は
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
も
う
少
し
広
い
。
移
動
や
停

止
に
か
ぎ
る
な
ら
ば
、
赤
や
青
、
黄
色
の
ラ
ン
プ
の
点
滅
に
よ
っ
て

そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

い
さ
さ
か
話
を
急
ぎ
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
ベ
ッ
カ

リ
ー
ア
と
ベ
ン
サ
ム
の
あ
い
だ
に
線
を
引
い
て
、
洗
練
さ
れ
た
方
法

に
限
定
し
て
お
こ
う
。
す
る
と
、そ
れ
は
ま
さ
し
く
フ
ー
コ
ー
が﹃
監

獄
の
誕
生
﹄
の
な
か
で
紹
介
し
た
﹁
処
罰
の
都
市
（cité punitive

）﹂

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ル
・
ペ
ル
テ
ィ
エ
、セ
ル
ヴ
ァ

ン
、
そ
し
て
ヴ
ェ
ル
メ
イ
ユ
と
い
っ
た
一
八
世
紀
の
刑
法
改
革
論
者

た
ち
が
構
想
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る︶

13
︵

。
そ
れ
は
一
九
世
紀
的
な
も

の
と
さ
れ
た
規
律
権
力
に
先
行
す
る
、
よ
り
古
い

0

0

形
態
の
権
力
と
し
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身体の牢獄

し
か
に
フ
ー
コ
ー
は
こ
こ
で
、
身
体
に
加
え
て
、
や
は
り
魂
に
も
言

及
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
魂
は
﹁
習
慣
（habitude

）
の

台
座
で
あ
る
か
ぎ
り
﹂
の
そ
れ
だ
と
限
定
さ
れ
て
い
る︶

16
︵

。
さ
ら
に
そ

れ
に
続
け
、﹁
神
経
系
の
な
か
に
生
み
出
さ
れ
る
感
覚
（sensation

）

と
共
感
（sym

pathie

）
の
原
理
﹂
と
い
う
一
節
を
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・

ラ
ッ
シ
ュ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
引
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
元
の
文

章
を
確
認
す
る
と
、
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、﹁
身
体
的
苦
痛

の
性
質
、
程
度
、
持
続
を
確
認
す
る
﹂
た
め
と
あ
る︶

17
︵

。
こ
の
と
き
魂

と
は
、
苦
痛
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
何
ら
か
の
質
に
与
え
ら
れ
た
名
前

で
あ
り
、
私
た
ち
が
情
動
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
内

面
化
な
る
も
の
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
手
前
に

あ
る
何
か
で
あ
る
。
ま
た
も
や
私
た
ち
は
問
題
を
別
の
方
向
か
ら
立

て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四　

可
視
的
な
も
の
と
し
て
の
身
体

調
教
（dressage

）、
矯
正
（correction

）、
従
順
（
＝
素
直 docile

）。

規
律
権
力
を
語
る
さ
い
に
、
家
畜
、
家
人
、
奴
隷
と
主
人
、
子
供
と

大
人
の
関
係
、つ
ま
り
身
分
関
係
を
示
す
語
彙
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、

ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
統
治
（gouvernem

ent

）、
家
政
（économ

ie

）、

管
理
経
営
（adm

inistration, contrôle, gestion

）
と
い
っ
た
枠
組
み

の
も
と
に
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
は
い
ま
や
常
識
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
図
式
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
私
た
ち
は
従

る
も
の
は
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
の
い
か
に
も
一
八
世
紀

的
な
﹁
処
罰
の
都
市
﹂
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で

は
﹁
舞
台
、
見
せ
物
、
記
号
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
﹂
す
な
わ
ち
﹁
表
象

（représentation
）﹂
が
作
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹁
諸
個
人
の
利

害
の
表
象
、
そ
の
利
益
と
不
利
益
の
、
快
と
不
快
の
表
象
﹂。
ベ
ッ

カ
リ
ー
ア
の
一
般
予
防
と
罪
と
罰
の
比
例
関
係
に
基
づ
く
記
号
体
系

に
も
、
恐
怖
と
い
う
情
動
が
折
り
畳
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は

知
っ
て
い
る
。
こ
の
﹁
処
罰
の
都
市
﹂
に
お
け
る
﹁
永
遠
に
繰
り
返

さ
れ
る
再
コ
ー
ド
化
﹂
が
、
精
神
の
書
き
換
え
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

私
た
ち
は
い
ず
れ
そ
れ
が
反
転
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
な
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
安
楽
な
生
活
が
も
た
ら
す
人
間
性
の
喪
失
が
、
人
間

が
動
物
と
し
て
飼
育
さ
れ
る
事
態
へ
の
恐
怖
を
か
き
立
て
る
。
憐
れ

み
深
く
も
厳
し
い
、
啓
蒙
専
制
君
主
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
素
晴

ら
し
い
新
世
界
、
福
祉
国
家
の
似
絵
と
な
る︶

15
︵

。
私
た
ち
は
ま
た
も
や

過
去
に
後
退
り
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
規
律
権
力
と
は
、
フ
ー
コ
ー
の
図
式
に
従
う
な
ら
ば
、

こ
の﹁
処
罰
の
都
市
﹂と
は
異
な
る

0

0

0

﹁
強
制
的
な
制
度
﹂、す
な
わ
ち﹁
矯

正
的
な
刑
罰
（pénalité corrective

）﹂、﹁
矯
正
院
（reform

atory
）﹂

あ
る
い
は
文
字
通
り
の
監
獄
に
お
い
て
作
用
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ

り
、
こ
の
処
罰
の
都
市
を
反
転
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
監
獄
と
い

う
﹁
強
制
的
な
制
度
（institution coercitive

）﹂
は
、
記
号
や
表
象

と
は
異
な
る

0

0

0

回
路
を
通
じ
て
作
用
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
少
し

だ
け
例
外
処
理
を
し
て
お
こ
う
。
注
意
深
く
文
章
を
た
ど
る
と
、
た
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に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
彼
が
一
貫
し
て
述
べ
て

い
る
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
書
物
の
な
か
で
、
す
で
に
フ
ー
コ
ー
は
、
一
七
世
紀
│
│
地

域
に
よ
っ
て
時
期
的
な
ず
れ
を
伴
い
な
が
ら
│
│
に
、
監
獄
、
感
化

院
、
あ
る
い
は
病
院
や
学
校
な
ど
、
つ
ま
り
は
収
容
施
設
の
起
源
と

な
る
も
の
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
た︶

20
︵

。
彼
は

そ
れ
を
﹁
大
い
な
る
閉
じ
込
め
（grand renferm

em
ent

）﹂
と
呼
び
、

こ
の
時
期
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
転
換
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

に
な
る
。
フ
ー
コ
ー
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
ル
イ
一
四
世
に
よ
る

パ
リ
へ
の
一
般
施
療
院
建
設
の
勅
令
で
あ
り
、
そ
の
後
に
続
く
王
国

全
土
へ
の
拡
大
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
教
会
も
数
多
く
の
収
容
施
設

（
貧
民
救
済 vita activa 

が
そ
の
名
目
で
あ
る
）
を
建
設
し
て
お
り
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
、
聖
俗
の
権
力
が
競
う
よ
う
に
し
て
、
こ
れ

ら
の
収
容
施
設
を
建
設
し
て
い
る
と
続
け
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
や
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
に
建
設
さ
れ
た
、
矯
正

院
（house of correction

）、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
い
っ
た
も
ろ
も
ろ

の
施
設
の
建
設
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
収
容
さ
れ

て
い
た
人
び
と
は
、﹁
一
般
法
に
よ
り
有
罪
と
な
っ
た
者
、
家
庭
の

安
寧
を
乱
す
者
、
も
し
く
は
そ
の
財
産
を
浪
費
す
る
者
、
身
元
保
証

な
き
者
（
浮
浪
者 gens sans aveu

）、
狂
人
﹂
と
い
っ
た
人
び
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
一
般
施
療
院
な
ど
の
収
容
施
設
は
、
こ
の
よ
う
な
雑

多
な
非
＝
市
民
が
、
分
類
さ
れ
る
こ
と
な
く
﹁
同
じ
ひ
と
つ
の
壁
の

な
か
に
追
放
﹂
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
近
代
的
な
意
味
で
の
犯
罪

属
を
し
ば
し
ば
精
神
の
関
係
と
し
て
理
解
す
る
。
し
か
し
肉
体
的
、

物
理
的
な
従
属
を
伴
わ
な
い
、
純
粋
な
精
神
的
従
属
な
る
も
の
を
ど

の
よ
う
に
想
像
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
従
属

と
し
て
名
指
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
あ
ま
り
に
当
然
の
こ

と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
、
フ
ー
コ
ー
が
、
一
貫
し
て
問
題

と
し
て
き
た
の
は
、
物
理
的
、
生
理
学
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
、

人
間
の
身
体
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
あ
る
種
の
現

象
学
者
が
そ
う
考
え
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
何
か

0

0

を
監
視
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
視
覚
の
対
象
、
つ
ま
り
物
体
＝
身
体
で
あ

る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る︶

18
︵

。可
視
性
と
は
触
知
可
能
性
で
あ
り
、

分
析
と
は
解
剖
、
内
部
の
表
面
化
で
あ
る
。

﹁
古
典
主
義
時
代
の
ど
こ
か
で
、
権
力
の
対
象
、
そ
し
て
目

標
と
し
て
の
身
体
、
そ
れ
が
ま
さ
に
発
見
さ
れ
た
。
目
を
向
け

れ
ば
そ
こ
か
し
こ
に
、
大
い
な
る
関
心
が
身
体
に
向
け
ら
れ
て

い
た
し
る
し
が
あ
る
。
操
作
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
調
教
さ
れ
、

従
属
し
、
応
答
し
、
熟
達
し
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
増
大
さ

せ
る
身
体
に︶

19
︵

﹂。

﹃
狂
気
の
歴
史
﹄
と
い
う
こ
の
書
物
の
な
か
で
は
、
こ
の
文
章
に

続
け
て
、
フ
ー
コ
ー
は
人
間
＝
機
械
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
発
見

に
つ
い
て
語
る
の
だ
が
、
い
ま
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
措
い
て
お
こ

う
。
私
た
ち
の
諸
世
紀
は
、
身
体
に
つ
い
て
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
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＊

臨
床
医
学
と
刑
事
政
策
（
犯
罪
学
）
と
が
、
フ
ー
コ
ー
の
特
権
的

な
対
象
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
身
体
を
対
象
と
す
る
科
学
＝
知
、
そ

の
実
践
だ
か
ら
で
あ
る
。﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
に
先
立
ち
、﹃
臨
床
医
学

の
誕
生
﹄
に
お
い
て
│
│
と
り
わ
け
そ
の
前
半
部
分
で
は
│
│
可
視

的
な
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
知
識
の
な
か
に
回
収
さ
れ
る
か
、
そ
し

て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
体
系
に
編
成
さ
れ
、社
会
体
に
ど
う
浸
潤
し
、

展
開
す
る
か
が
分
析
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
般
施
療
院
と
い
う
ひ
と

つ
の
構
造
物
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
身
体
と
空
間
と
を
、
固
有
の

し
か
た
で
、
す
な
わ
ち
言
語
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
の
で
は
な
い
し

か
た
で
編
成
し
、
そ
れ
が
成
立
し
た
ば
か
り
の
自
由
主
義
と
ど
の
よ

う
に
齟
齬
を
き
た
す
も
の
で
あ
る
か
が
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
。
臨

床
医
学
と
は
、
個
体
化
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
ひ
と
つ
の
装
置
、

私
た
ち
が
病
院
と
呼
ぶ
も
の
の
社
会
空
間
で
の
展
開
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
経
験
を
も
と
に
、
七
〇
年
代
、
フ
ー
コ
ー
は
身
体
と
、

身
体
に
対
し
て
、文
字
通
り
物
理
的
＝
身
体
的
に
行
使
さ
れ
る
力（
権

力
）
に
つ
い
て
の
分
析
を
集
中
的
に
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が

規
律
権
力
で
あ
る
。
規
律
権
力
の
行
使
と
は
、
表
象
を
媒
介
と
し
な

い
、
身
体
に
つ
い
て
の
認
識
（
＝
接
触
）
で
あ
る
。

こ
の
と
き
彼
は
、
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
い
く
ば
く
か
距
離

を
と
り
、
社
会
的
な
諸
実
践
の
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
そ
の
重
心

を
移
す︶

23
︵

。
そ
の
結
果
、
規
律
と
は
ひ
と
つ
の
﹁
図
式
﹂
で
あ
り
、﹁
消

者
だ
け
が
収
監
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い︶

21
︵

。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は

拘
束
の
た
め
の
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
授
産
施
設
で
あ
っ
て
、
教

会
の
関
与
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
哀
れ
な
者
に
た
い
す
る
慈
善
、
あ
る

い
は
救
済
の
実
践
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
建
前
に
お
い
て
は
、
分
か

ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
活
動
的
な
生（
＝
慈
悲
、

憐
れ
み
の
心 m

iséricorde
）の
場
所
。
た
だ
し
フ
ー
コ
ー
そ
の
人
は
、

そ
う
し
た
理
解
を
拒
否
し
、
先
行
す
る
時
代
か
ら
の
切
断
を
主
張
す

る
だ
ろ
う
。
彼
が
注
目
す
る
の
は
、
閉
じ
込
め
と
い
う
、
そ
の
物
理

的
＝
身
体
的
な
機
能
で
あ
る
。

こ
の
時
代
を
ひ
と
つ
の
転
換
点
で
あ
る
と
考
え
た
と
き
、
フ
ー

コ
ー
が
こ
の
﹁
大
い
な
る
閉
じ
込
め
﹂
を
そ
の
分
析
の
出
発
点
に
置

い
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
物
理
的

存
在
で
あ
る
人
間
の
集
団
に
対
す
る
行
政
的

0

0

0

な
行
為
で
あ
っ
た
こ
と

の
意
味
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
観
念
と
は
異
な
り
、

視
覚
、
そ
し
て
触
覚
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
物
体
＝
身
体
に
つ
い
て

の
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
の
、
つ
ま
り
個
体
に
つ
い
て
の
物
理
学
＝
身
体

学
（
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
）
の
展
開
と
し
て
、
彼
は
近
代
の
思
想
を
把
握

し
よ
う
と
し
て
い
た
。﹁
魂
の
機
会
原
因︶

22
︵

﹂
に
す
ぎ
な
か
っ
た
は
ず

の
身
体
が
、
こ
の
と
き
、
無
知
と
情
欲
を
通
じ
て
、
原
罪
以
後
の
人

間
の
魂
を
支
配
す
る
こ
と
を
、
人
び
と
は
、
具
体
的
な
実
践
を
通
じ

て
、
文
字
通
り
そ
の
身
で
知
る
こ
と
に
な
る
。﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
が

語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
﹁
歴
史
﹂
で
あ
る
。
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た
。
そ
し
て
一
般
に
語
ら
れ
る
物
語
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
刑
事
政

策
と
い
う
領
域
に
お
い
て
、
規
律
権
力
な
る
も
の
は
、
そ
の
残
虐
性

を
じ
ょ
じ
ょ
に
減
じ
つ
つ
、
つ
ま
り
﹁
文
明
化
﹂
を
行
な
い
つ
つ
、

身
体
へ
の
残
酷
な
刑
罰
か
ら
、
そ
の
目
標
を
内
面
な
る
も
の
、
つ
ま

り
当
時
の
言
葉
遣
い
で
い
え
ば
、﹁
魂
﹂
あ
る
い
は
﹁
精
神
（m

oral

）﹂

に
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る︶

26
︵

。

五　

パ
リ
少
年
院

た
し
か
に
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
は
、
そ
の
冒
頭
部
分
で
、
そ
の
よ
う

な
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。書
物
の
冒
頭
で
、

国
王
弑
逆
（
未
遂
）
犯
で
あ
っ
た
ダ
ミ
ア
ン
の
身
体
に
対
す
る
残
酷

な
責
苦
、
い
わ
ゆ
る
車
裂
き
の
刑
の
情
景
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
続

い
て
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
経
済
学
者
で
も
あ
っ
た
レ
オ
ン
・
フ
ォ
ー

シ
ェ
な
る
人
物
が
ダ
ミ
ア
ン
の
処
刑
か
ら
お
よ
そ
八
〇
年
後
に
出
版

す
る
﹃
監
獄
改
革
論
﹄
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る︶

27
︵

。﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
と

い
う
書
物
が
も
っ
ぱ
ら
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
一
九
世
紀
と
い
う
時

代
は
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
呼
ば
れ
る
実
際
に
は
実
現
し
な
か
っ
た

収
容
所
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
物
の

内
在
的
な
整
理
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
新
た
な
時
代
を
代
表
す
る
は

ず
の
も
の
は
、
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
こ
の
書
物
と
、
そ
こ
で
描
か
れ
た
、

一
七
歳
以
下
の
少
年
を
対
象
と
し
た
パ
リ
少
年
院
の
院
内
規
則
、
そ

の
一
日
の
時
間
割
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

え
去
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
そ
の
固
有
性
を
失
う
こ
と
も
な
く
、
社

会
体
に
拡
散
す
る
べ
き
も
の
﹂
と
な
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
一
九
世

紀
以
降
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
社
会
が
編
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず

の
も
の
で
あ
る︶

24
︵

。
一
八
世
紀
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
前
景
に
登

場
し
た
そ
れ
は
、
新
た
な
統
治
の
技
術
で
も
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
狂

人
、
た
と
え
ば
浮
浪
者
、
た
と
え
ば
﹁
正
し
い
秩
序
の
敵
﹂
を
、
共

同
体
の
外
部
へ
と
放
逐
す
る
﹁
排
除
﹂
あ
る
い
は
﹁
周
縁
化
﹂
と
呼

ば
れ
る
技
術
に
代
わ
っ
て
登
場
す
る
。
排
除
の
モ
デ
ル
と
は
、
よ
り

古
い
時
代
に
お
い
て
支
配
的
だ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
共
同
体

の
浄
化
の
た
め
の
社
会
の
側
か
ら
の
否
定
的
、
消
極
的
な
反
応
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
規
律
は
、
そ
の
反
対
に
、
積
極
的
な
反
応
と
呼

ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

フ
ー
コ
ー
は
こ
の
変
化
を
、
い
く
つ
か
の
場
所
で
、
感
染
症
に
つ

い
て
の
ふ
た
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
前
者
が
当
時
、

レ
プ
ラ
と
呼
ば
れ
た
病
へ
の
対
応
を
そ
の
典
型
例
と
す
る
と
す
れ

ば
、
後
者
は
ペ
ス
ト
の
管
理
（contrôle

）
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
古
典
主
義
時
代
、
す
な
わ
ち
絶
対
王
政
が
洗
練
し
た

こ
の
﹁
統
治
技
法
﹂
は
﹁
規
範
化
（
＝
正
常
化
）﹂
を
そ
の
効
果
と

し
て
生
み
出
す
こ
と
に
な
る︶

25
︵

。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
お
お
よ
そ
貧
民
、
物
乞
い
、
そ
し
て
浮

浪
者
に
た
い
す
る
治
安
政
策
（police

）
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
う

し
た
収
容
と
い
う
措
置
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
と
い
う

時
代
の
固
有
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
と
フ
ー
コ
ー
は
考
え
て
い
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﹁
も
は
や
刑
罰
一
般
が
身
体
に
、
そ
の
も
っ
と
も
過
酷
な
形

式
で
加
え
ら
れ
な
く
な
れ
ば
、
刑
罰
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
手
が

か
り
を
作
れ
ば
い
い
の
か
。
理
論
家
た
ち
の
│
│
こ
う
し
た
人

び
と
に
よ
っ
て
、
一
七
六
〇
年
ご
ろ
に
時
代
が
切
り
開
か
れ
、

そ
れ
は
ま
だ
終
わ
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
│
│
回
答
は
単
純
な

も
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
自
明
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
は
問
い
そ

の
も
の
の
う
ち
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
が

も
は
や
身
体
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
魂
で
あ
る
。
身

体
に
向
け
て
怒
り
を
叩
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
償

い
の
あ
と
に
、
心
の
、
思
考
の
、
意
思
の
、
傾
向
性
（
性
行
）

の
奥
底
で
う
ご
め
く
懲
罰
が
続
く
。
マ
ブ
リ
ー
は
き
っ
ぱ
り
と

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。﹁
懲
罰
は
、
そ
う
言
わ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
の
で
す
が
、
身
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
魂
に
加
え
ら

れ
ん
こ
と
を︶

29
︵

﹂﹂。

も
し
身
体
に
加
え
ら
れ
る
責
苦
が
刑
罰
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
刑
事
裁
判
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
官
吏
に
よ
っ
て
執

行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
懲
罰
（châtim

ent

）
は
、﹁
魂
﹂

な
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て

は
、
心
（cœ

ur)

、
思
考
（pensée

）、
意
思
（volonté

）
な
ど
と
も
、

そ
し
て
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
傾
向
性
（tendance

）
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
説
明
で
あ
る
。
で
は
、
フ
ー

コ
ー
も
ま
た
マ
ブ
リ
ー
と

0

0

0

0

0

（
そ
し
て
そ
の
同
時
代

0

0

0

0

0

0

0

0

、
お
よ
び
そ
れ
に

0

0

0

0

0

0

簡
単
に
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
太
鼓
の
音
に
よ
っ
て
分

単
位
で
区
切
ら
れ
た
時
間
割
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
、
起
床
か
ら
、

身
繕
い
、
そ
し
て
労
働
、
食
事
、
最
後
は
就
寝
に
至
る
一
連
の
行
為

で
あ
る
。
そ
れ
は
学
校
を
思
い
起
こ
さ
せ
も
す
れ
ば
、
初
期
に
は
社

宅
が
併
設
さ
れ
て
い
た
工
場
労
働
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
で
も
あ

る
。
フ
ー
コ
ー
の
示
唆
に
従
っ
て
、
レ
オ
ン
・
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
書
物

を
紐
解
く
な
ら
ば
、
当
時
、
そ
の
残
酷
さ
が
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
た

監
獄
の
、
い
っ
そ
う
人
道
的
で
も
あ
れ
ば
、
効
率
的
で
も
あ
る
よ
う

な
改
革
プ
ラ
ン
が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
当
時
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
と
呼
ば
れ
た

キ
リ
ス
ト
教
道
徳
に
基
づ
く
温
情
主
義
的
な
社
会
改
良
運
動
の
一
側

面
を
証
言
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た︶

28
︵

。

多
く
の
場
合
、
私
た
ち
は
こ
の
変
化
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

ひ
と
つ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
的
権
力
に
よ
っ
て
身
体
に
加

え
ら
れ
る
責
苦
（supplice

）
の
消
滅
で
あ
る
。
こ
う
し
た
責
苦
（
＝

肉
体
刑
）
は
同
時
に
、
公
共
空
間
で
行
な
わ
れ
る
、
文
字
通
り
公
共

＝
国
家
の
敵
に
た
い
す
る
王
の
側
か
ら
の
反
撃
、
戦
争
行
為
を
象
徴

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
刑
罰
は
監
獄
と
い
う
閉
鎖
空
間

に
お
け
る
、自
由
の
拘
束
（
自
由
刑
）
が
そ
の
代
替
と
な
る
だ
ろ
う
。

刑
罰
の
温
和
化
と
も
文
明
化
と
も
称
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
。そ
れ
は
、

フ
ー
コ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
帰
結
を
伴
っ
て

い
た
。
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よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
語
彙
（
悔
い
改
め
）
で

も
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
時
代
の
労
働
者
の
境
遇
改
善
の
試
み
は
、
時
代

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
合
衆
国
に
お
け
る
工
業
化
の
も
と
で
、
粗
暴
な
資
本
主
義
と
、
都

市
へ
の
人
口
集
中
が
も
た
ら
す
社
会
問
題
、
す
な
わ
ち
ポ
ペ
リ
ズ

ム
（
都
市
の
貧
困
問
題
）
へ
の
対
応
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
運
動
は
最
終
的
に
、
こ
の
世
紀
の
終
わ

り
に
な
れ
ば
、
労
働
回
勅
﹁
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
（rerum

 
novarum

）﹂
と
し
て
結
実
し
、
各
国
に
独
自
の
影
響
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
れ
は
オ
ル
ド
自
由
主
義
と
い

う
か
た
ち
を
と
り
、
や
は
り
の
ち
に
フ
ー
コ
ー
が
検
討
の
対
象
と
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う︶

32
︵

。﹁
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
﹂
を
中
心
と
し

て
雲
の
よ
う
に
広
が
っ
た
こ
う
し
た
運
動
は
、
国
家
の
介
入
を
予
防

し
つ
つ
、
た
と
え
ば
ル
・
プ
レ
ー
が
ま
さ
に
そ
の
典
型
例
と
い
え
る

が
、﹁
国
家
な
き
社
会
﹂
と
い
う
枠
内
で
の
、
つ
ま
り
は
﹁
自
由
主

義
的
﹂
で
も
あ
れ
ば
、
今
日
の
私
た
ち
に
は
﹁
ネ
オ
リ
ベ
的
﹂
に
も

み
え
る
、
社
会
改
良
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る︶

33
︵

。
た
と
え
ば
フ
ォ
ー

シ
ェ
の
書
物
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
語
彙
が
頻
出
し
、そ
し
て
精
神（
＝

道
徳
）
の
改
良
、
あ
る
い
は
改
善
を
通
じ
た
社
会
問
題
の
解
消
と
い

う
図
式
が
一
貫
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

﹁
宗
教
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
改
悛
と
は
、
洗
礼
（baptêm

e

）

続
く
時
代
の
人
び
と
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
同
様
に

0

0

0

、
身
体
に
代
わ
り
、
魂
が
刑
罰
の

対
象
と
な
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

＊

表
面
的
な
事
実
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
マ
ブ
リ
ー
が
魂
に
そ
の
力

を
行
使
す
る
も
の
を
懲
罰
と
呼
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
法
的
と
い
う
よ

り
も
、
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
込
め
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
こ
こ
ま
で
監
獄
と
い
う
言
葉
を
曖
昧
に

用
い
て
き
た
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
言
葉
を
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
書
物
か
ら

そ
の
分
類
に
従
っ
て
抜
き
出
し
て
お
け
ば
、
牢
（geôle

）
や
留
置

所
（m

aison d ’arrêt

）、
監
獄
（prison

）
と
い
っ
た
語
彙
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
分
析
の
中
心
と
な
る
施
設
は
、
労
働
を
重
要
な
技
法
と

し
て
用
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
元
来
、
比
較
的
若
い
人
び
と
を
対
象
と
し

た
、
改
悛
（pénitence

）
と
い
う
語
彙
を
そ
の
う
ち
に
含
む
改
悛
施

設
（m

aison pénitentiaire

）
で
あ
る︶

30
︵

。
改
悛
は
、矯
正
（correction

）

と
並
ん
で
、
フ
ー
コ
ー
の
こ
の
書
物
で
も
重
要
な
意
味
を
担
う
言
葉

で
あ
る
が
、
訳
語
で
は
、
行
刑
制
度
（systèm

e pénitentiaire
）
や

懲
治
監
（pénitencier

）、
あ
る
い
は
端
的
に
刑
務
所
と
い
っ
た
言

葉
の
な
か
に
消
え
て
し
ま
う
。
た
だ
し
こ
の
言
葉
は
、
ボ
ー
モ
ン

と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
メ
リ
カ
の
監
獄
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
表
題

（systèm
e pénitentiaire aux États-U

nis

）
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に︶

31
︵

、

普
通
名
詞
と
し
て
の
価
値
も
持
つ
。
そ
し
て
懲
罰
が
そ
う
で
あ
る
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﹁
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
の
社
会
は
、
出
所
し
た
成
人
に
仕
事
を

与
え
、
ひ
と
た
び
は
そ
れ
ら
の
人
び
と
を
法
の
手
の
も
と
に
委

ね
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
の
悪
癖
か
ら
こ
う
し
た
者
た
ち
を
保

護
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う︶

36
︵

﹂。

そ
し
て
当
時
に
お
け
る
監
獄
改
革
の
最
重
要
論
点
、
独
房
か
労
働

か
と
い
う
お
き
ま
り
の
議
論
に
触
れ
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
議
論
に
お

い
て
、
し
か
し
焦
点
と
な
る
の
は
、
い
ず
れ
の
制
度
が
﹁
精
神
＝
道

徳
の
改
良
（réform

e m
orale, am

élioration m
orale

）﹂
を
進
め
る

に
あ
た
っ
て
適
切
な
の
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
つ
ま
り
、
犯
罪
者
が
、
こ
の
改
悛
施
設
、
つ
ま
り
刑
務
所
に

収
容
、
監
禁
さ
れ
、
そ
の
自
由
が
剥
奪
さ
れ
る
と
い
う
新
た
な
刑
罰

（
自
由
刑
）
を
通
じ
て
、
そ
し
て
労
働
と
反
省
を
通
じ
て
、﹁
従
順
な

身
体
﹂
を
作
り
出
す
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、そ
し
て
、

そ
れ
が
精
神
＝
道
徳
（m

oral/e

）
の
改
良
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
さ
ら
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
が
簡
便
な
比

喩
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、﹁
魂
﹂
こ
そ
が
、
裁
か
れ
る
対
象
で

あ
る
と
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
点
は
見
当
た
ら
な
い
よ

う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
現
実
、
そ

し
て
議
論
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
い
さ
さ
か
も
な
か
っ
た
と
い
う

留
保
を
つ
け
加
え
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
が︶

37
︵

。

や
聖
餐
（eucharistie

）
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の

秘
蹟
で
あ
る
の
だ
が
、
政
治
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
私
た
ち
の

目
の
前
に
起
き
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
行
わ
れ
た
、

学
校
や
、
病
院
や
、
保
護
施
設
（asile

）、
そ
し
て
修
道
院
の

設
立
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
教
壇
と
独
房
と
が
そ
れ
ら
制
度
体

の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る︶

34
︵

﹂。

こ
こ
で
フ
ォ
ー
シ
ェ
が
改
悛
を
秘
蹟
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に

従
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
こ
う
し
た
社
会
改
良
主
義
そ
の

も
の
に
あ
っ
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
熱
心
な
活
動
家
が
む
し
ろ

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
こ
の
書
物
の

な
か
で
も
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
﹂
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
そ
し
て
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
区
分
を
超
え
た
、﹁
市
民
的
＝
世
俗
的
キ
リ
ス
ト
教

（chrisitianism
e civil

）﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て

キ
リ
ス
ト
教
が
、
他
生
（
死
後
の
生
）
に
向
け
て
進
め
て
き
た
活
動

を
、
社
会
の
只
中
で
実
践
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
い
て
﹁
摂
理
﹂

の
実
現
を
図
る
た
め
で
あ
る︶

35
︵

。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
ポ
ペ
リ
ズ
ム
を
背
景
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
そ
の
手
段
と
し
て
労
働
、
と
り
わ
け
収
容
施
設
に
お
け
る
労

働
が
﹁
改
悛
の
訓
練
（
＝
試
練 discipline pénitentiaire

）﹂
の
も
っ

と
も
重
要
な
手
段
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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こ
こ
で
魂
は
、
法
廷
に
お
け
る
、
裁
き
（
＝
判
断 juger

）
の
対
象

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
で
フ
ー
コ
ー
自
身
が

﹁
魂
﹂
に
つ
い
て
注
目
す
る
の
は
、
そ
の
前
半
部
分
、
つ
ま
り
改
悛

0

0

施
設
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

、
む
し
ろ
司
法
の
装
置
の
検
討
を
行
な
っ
た
箇
所
で

あ
る
。
こ
の
書
物
の
記
述
を
た
ど
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て

い
る
議
論
は
、
い
わ
ゆ
る
刑
法
学
に
お
け
る
旧
派
（
古
典
派
）
と
新

派
（
近
代
学
派
）
の
対
立
に
至
る
、
犯
罪
（crim

e, délit

）
と
犯
罪

者
（crim

inel, délinquant

）
と
の
区
別
を
め
ぐ
る
論
点
、
す
な
わ
ち

個
体
化
（
個
人
化 individualisation

）
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
私
た

ち
は
、
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
必
要
な
範
囲
で
の
み
、こ
の
問
題
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

こ
の
論
点
は
、
フ
ー
コ
ー
の
こ
の
書
物
で
は
第
二
部
、
と
り
わ
け
そ

の
第
一
章
（﹁
一
般
化
さ
れ
る
処
罰
﹂）
に
お
い
て
そ
の
展
開
が
た
ど

ら
れ
て
い
る
。
一
八
世
紀
に
お
け
る
王
権
に
よ
る
恣
意
的
な
法
執
行

に
た
い
す
る
批
判
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
身
体
に
た
い
す
る
過
酷
な

責
苦
、
恩
赦
を
そ
の
極
端
な
事
例
と
す
る
君
主
の
法
に
た
い
す
る
優

越
、
そ
し
て
そ
の
恣
意
的
な
運
用
が
、
忌
む
べ
き
旧
弊
と
し
て
批
判

の
対
象
に
な
る
。
革
命
後
の
九
一
年
刑
法
典
に
お
け
る
刑
罰
の
温
和

化
は
そ
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
と
き
、
罪
刑
法
定

主
義
の
極
限
と
も
い
え
る
裁
判
官
の
裁
量
の
厳
格
な
制
限
に
加
え

て
、﹁
処
罰
の
都
市
﹂
を
特
徴
づ
け
た
、
表
象
を
用
い
た
抑
止
政
策

も
ま
た
導
入
さ
れ
る
。
多
か
れ
少
な
か
れ
功
利
主
義
的
な
、
つ
ま
り

六　

裁
判
、
そ
し
て
個
体
化

だ
が
、
現
在
流
通
し
て
い
る
翻
訳
で
は
﹁
精
神
﹂
と
訳
さ
れ
て
い

る
こ
の
﹁
魂
（âm

e

）﹂
と
い
う
語
彙
が
用
い
ら
れ
る
さ
い
に
、
フ
ー

コ
ー
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う

し
た
も
の
で
は
な
い
。
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
書
物
か
ら
の
引
用
に
続
い
て
、

﹁
魂
﹂
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
次
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て

で
あ
る
。﹁

犯
罪
者
の
魂
は
、
そ
の
犯
罪
を
説
明
す
る
と
い
う
た
だ
そ

れ
だ
け
の
た
め
に
法
廷
に
召
喚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ

ば
、
法
律
上
、
責
任
が
帰
属
す
る
、
ひ
と
つ
の
要
件
と
し
て
持

ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
魂
が
法
廷
に
招
か
れ
、
か

く
も
仰
々
し
く
、
そ
し
て
そ
れ
を
理
解
し
た
い
と
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
人
び
と
が
気
を
揉
み
、
こ
れ
ほ
ど
お
お
げ
さ
に
﹁
科

学
﹂
を
適
用
さ
れ
る
の
は
、
つ
ま
り
は
、
魂
を
裁
く
た
め
で
あ

り
、
犯
罪
と
同
時
に
そ
れ
を
裁
く
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
懲

罰
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
魂
を
引
き
受
け
る
た
め
で
あ

る
。⋮
⋮
中
略
⋮
⋮
こ
の
一
五
〇
年
か
ら
二
〇
〇
年
の
あ
い
だ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
新
た
な
刑
罰
の
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
、
そ
し
て

判
事
が
、
じ
ょ
じ
ょ
に
で
は
あ
る
が
、
い
っ
そ
う
古
い
プ
ロ
セ

ス
に
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
以
外
の
も
の
を
裁
く
こ
と
に
着
手
し

て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
が
犯
罪
者
の
﹁
魂
﹂
で
あ
る︶

38
︵

﹂。
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宣
告
（sentence

）
と
い
う
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
は
分
離
さ
れ

て
い
る
こ
の
ふ
た
つ
の
過
程
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
変
化
に
注
意
を

向
け
て
い
る︶

40
︵

。
こ
の
自
由
心
証
主
義
と
情
状
酌
量
に
つ
い
て
、
フ
ー

コ
ー
は
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
﹁
一
九
七
五
年

一
月
八
日
の
講
義
﹂
で
比
較
的
詳
し
く
説
明
し
て
い
る︶

41
︵

。
自
由
心
証

主
義
以
前
│
│
一
般
に
は
法
廷
証
拠
主
義
と
称
さ
れ
る
の
だ
が
│
│

に
は
、
し
ば
し
ば
拷
問
と
と
も
に
集
め
ら
れ
た
証
言
や
物
証
と
い
っ

た
種
々
の
﹁
も
の
﹂
の
算
術
的
な
合
算
に
よ
っ
て
、
有
罪
が
決
定
さ

れ
て
い
た
。
算
術
的
と
は
こ
の
場
合
、
証
拠
の
確
か
ら
し
さ
に
応
じ

て
、
証
拠
の
価
値
が
決
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
疑
わ
し

き
証
拠
や
証
言
も
証
拠
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
部

分
的
に
疑
わ
し
け
れ
ば
、
部
分
的
に
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
自
由
心
証
主
義
が
依
拠
す
る
﹁
裁
判
官
の
内
的
な
確
信
（intim

e 
conviction du juge

）
は
こ
う
し
た
﹁
ス
コ
ラ
的
か
つ
算
術
的
﹂
な

手
続
き
か
ら
の
解
放
と
さ
れ
る
。

後
者
、
つ
ま
り
情
状
酌
量
に
つ
い
て
も
、
今
日
の
私
た
ち
の
常
識

を
い
く
ら
か
裏
切
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
革
命
期
の
、よ
り
﹁
近
代
的
﹂

な
刑
法
典
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
は
、
恩
赦
が
そ
の
象
徴

で
あ
っ
た
君
主
権
に
よ
る
恣
意
的
な
司
法
の
運
用
の
排
除
で
あ
っ

た
。
証
拠
、
あ
る
い
は
証
言
の
認
定
と
は
異
な
り
、
裁
判
官
は
量
刑

に
つ
い
て
は
、
厳
格
に
法
律
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

罪
刑
法
定
主
義
、
つ
ま
り
身
分
に
関
わ
ら
ず
ひ
と
し
く
同
じ
基
準
が

適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
は
、
そ
れ
を
徹
底
す
る
な
ら

今
日
の
私
た
ち
で
あ
れ
ば
、
ホ
モ
＝
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
的
と
呼
び
た
く

な
る
よ
う
な
人
間
観
を
前
提
と
し
た
そ
れ
で
あ
る
。
犯
罪
者
、
そ
し

て
犯
罪
者
に
た
い
す
る
刑
罰
を
そ
の
目
で
見
る
一
般
市
民
に
向
け
た

処
罰
の
体
系
は
今
日
、
一
般
予
防
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
八

世
紀
的
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
か
ろ
う
が
、
動
物
＝
機
械
論
的
で
も

あ
れ
ば
、
感
覚
論
的
で
も
あ
る
よ
う
な
、
利
害
関
心
に
向
け
ら
れ
た

﹁
表
象
、
そ
し
て
記
号
﹂
の
体
系
と
し
て
の
刑
法
の
体
系
が
そ
こ
に

は
あ
る︶

39
︵

。

た
だ
し
、
フ
ー
コ
ー
が
検
討
の
対
象
と
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
で

あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑

法
典
で
あ
る
。
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
的
で
あ
る
よ
り
は
、
ベ
ン
サ
ム
的
と

呼
ば
れ
る
こ
の
新
た
な
法
典
は
、
厳
罰
化
を
は
じ
め
と
し
た
そ
の
性

格
に
よ
っ
て
、
一
般
に
は
革
命
期
の
刑
法
典
と
は
対
立
的
な
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
性
格
に
か

ん
す
る
か
ぎ
り
、
彼
が
そ
こ
に
深
刻
な
切
断
を
認
め
て
い
る
様
子
は

み
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
峻
厳
さ
も
、
今
日
の
合
衆
国
の
刑
事
政
策
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
八
世
紀
の
刑
法
思
想
に
内
在
す
る
応
報
思

想
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を﹁
ネ
オ
リ
ベ
的
﹂

と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
。

こ
う
し
た
成
立
期
の
近
代
刑
法
学
に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
が
注
目

し
て
い
る
論
点
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ひ
と
つ
が
裁
判
官
の
﹁
自

由
心
証
主
義
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
が
情
状
酌
量
で
あ

る
。
つ
ま
り
フ
ー
コ
ー
は
、
有
罪
の
決
定
（conviction

）
と
刑
の
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に
内
在
し
て
い
た
﹁
決
疑
論
﹂
の
再
活
性
化
に
見
え
た
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、﹁
良
心
の
問
題
（cas de conscience

）﹂
と
い
う
か
た

ち
で
の
事
態
の
収
拾
で
あ
り
、
カ
ノ
ン
法
を
特
徴
づ
け
る
と
さ
れ
る

﹁
状
況
（
＝
情
状
）﹂
と
﹁
意
図
（
＝
故
意
）﹂
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
順
列
組
み
合
わ
せ
の
世
界
へ
の
回
帰
で
あ
る︶

43
︵

。
結
果
と
し
て
、
新

た
な
刑
法
典
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
改
悛
と
い
う
行
為
を
﹁
洗

礼
︲ 

秘
蹟
︲ 

改
悛
︲ 

叙
階
⋮
⋮︶

44
︵

﹂
と
い
う
一
連
の
手
続
き
の
な
か

に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
カ
ノ
ン
法
と
い
う
法
的
形
式
の
も
と
に
包
摂

し
た
│
│
お
そ
ら
く
は
当
時
の
フ
ー
コ
ー
か
ら
す
れ
ば
│
│
不
可
能

な
試
み
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る︶

45
︵

。

＊

フ
ー
コ
ー
の
図
式
に
従
え
ば
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
再
活
性
化

し
た
、
こ
の
文
字
通
り
﹁
ス
コ
ラ
的
﹂
な
試
み
に
た
い
し
て
、
新
た

な
真
理
の
体
制
の
も
と
で
そ
れ
に
な
り
代
ら
ん
と
、
そ
の
反
時
代
性

を
糾
弾
す
る
こ
と
に
な
る
の
が
人
間
諸
科
学
、
と
り
わ
け
犯
罪
人
類

学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る︶

46
︵

。
の
ち
に
そ
れ
は
改
悛
施
設
と
し
て
の
監

獄
を
刑
法
と
い
う
枠
組
み
か
ら
完
全
に
切
り
離
し
、
病
院
、
あ
る
い

は
学
校
へ
と
純
化
さ
せ
る
と
い
う
方
向
性
を
取
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
刑
法
学
史
と
し
て
は
、
新
派
と
旧
派
、
あ
る
い
は
古
典

派
か
ら
新
古
典
派
を
経
て
実
証
主
義
の
登
場
へ
と
至
る
枠
組
み
の
な

か
で
語
ら
れ
、
そ
し
て
刑
法
史
と
し
て
は
そ
の
歴
史
の
外
部
へ
と
排

ば
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
的
要
素
が
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
裁
か
れ
る
べ
き
は
、
身
分
や
性
別
な
ど
の
特
性
を
付
与
さ
れ
た

人
間
（
＝
個
体
）
で
は
な
く
、
犯
罪
行
為

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
の
徹
底
は
、情
状
酌
量
を
不
可
能
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

故
意
や
未
遂
と
い
っ
た
要
素
の
扱
い
も
困
難
に
し
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法

学
に
い
く
つ
か
の
パ
ズ
ル
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

＊

結
局
、
帝
政
期
に
お
い
て
、
革
命
期
の
理
想
主
義
は
、
修
正
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
。
現
実
的
に
は
、
情
状
酌
量
の
否
定
と
自
由
心
証
主

義
の
組
み
合
わ
せ
が
も
た
ら
し
た
無
罪
判
決
の
増
大
に
、
当
時
の
法

実
務
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
整
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
法
的
根

拠
不
在
の
ま
ま
、
と
り
わ
け
地
方
を
中
心
と
し
て
情
状
酌
量
は
実
質

的
に
運
用
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、三
二
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、

陪
審
に
た
い
し
て
も
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
と
り
わ
け

こ
の
情
状
酌
量
の
導
入
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ
が
自
由
心
証
主
義

に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
は
ず
の
法
廷
証
拠
主
義
を
実
質
的
に
再
導
入

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
う
少

し
正
確
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
れ
ば
、そ
れ
が
一
八
世
紀
に
お
け
る﹁
司

法
の
作
動
の
モ
ー
ド
﹂
の
再
活
性
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
に

な
る︶

42
︵

。
フ
ー
コ
ー
に
は
、
法
定
証
拠
主
義
の
実
質
的
な
再
導
入
が
、
刑
法
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身体の牢獄

あ
る
い
は
軍
事
か
ら
、
治
安
（police

）、
あ
る
い
は
行
政
へ
の
権
力

関
係
の
変
化
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
い
う
点
が
ひ
と
つ︶

48
︵

。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が
、
こ
の
監
獄
と
と
も
に
、
個
体
に
つ
い
て

の
新
た
な
知
、
人
間
諸
科
学
が
成
立
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
の

も
つ
一
般
性
は
身
体
を
そ
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
法
が
対
象

と
す
る
の
は
反
復
さ
れ
る
行
為
の
、
い
わ
ば
イ
デ
ア
と
し
て
の
犯
罪

で
あ
る
。
人
間
諸
科
学
と
は
、
近
代
的
な
刑
法
が
、
主
権
者
＝
君
主

に
た
い
し
て
戦
い
を
挑
ん
だ
相
手
に
向
け
て
行
使
さ
れ
る
武
力
と
し

て
の
権
力
行
使
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
必
要
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず

の
何
か
で
あ
る
。あ
る
い
は
ま
た
物
理
的
身
体
を
も
っ
て
は
い
て
も
、

所
有
物
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
一
種
の
処
分
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、

や
は
り
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
の
何
か
で
あ
る
。
人
間
諸
科
学

と
は
、
新
た
な
科
学
で
あ
り
、
文
芸
と
も
、
年
代
記
と
も
、
そ
し
て

哲
学
と
も
異
な
る
、
人
間
に
つ
い
て
の
科
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
体

と
し
て
の
人
間
を
目
の
前
の
環
境
、あ
る
い
は
世
界
か
ら
切
り
出
し
、

﹁
人
間
﹂
と
い
う
意
味
を
与
え
る
科
学
で
あ
る
。
非
対
称
的
で
あ
る

は
ず
の
関
係
が
そ
こ
で
成
立
す
る
は
ず
の
ま
さ
に
そ
の
場
所
で
、
人

間
諸
科
学
は
人
間

0

0

を
作
り
上
げ
る
。
計
測
し
、
検
査
し
、
調
査
（
尋

問
）
し
、
評
価
し
、
整
序
し
、
分
類
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
を

行
な
う
。
そ
れ
は
裁
判
と
い
う
領
域
に
お
い
て
介
入
し
、
収
容
施
設

に
お
い
て
実
際
に
行
使
さ
れ
る
。

一
九
世
紀
の
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自

由
心
証
主
義
、
そ
し
て
情
状
酌
量
と
い
う
概
念
の
導
入
が
、
法
と

斥
さ
れ
る
こ
の
一
連
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
で
、
問
題
の
焦
点
で
あ

り
な
が
ら
、
奇
妙
な
場
所
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
が
収
容
施
設
と

し
て
の
監
獄
で
あ
る
。
こ
う
し
て
魂
は
、
個
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
と

も
に
法
廷
に
登
場
し
、
こ
の
改
悛
施
設
へ
と
引
き
渡
さ
れ
る
。

七　

身
体
と
そ
の
影

一
九
世
紀
に
お
い
て
、
分
化
し
て
ゆ
く
さ
ま
ざ
ま
な
収
容
施
設
の

な
か
で
、
監
獄
が
戦
略
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
お
お
よ
そ
ふ
た
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、

そ
れ
が
対
等
で
あ
る
は
ず
の
市
民
に
た
い
し
て
、
実
際
に
刑
罰
を
執

行
す
る
装
置
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ
ん
ら
い
刑
罰
は
、
対
等
な

ら
ざ
る
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。対
等
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
復
讐
、
あ
る
い
は
私
戦
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
中
世
に
お

け
る
刑
罰
の
歴
史
を
た
ど
る
な
か
で
、
イ
マ
ン
ク
が
確
認
し
て
い
る

よ
う
に
、
刑
罰
は
当
初
は
奴
隷
に
た
い
し
て
の
み
、
す
な
わ
ち
家
畜

と
等
し
い
も
の
に
た
い
し
て
の
み
許
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ

た︶
47
︵

。
彼
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
の
部
族
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
が
自

由
人
に
た
い
し
て
行
使
さ
れ
て
い
た
形
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
垂
直
的
な
関
係
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
が
権
力
と
呼
ぶ
も
の
を

介
入
さ
せ
、自
由
と
隷
属
の
リ
ミ
ッ
ト
を
境
界
づ
け
る
も
の
と
な
る
。

多
く
の
研
究
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、刑
罰
の
成
立
は
、そ
れ
ゆ
え
﹁
国

家
﹂
の
成
立
と
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、戦
争
、
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な
る
も
の
が
析
出
さ
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
収
容
施
設
と
は
、

こ
う
し
た
古
典
的
と
も
い
え
る
哲
学
的
な
問
題
が
、
マ
ル
ク
ス
が
価

値
形
態
論
を
通
じ
て
問
題
と
し
た
そ
の
問
題
が
、
や
は
り
日
々
上
演

さ
れ
る
空
間
で
あ
る
。
こ
の
と
き
魂
と
は
、
与
件
と
し
て
あ
ら
か
じ

め
存
在
し
、
対
象
と
な
る
何
か
で
は
な
く
、
個
体
の
析
出
と
と
も
に

成
立
す
る
、あ
る
い
は
生
産
さ
れ
る
何
か
で
あ
る
。
も
う
一
度
、フ
ー

コ
ー
の
テ
キ
ス
ト
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

﹁
そ
れ
ら
犯
罪
の
原
因
を
構
成
す
る
要
件
の
背
後
に
は
、
影

が
存
在
し
、
良
く
も
悪
く
も
そ
れ
ら
が
裁
か
れ
、
そ
し
て
処
罰

さ
れ
て
い
る
。
判
決
が
、﹁
情
状
［
＝
減
刑
理
由
と
な
る
状
況
］

（circonstances atténuantes

）﹂
を
経
由
す
る
と
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
有
罪
の
評
決
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
犯
罪
行

為
の
﹁
状
況
﹂
を
構
成
す
る
要
件
だ
け
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く

別
の
も
の
、
つ
ま
り
法
と
し
て
コ
ー
ド
化
で
き
な
い
も
の
が
持

ち
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
犯
罪
者
に
つ
い
て
の
知
識
、
犯
罪

者
に
つ
い
て
の
評
価
、
犯
罪
者
と
そ
の
過
去
と
行
な
っ
た
犯
罪

の
関
係
性
に
つ
い
て
の
知
（
＝
科
学 savoir

）、
そ
の
犯
罪
者

に
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
未
来
で
あ
る
。
裁
か
れ
る
の
は
そ
の
影
で

あ
り
、
そ
れ
は
一
九
世
紀
以
来
、
医
学
者
と
法
学
者
の
間
を
循

環
す
る
あ
ら
ゆ
る
観
念
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
つ

ま
り
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
の
時
代
の﹁
怪
物
﹂、シ
ョ
ー
ミ
エ
回
状
の﹁
精

神
異
常
者
﹂、﹁
倒
錯
者
（
変
態
）﹂、今
日
の
専
門
家
た
ち
に
と
っ

い
う
領
域
へ
の
人
間
諸
科
学
の
介
入
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

フ
ー
コ
ー
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
個
体
化
（
個
人
化
）
の
プ
ロ
セ
ス

は
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
あ
え
て
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
に
否
定
的
に
言
及
し
つ
つ
、
個
体
化
と
は
、
刑
法
の
峻
厳

0

0

0

0

0

さ
の
緩
和
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

、
新
た
な
知
の
編
成
を
伴
っ
た
、
新
た
な
権
力

関
係
の
成
立
で
あ
る
と
書
き
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
﹁
新
た
な
真
理

の
体
制
﹂
な
の
だ
と︶

49
︵

。

少
な
く
と
も
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
、
個
体
化
と
は
、
法
の
一
般
性
、

つ
ま
り
何
度
も
何
度
も
個
体
と
ケ
ー
ス
を
変
え
て
反
復
さ
れ
る
事
象

へ
の
適
用
可
能
性
と
、
収
監
が
近
代
的
な
刑
罰
に
お
い
て
中
心
的
な

位
置
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
あ
る
ひ
と
つ
の
困
難
、
あ

る
い
は
パ
ズ
ル
に
た
い
す
る
ひ
と
つ
の
不
可
能
な
回
答
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
自
由
刑
、
す
な
わ
ち
収
監
は
、
身
体
の
空
間
的
自
由

を
奪
う
と
同
時
に
、
時
間
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
代

償
と
し
て
差
し
出
す
と
い
う
性
格
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

生
そ
の
も
の
の
固
有
性
に
よ
る
贖
い
と
い
う
性
格
が
あ
る
。
時
間
、

あ
る
い
は
生
は
、
本
来
的
に
反
復
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
身
体
が

複
製
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
つ
ま
り
そ
れ
が
物

理
的
（
＝
身
体
的
）
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
個
物
の
固

有
性
、
あ
る
い
は
特
殊
性
が
、
収
容
施
設
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
で
、

法
（
そ
し
て
科
学
）
と
い
う
一
般
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
肉
体
を

持
つ
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
触
知
可
能
な
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
の
、

可
視
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
の
物
体
、
そ
の
表
面
を
通
じ
て
個
体
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体
の
周
囲
、
表
面
、
内
部
に
お
い
て
で
あ
り
、
処
罰
さ
れ
る
人

び
と
に
た
い
し
て
行
使
さ
れ
る
何
ら
か
の
権
力
の
作
用
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
も
っ
と
一
般
的
に
い
え
ば
、
監
視
さ
れ
、
調
教
さ

れ
、
矯
正
さ
れ
る
人
び
と
に
、
狂
人
に
、
子
供
に
、
小
学
生
た

ち
、
植
民
地
化
さ
れ
た
人
び
と
に
、
生
産
の
装
置
に
し
ば
り
つ

け
ら
れ
、
生
き
て
い
る
あ
い
だ
ず
っ
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象

と
な
る
人
び
と
に
行
使
さ
れ
る
権
力
に
よ
っ
て
。
こ
の
リ
フ
ァ

レ
ン
ス
の
対
象
と
し
て
の
現
実
の
う
え
で
、
人
び
と
は
さ
ま
ざ

ま
な
概
念
を
構
築
し
、
そ
こ
か
ら
分
析
の
領
域
が
切
り
出
さ
れ

る
。
つ
ま
り
霊
（
＝
精
神 psyché

）、
主
体
性
（subjectivité

）、

人
格（personnalité

）、意
識（
＝
良
心 conscience

）な
ど
な
ど
。

そ
の
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
と
科
学
的
言
説
が
作
り
上
げ
ら

れ
、
そ
こ
か
ら
、
人
間
主
義
の
道
徳
的
要
請
が
く
っ
き
り
と
現

れ
る
。
⋮
⋮
中
略
⋮
⋮
私
た
ち
は
人
間
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ

を
解
放
す
る
よ
う
に
誘
わ
れ
る
が
、
人
間
と
は
す
で
に
人
間
そ

れ
自
身
よ
り
も
深
い
従
属
の
効
果
で
し
か
な
い
。﹁
魂
﹂
が
こ

の
人
間
に
住
み
着
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
存
在
を
手
に
す

る
。
だ
が
そ
れ
は
一
片
の
部
品
で
あ
っ
て
、
権
力
が
身
体
に
支

配
を
行
な
う
こ
と
で
あ
ら
わ
れ
る
部
品
で
あ
る
。
魂
、
政
治
解

剖
学
の
効
果
で
あ
り
道
具
。
魂
、
身
体
の
牢
獄
（âm

e, prison 
du cor

︶
51
︵ps

）﹂。

て
の
﹁
不
適
応
者
﹂。
そ
し
て
そ
れ
が
行
な
っ
て
い
る
の
は
、

犯
罪
行
為
を
説
明
す
る
と
い
う
口
実
の
も
と
に
、
特
定
の
個
体

（
＝
個
人
）
を
評
価
＝
分
類
（qualifier

）
し
て
い
る
の
で
あ
る︶

50
︵

﹂。

﹁
犯
罪
者
の
魂
﹂
が
法
廷
に
召
喚
さ
れ
る
と
フ
ー
コ
ー
が
述
べ
る

と
き
、
し
か
し
実
際
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
物
と
し
て
の

犯
罪
﹁
者
﹂
で
あ
る
。
魂
と
は
、懲
罰
の
対
象
と
し
て
必
要
と
さ
れ
、

人
文
諸
科
学
に
よ
っ
て
成
立
す
る
﹁
何
か
﹂
で
あ
る
。
た
だ
し
、﹁
魂

は
幻
想
で
は
な
く
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
な
い
﹂と
別
の
場
所
で
フ
ー

コ
ー
は
端
的
に
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
そ
れ
は
﹁
実
在
し
、
現
実
の

も
の
で
あ
る
﹂
と
。
あ
る
種
の
権
力
関
係
、
そ
し
て
何
ら
か
の
科
学

（
＝
知
）
が
そ
こ
に
お
い
て
作
動
し
、
互
い
に
絡
み
合
う
よ
う
な
場
、

﹁
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
対
象
と
し
て
の
現
実
（réalité-référence

）﹂
な

の
だ
と
。
そ
れ
は
権
力
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
、
科
学
の
言
及

の
対
象
と
し
て
﹁
身
体
の
周
囲
、
表
面
、
そ
し
て
内
部
﹂
に
存
在
す

る
。
魂
と
は
﹁
影
﹂
で
あ
り
、
直
接
に
触
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
身
体
と
と
も
に
そ
こ
に
﹁
あ
る
﹂
が
、
固
有

の
実
体
を
も
た
な
い
も
の
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
内

面
化
な
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

﹁
魂
が
幻
想
で
あ
る
な
ど
と
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

効
果
で
あ
る
な
ど
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
が
存
在

し
、
現
実
の
も
の
と
な
り
、
永
続
的
に
生
産
さ
れ
る
の
は
、
身
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機
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る︶

54
︵

。
中
世
に
お
い
て
誓
約
を
意
味
し
た
こ

の
言
葉
は
、
主
君
か
ら
の
土
地
の
保
証
を
受
け
た
、
身
元
保
証
の
あ

る
者
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
誓
約
に
お
い
て
、
言
葉
は
、
吟
味
さ

れ
、
真
正
性
を
保
証
さ
れ
、
承
認
を
受
け
、
力
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

は
じ
め
て
通
貨
と
し
て
の
意
味
を
持
つ︶

55
︵

。
知
（
＝
科
学
）
と
権
力
、

あ
る
い
は
真
理
の
体
制
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
フ
ー
コ
ー
の
図
式
の

な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。
権
力
の
対

象
と
し
て
成
立
す
る
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
（réalité

）、
現
実
そ
の

も
の
で
あ
り
、
疑
い
え
な
い
与
件
、
制
度
に
受
肉
し
た
知
（
＝
科
学
）

で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
、
集
団
か
ら
切
り
出
さ

れ
、
個
体
と
な
る
。
フ
ー
コ
ー
が
影
と
呼
ん
だ
そ
の
対
象
│
│
魂
、

精
神
、
意
識
、
個
体
性
、
そ
の
違
い
は
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
│

│
は
、
た
し
か
に
私
た
ち
そ
の
も
の
の
存
在
と
切
り
離
し
が
た
く
、

﹁
私
﹂
そ
の
も
の
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
罠
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹁
影
﹂
と
呼
ば
れ
る
。

﹁
影
﹂は
私
た
ち
の
視
線
を
引
き
寄
せ
、そ
の﹁
影
﹂の
リ
ア
リ
テ
ィ

は
、
背
後
を
振
り
返
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
牢
獄

と
な
る
。
魂
を
身
体
の
牢
獄
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
し
て
哲
学
の
も
っ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
古
い
伝
統
に
基
づ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、そ
れ
を
洞
窟
の
な
か
で
揺
れ
動
く
﹁
影
﹂

と
呼
ぶ
の
は
、
当
時
の
古
典
学
に
お
け
る
研
究
動
向
を
意
識
し
て
い

た
の
だ
ろ
う︶

56
︵

。
ま
た
同
じ
地
中
海
世
界
に
お
い
て
成
立
し
た
キ
リ
ス

ト
教
の
、
そ
の
も
っ
と
も
古
い
伝
統
に
お
い
て
、
霊
と
肉
と
い
う
一

対
の
概
念
は
、
監
獄
と
刑
罰
と
い
う
比
喩
の
な
か
で
活
用
さ
れ
、
宗

八　

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
そ
の
反
転

規
律
権
力
な
る
も
の
は
、
あ
る
い
は
﹁
魂
﹂、
あ
る
い
は
﹁
精
神
﹂、

あ
る
い
は
﹁
良
心
﹂、
そ
し
て
﹁
内
部
（
内
面
）﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の

を
も
成
立
さ
せ
る
。
少
な
く
と
も
フ
ー
コ
ー
と
と
も
に
あ
る
か
ぎ
り

で
、
フ
ロ
イ
ト
的
で
も
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
社
会
学
の
伝
統
の
な
か

で
は
、
と
き
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
的
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
内
面
化
と
い
う

概
念
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い︶

52
︵

。
こ
の
点
に
お
い
て
も
フ
ー

コ
ー
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
書
物
の
終
わ
り

近
く
で
彼
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
だ
ろ
う
。

﹁
拘
禁
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
権
力
＝
知
の
構
造
を
構
築
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
諸
科
学
が
歴
史
的
に
可
能
に
な
る
。
認
識

可
能
と
な
っ
た
人
間
（
魂
、
個
体
性
、
意
識
、
行
動
（
＝
振
る

舞
い
）、
そ
の
違
い
は
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
）
は
、
こ
う

し
た
分
析
に
よ
る
包
囲
の
、
あ
る
い
は
観
察
に
よ
る
支
配
の
結

果
で
あ
り
対
象
な
の
で
あ
る︶

53
︵

﹂。

﹁
そ
の
違
い
は
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
﹂
の
は
、
そ
れ
が
さ
ま

ざ
ま
な
知
と
収
容
施
設
、
す
な
わ
ち
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
や
配
置
に

よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
成
立
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
何
か

だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
が
﹁
人
間
﹂
な
の
だ
と
。
そ
の
後
、

む
し
ろ
フ
ー
コ
ー
は
﹁
告
白
（aveu

）﹂
と
呼
ば
れ
る
外
在
化
の
契
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な
も
の
か
ら
の
分
離
は
、
中
世
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
は
ず
の
法

と
宗
教
と
の
妥
協
が
、
も
は
や
維
持
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
の
帰
結

で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
は
あ
る
場
所
で
一
六
世
紀
に
始
ま
る
﹁
根
本

的
な
キ
リ
ス
ト
教
化︶

59
︵

﹂と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、

そ
の
時
代
を
再
宗
教
化
の
時
代
、
少
な
く
と
も
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の

も
と
に
置
か
れ
た
時
代
と
し
て
み
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る︶

60
︵

。
そ

の
も
っ
と
も
重
要
な
変
化
が
、
改
悛
と
洗
礼
と
に
つ
い
て
の
古
代
へ

の
回
帰
で
あ
る
。
信
仰
が
そ
の
在
り
方
を
変
え
、
洗
礼
が
、
そ
れ
以

前
と
以
後
と
を
決
定
的
に
切
断
す
る
、
反
復
不
可
能
な
、
一
度
し
か

訪
れ
な
い
出
来
事
と
な
る
と
き
、
被
疑
者
あ
る
い
は
有
罪
を
宣
告
さ

れ
た
者
に
た
い
す
る
取
り
扱
い
│
│
刑
罰
、
あ
る
い
は
処
遇
も
ま
た

そ
の
意
味
と
、
果
た
す
べ
き
役
割
を
変
え
ざ
る
を
え
な
い
。

改
心
（m

etanoia

）
の
一
回
性
を
復
興
す
る
こ
と
は
、教
会
に
よ
っ

て
堕
落
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
本
来
の
姿
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
り
、

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
洗
礼
の
意
味
を
と
り
も
ど
す
こ
と
と
な

る
だ
ろ
う
。
洗
礼
と
い
う
一
回
か
ぎ
り
の
秘
蹟
を
受
け
る
た
め
に
は
、

そ
の
改
心
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
吟
味
（
＝
検
査
）
と
試
練

の
期
間
が
必
要
と
さ
れ
る
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
そ
れ
は

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
＝
検
査
、
試
練 probatio

）
と
呼
ば
れ
て
い
た︶

61
︵

。

二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
、
こ
の
問
題
が
教
父
た
ち
に

と
っ
て
深
刻
な
も
の
と
な
り
、
重
要
な
文
献
が
残
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
迫
害
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
転
向
し
、

あ
る
い
は
棄
教
し
た
か
つ
て
の
信
者
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
べ

教
と
私
た
ち
が
呼
ぶ
領
域
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
哲
学
的
伝
統
と

相
互
に
浸
透
し
合
っ
て
い
た︶

57
︵

。
＊

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
罪
と
そ
の
贖
い
は
、
た
し
か
に
そ
の

教
義
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
。
堕
落
し
、
肉
を
も
っ
た
存
在
で
あ

る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
私
た
ち
被
造
物
が
犯
さ
ざ
る
を
え
な
い
罪
が

ま
ず
あ
り
、
つ
い
で
神
の
怒
り
に
よ
る
神
罰
（
洪
水
）、
そ
し
て
改

悛
（
悔
い
改
め
）
と
改
心
、
そ
れ
を
儀
礼
的
に
上
演
す
る
水
に
よ
る

浄
化
（
洗
礼
）
と
い
っ
た
一
連
の
場
面
か
ら
な
る
物
語
が
、
そ
の
発

想
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る︶

58
︵

。
人
生
に
お
い
て
一
度
し
か
起
き
る
は
ず

の
な
い
真
理
へ
の
到
達
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
救
済
の
準
備
と
し

て
現
世
の
生
活
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
組
み
は
、
世
俗
世
界
と
の

距
離
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
。

教
会
制
度
の
拡
大
と
、
世
俗
社
会
へ
の
埋
め
込
み
と
と
も
に
、
罪

と
そ
の
贖
い
、
す
な
わ
ち
改
悛
は
、
法
が
前
提
と
す
る
一
般
性
、
反

復
可
能
性
を
獲
得
す
る
。
だ
が
、す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、フ
ー
コ
ー

の
図
式
に
お
い
て
は
、
教
会
の
改
革
に
端
を
発
し
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
巨
大
な
思
想
運
動
が
、
改
悛
を
、
法
の
一
般
性
、
反
復

可
能
性
か
ら
ふ
た
た
び
切
り
離
す
こ
と
に
な
る
。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ

て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
新
た
な
展
開
で
あ
る
と

同
時
に
、
ひ
と
つ
の
回
帰
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
改
悛
の
法
的
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ル
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
影
響
は
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
た
ち
に
よ
る
、
そ
の
宗
教
的
理
想
に
基

づ
く
、
改
悛
＝
矯
正
施
設
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄

の
な
か
で
、こ
の
施
設
の
構
造
を
比
較
的
詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
。

彼
が
注
目
す
る
の
は
、
一
七
九
〇
年
以
降
、
収
容
者
が
四
つ
の
ク
ラ

ス
に
分
類
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る︶

64
︵

。
フ
ー
コ
ー
は
テ
ィ
ー
タ
ー
の
研
究

に
基
づ
い
て
そ
れ
を
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
の
四
つ
の
ク
ラ
ス
に
つ

い
て
は
、
説
明
の
順
番
、
そ
し
て
内
容
に
も
微
妙
な
改
変
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
の
ク
ラ
ス
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
一
般
囚
に
あ
た
る
者
で
あ
る
。そ
し
て
第
二
の
そ
れ
に
は
、

い
わ
ゆ
る
模
範
囚
が
分
類
さ
れ
、
念
を
押
す
よ
う
に
し
て
、
し
か
も

﹁
常
習
的
な
犯
罪
者
で
は
な
い
﹂
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
者
と
い
う

文
章
が
但
し
書
き
の
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
理
由
が
明
示

さ
れ
な
い
ま
ま
、
三
番
目
と
四
番
目
は
テ
ィ
ー
タ
ー
と
フ
ー
コ
ー
で

は
順
番
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
に
従
っ
て
お
く
と
、
三
番

目
の
ク
ラ
ス
に
﹁
危
険
（D

angerous

）﹂
と
称
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

累
犯
者
が
置
か
れ
、
そ
し
て
﹁
最
後
に
、
特
別
な
セ
ク
シ
ョ
ン
﹂
と

し
て
の
﹁
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ク
ラ
ス
﹂
が
紹
介
さ
れ
る︶

65
︵

。
そ
の
ク

ラ
ス
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
は
危
険
な
累
犯
者
で
は
な
い
と
い

う
条
件
が
満
た
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
性
格
（character

）
が
は
っ

き
り
し
な
い
者
、
あ
る
い
は
一
般
囚
に
分
類
す
べ
き
か
、
模
範
囚
に

分
類
す
べ
き
か
定
か
で
な
い
者
、
つ
ま
り
は
そ
れ
が
何
者
か
、
い
ま

だ
検
査
と
観
察
が
必
要
な
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ー
コ
ー
の
書

き
か
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ
な
い
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
深
刻
な
争

点
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
洗
礼
を
受
け
、
真
理
に
到
達
し
た

の
ち
に
、
な
お
ふ
た
た
び
過
ち
を
犯
し
た
も
の
を
、
ど
の
よ
う
な
条

件
で
信
者
の
共
同
体
に
迎
え
入
れ
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
結
果
、
悔

い
改
め
る
そ
の
魂
の
真
正
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
吟
味
（
＝
検
査
）

す
る
の
か
（probatio anim

ae

）、
ど
の
よ
う
な
規
律
に
基
づ
い
て
改

悛
を
行
な
う
べ
き
か
（disciplina paenitenti

︶
62
︵ae

）、
い
っ
た
い
そ
れ

は
何
度
で
も
許
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
罪
は
一
度
だ
け
し
か
許
さ

れ
な
い
の
か
と
い
っ
た
一
連
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
対
応
が
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
度
だ
け
な
ら
認
め
よ
う
、
た
だ
し
そ
れ
は

真
正
な
る
改
悛
、
人
間
そ
の
も
の
の
変
化
が
伴
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
商
人
が
通
貨
を
吟
味
す
る
よ
う
に
、
そ
の
改
悛
が
真
正
な
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
偽
金
で

あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
不
足
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
議
論
の
ひ
と
つ
を
行
な
っ
た
テ
ル
ト
ゥ

リ
ア
ヌ
ス
は
そ
の
よ
う
に
問
題
を
整
理
す
る
だ
ろ
う︶

63
︵

。

＊

改
悛
に
よ
る
罪
人
の
救
済
、
あ
る
い
は
改
心
を
促
す
試
み
に
は
、

こ
の
よ
う
な
語
彙
、
そ
し
て
観
念
の
結
び
つ
き
が
含
ま
れ
て
い
る
。

近
代
的
な
収
容
施
設
の
も
っ
と
も
重
要
な
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
と
な
っ

た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
ウ
ォ
ル
ナ
ッ
ト
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ェ
イ
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会
的
﹂
な
活
動
が
あ
る
。
そ
れ
を
た
ど
る
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
ら

ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
が
社
会
復
帰
を
そ
の
戦
略
的
目
標
と
し
た

刑
罰
福
祉
複
合
制
度（penal-w

elfare com
plex

）の
発
展
を
通
じ
て
、

今
日
の
福
祉
国
家
に
お
け
る
刑
事
政
策
の
基
本
骨
格
を
形
成
す
る
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い︶

67
︵

。

﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
が
書
か
れ
出
版
さ
れ
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
こ

う
し
た
コ
モ
ン
ロ
ー
的
な
発
想
に
基
づ
く
保
護
観
察
の
技
法
の
フ
ラ

ン
ス
の
法
体
系
へ
の
導
入
が
、
比
較
法
学
者
で
も
あ
っ
た
マ
ル
ク
・

ア
ン
セ
ル
に
よ
っ
て
、
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

ア
ン
セ
ル
に
と
っ
て
は
、
英
米
法
の
技
法
の
大
陸
法
へ
の
導
入
と
い

う
挑
戦
で
あ
り
、
ま
た
の
ち
に
﹁
包
摂
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る

政
策
の
法
的
正
当
化
で
も
あ
っ
た
そ
の
試
み
を
、
お
そ
ら
く
フ
ー

コ
ー
は
冷
や
や
か
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て

は
、そ
し
て
お
そ
ら
く
は
そ
の
歴
史
を
た
ど
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
も
、

こ
れ
ら
保
護
観
察
の
技
法
は
、
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
ら
に
よ
る
、
コ
モ

ン
ロ
ー
の
技
術
の
再
編
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は

フ
ー
コ
ー
は
そ
れ
を﹁
法
的
な
も
の
﹂と
は
考
え
て
は
い
な
い︶

68
︵

。
フ
ー

コ
ー
が
お
そ
ら
く
無
意
識
的
に
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ク
ラ
ス
を
最
後

に
置
い
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
異
質
な
性
格
を
見
て
い
た
か
ら

だ
ろ
う
。
そ
れ
が
保
護
観
察
、
そ
し
て
保
安
処
分
へ
と
至
る
何
か
で

あ
る
。

そ
し
て
今
日
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ひ
と
た
び
罪
を
犯
し
た

も
の
の
有
罪
の
決
定
（conviction

）
の
の
ち
、
し
か
し
刑
の
宣
告

き
方
で
は
、﹁
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ク
ラ
ス
﹂
が
例
外
的
な
も
の
と

し
て
置
か
れ
て
い
る
が
、
テ
ィ
ー
タ
ー
に
従
う
な
ら
ば
、
例
外
的
な

も
の
は
﹁
危
険
﹂
と
称
さ
れ
る
ク
ラ
ス
が
、
そ
の
前
の
三
つ
の
ク
ラ

ス
と
は
区
別
さ
れ
て
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
る
も
の
が
、
ま
ず
は
洗
礼
を
受
け
る
前

の
、﹁
第
一
の
改
悛
﹂
と
呼
ば
れ
る
悔
い
改
め
の
時
期
を
指
し
て
い

る
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
洗
礼
を
受
け
た
の
ち
、

し
か
し
悪
の
誘
惑
に
膝
を
屈
し
て
し
ま
っ
た
者
に
も
う
一
度
だ
け
与

え
ら
れ
る
信
徒
の
共
同
体
へ
の
復
帰
の
機
会
、
つ
ま
り
﹁
第
二
の
改

悛
﹂
と
呼
ば
れ
る
魂
の
吟
味
（exam

en
）
で
あ
り
試
練
（épreuve

）

に
お
い
て
、
実
質
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出

す
な
ら
ば
、
や
は
り
区
別
さ
れ
る
べ
き
は
、﹁
危
険
﹂
と
呼
ば
れ
る

ク
ラ
ス
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う︶

66
︵

。

そ
し
て
こ
の
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
か
ら
一
世

紀
ほ
ど
の
時
を
経
て
、
現
代
的
な
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
﹁
一
九
〇
七
年
犯

罪
者
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
法
（Probation of O

ffenders A
ct 1907

）﹂

は
、
収
容
施
設
へ
の
拘
禁
と
い
う
手
段
に
代
わ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
で

監
視
の
も
と
で
の
自
由
と
い
う
意
味
を
持
つ
、
保
護
観
察
（liberté 

surveillée

）
と
い
う
技
法
の
制
度
的
発
展
の
第
一
歩
と
な
る
。
一
方

で
は
、警
察
裁
判
所
宣
教
師
た
ち
の
、い
わ
ば
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
活
動
が
あ
り
、
他
方
、
ク
エ
ー
カ
ー
た
ち
を
中
心
と
し
、
各
地

の
禁
酒
協
会
（
節
制
協
会
）
に
つ
ど
っ
た
慈
善
活
動
家
た
ち
の
﹁
社
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う
し
た
福
音
主
義
的
な
慈
善
活
動
は
、
た
し
か
に
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（
検
査
／
試
練
）、
バ
プ
テ
ィ
ズ
マ
（
洗
礼
／
浄
化
）、
ペ
ナ
ン
ス
（
改

悛
／
苦
行
）
と
い
っ
た
語
彙
の
も
と
で
語
ら
れ
、意
味
づ
け
ら
れ
る
、

人
間
の
再
生
の
試
み
で
は
あ
っ
た
。

フ
ー
コ
ー
は
同
じ
光
景
の
文
字
通
り
異
な
っ
た
側
面
を
見
て
い

る
。
そ
れ
が
調
査
、
尋
問
、
試
験
と
い
っ
た
実
践
か
ら
な
る
統
治
技

法
の
成
立
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
人
間
集
団
か
ら
の
個
体
の
切
り

出
し
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
集
団
を
、
現
実
の
空
間
に
、

並
べ
替
え
、
配
置
、
そ
し
て
分
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
規
律

権
力
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
の

は
徹
頭
徹
尾
、
身
体
＝
物
体
で
あ
る
。

見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
技
術
で
あ
る
解
剖
と
い
う

行
為
に
、
新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
た
ど
っ
た

フ
ー
コ
ー
が
、
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
人
間
集
団
を
検
査
、

評
価
、
分
類
し
、
空
間
的
に
配
置
す
る
統
治
技
法
と
し
て
把
握
し
た

こ
と
は
同
じ
理
論
的
関
心
の
も
と
に
あ
る
。﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
に
お

い
て
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
る
新
た
な
監
獄
の
構
想
が
紹
介
さ
れ
る
に
あ

た
っ
て
、
レ
プ
ラ
、
ペ
ス
ト
、
そ
し
て
天
然
痘
と
い
っ
た
感
染
症
に

た
い
す
る
、
公
衆
衛
生
の
技
法
の
発
展
が
導
入
と
し
て
置
か
れ
て
い

る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
体
に
働
き
か
け
、
個
体
に
作

用
す
る
。
道
路
を
、
水
路
を
、
下
水
を
整
備
し
、
人
と
空
気
と
水
と

を
、
つ
ま
り
物
理
的
存
在
を
あ
る
と
き
は
拘
束
し
、
隔
離
し
、
あ
る

と
き
は
移
動
さ
せ
、
循
環
さ
せ
る
こ
と
。

（sentence

）
は
保
留
さ
れ
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
監

督
の
も
と
で
社
会
復
帰
を
試
み
る
保
護
観
察
処
分
を
意
味
す
る
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
る
合
衆
国
の
刑
法
改
革

の
も
と
、
と
り
わ
け
ア
フ
リ
カ
系
の
人
び
と
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
と

き
に
永
遠
の
煉
獄
め
い
た
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る︶

69
︵

。
だ
が
そ
れ

が
煉
獄
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、こ
う
し
た
文
脈
を
念
頭
に
お
け
ば
、

あ
る
い
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
反
復
を
禁
止
さ

れ
た
一
回
き
り
の
刑
罰
＝
試
練
と
は
、﹁
掟
の
門
前
﹂
の
よ
う
な
も

の
と
な
る
ほ
か
な
い
か
ら
だ
。

九　

ふ
た
た
び
規
律
権
力
に
つ
い
て

こ
う
し
て
、
よ
う
や
く
私
た
ち
は
、
こ
の
論
文
の
前
半
で
提
起
し

た
問
題
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
エ
ー
カ
ー
を
中
心
と
し
た
福

音
主
義
的
な
慈
善
運
動
の
も
と
で
進
め
ら
れ
て
い
た
精
神
＝
道
徳

（m
oral/e

）
の
改
良
あ
る
い
は
改
善
は
、
た
し
か
に
彼
、
あ
る
い
は

彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
理
想
で
あ
り
、
目
標
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
で
き
る
。
そ
れ
を
、
大
西
洋
の
両
岸
で
、
こ
う
し
た
人
び
と
が
用

い
て
い
た
語
彙
、
そ
し
て
概
念
を
用
い
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
節
制

（tem
perance

）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
も
っ
と
具
体
的
に
言

え
ば
、
禁
酒
、
あ
る
い
は
節
酒
運
動
と
い
う
こ
と
に
な
る︶

70
︵

。
今
日
風

に
言
え
ば
、
貧
民
の
薬
物
依
存
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。
パ
タ
ー
ナ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
で
も
あ
れ
ば
、
フ
ィ
ラ
ン
ト
ロ
ピ
ッ
ク
で
も
あ
る
、
こ
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て
も︶

71
︵

。フ
ー
コ
ー
が
こ
う
し
た
発
想
を
忌
避
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
確
実
で
あ
る
。

規
律
権
力
と
は
一
貫
し
て
、
空
間
を
区
分
し
、
そ
こ
に
集
団
を
配

分
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
空
間
的
に
配
分
す
る
に
は
個
体
と
し
て
の

身
体
＝
物
体
に
働
き
か
け
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
そ
の
本
来
的
な
機
能

と
し
て
は
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持
た
な
い
。
だ
が
、
私
た
ち
は
そ
の

影
を
凝
視
す
る
。
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
存
在
か
を
確
認
す
る
た
め

で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
空
間
に
切
り
分
け
ら
れ
、
整
列
さ
れ
、
配
置

さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
で
あ
る
。
私
た
ち
が
治
癒
不
可
能
な
病

人
、
あ
る
い
は
狂
人
、
あ
る
い
は
犯
罪
者
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
で
あ
る
。
私
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
と
要
因
、
受
け
継
い

だ
性
行
に
よ
っ
て
個
体
化
を
行
な
う
の
は
、
異
な
る
人
種
を
見
分
け

る
た
め
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
弁
別
の
装
置
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

科
学
を
必
要
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
、
制
度
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を

支
え
る
台
座
と
し
て
の
内
面
を
必
要
と
し
て
き
た
。
私
た
ち
人
間
と

そ
う
で
な
い
も
の
を
見
分
け
る
た
め
で
あ
る
。
今
日
、私
た
ち
が﹁
告

白
﹂
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
私
た
ち
が
何
者
か
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
人
間
か
、
ど
の
よ
う
な
ク
ラ

ス
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
か
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
に
与
え
ら

れ
る
﹁
保
証
（aveu

）﹂
の
条
件
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
監
獄
の
失
敗

が
つ
ね
に
累
犯
者
│
│
テ
ィ
ー
タ
ー
の
分
類
に
よ
れ
ば
最
後
の
ク
ラ

ス
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
監
獄
は
分
類
の
た

め
の
装
置
で
あ
る
。
そ
の（
矯
正
の
）失
敗
が
、同
時
に
成
功
な
の
は
、

﹁
処
罰
の
都
市
﹂
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
表
象
を
介
し
て
情

動
に
働
き
か
け
る
か
、あ
る
い
は
直
接
に
身
体
の
接
触
面
を
通
じ
て
、

快
、
不
快
、
恐
怖
と
い
っ
た
情
動
に
働
き
か
け
て
、
そ
れ
を
行
な
う
。

と
き
に
私
た
ち
は
そ
れ
を
無
意
識
と
も
呼
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
、
文
字
通

り
物
理
的
な
拘
束
を
通
じ
て
、﹁
振
る
舞
い
﹂
を
、
あ
る
い
は
﹁
魂
﹂

を
制
御
す
る
こ
と
も
で
き
る
（﹁
違
い
は
重
要
で
は
な
い
﹂）。
人
口

は
イ
デ
ア
で
あ
り
、
私
の
人
口
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、
こ

う
し
た
﹁
処
罰
の
都
市
﹂
か
、
規
律
権
力
な
し
に
は
こ
う
し
た
制
御

は
不
可
能
で
あ
る
。

だ
が
、
従
属
を
め
ぐ
る
問
い
は
、
と
き
に
私
た
ち
の
視
線
を
﹁
見

え
な
い
も
の
﹂、﹁
影
﹂
に
引
き
寄
せ
る
。
か
つ
て
真
理
の
体
制
が
、

私
た
ち
の
関
心
を
魂
に
、
あ
る
い
は
道
徳
に
、
あ
る
い
は
人
格
に
向

け
た
よ
う
に
。
今
日
に
お
け
る
真
理
の
体
制
の
も
と
で
、
私
た
ち
は

蠅
取
り
紙
に
捕
ら
え
ら
れ
た
蠅
の
よ
う
に
、﹁
影
﹂
か
ら
目
を
そ
ら

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
そ
う
し
て
、
あ
る
と
き
は
キ
リ
ス

ト
者
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
道
徳
化
さ
れ
た
主
体
と
し
て
、
あ
る
と

き
は
規
範
を
内
面
化
し
た
主
体
と
し
て
自
身
を
了
解
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
あ
る
と

き
は
節
制
し
、
禁
酒
す
る
主
体
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
快
楽
と
苦
痛

を
比
較
衡
量
し
、
選
択
す
る
主
体
と
し
て
。
そ
の
自
明
性
は
人
間
諸

科
学
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
﹁
な
ぜ
﹂
そ
の
よ
う

に
振
る
舞
う
の
か
と
い
う
答
え
は
、
人
間
諸
科
学
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
、
そ
う
し
て
私
た
ち
は
、
ひ
と
と
き
の
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る
。
た

と
え
そ
れ
が
気
休
め
、
魂
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
知
っ
て
は
い
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ど
の
よ
う
な
姿
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
少
な
く
な

か
ら
ぬ
政
治
学
者
、
社
会
学
者
が
、
も
は
や
学
校
は
規
律
の
装
置
と

し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
規
律
権
力

は
、
つ
ね
に
そ
の
失
敗
に
お
い
て
成
功
す
る
。
学
校
が
そ
の
機
能
を

果
た
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
す
で
に
そ
の
作
業
の
大
部

分
が
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る︶

72
︵

。
今
日
私
た
ち
が
注
目
す
べ
き
収

容
施
設
は
、
構
造
物
と
し
て
の
家
、
マ
イ
ホ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
人
び
と
を
測
定
、
検
査
、
評
価
し
、
整
列
さ
せ
、
空
間

的
に
配
分
す
る
の
は
、
ま
さ
に
住
居
を
通
じ
て
で
あ
る
。
そ
う
し
て

私
た
ち
は
、
負
債
を
背
負
う
べ
き
資
格
が
あ
る
か
吟
味
さ
れ
、
さ
ら

に
そ
れ
を
解
消
す
る
と
い
う
試
練
を
人
生
を
通
じ
て
実
践
し
、
そ
の

結
果
、
私
た
ち
は
﹁
家
族
﹂
と
と
も
に
物
理
空
間
に
お
い
て
整
列
さ

れ
、
分
類
さ
れ
る
。

フ
ー
コ
ー
が
、
監
獄
を
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
、﹁
図
式
﹂
で
あ
る
と

述
べ
た
の
は
、
そ
れ
が
社
会
全
体
に
雲
の
よ
う
に
広
が
っ
て
ゆ
く

こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
に
先
立
つ
コ

レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
、
そ
し
て
そ
れ
を
要
約
す
る
も

の
で
も
あ
っ
た
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
に
お
け
る
講
義
﹁
真
理
と

裁
判
形
態
﹂
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
社
会
全
体
に
広
ま
っ
た
装
置
に

つ
い
て
、
彼
は
そ
れ
を
﹁
隔
離
措
置
（séquestration

）﹂
と
呼
ん
で

い
た
。
端
的
に
言
え
ば
保
安
処
分
（
＝
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
た
め
の

措
置 m

esure de sécurité

）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
国
々
が
導
入
し
た
安
全
の
装
置
、
す
な
わ
ち
プ

そ
れ
が
﹁
累
犯
者
﹂
を
切
り
出
す
た
め
の
装
置
だ
か
ら
で
あ
る
。
法

の
持
つ
一
般
性
と
反
復
可
能
性
、
個
体
に
た
い
す
る
無
関
心
が
、
人

間
諸
科
学
と
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
後
者
が
人
間
と
そ
う
で

な
い
存
在
と
の
あ
い
だ
に
線
を
引
く
こ
と
に
関
わ
っ
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
が
奇
妙
な
か
た
ち
で
古
代
末
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

の
論
点
を
取
り
上
げ
直
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
本
質
な
る
も
の
に

関
わ
る
か
ぎ
り
で
、
改
心
の
一
回
性
、
そ
し
て
（
二
度
目
の
）
改
悛

の
反
復
不
可
能
性
と
意
味
上
の
親
和
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
ひ
と
を
│
│
最
終
的
に
は
│
│
ふ
た
つ
の
種
類
、
つ

ま
り
救
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
け
る
と
い
う

モ
メ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
人
種
主
義
は
、
規
律

権
力
に
根
ざ
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
真
理
が
そ
れ
を
支
え
る

た
め
に
介
在
し
て
き
た
。
今
日
的
な
物
言
い
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

分
割
は
つ
ね
に
合
理
的
な
の
で
あ
る
。

＊

も
し
規
律
権
力
が
人
種
主
義
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
時
代
遅
れ
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
ふ
た
た
び
の
人
種
主

義
の
時
代
で
あ
る
今
日
、
以
前
に
も
ま
し
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
か
つ
て
規
律
権
力
が
、
た
と
え
ば
感
化
院
、

た
と
え
ば
監
獄
、
た
と
え
ば
学
校
と
い
っ
た
収
容
施
設
を
通
じ
て
そ

の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、今
日
に
お
け
る
そ
れ
は
、
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と
は
、
今
日
に
お
け
る
合
衆
国
の
最
大
の
社
会
問
題
と
も
な
っ
て
い

る
。
か
つ
て
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
と
呼
ば
れ
、
学
術
用
語
と
し
て
は
セ

グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
は
、
規
律
権
力
の
も
っ
と
も
古

く
、
そ
し
て
つ
ね
に
新
し
い
形
態
で
あ
る︶

77
︵

。
そ
し
て
繰
り
返
し
て
お

け
ば
、
そ
の
図
式
は
雲
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る
。
今
日
、
私
た
ち

は
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
物
理
的
な
空
間
を
覆
っ
て
い
る
こ
と

を
、私
た
ち
の
そ
の
身
体
と
、そ
の
人
生
を
通
じ
て
﹁
知
っ
て
い
る
﹂。

そ
し
て
そ
の
﹁
正
し
さ
﹂、
そ
の
﹁
合
理
性
﹂
を
、
他
者
の
も
の
で

は
な
い
、
私
た
ち
の
情
動
の
合
理
性
と
し
て
﹁
知
っ
て
い
る
﹂。
情

動
は
身
体
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
合
理
的
で
あ
る
。

規
律
権
力
が
、
身
体
を
介
し
て
作
用
し
、
そ
れ
が
主
体
化
、
つ
ま

り
従
属
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
今
日

的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
私
た
ち
の
目
の
前
で
進
行
し
つ
つ
あ
る
、
退

屈
か
つ
散
文
的
な
こ
う
し
た
﹁
現
実
﹂
を
通
じ
て
﹁
知
っ
て
い
る
﹂

の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
従
う
の
か
と
い
う
問
い
に
た
い
す
る
回
答
を
自

己
の
心
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
、
魂
に
問
い
か
け
る
こ
と
は
倒
錯
し

て
い
る
。
マ
イ
ホ
ー
ム
、
す
な
わ
ち
住
居
と
地
域
の
選
択
に
あ
た
っ

て
、魂
に
問
い
か
け
る
者
は
い
な
い
。
私
た
ち
の
選
択
の
合
理
性
は
、

今
日
に
お
け
る
﹁
人
間
諸
科
学
﹂
が
保
証
し
て
い
る
。
い
く
ら
か
な

り
と
も
愚
か
た
ら
ざ
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
魂
の
堕
落
を
伴
う
こ
と

な
く
、
そ
の
正
し
さ
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
パ
ロ
ー
ル
と
い
っ
た
﹁
保
護
観
察
処
分
﹂

は
、
そ
の
一
時
滞
在
施
設
を
も
含
め
、﹁
家
屋
﹂
を
そ
の
収
容
の
装

置
と
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た︶

73
︵

。
そ
も
そ
も
ウ
ォ
ル
ナ
ッ
ト
・

ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ェ
イ
ル
を
は
じ
め
と
し
た
初
期
の
改
悛
施
設
そ
の

も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
家
屋
を
改
築
し
て
転
用
し
た
も
の
で
も
あ
っ

た︶
74
︵

。
も
と
よ
り
フ
ー
コ
ー
が
か
な
ら
ず
言
及
の
対
象
と
す
る
感
染
症

に
お
い
て
も
、
隔
離
と
は
ま
ず
は
自
宅
へ
の
収
容
と
外
出
禁
止
で
あ

り
、
あ
る
い
は
ま
た
都
市
（
も
し
く
は
そ
の
一
部
地
域
、
つ
ま
り
は

貧
困
地
区
）
の
封
鎖
で
あ
っ
た
。

今
日
、
合
衆
国
に
お
い
て
、
お
よ
そ
二
〇
〇
万
人
の
人
び
と
が
、

プ
リ
ズ
ン
、
も
し
く
は
ジ
ェ
イ
ル
に
収
監
さ
れ
て
お
り
、
大
量
収

監
（
あ
る
い
は
大
量
投
獄 m

ass incarcertaiton
）
と
呼
ば
れ
て
い

る︶
75
︵

。
収
監
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
プ
リ
ズ

ン
や
ジ
ェ
イ
ル
と
呼
ば
れ
る
監
獄
、
刑
務
所
に
関
心
を
寄
せ
て
し
ま

う
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
そ
の
成
立
を
た
ど

り
、
そ
の
機
能
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
社
会
に
お
い
て
そ
れ

が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
る
必

要
が
あ
る
。
事
実
、
六
〇
〇
万
人
を
超
え
る
人
び
と
が
﹁
社
会
内
処

遇
（com

m
unity supervision

）﹂
い
わ
ゆ
る
保
護
観
察
処
分
の
状
態

に
置
か
れ
、
監
視
、
監
督
、
あ
る
い
は
矯
正
、
も
し
く
は
教
育
と
い
っ

た
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
る︶

76
︵

。
収
監
、
そ
し
て
こ
の
保
護
観
察
処

分
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
人
種
ご
と
の
比
率
が
き
わ
め
て
偏
り
、

ま
た
地
域
別
に
は
ゲ
ッ
ト
ー
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
偏
在
し
て
い
る
こ
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規
律
権
力
が
、
や
は
り
固
有
の
し
か
た
で
空
間
的
に
作
動
し
て
い
る

こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
規
律
権
力

こ
そ
が
、
そ
の
誕
生
以
来
、
保
安
処
分
、
つ
ま
り
安
全
の
た
め
の
措

置
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

﹁
新
﹂
と
い
う
接
頭
語
と
と
も
に
あ
る
私
た
ち
の
新
た
な
時
代
が
、

つ
ね
に
こ
う
し
た
回
帰
を
伴
う
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問

い
に
た
い
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
世

紀
が
、
時
間
と
空
間
と
を
、
そ
の
﹁
過
去
﹂
と
共
有
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
と
。
つ
ま
り
そ
れ
が
新
し
く
も
古
い
私
た
ち
の
近
代
な
の
だ

と
。
私
た
ち
は
私
た
ち
の
近
代
を
、
な
じ
み
深
い
そ
の
姿
を
見
知
ら

ぬ
者
と
見
誤
る
程
度
に
は
、
ま
だ
十
分
に
理
解
で
き
て
い
な
い
か
ら

だ
と
。

註
（
1
） 

中
世
に
お
い
て vita activa 

と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
行
な
い

で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
貧
し
き
者
へ
の
ケ
ア

（m
iséricorde

）
が
あ
る
。C

hristian Trottm
ann (éd.), Vie active et vie 

contem
plative au m

oyen âge et au seuil de la renaissance, L ’école 
française de R

om
e , 2009. 

（
2
） 
賃
金
労
働
社
会
に
つ
い
て
は R

obert C
astel, Les m

étam
orphoses de la 

question sociale. U
ne chronique du salariat, Paris,  Fayard, 1995, pp. 

585-620
［
カ
ス
テ
ル（
拙
訳
）﹃
社
会
問
題
の
変
容　

賃
金
労
働
の
年
代
記
﹄

＊

フ
ー
コ
ー
が
用
い
た
﹁
隔
離
措
置
（séquestration

）﹂
と
い
う
言

葉
は
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
感
染
症
か
ら
家
畜
を

隔
離
す
る
さ
い
に
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な

い
。
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
累
犯
者
を
植
民
地
へ
移
送
す

る
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
﹁
移
送
措
置
（relégation

）﹂
と
い
う

言
葉
が
、
八
〇
年
代
以
降
、
郊
外
な
ど
の
貧
困
地
区
の
ほ
と
ん
ど
隔

離
と
い
っ
て
よ
い
差
別
的
な
取
り
扱
い
を
示
す
た
め
に
転
用
さ
れ
た

こ
と
も
、
お
そ
ら
く
は
ま
た
偶
然
で
は
な
い
。

一
九
世
紀
、
ボ
ー
モ
ン
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
が
合
衆
国
に
お
け
る
監

獄
の
状
況
を
視
察
し
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
と
オ
ー
バ
ー
ン
、
そ
れ

ぞ
れ
の
シ
ス
テ
ム
の
優
劣
に
つ
い
て
の
論
争
に
参
戦
し
、
フ
ィ
ラ
ン

ト
ロ
ー
プ
が
さ
ま
ざ
ま
な
慈
善
活
動
を
組
織
し
た
の
も
ま
た
、
都
市

に
お
け
る
大
量
の
労
働
者
の
流
入
状
況
を
前
に
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
ー
の
狼
狽
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
規
律
が
、
家
畜
の
群
れ
に
た

い
す
る
技
術
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
技
術
が

導
入
さ
れ
た
近
代
都
市
と
は
、
格
差
が
空
間
的
に
、
つ
ま
り
住
居
と

地
域
に
よ
っ
て
視
覚
化
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
う
し
た
劇
場
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
犯
罪
、
伝
染
病
、
薬
物
（
ア
ル
コ
ー
ル
）、
さ
ら
に
は

廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
に
苦
し
む
場
所
で
あ
り
、そ
の
防
衛
の
手
段
が
、

危
険
な
階
級
（classes dangereuses

）
を
切
り
離
し
、
そ
の
安
全
を

守
る
こ
と
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
今
日
に
お
い
て
も
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G
ille D

eleuze, « Post-Scriptum
 », Pourparlers, M

inuit, 1990

［
ド
ゥ

ル
ー
ズ
﹁
追
伸
│
│
管
理
社
会
に
つ
い
て
﹂﹃
記
号
と
事
件　

一
九
七
二

︲
一
九
九
〇
年
の
対
話
﹄
河
出
文
庫
、
二
〇
一
四
］
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
7
） M

ichel Foucault, Surveiller et Punir. La naissance de la prison, 
G

allim
ard, 1975

［
フ
ー
コ
ー
（
田
村
淑
訳
）﹃
監
獄
の
誕
生
│
│
監
視
と

処
罰
﹄
新
潮
社
、
一
九
七
七
］．

（
8
） 

合
衆
国
や
韓
国
に
お
い
て
は
、
身
体
へ
の
電
子
タ
グ
の
埋
め
込
み
な
ど
も

実
際
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
議
論
に
つ
い
て
流
行
の
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
。

（
9
） 

東
前
掲
﹃
情
報
環
境
論
﹄
四
四
頁
。

（
10
） Jean-François Lyotard, La condition postm

oderne, M
inuit, 1979

［
リ

オ
タ
ー
ル
（
小
林
康
夫
訳
）﹃
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
│
│
知
・
社
会
・

言
語
ゲ
ー
ム
﹄
書
肆
薔
薇
の
風
、
一
九
八
六
（
水
声
社
、
一
九
八
九
）］．

拙
稿
﹁
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
﹂
井
上
俊
・
伊
藤
公
雄
編
﹃
社
会
学
べ
ー
シ
ッ

ク
ス
２　

社
会
の
構
造
と
変
動
﹄
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
八
、一
七
九
︲

一
八
八
。

（
11
） 

そ
う
で
な
い
可
能
性
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
内
面
化
と
い

う
呼
ば
れ
る
事
態
と
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
。H

.L.M
. H

art, 
The C

oncept of Law
 w

ith an Introduction by Leslie G
reen, 3rd ed., 

O
xford U

niversity Press, 2012 (1st éd. 1961)

［（
長
谷
部
恭
男
訳
）﹃
法

の
概
念
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
四
年
］
を
参
照
。

（
12
） 

条
件
﹁
反
射
﹂
と
い
う
名
称
は
、
意
識
を
媒
介
し
な
い
と
い
う
意
味
な
の

だ
ろ
う
。

（
13
） Foucault, Surveiller et Punir. op. cit., 115-116

［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄

一
一
七
︲
一
一
八
頁
］．

（
14
） Ibid., p. 133

［
同
上, 

一
三
二
頁
］．

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二
、四
〇
七
︲
四
三
二
頁
］．

（
3
） Zeev Sternhell, N

i droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France, 
4èm

e éd., G
allim

ard, 2012.

（
4
） 

福
祉
国
家
を
形
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
、
真
の
意
味
で
揺
ら
ぎ
始
め

る
の
は
、
む
し
ろ
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
理
由
と

し
て
は
そ
れ
が
保
守
、革
新
の
双
方
に
お
い
て
支
え
ら
れ
て
い
た
﹁
レ
ジ
ー

ム
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
（
各
国
に
お
い

て
も
）、
保
険
医
療
制
度
、
失
業
給
付
、
年
金
制
度
等
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

改
変
を
こ
う
む
り
つ
つ
も
存
続
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
今
後
の
存

続
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
公
共
事
業
体
の
解
体
の
結
果

と
し
て
、
住
宅
制
度
は
日
本
に
お
い
て
（
英
国
に
お
い
て
も
）
は
劇
的
な

変
化
を
経
験
す
る
。
そ
の
概
観
と
し
て
は
平
山
洋
介
﹃
マ
イ
ホ
ー
ム
の
彼

方
に　

住
宅
政
策
の
戦
後
史
を
ど
う
読
む
か
﹄
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
。

英
国
の
住
宅
政
策
に
つ
い
て
は
、
豊
永
郁
子
﹃
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
世
紀
﹄

創
文
社
、
一
九
九
八
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
論
文
の
最
後
で
も
触
れ
る
。

（
5
） 

私
た
ち
は
そ
う
し
た
表
現
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

終
わ
り
﹂と
い
う
表
現
を
知
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た
発
想
の
も
っ

と
も
初
期
の
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
の
書
物
の
な
か

で
は
ベ
ン
タ
ム
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
が
、
い
わ
ば
疎
外
論
的
な
枠
組
み

の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹁
計
測
﹂（
＝
数
字
）
に
よ
る
人

間
の
﹁
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
﹂
と
し
て
。D

aniel B
ell, The End of Ideology. 

O
n the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, H

arvard U
niversity 

Press, 1980 (1st ed. 1960), pp. 228-9.

（
6
） 

た
と
え
ば
東
浩
紀
﹁
情
報
自
由
論
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
二
〇
〇
二
年
七
月
号

～
一
〇
月
号
（
現
在
は
﹃
情
報
環
境
論　

東
浩
紀
コ
レ
ク
シ
ョ
ンS

﹄
講

談
社
、
二
〇
〇
七
に
所
載
）
な
ど
。
た
だ
し
こ
う
し
た
議
論
の
多
く
は
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219

［（
小
倉
孝
誠
訳
）﹁
社
会
医
学
の
誕
生
﹂
前
掲
﹃
フ
ー
コ
ー
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
６
﹄、
一
八
一
︲
一
八
四
頁
］、
同
じ
く Les anorm

aux. C
ours 

au C
ollège de France. 1974-1975, pp. 40-47

［（
慎
改
康
之
訳
）﹃
異
常

者
た
ち　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
一
九
七
四
︲
一
九
七
五
年

度
﹄
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
四
八
︲
五
五
頁
］。
そ
し
てSurveiller 

et Punir, op. cit., pp. 197-201

［
邦
訳
、
一
九
八
︲
二
〇
二
頁
］。
有
名

な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
に
つ
い
て
の
分
析
は
こ
の
議
論
を
導
入
と
し
て
行

な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
てSécurité, territoire, et population. C

ours au 
C

ollège de France 1977-1978, G
allim

ard-Seuil, 2004, pp. 11-12

［（
高

桑
和
巳
訳
）﹃
安
全
・
領
土
・
人
口　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講

義
一
九
七
七
︲
一
九
七
八
年
度
﹄
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
︲

一
四
頁
］
な
ど
。
最
後
の
も
の
で
は
天
然
痘
（
つ
ま
り
ワ
ク
チ
ン
）
の
議

論
が
追
加
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
段
階
で
は
彼
は
そ
の
整
理

を
つ
け
か
ね
て
い
る
。

（
26
） 

そ
し
て
た
し
か
に
こ
れ
は
刑
罰
の
歴
史
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
有
力
な
観
点

で
も
あ
る
。Pieter Spierenburg, The prison experience. D

isciplinary 
Institutions and their inm

ates in early m
odern europe, R

utgers 
U

niversity Press, 1991.

（
27
） Léon Faucher, D

e la réform
e des prisons, A

ngé, 1838.

（
28
） 

こ
の
時
期
の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
に
つ
い
て
の
フ
ー
コ
ー
の
関
心
に
つ
い
て

は
、別
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
。
拙
稿
﹁
生
権
力
と
福
祉
国
家
―
―
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
の
７
０
年
代
﹂
小
泉
義
之
・
立
木
康
介
編
﹃
フ
ー
コ
ー
研

究
﹄
二
〇
二
一
、四
二
一
︲
四
三
九
頁
。
ま
たC

astel, M
étam

orphoses, 
op. cit., pp. 371-415

［
カ
ス
テ
ル
前
掲
書
、
二
四
九
︲
二
八
六
頁
］．

（
29
） Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., p. 22

［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄、

二
一
頁
］．

（
15
） 

拙
稿
﹁
小
野
十
三
郎
と
田
園
都
市
。
あ
る
幻
想
の
現
在
﹂﹃
大
阪
府
立
大

学
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）﹄
第
六
四
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
七
︲

三
六
頁
。

（
16
） Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., p. 131

［
フ
ー
コ
ー
前
掲
﹃
監
獄

の
誕
生
﹄、
一
三
一
頁
］．

（
17
） B

enjm
in R

ush, An Enquiry into the Effects of Public Punishm
ents 

upon C
rim

inals and upon Society, Philadelphia, 1787, p. 13.

（
18
） 

そ
れ
も
ま
た
表
象
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
範
囲
で
は
扱
わ
な
い
。

結
局
、
規
律
権
力
に
お
い
て
、
視
線
は
、
そ
し
て
内
面
に
類
す
る
も
の
も
、

そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
19
） Foucault, H

istoire de la folie à l’âge classique, G
allim

ard, 1972, p. 
138

［
フ
ー
コ
ー
（
田
村
俶
訳
）﹃
狂
気
の
歴
史 

古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
﹄

新
潮
社
、
一
九
七
五
年
、
一
四
二
頁
］．

（
20
） Foucault, H

istoire de la folie à l’âge classique, G
allim

ard, 1972, Ibid., 
pp. 59-67

［
同
上
、 

六
八
︲
七
四
頁
］．

（
21
） Ibid., p. 66

［
同
上
、
七
四
頁
］．

（
22
） Etienne B

onnot de C
ondillac, Essai sur l’origine des connaissances 

hum
aines, Paris, 1798, p. 23.

（
23
） Foucault, « La vérité et les form

es juridiques », D
its et Écrits, tom

e II, p. 
538. ［

フ
ー
コ
ー
（
西
谷
修
訳
）﹁
真
理
と
裁
判
形
態
﹂﹃
フ
ー
コ
ー
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
６　

政
治
・
統
治
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
九
、一
〇
頁
］．

（
24
） Foucault, Surveiller et Punir. op. cit., pp. 206-210

［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕

生
﹄、
二
〇
六
︲
二
一
〇
頁
］．

（
25
） 

こ
の
ふ
た
つ
の
モ
デ
ル
に
よ
る
説
明
は
、
論
文
や
著
作
、
講
義
録
に
お

い
て
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
目
に
つ
く
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、« La 

naissance de la m
édicine sociale », D

its et Écrits, tom
e III, pp. 217-
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（
38
） Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., pp. 23-4. ［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄、

二
三
頁
］．

（
39
） Ibid., p. 103

［
同
上
、
一
〇
三
頁
］．

（
40
） M

arc A
ncel, La défense sociale nouvelle, 3em

 éd., Éditions C
ujas, 

1981, p. 164. 

邦
訳
（
マ
ル
ク
・
ア
ン
セ
ル
（
吉
川
経
夫
訳
）﹃
新
社
会
防

衛
論
﹄
一
粒
社
、
一
九
六
八
年
）
は
第
二
版
（
一
九
六
六
年
）
を
底
本
と

し
て
い
る
。
第
三
版
で
は
フ
ー
コ
ー
へ
の
長
文
の
﹁
反
論
﹂
が
展
開
さ
れ

て
い
る
（
後
述
）。
ア
ン
セ
ル
と
フ
ー
コ
ー
に
同
時
に
触
れ
た
も
の
と
し

て
小
泉
義
之
﹁
自
由
意
志
の
罪
と
罰
│
│
精
神
の
自
由
の
た
め
に
﹂﹃
哲

学
原
理
主
義
﹄
青
土
社
、
二
〇
二
二
、三
三
九
︲
三
四
八
頁
。

（
41
） Foucault, Les anorm

aux, op. cit., pp. 8-13

［
前
掲
﹃
異
常
者
た
ち
﹄、
九

︲
一
三
頁
］．

（
42
） Ibid., p. 11 

［
同
上
、
一
三
頁
］． 

内
容
的
に
は
い
わ
ゆ
る
決
疑
論

（casuistique

）
の
導
入
を
指
す
。M

ichel Foucault, M
al faire, dire vrai. 

Fonction de l’aveu en justice, Presses universitaires de Louvain, 2012, 
p. 186

［
フ
ー
コ
ー
（
市
田
良
彦
監
訳
）﹃
悪
を
な
し
真
実
を
言
う
。
ル
ー

ヴ
ァ
ン
講
義
一
九
八
一
﹄
河
出
書
房
新
社
、
二
七
八
頁
］．

（
43
） Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., pp. 101-2

［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄

一
〇
一
頁
］．

（
44
） Pierre C

ariou, Les idéalités casuistiques. U
n directeur de conscience 

au XVIIèm
e siècle en France. Jacques de Saintebeuve (1613-1677), 

Thèse présentée devant l ’U
niversité de paris I, A

tlier R
eproduction des 

thèses. U
niversité de Lille III, p. 42.

（
45
） Foucault, M

al faire dire vrai, op. cit., pp. 183-185

［
前
掲
﹃
悪
を
な
し

真
実
を
言
う
﹄、
二
七
四
︲
二
七
六
頁
］．

（
46
） 

今
日
に
お
い
て
そ
れ
を
│
│
逆
の
方
向
に
向
け
て
│
│
担
う
も
の
が
あ
る

（
30
） Fauchet, D

e la réform
e des prisons, op. cit., p. 4.

（
31
） G

ustave de B
eaum

ont et A
lexis de Tocqueville, « Systèm

e 
pénitentiaire aux États-U

nis et son application en France. suivi d ’un 
appendice sur les colonies pénales et de notes statistiques  » in  Œ

uvres 
com

plètes, tom
. IV, G

allim
ard, 1984.

（
32
） Foucault, La naissance de la biopolitique. C

ours au C
ollège de 

France. 1978-1979, G
allim

ard-Seuil, 2004, pp. 77-163

［（
慎
改
康
之

訳
）﹃
生
政
治
の
誕
生　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
一
九
七
八

︲
一
九
七
九
年
度
﹄
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
九
一
︲
一
九
六
頁
］．

（
33
） C

astel, M
étam

orphoses, op. cit., pp. 371-415

［
カ
ス
テ
ル
前
掲
書
、

二
四
九
︲
二
八
二
頁
］．

（
34
） Faucher, « Introduction », D

e la réform
e des prisons, op. cit., p. v.

（
35
） Ibid. p. 39.

（
36
） Ibid., pp. 5-6.

（
37
） 

当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、Catherine D

uprat, « Punir et guérir. En 1819, 
la prison des philanthropes », M

ichel Perrot éd., Im
possible prison, 

Éd. Seuil, 1980, pp. 64-122. 

ま
た
教
科
書
的
な
ま
と
め
と
し
て
、

Françoise D
igneffe, « Problèm

es sociaux et représentations du crim
e 

et du crim
inel D

e H
ow

ard (1777) à Engels (1845), C
hristian D

ebuyst 
et al, H

istoire des savoirs sur le crim
e et la peine 1. D

es savoirs diffus 
à la notion de crim

inel-né, Larcier, 2008. 

も
ち
ろ
ん
、Jacques-G

uy 
Petit, C

es peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875), 
Fayard, 1990. 

そ
の
第
八
章
、
お
よ
び
第
九
章
な
ど
。
日
本
語
で
読
め
る

も
の
と
し
て
は
梅
澤
礼
﹃
囚
人
と
狂
気
。
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
監
獄
・

文
学
・
社
会
﹄
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
九
、三
一
︲
八
六
頁
の
ま
と

め
を
参
照
。
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瀬
浩
司
訳
）﹃
生
者
た
ち
の
統
治　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義

一
九
七
九
︲
一
九
八
〇
年
度
﹄
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
五
、一
五
一
頁
］．

（
56
） 

神
崎
繁﹃
魂（
ア
ニ
マ
）へ
の
態
度
│
│
古
代
か
ら
現
代
ま
で
﹄岩
波
書
店
、

二
〇
〇
八
、三
七
︲
三
八
頁
。

（
57
） 

い
ず
れ
も
息
吹
を
語
源
と
す
る
こ
の
霊
（psyché

）、
精
神
（esprit

）、
魂

（âm
e

）
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
言
葉
と
、
肉
体
（chair

）、
あ
る
い
は
身

体
（
＝
物
体corps

）
と
の
結
び
つ
き
を
厳
密
に
後
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、

私
た
ち
は
古
典
学
の
迷
宮
に
囚
わ
れ
、
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
神

崎
前
掲
書
、
一
三
七
頁
。

（
58
） 

典
型
的
に
は
、﹁
ペ
ト
ロ
の
第
一
の
手
紙
﹂
三
：
一
八
︲
二
二
。
神
崎
に

よ
れ
ば
そ
れ
は
﹁
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
や
オ
ル
ペ
ウ
ス
教
以
来
の
ギ
リ
シ
ャ

の
﹁
魂
の
不
死
﹂
の
伝
統
﹂
を
﹁
逆
手
に
取
っ
た
も
の
﹂
と
さ
れ
る
。
神

崎
繁
﹃
フ
ー
コ
ー　

他
の
よ
う
に
考
え
、
そ
し
て
生
き
る
た
め
に
﹄N

H
K

出
版
、
二
〇
〇
六
、八
四
頁
。

（
59
） Foucault, Les anorm

aux, op. cit., p. 164

［
前
掲﹃
異
常
者
た
ち
﹄一
九
三
頁
］．

（
60
） 

一
六
世
紀
と
続
く
時
代
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
フ
ー
コ
ー
の
記
述
に
は
揺

れ
が
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
明
快
と
は
言
い
難
い
。

（
61
） 

フ
ー
コ
ー
は
こ
のprobatio 

を
訳
す
に
あ
た
っ
て
、exam

en

（
吟
味
）
の

ほ
か
に
、
近
代
と
の
切
断
を
強
調
す
る
た
め
か
、preuve 

（
証
拠
、
証
明
）

で
は
な
く
、épreuve 

（
試
練
、
検
査
）
を
も
っ
ぱ
ら
用
い
て
い
る
。
今
日

に
お
け
る
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
権
力
の
エ

ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
、
あ
る
い
は
悪
し
き
主
体
に
つ
い
て
﹂﹃
現
代
思
想
﹄
第

四
五
巻
二
〇
号
、
二
〇
一
七
、二
二
〇
︲
二
三
七
頁
。

（
62
） Foucault, Le gouvernem

ent des vivants.op. cit., pp. 196-197

［

前

掲
、
二
二
九
︲
二
三
〇
頁
］．
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
こ
こ
で
触
れ
る
こ

と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
こ
の
議
論
の
後
期
の
展
開
と
の
接
続
に
つ
い

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
（
一
八
世
紀
へ
の
回
帰
と
し
て
の
）
経
済
学
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
47
） Petrus W

ernérus A
dam

 Im
m

ink, La liberté et la peine Étude sur la 
transform

ation de la liberté et sur le développem
ent du droit pénal 

public en O
ccident avant le XIIe siècle., Van G

orcum
 &

 C
om

p., 1971, 
p. 11. 

こ
の
書
物
は
、
フ
ー
コ
ー
の
七
一
│
七
二
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
講
義
（Foucault, Théories et institutions pénales. C

ours au 
C

ollège de France. 1971-1972, G
allim

ard-Seuil, 2015

）
に
お
い
て
重

要
な
典
拠
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

（
48
） Foucault, Théories et institutions pénales., op. cit.

を
参
照
。

（
49
） Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., pp. 27-8

［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄

二
七
頁
］．

（
50
） Ibid., pp. 22-23

［
同
上
、
二
二
︲
二
三
頁
］．

（
51
） Ibid., p. 34

［
同
上
、
三
四
頁
］．

（
52
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
フ
ー
コ
ー
自
身
の
口
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
例
と
し
て
ひ
と
つ
だ
け
挙
げ
て
お
け
ばFoucault, « N

on au 
sexe roi », D

its et Écrits, tom
. III, p. 264

［（
慎
改
康
之
訳
）﹁
性
の

王
権
に
抗
し
て
﹂﹃
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅵ
﹄
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
〇
、三
五
五
頁
］
な
ど
。

（
53
） Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., p. 312

［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄、

三
〇
五
頁
］．

（
54
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
見
取
り
図
と
し
て
はFoucault, « Christianism

e 
et aveu », L’origine de l’herm

éneutique de soi. C
onférences 

prononcées à D
artm

outh C
ollege 1980, Vrin , 2013.

（
55
） M
ichel Foucault, Le gouvernem

ent des vivants. C
ours au C

ollège de 
France. 1979-1980, G

allim
ard-Seuil, 2012, p. 129

［
フ
ー
コ
ー
（
廣
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身体の牢獄

転
換
に
つ
い
て
の
言
及
を
い
さ
さ
か
不
自
然
な
ま
で
に
避
け
て
い
る
が
、

八
一
年
に
出
版
さ
れ
る
原
著
第
三
版
で
は
、
ア
ン
セ
ル
の
側
は
か
な
り
の

紙
幅
を
割
い
て
、
フ
ー
コ
ー
へ
の
﹁
反
論
﹂
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
69
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
か
つ
て
簡
単
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
、﹁
公

正
と
信
頼
の
あ
い
だ : 

ア
リ
ス
・
ゴ
フ
マ
ン
の
ケ
ー
ス
﹂﹃R

I : R
esearch 

Integrity R
eports

﹄、
第
二
号
、
二
〇
一
七
、一
四
︲
三
八
頁
。

（
70
） 

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
大
量
の
研
究
が
あ
り
、
古
典
的
な
も
の

と
し
て
、D

orothy B
ochel, Probation and After-care. Its developm

ent 
in England and W

ales, Scottish A
cadem

ic Press, 1976, D
avid J. 

R
othm

an, The D
iscovery of the Asylum

. Social order and disorder in 
the new

 republic, Little, B
row

n and C
o. 1971. 

（
71
） Foucault, Surveiller et Punir, op.cit., p. 24

［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄

二
三
頁
］．

（
72
） Sean F. R

eardon “T
he W

idening A
cadem

ic A
chievem

ent G
ap 

B
etw

een the R
ich and the Poor : N

ew
 E

vidence and Possible 
Explanations, ” in G

reg J. D
uncan and R

ichard M
. M

urnane (eds.), 
W

hither O
pportunity? Rising Inequality, Schools, and C

hildren’s Life 
C

hances, R
ussell Sage Foundation, 2011.

（
73
） 

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
パ
ロ
ー
ル
の
成
立
に
つ
い
て
は
ま
だ
は
っ
き
り
と

分
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、M

aurice Vanstone, 
Supervising O

ffenders in the C
om

m
unity. A H

istory of Probation 
Theory and P

ractice, R
outledge, 2004

や
、N

orval M
orris, 

M
aconochie’s G

entlem
en. The Story of N

orfolk Island and the Roots 
of M

odern Prison Reform
, O

xford, 2002

な
ど
。
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て

はD
avid J. R

othm
an, C

onscience and convenience. The Asylum
 and 

its alternatives in progressive Am
erica., R

outledge, 2002

な
ど
。

て
は
、M

ichel Senellart, « Le C
ours D

u gouvernem
ent des vivants 

dans la perspective de l ’H
istoire de la sexualité », D

aniel Lorenzini, 
et al.,  M

ichel Foucault : éthique et vérité 1980-1084, Vrin, pp. 31-51 
Philippe C

hevalier, Foucault et le christianism
e, EN

S Éditions, 2011

を
参
照
せ
よ
。

（
63
） C

yrille Vogel, Le pécheur et la pénitence dans l’église ancienne, C
erf, 

pp. 19-26, pp. 75-83. 
の
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
項
を
参
照
。
テ
ル
ト
ゥ

リ
ア
ヌ
ス
（
小
寺
廉
太
訳
）﹁
悔
い
改
め
に
つ
い
て
﹂（
七
：
一
〇
）﹃
テ

ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
四　

倫
理
論
文
集
﹄
教
文
館
、
二
〇
〇
二
、二
〇
頁
。

（
64
） 

フ
ー
コ
ー
は
一
七
九
七
年
と
し
て
い
る
が
、
一
七
九
〇
年
の
誤
り
。

N
egeley K

. Teeters, The C
radle of the Penitentiary. The W

alnut Street 
Jail at Philadelphia, 1773-1835, Pennsylvania Prison Society, 1955, 
pp. 59-60.

（
65
） Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., p. 129
［
前
掲
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄、

一
二
九
頁
］． 

フ
ー
コ
ー
は
﹁
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ク
ラ
ス
﹂
と
訳
し
て
い

る
が
、
原
文
で
は probatory class 

と
な
る
。

（
66
） Foucault, G

ouvernem
ent des vivants, op. cit., p. 196

［
前
掲
﹃
生
者
た

ち
の
統
治
﹄
二
二
九
頁
］． 

た
だ
し
フ
ー
コ
ー
は
、﹁
第
二
の
改
悛
﹂
に
お

い
て
は
、
真
理
（
＝
罪
人
で
あ
る
こ
と
）
の
開
示
が
も
と
め
ら
れ
る
こ
と

に
注
目
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
の
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
け

る
告
白
（aveu

）
の
問
題
系
へ
の
展
開
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
67
） 

刑
罰
福
祉
複
合
制
度
に
つ
い
て
は
、D

avid G
arland, Punishm

ent and 
w

elfare, G
over, 1985.

（
68
） 

こ
の
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
が
書
か
れ
た
の
は
、
マ
ル
ク
・
ア
ン
セ
ル
の
﹃
新

社
会
防
衛
論
﹄
の
第
二
版
（
六
五
年
）
と
第
三
版
（
八
一
年
）
に
挟
ま
れ

た
時
期
で
も
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
ア
ン
セ
ル
の
こ
の
書
物
と
刑
事
政
策
の
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べ
き
で
あ
ろ
う
。Thom

as J. Sugrue, The O
rigins of the U

rban crisis. 
Race and Inequality in Postw

ar D
etroit, Princeton U

niversity Press, 
2005(1st éd. 1996)

［
ス
グ
ル
ー
（
川
島
正
樹
訳
）﹃
ア
メ
リ
カ
の
都
市

危
機
と
﹁
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
﹂　

自
動
車
都
市
デ
ト
ロ
イ
ト
の
戦
後
史
﹄

明
石
書
店
、
二
〇
〇
二
年
］．
ま
たR

ichard R
othstein, The C

olor of 
Law. A Forgotten history of how

 our governm
ent segregated Am

erica. 
Liveright Publishing, 2017

な
ど
。

　

本
研
究
は
科
研
費
（20K

02115

：
福
祉
国
家
以
前
と
以
後
の
政
治
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
：
仏
一
九
世
紀
以
降
の
刑
罰
・
公
教
育
・
社
会
的
保
護
）
の
助
成
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。

（
74
） Teeters, op. cit. 

ま
たR

othm
an, D

iscovery, op. cit.
（
75
） 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
は
大
量
の
蓄
積
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
加

速
度
的
に
そ
の
量
を
増
し
て
い
る
。
近
年
ま
で
の
研
究
の
比
較
的
ま

と
ま
っ
た
紹
介
と
し
て
は
、N

ational Research Council, The G
rowth 

of Incarceration in the U
nited States: E

xploring C
auses and 

C
onsequences, The N

ational A
cadem

ies Press, 2014. 

問
題
の
深
刻
さ

に
比
べ
る
と
邦
語
文
献
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。

問
題
を
概
観
す
る
に
は
﹃
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
タ
ナ
ハ

シ
・
コ
ー
ツ
の
記
事
が
よ
い
。Ta-N

ehisi C
oates, « The B

lack Fam
ily 

in the A
ge of M

ass Incarceration », The Atlantic, Vol.316 (3), october 
2015, pp. 60-84

。
同
記
事
は
、
現
在 C

oates, W
e w

ere eight years in 
pow

er. An Am
erican tragedy, O

ne w
orld Publishing, 2017, pp. 223-

282

［
コ
ー
ツ
（
池
田
年
穂
他
訳
）﹃
僕
の
大
統
領
は
黒
人
だ
っ
た　

バ

ラ
ク
・
オ
バ
マ
と
ア
メ
リ
カ
の
八
年
﹄
下
巻
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
二
〇
、一
七
︲
八
八
頁
］
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
76
） 

数
字
は
、U

.S. D
epartm

ent of Justice, « Correctional Populations in the 
U

nited States, 2019

︲Statistical Tables », July 2021, N
CJ 300655, p. 5. 

今
日
お
け
る
保
護
観
察
の
状
況
に
つ
い
て
は
、Bruce W

estern, H
om

eword. 
Life in the year after prison, R

ussel Sage Foundation, 2018 
は
パ
ロ
ー

ル
に
限
定
は
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
で
述
べ
た
意
味
で
の
今
日
の
規

律
権
力
と
そ
の
﹁
機
能
﹂
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
報
告
で
あ
る
。

（
77
） 

い
わ
ゆ
る
ゲ
ー
テ
ィ
ッ
ド
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
は
じ
め
、
こ
の
問
題
は

九
〇
年
代
か
ら
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
い
さ
さ
か
過
剰
な
装
飾

が
施
さ
れ
、結
果
と
し
て
、即
物
的
な
ま
で
に
﹁
私
た
ち
の
問
題
﹂
で
あ
っ

た
た
ん
な
る

0

0

0

0

社
会
問
題
と
い
う
側
面
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ

る
。
ト
マ
ス
・
Ｊ
・
ス
グ
ル
ー
の
古
典
的
研
究
は
真
っ
先
に
参
照
さ
れ
る


