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特
集　

暴
力
論
の
現
在 

怒
り
の
日
―
人
類
学
と
許
し
え
ぬ
も
の

リ
ュ
シ
ア
ン
・
ク
レ
ル
ク

訳
＝
櫻
井　

典
夫

序

　

一
九
八
〇
年
代
初
頭
、
人
文
社
会
科
学
の
領
域
で
研
究
の
再
編
成
が
大

規
模
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
優
勢
で
あ
っ
た
強
靭
な
理
論
体
系
に
は
再

検
討
が
加
え
ら
れ
、
以
前
は
お
互
い
に
独
立
し
て
あ
っ
た
諸
々
の
学
術
領

域
で
、
新
た
な
理
論
の
構
築
を
可
能
と
す
る
研
究
が
次
々
と
開
花
し
た
の

で
あ
る
。
斯
く
し
て
今
日
で
は
、
新
し
い
思
考
の
モ
デ
ル
や
革
新
的
な
議

論
に
加
え
、
異
質
な
分
野
が
共
同
し
て
得
ら
れ
た
研
究
成
果
が
、
漸
う
と

も
た
ら
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

こ
れ
は
重
大
な
変
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
の
道
筋
を
辿
り
直

す
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
従
来
の
議
論
で
は
、
こ
の
変
化
を
十
分
に
は

汲
み
尽
く
せ
ず
に
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、フ
ラ
ン
ス
の
ラ
・

デ
ク
ー
ヴ
ェ
ル
ト
（
発
見
）
出
版
が
「
ル
シ
ェ
ル
シ
ュ
（
探
求
）」
と
い

う
叢
書
の
刊
行
を
開
始
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
人
文
社
会
科
学
の
領
域
に

お
け
る
最
先
端
の
研
究
成
果
を
収
集
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
独
創
的
で

革
新
的
な
視
点
を
も
と
に
、
様
々
な
研
究
領
域
を
ま
た
ぐ
〈
諸
分
野
超
越

的
〉
あ
る
い
は
〈
マ
ル
チ
分
野
的
〉
と
で
も
呼
ぶ
ほ
か
な
い
よ
う
な
著
作

の
上
梓
を
促
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

本
論
が
扱
う
の
は
、
こ
の｢

ル
シ
ェ
ル
シ
ュ｣

叢
書
の
中
で
も
群
を
抜

く
重
要
性
を
持
っ
た
一
冊
の
書
物
『
許
し
え
ぬ
も
の
の
構
築

―
倫
理
圏

の
境
界
に
関
す
る
人
類
学
と
歴
史
に
つ
い
て
の
研
究
』1
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
書
物
を
出
発
点
と
し
て
本
論
が
目
指
す
の
は
、
新
た
な
研
究
領
域
に

お
け
る
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
暴
力
の
人
類
学
を
紹
介
し
、
そ
の
問

題
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
諸
先
住
民
族
が
い
か
ほ
ど
ま

で
に
暴
力
と
の
戦
い
に
身
を
砕
い
て
い
た
の
か
を
理
解
し
、
そ
れ
を
民
族

学
の
専
門
研
究
と
関
連
付
け
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
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目
的
で
な
さ
れ
た
本
論
が
、
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
、
そ
し
て
日
本
と
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
研
究
の
相
互
の
出
会
い
に
と
っ
て
、
意
義
深
い
も
の
と

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

さ
て
、
問
題
の
『
許
し
え
ぬ
も
の
の
構
築
』
と
い
う
書
物
は
、
人
類
学

者
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
フ
ァ
サ
ン
と
、
歴
史
学
・
人
口
統
計
学
者
パ
ト
リ
ス
・

ブ
ゥ
ル
ド
ゥ
レ
の
呼
び
か
け
に
応
え
、
民
族
学
者
や
心
理
学
者
、
社
会
学

者
、
歴
史
学
者
と
い
っ
た
様
々
な
領
域
の
専
門
家
が
結
集
し
た
成
果
で
あ

る
。
彼
ら
の
狙
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
と
考
察
を
も
と
に
、
暴
力
に
つ

い
て
の
人
類
学
と
い
う
新
た
な
研
究
領
域
の
土
台
を
築
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
の
書
物
で
は
ま
ず
、
様
々
な
社
会
に
お
い
て
「
許
し
え
ぬ

も
の
」
を
構
成
し
て
い
る
諸
要
素
を
研
究
す
る
た
め
の
人
類
学
の
基
礎
が

素
描
さ
れ
、
次
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
象
徴
さ
れ
る
大
転
換
期
と
革
命

家
た
ち
の
政
治
的
な
問
題
、
と
り
わ
け
「
な
に
が
正
し
く
、
な
に
が
正
し

く
な
い
の
か
」
と
い
う
正
義
を
巡
る
大
問
題
の
分
析
が
慎
重
に
行
わ
れ
る
。

そ
の
う
え
で
、
暴
力
の
残
す
心
理
的
痕
跡
、
死
体
の
管
理
、
エ
イ
ズ
の
よ

う
な
世
界
規
模
で
流
行
す
る
伝
染
病
、
幼
児
虐
待
、
児
童
労
働
と
い
っ
た
、

今
日
の
倫
理
を
考
え
る
上
で
と
く
に
際
立
っ
た
重
要
性
を
持
つ
諸
問
題
が

分
析
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て『
許
し
え
ぬ
も
の
の
構
築
』

は
、
暴
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
う
え
で
大
変
重
要
な
書
物
と
な
っ

て
い
る
。

　

本
論
は
、
こ
の
『
許
し
え
ぬ
も
の
の
構
築
』
に
収
録
さ
れ
た
諸
研
究
に

多
く
を
負
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
補
足
と
し
て
、
二
人
の
フ
ラ
ン
ス

の
人
類
学
者
、
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
の

考
察
を
参
照
し
、
彼
ら
の
仕
事
の
一
端
を
も
併
せ
て
紹
介
し
た
い
。

１　

倫
理
圏
の
境
界

　

暴
力
と
そ
の
機
能
に
つ
い
て
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
複
雑
さ
は
夙
に
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
人
文
科
学
の
領
域
で
は
、
こ
こ
十
数

年
の
間
に
、
一
つ
の
重
要
な
考
察
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
暴
力
を
巡
る

考
察
が
こ
の
よ
う
に
進
展
し
た
理
由
、
そ
れ
は
数
多
の
軍
事
紛
争
に
よ
っ

て
生
じ
た
現
代
史
の
荒
廃
状
況
が
暴
力
を
考
え
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
ま
た
社
会
的
・
経
済
的
な
交
流
が
世
界
規
模
で
行
わ
れ
る

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
伴
い
、
社
会
の
急
激
な
多
文
化
化
が
進
行
し
つ

つ
あ
る
今
日
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
研
究
の
発
展
の
た
め
に
も
、

暴
力
に
つ
い
て
の
考
察
の
確
立
が
急
務
で
あ
っ
た
。

　

拷
問
に
よ
る
身
体
毀
損
、
児
童
虐
待
、
性
的
暴
行
、
集
団
に
よ
る
凶
悪

な
暴
力
犯
罪
、
戦
時
下
に
お
け
る
民
間
人
の
虐
殺
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
試

み
、
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
、
過
去
二
世
紀
の
間
に
増
加
し
た
「
許
し
え
ぬ
」

と
形
容
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
暴
力
で
あ
る
。
今
日
の
公
共
空
間
は
、
人

権
無
視
と
し
て
社
会
が
非
難
し
、
法
的
に
も
禁
じ
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
暴
力

に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
世
界
中
の
報
道
機
関
が
こ
の
現
実
を
伝
え
て
い
る
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が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
暴
力
は
お
そ
ろ
し
く
平
凡
化
さ
れ
て
し

ま
い
も
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、「
許
し
え
ぬ
も
の
」
と
い
う
べ
き
こ
れ
ら

暴
虐
は
、
絶
え
ず
場
所
を
変
え
、
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
お
ぞ
ま
し
い
別
の

形
態
へ
と
再
組
織
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
暴

力
を
前
に
し
な
が
ら
、
何
を
も
っ
て
許
容
の
限
界
を
超
え
て
い
る
か
を
明

確
に
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

暴
力
と
は
き
わ
め
て
幅
広
い
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
未
だ
に
秘
儀
を
授

か
っ
て
い
な
い
も
の
を
共
同
体
の
一
員
へ
と
変
容
さ
せ
る
イ
ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
儀
式
か
ら
始
ま
り
、
破
壊
の
み
を
旨
と
す
る
お
ぞ
ま
し
い
残
虐

行
為
に
至
る
ま
で
の
全
て
を
包
含
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
で
は
、

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
フ
ァ
サ
ン
の
言
葉
に
従
い
、「
許
し
え
ぬ
暴
力
」
を
「
完

全
な
悪
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
絶
対
の
悪
で
あ
り
極
限
を
超
え
る
も
の
と

し
て
」
定
義
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
開
始
す
る
。

　

文
化
の
多
様
性
を
根
拠
と
し
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
許
容
さ
れ
得
る
暴

力
が
存
在
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
理
性
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
人
間
と
い
う

も
の
の
完
全
な
根
絶
の
み
を
目
的
と
す
る
暴
力
も
ま
た
存
在
す
る
。
そ
し

て
、
後
者
の
よ
う
な
暴
力
が
、
何
も
の
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
え
な
い

許
し
え
ぬ
暴
力
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
許
し
え
ぬ
暴
力
と
は
、
そ
れ
が

ど
ん
な
に
逆
説
的
に
思
え
よ
う
と
も
、
な
ん
ら
か
の
規
範
で
あ
る
か
の
よ

う
な
体
で
存
在
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
説
的
、
と

い
う
の
も
、
規
範
と
は
な
ん
ら
か
の
調
整
機
能
を
含
意
す
る
が
、
許
し
え

ぬ
暴
力
は
、
苦
痛
を
与
え
る
行
為
の
た
だ
中
で
、
歴
史
的
に
限
界
付
け
ら

れ
た
全
て
の
抑
制
を
は
ね
つ
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
、
わ
た
し
た
ち
の
世
界
に
ひ
ろ
く
存
在
す
る
侵
犯
行
為
を
ど
う

判
定
す
る
か
は
、
時
間
的
に
相
対
化
さ
れ
て
様
々
に
異
な
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
侵
犯
が
同
一
の
価
値
体
系
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る

わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
児
童
虐
待
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
を
同
列
に
置

く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
あ
る
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
認

め
ら
れ
て
い
た
し
か
じ
か
の
暴
力
が
、
今
日
で
は
と
う
の
昔
に
認
め
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
た
り
も
す
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
が
『
監
獄
の
誕
生

―
監
視
と
処
罰
』
の
冒
頭
で
言
及
し
て
い
る
、

一
七
五
七
年
三
月
二
日
に
行
わ
れ
た
、
ロ
ベ
ー
ル
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ダ
ミ

ア
ン
に
対
す
る
長
時
間
の
拷
問
と
し
て
の
処
刑
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
2
。
苦

痛
に
加
え
て
の
果
て
し
な
い
恐
怖
や
、
引
き
延
ば
さ
れ
た
断
末
魔
の
苦
し

み
の
最
中
に
彼
が
受
け
た
残
虐
な
四
肢
の
切
断
は
、
今
日
で
は
い
か
な
る

場
合
も
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
拷
問
な
る
も
の
の
許

し
え
ぬ
側
面
を
証
言
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
暴
力
に
つ
い
て
の
人
類
学
を
、
序
列
と
歴
史
性
を
欠
い

た
絶
対
的
許
容
不
能
性
の
袋
小
路
へ
と
追
い
や
ら
ぬ
た
め
に
は
、
暴
力
を

歴
史
的
時
間
の
中
で
相
対
化
し
、
分
類
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
暴
力

を
分
類
し
階
層
化
す
る
こ
と
に
は
気
ま
ず
さ
が
伴
う
と
は
い
え
、
こ
の
試

み
を
放
棄
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
即
ち
悪
の
一
般
化
と
い
う
極
め
て
危
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険
な
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
目
指
し
て
い
る
の

は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
暴
力
と
許
し
え
ぬ
も
の
の
社
会
的
な
構
築
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
暴
力
を
感
情
的
に
で
は
な
く
規
範
的
に
と
ら
え
な
お
す

必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

暴
力
の
行
使
の
中
に
は
様
々
な
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
が
存
在
す
る
。
し

か
し
、「
許
し
え
ぬ
も
の
」
と
い
う
実
詞
自
体
は
、
当
然
な
が
ら
、
正
当

化
さ
れ
え
ぬ
も
の
に
対
す
る
掟
が
屹
立
す
る
具
体
的
な
場
所
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
そ
し
て
「
許
し
え
ぬ
」
と
い
う
形
容
詞
が
、
社
会
文
化
的
に
生

み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
多
様
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
普
遍

的
形
態
に
お
け
る
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
と
は
な
に
か
を
、
そ
し
て
諸
社
会

が
そ
れ
か
ら
身
を
守
る
方
法
を
一
般
的
に
理
論
化
す
る
こ
と
は
極
め
て
困

難
で
あ
る
。
暴
力
と
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
に
つ
い
て
の
人
類
学
を
構
築
し

よ
う
と
試
み
る
以
上
、
倫
理
的
な
定
義
は
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
本
論
が
目
指
す
の
は
、
人
権
の
す
ば
ら
し
さ
や
そ
の
普
遍
的

な
価
値
を
承
認
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
を
通
じ
て
文
化

的
に
構
成
さ
れ
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
世
界
に
お
い
て
な
お
、
許

容
で
き
る
も
の
と
で
き
な
い
も
の
と
の
境
界
線
を
分
か
つ
、
か
細
い
糸
の

存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
暴
力
に
つ
い
て
の
許
容
不
能
性

は
、
人
間
性
を
巡
る
概
念
の
文
化
的
・
社
会
的
な
差
異
と
、
そ
の
人
間
性

が
表
現
さ
れ
る
文
化
的
・
社
会
的
な
様
式
の
内
部
で
明
確
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
人
類
学
の
目
的
が
明
確
と
な
る
の
も
ま
さ
に
こ
こ
で
あ
る
。
人

類
学
の
目
的
は
、
諸
社
会
の
文
化
的
特
殊
性
の
研
究
を
通
じ
て
、
人
間
性

と
い
う
も
の
が
そ
の
全
体
性
の
う
ち
に
確
立
さ
れ
る
場
を
生
ぜ
し
め
る
こ

と
な
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
考
察
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
条
件
を
導
く

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
文
化
的
に
認
め
ら
れ
る
数
々
の
暴
力

の
許
容
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
許
し
え
ぬ
暴
力
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
公
布
さ
れ
た
世
界
人
権
宣
言
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
む
ご
た
ら
し
い
独
裁
政
治
や
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
試
み
は
依
然
と
し
て

世
界
に
遍
在
し
て
い
る
。
西
洋
が
植
民
地
の
人
々
と
伝
統
的
諸
社
会
に
も

た
ら
そ
う
と
躍
起
に
な
っ
た
「
文
明
」
の
概
念
そ
の
も
の
も
ま
た
、
二
十

世
紀
に
お
け
る
巨
大
な
暴
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け

る
脱
植
民
地
化
と
、
多
数
の
民
族
を
含
み
つ
つ
恣
意
的
に
分
割
さ
れ
た
こ

れ
ら
の
国
々
の
急
激
な
近
代
化
も
ま
た
巨
大
な
暴
力
の
一
つ
で
あ
る
。
自

由
と
正
義
を
標
榜
す
る
戦
争
に
お
い
て
は
、
同
盟
陣
営
に
お
け
る
一
人
の

命
の
損
失
が
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
一
方
で
、「
コ
ラ
テ
ラ

ル
・
ダ
メ
ー
ジ
（
主
要
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
は
な
い
人
的
・
物
的
被
害
）」
と

い
う
言
葉
で
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
事
実
は
数
百
人
の
民
間
人
が
犠
牲

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
衝
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
の

軍
事
的
紛
争
を
「
き
れ
い
な
戦
争
」
と
標
榜
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
出
来

よ
う
か
。
人
間
性
の
価
値
と
美
徳
と
が
表
明
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に

人
間
性
の
喪
失
が
起
こ
る
の
だ
…
…
。
人
類
学
者
と
し
て
仕
事
を
す
る
な
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ら
、
こ
の
矛
盾
に
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
現
状
ゆ
え
に
暴
力
に
お
け
る
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
と
は
何
か
を
確
立

す
る
こ
と
が
一
層
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
暴
力
の
も
つ
重
要
な
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、

暴
力
と
は
ま
ず
、
常
に
力
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
強
制
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
ま
た
許
し
え
ぬ
暴
力
は
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
身
体
と
精
神
に
拷
問
に
よ
る
苦
痛
を
与
え
、
毀
損
す
る
と
い
う
点

で
共
通
し
て
い
る
。
暴
力
は
、
身
体
の
尊
重
を
蹂
躙
し
、
個
人
の
肉
体
を

打
ち
の
め
す
の
だ
。
さ
ら
に
、
敵
対
す
る
社
会
的
集
団
の
殲
滅
を
目
指
す

今
日
の
民
族
間
紛
争
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
社
会
的
身
体
も
ま
た
同
様

に
傷
つ
け
ら
れ
る
。
戦
争
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
は
、
個
人
の
身
体
ば
か
り

で
な
く
、
集
団
的
身
体
全
体
に
対
し
て
も
暴
力
を
振
る
う
の
だ
。

　

そ
う
す
る
と
、
許
し
え
ぬ
暴
力
と
は
、
身
体
が
傷
つ
け
ら
れ
る
際
に
現

れ
る
何
も
の
か
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
許
し
え
ぬ
暴
力
と
は
、

ま
ず
身
体
的
な
暴
力
な
の
で
あ
る
。
許
し
え
ぬ
暴
力
に
よ
っ
て
身
体
は
苦

悶
し
、
肉
体
に
刻
ま
れ
る
破
壊
を
逃
れ
る
術
は
な
い
。
さ
ら
に
、
身
体
と

は
常
に
社
会
的
空
間
の
内
部
で
発
達
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
身
体
に
対

す
る
暴
力
は
政
治
的
次
元
も
ま
た
兼
ね
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
人
間
の
尊
厳
と
良
識
の
喪
失
に
伴
い
、
そ
の
社
会
空
間
自
体
も
ま
た

破
壊
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
と
き
、
許
し
え
ぬ
暴
力
は
、
身
体
と
の
関
係
か

ら
法
と
の
関
係
へ
と
移
行
す
る
。
人
道
に
対
す
る
罪
ほ
ど
、
そ
の
例
証
と

し
て
相
応
し
い
も
の
は
他
に
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
許
し
え
ぬ
暴
力

に
対
し
て
法
的
に
、
そ
し
て
倫
理
的
に
下
さ
れ
た
有
罪
宣
告
だ
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
許
し
え
ぬ
暴
力
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
人
権
と
呼
ぶ
も

の
と
の
関
連
に
お
い
て
、
許
し
え
ぬ
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
性

が
、
文
化
的
・
社
会
的
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
多
様
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
中
に
は
譲
渡
で
き
な
い
本
源
的
諸
権
利
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

人
道
に
対
す
る
罪
が
蹂
躙
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
諸
権
利
な
の
で
あ
る
。

　

暴
力
を
身
体
と
政
治
の
交
錯
す
る
領
域
へ
と
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
断
言
し
う
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
暴
力

は
権
力
の
名
に
お
い
て
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
権
力
の
主
要
機
関
で
あ
る
国

家
（
そ
れ
が
た
と
え
萌
芽
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
）
の
名
に
お
い
て
行

わ
れ
る
の
だ
、
と
。
し
か
し
こ
の
考
え
に
は
厄
介
な
反
論
が
あ
る
。
国
家

が
存
在
せ
ず
、
そ
の
た
め
「
未
開
」
と
い
わ
れ
る
社
会
に
お
い
て
、
ほ
ぼ

恒
常
的
に
戦
争
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
る
反
論
で
あ
る
。
諸
先
住

民
族
を
専
門
に
研
究
す
る
民
族
学
者
は
、
こ
の
事
実
に
対
し
て
長
い
間
か

た
く
な
に
沈
黙
し
て
き
た
。

　

西
洋
人
と
ア
メ
リ
カ
先
住
民
と
の
出
会
い
に
際
し
、
西
洋
人
は
先
住
民

の
共
同
体
の
う
ち
に
、
階
級
化
さ
れ
た
政
治
構
造
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
共
同
体
に
は
、
首
長
が
存
在
す
る
と
は

い
え
支
配
的
な
権
威
は
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
か
っ
た
の
だ
。
皆
誰
に
従
う

こ
と
も
な
く
、
富
を
蓄
積
す
る
こ
と
も
な
く
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
恒
常
的
に
戦
争
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
未

開
の
社
会
の
姿
を
見
て
、
自
然
状
態
に
あ
る
人
間
は
、「
万
人
の
万
人
に

対
す
る
戦
争
状
態
」
に
あ
る
と
い
う
有
名
な
定
式
化
を
行
い
、
人
間
が
い

か
に
し
て
こ
の
自
然
状
態
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
考
察
す
る
こ
と

を
目
標
と
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
、
そ
の
手
段
は
国
家
以
外
な
か
っ

た
の
で
あ
る
3
。

２　

国
家
に
抗
す
る
社
会

　

現
代
民
族
学
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？　
「
未
開
」
社
会
に
お
け

る
恒
常
的
な
戦
争
の
存
在
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
民
族
学
は
、

こ
の
戦
争
の
存
在
に
つ
い
て
極
め
て
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の

沈
黙
を
最
初
に
破
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ

ス
ト
ル
で
あ
っ
た
4
。
ク
ラ
ス
ト
ル
は
未
開
社
会
に
お
け
る
戦
争
一
般
に

つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
政
治
的
意
義
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
ク
ラ
ス

ト
ル
に
よ
れ
ば
、
先
住
民
族
間
に
お
け
る
戦
争
の
遍
在
は
、
こ
れ
ら
の
社

会
の
発
展
の
遅
れ
を
示
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
の
段
階
へ
の
移
行

を
妨
げ
よ
う
と
い
う
社
会
の
意
志
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
「
国
家
に
抗
す
る
社
会
」
と
呼
び
う
る
も
の
な
の
だ 

5
。
彼
の
著
作
の

う
ち
で
も
っ
と
も
有
名
な
『
国
家
に
抗
す
る
社
会
』
で
、
ク
ラ
ス
ト
ル
は
、

国
家
の
創
出
を
凡
そ
す
べ
て
の
社
会
の
最
終
段
階
と
と
ら
え
る
進
化
論
的

な
諸
概
念
に
意
義
を
唱
え
る
と
同
時
に
、
自
然
状
態
の
人
間
が
持
つ
純
粋

性
と
い
っ
た
ル
ソ
ー
流
の
概
念
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
本
論
と
の
関
連
に
お
い
て
さ
ら
に
興
味
深
く
、
そ
れ
故
考
察

の
対
象
と
し
て
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
み
た
い
の
は
、『
国
家
に
抗
す
る
社

会
』
で
は
な
く
、
そ
れ
に
連
な
る
別
の
著
作
『
暴
力
の
考
古
学
』
で
あ
る
。

一
九
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
書
物
は
、
当
時
あ
ま
り
研
究
の
進
ん
で

い
な
か
っ
た
未
開
社
会
に
お
け
る
戦
争
と
そ
の
暴
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ

い
て
、
き
わ
め
て
独
創
的
な
考
察
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル
の
行
っ
た
分
析
で
決
定
的
な
点
は
、
す
べ
て

の
社
会
に
は
、
本
質
的
に
内
在
す
る
強
制
的
な
権
力
が
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
権
力
か
ら
自
分
た
ち
の
自
立
性
を
な
ん
と
し
て
で
も
保
と
う
と
す

る
未
開
社
会
の
人
々
の
意
思
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
明
る
み
に
出
し

た
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
ト
ル
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
の
社
会
は
み
な
、
分

割
不
能
で
、
遠
心
性
と
い
う
同
一
の
原
理
に
従
い
、
恒
常
的
な
戦
争
と
い

う
論
理
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
が
誕
生
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る

共
同
体
な
の
だ
。
そ
う
す
る
と
、
未
開
社
会
を
、
専
制
的
あ
る
い
は
独
裁

的
な
権
力
の
出
現
を
拒
む
一
つ
の
構
造
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
こ
れ
ら
の
社
会
の
内
部
で
は
、
族
長
で
さ
え
も
特
権
を

所
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
権
力
は
最
低
限
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
族
長

に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
グ
ル
ー
プ
内
部
に
お
け
る
抗
争
の
調
停
者
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
な
の
だ
。
ア
ン
デ
ス
山
脈
中
の
巨
大
な
文
明
と
、
ア
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マ
ゾ
ン
河
流
域
に
分
散
し
た
部
族
と
を
比
較
す
れ
ば
、
族
長
を
持
っ
た
小

さ
な
領
域
内
部
に
お
い
て
は
、
族
長
の
威
信
が
権
力
へ
と
変
貌
す
る
こ
と

を
妨
げ
る
意
志
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
未
開
社
会
は
、
無
政
府
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
国
家
権
力

の
創
出
を
阻
む
た
め
の
機
構
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、国
家
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
社
会
の
発
展
が
遅
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
ま
っ
た

く
の
見
当
違
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
社
会
に
国
家
が
不
在
で
あ
る
の
は
、

社
会
が
国
家
を
望
ま
な
い
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
社
会
は
、
国
家
の
出

現
に
抗
す
る
た
め
に
、
戦
争
状
態
を
も
と
に
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
場
所
で
戦
争
が
起
こ
れ
ば
、
政
治
的
統
合
は
は
ね
つ
け
ら
れ
る

し
、
権
力
を
委
譲
す
る
の
を
拒
否
す
る
の
に
戦
争
ほ
ど
直
接
的
で
有
効
な

手
段
は
他
に
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
権
力
の
委
譲
こ
そ
、
そ
の
必
然

の
帰
結
と
し
て
、
独
立
し
て
存
在
す
る
多
様
な
社
会
の
消
滅
を
招
き
か
ね

な
い
危
険
そ
の
も
の
な
の
だ
。
そ
の
た
め
未
開
社
会
は
、
物
質
で
あ
れ
、

食
料
で
あ
れ
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
過
剰
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済

的
分
化
を
無
効
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
狩
猟
採
集
に
も
と
づ
く
集
団
で

は
、
狩
に
よ
る
成
果
を
狩
人
自
ら
が
食
べ
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、
そ
の
獲

物
は
、
集
団
の
他
の
成
員
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
首

長
は
存
在
す
る
が
、
彼
に
全
権
力
を
与
え
る
こ
と
は
拒
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
こ
の
社
会
が
政
治
的
分
化
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
未
開
社
会
は
経
済
的
・
政
治
的
な
区
分
と
従
属
と

を
二
重
に
拒
否
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
未
開
社
会
は
国
家
の
出
現
に
抵
抗

す
る
の
で
あ
る
。
国
家
が
出
現
す
る
と
、
分
割
不
能
な
社
会
の
あ
り
方
が

転
換
し
、
権
力
を
行
使
す
る
も
の
と
権
力
に
従
う
し
か
な
い
も
の
の
分
化

と
い
う
、
従
属
関
係
を
伴
っ
た
布
置
が
現
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
未
開
社
会

と
は
、
国
家
を
持
た
な
い
社
会
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
国
家

に
抗
す
る
社
会
」
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ク
ラ
ス
ト
ル
の
著
作
の
重
要
性
は
こ
の
紹
介
で
も
明
ら
か
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
引
き
続
き
、
彼
の
思
考
を
辿
り
な
が
ら
、
よ
り

詳
細
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

か
つ
て
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
訪
れ
た
初
期
の
西
洋
人
た
ち
は
、
繰
り
返
し

行
わ
れ
る
部
族
間
の
戦
争
を
目
撃
し
て
驚
愕
し
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ

先
住
諸
民
族
の
社
会
を
研
究
す
る
現
代
の
民
族
学
者
は
と
い
え
ば
、
こ
の

よ
う
な
戦
争
の
今
日
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
現
代
の
社
会
・
経
済
域
と
の
接
触
を
持
た
な
い

自
律
的
な
未
開
社
会
と
い
う
も
の
が
も
は
や
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
原
始
の
戦
争
の
も
つ
伝
統
的
な
諸
力
を
観
察
す
る
こ
と
は
、

例
外
的
な
機
会
を
除
い
て
は
、
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
だ
（
こ

の
主
題
に
つ
い
て
は
、フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
に
よ
る
ペ
ル
ー
の
ア
シ
ュ

ア
ー
族
に
つ
い
て
の
研
究
を
参
照
6
）。
さ
ら
に
戦
争
の
純
粋
な
政
治
的

意
義
を
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
、
同
様
に
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
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い
え
、
現
代
民
族
学
に
お
け
る
最
近
の
諸
成
果
を
些
細
に
考
察
す
る
な
ら

ば
、
先
住
諸
民
族
が
暴
力
に
対
し
て
抱
く
強
烈
な
恐
怖
が
事
実
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
住
諸
民
族
に
と
っ
て
、
暴
力
と
は
受
け

入
れ
が
た
い
も
の
、
許
容
不
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
彼
ら
は
、
暴
力

に
い
わ
ば
轡
を
は
め
、
制
御
し
、
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
目
的
で
暴
力
の
儀

礼
化
に
専
念
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
賭
け
ら
れ
た
掛
け
金
は
ま
さ
に
莫
大
で
あ
り
、
暴
力
の
制
御
こ

そ
が
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
暴
力
に
直
面
す
る

こ
と
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
容
赦
な
い
死
の
危
険
に
直
面
す
る
こ
と

だ
か
ら
だ
。
共
同
体
の
構
成
員
が
ご
く
僅
か
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

そ
の
う
ち
の
一
人
を
欠
く
こ
と
は
、
即
座
に
共
同
体
そ
の
も
の
が
壊
滅
の

危
険
へ
導
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
暴
力
に
抗
う
あ
る
種
の
暴
力
、
あ
る

い
は
む
し
ろ
、
許
し
え
ぬ
暴
力
を
根
絶
す
る
目
的
で
、
未
開
社
会
が
本
質

的
に
内
包
し
て
い
る
あ
る
種
の
暴
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
住
諸
民
族

の
社
会
に
み
ら
れ
る
暴
力
の
管
理
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
ま
た
、
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル
が
分
析
し
て
み
せ
た
戦

争
に
関
す
る
以
下
の
三
つ
の
主
要
な
民
族
学
的
説
明
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何

を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
7
。

３　

暴
力
の
人
類
学

　

ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル
が
分
析
す
る
、
戦
争
の
民
族
学
的
説
明
の
う

ち
最
初
の
も
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ワ
＝
グ
ー

ラ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
未
開
の
」
暴
力
は
人

間
の
生
物
学
的
本
質
に
根
ざ
す
も
の
と
さ
れ
る
8
。
こ
の
説
は
、
原
始
経

済
と
捕
食
と
を
同
一
視
す
る
、
い
わ
ば
人
間
の
動
物
化
に
基
づ
い
て
お
り
、

そ
の
た
め
、
戦
争
は
狩
猟
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

捕
食
の
対
象
が
動
物
か
ら
同
類
へ
と
移
行
し
、
捕
食
は
人
間
狩
り
へ
と
変

貌
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
ク
ラ
ス
ト
ル
は
、
戦
士
の
属
性
で
あ
る
攻
撃
性
が
狩
猟
者

に
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
狩
猟
者
の
最
も
主
要
な
動

機
で
あ
る
食
欲
が
戦
争
の
原
動
力
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、

ル
ロ
ワ
＝
グ
ー
ラ
ン
の
説
を
無
効
化
す
る
。
社
会
的
現
象
を
自
然
状
態
へ

と
、
組
織
化
さ
れ
た
体
制
を
生
物
学
へ
と
折
り
重
ね
る
こ
と
で
は
、
伝
統

社
会
に
お
け
る
暴
力
に
つ
い
て
の
満
足
な
解
答
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

戦
争
に
関
す
る
二
つ
目
の
説
明
は
、
経
済
的
次
元
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
説
で
は
、
ア
マ
ゾ
ン
川
の
密
林
、
シ
ベ
リ
ア
の
ス
テ
ッ
プ
、
乾

燥
し
た
砂
漠
地
と
い
っ
た
と
り
わ
け
苛
酷
な
環
境
に
お
け
る
生
活
の
困
難

さ
か
ら
鑑
み
て
、
先
住
諸
民
族
社
会
は
、
そ
の
基
盤
を
生
存
維
持
経
済
に

お
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
不
毛
な
環
境
を
制
御
す
る
こ

と
は
ど
だ
い
不
可
能
な
た
め
、
先
住
諸
民
族
が
手
に
で
き
る
の
は
最
低
限
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の
生
活
の
糧
に
限
ら
れ
、
彼
ら
は
必
然
的
に
貧
困
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
戦
争
こ
そ
が
、
他
者
を
犠
牲
に
し

て
必
要
不
可
欠
な
資
源
を
獲
得
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
説
明
の
視
野
の
狭
さ
は
す
ぐ
さ
ま
指
摘
さ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
未
開
社
会
に
お
け
る
必
需
品
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
社
会
が
必

要
と
す
る
も
の
の
獲
得
は
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。
動
物
と
肥
沃
な
土
地
を

ふ
ん
だ
ん
に
抱
え
た
ア
マ
ゾ
ン
の
密
林
が
そ
の
好
例
を
し
め
し
て
い
る
と

お
り
、
こ
れ
ら
の
社
会
は
、
最
小
の
努
力
で
必
需
品
を
入
手
で
き
る
。
そ

の
た
め
、
こ
れ
ら
の
社
会
は
む
し
ろ
豊
か
な
社
会
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら

れ
る
の
だ
。

　

戦
争
に
関
す
る
第
三
の
説
は
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
っ

て
提
唱
さ
れ
た
9
。
こ
の
説
は
む
し
ろ
政
治
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
未
開
社
会
に
お
け
る
戦
争
は
、
共
同
体
間
に
お
け
る
交
換

の
失
敗
の
結
果
起
こ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
財
を
交
換
す
る
能
力
に
よ
っ
て
社
会
が
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
戦

争
と
は
実
際
偶
発
的
な
事
件
に
す
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
取
引

が
つ
ね
に
成
功
し
て
い
る
た
め
戦
争
が
決
し
て
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
先
住

民
族
の
社
会
を
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
挙
げ
て
き
た
成
果
に
よ
っ
て
、
戦

争
が
社
会
秩
序
の
う
ち
で
副
次
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
こ

と
も
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
戦
争
は
少
な
く
と

も
交
換
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
も
の
と
い
え
る
の
だ
。
戦
争
は
、
取
引
の

失
敗
を
直
接
的
な
結
果
と
し
て
起
こ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
出
発
す
べ
き
原
則
は
次
の
二
つ
と
な
る
。
ま

ず
、
諸
先
住
民
の
社
会
が
豊
か
な
領
域
で
発
展
す
る
と
い
う
原
則
、
さ
ら

に
グ
ル
ー
プ
が
生
活
に
必
要
な
も
の
す
べ
て
を
自
給
し
、
交
換
を
最
小
限

に
抑
え
る
こ
と
で
成
立
す
る
、
あ
る
種
の
自
給
自
足
の
生
活
こ
そ
が
伝
統

的
社
会
の
理
想
で
あ
る
と
い
う
原
則
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
の
原
則
か

ら
出
発
す
る
と
、
先
住
諸
民
族
の
抱
く
政
治
的
独
立
の
理
念
の
よ
う
な
も

の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
故
に
、
戦
争
に
よ
る
衝
突
は
、
領
土

が
侵
犯
さ
れ
た
と
き
と
、
領
土
を
守
り
自
立
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
場
合

に
の
み
存
在
す
る
と
結
論
し
た
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
逆
に
、
戦
争
は
、
防

御
的
と
い
う
よ
り
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
攻
撃
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
が

ほ
と
ん
ど
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル
は
、
未
開
社
会
を
階
級
制
の
存
在
し

な
い
社
会
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。
階
級
制
の
不

在
は
、
未
開
社
会
が
機
能
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
条
件
な
の
だ
。
こ
れ

ら
の
社
会
的
集
団
は
他
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
分
た
ち
自

身
を
考
え
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は 

他
者
と
の
武
力
衝
突
と

硬
く
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
内
部
分
裂
の
危
険
を
軽
減
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
社
会
に
と
っ
て
の
許
し
え
ぬ
暴
力
と
は
、
自

立
の
喪
失
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
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れ
と
同
時
に
、
彼
ら
が
決
定
的
な
戦
争
を
決
し
て
行
わ
な
い
こ
と
の
意
図

も
ま
た
明
ら
か
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
決
定
的
な
戦
争
が
行
わ
れ
て
し
ま

え
ば
、
彼
ら
の
世
界
は
勝
者
と
敗
者
に
二
分
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
は
た
だ
ち
に
、
一
方
の
他
方
に
対
す
る
従
属
と
、
グ
ル
ー
プ
の
等
質

性
の
消
失
と
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
で
あ
る
。

　

完
全
な
敗
北
を
喫
す
る
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
他
の
部
族
と
同

盟
関
係
を
築
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
同
盟
に
よ
り
、
部
族
間
同
士
の
交

換
は
強
化
さ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
は
ま
た
、
交
換
の
意
味
に
つ
い
て
新
た
な

視
点
を
も
た
ら
す
考
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
盟
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ

交
換
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
未
開
社

会
は
な
に
よ
り
も
自
立
を
目
指
す
。
特
定
の
同
盟
間
に
お
け
る
交
換
に
同

意
す
る
の
も
ま
た
、
社
会
の
自
立
を
保
つ
た
め
な
の
だ
。

　

ク
ラ
ス
ト
ル
の
考
察
に
よ
り
、
先
住
民
族
社
会
が
、
従
属
と
、
そ
こ
か

ら
派
生
す
る
社
会
の
分
割
を
拒
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
国
家

的
な
権
力
の
出
現
に
対
し
、
体
系
的
な
抵
抗
が
存
在
す
る
の
も
そ
の
た
め

だ
。
な
ぜ
な
ら
国
家
の
出
現
は
、
社
会
を
、
権
力
を
行
使
す
る
も
の
と
権

力
を
忍
従
す
る
ほ
か
な
い
も
の
へ
と
二
分
す
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
と
は
、

社
会
体
を
分
解
し
、
断
片
化
し
、
未
開
社
会
が
本
来
有
す
る
単
一
性
を
分

割
す
る
新
た
な
政
治
的
体
系
な
の
で
あ
る
。
先
住
民
族
の
社
会
は
発
展
が

遅
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
む
し
ろ
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界

と
は
異
な
る
政
治
的
選
択
を
主
張
す
る
意
志
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

　

戦
争
が
自
立
を
守
る
た
め
に
必
要
な
暴
力
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

伝
統
的
社
会
に
は
、
構
成
メ
ン
バ
ー
を
社
会
の
内
部
に
組
み
込
み
、
社
会

を
保
護
す
る
目
的
を
持
っ
た
別
種
の
暴
力
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
若
者

が
成
人
社
会
へ
と
参
入
す
る
た
め
の
「
儀
礼
的
暴
力
」
と
呼
び
う
る
も
の

で
あ
る
。「
儀
礼
的
暴
力
」
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
中

心
に
し
て
社
会
全
体
が
分
節
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
儀
礼
的

暴
力
」
は
し
ば
し
ば
拷
問
の
様
相
を
帯
び
る
。
拷
問
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ

の
社
会
で
は
、
法
の
保
護
す
る
身
体
の
尊
重
の
名
に
お
い
て
禁
じ
ら
れ
て

い
る
が
、「
儀
礼
的
暴
力
」
に
は
こ
れ
と
は
別
様
の
考
え
が
結
び
つ
い
て

い
る
。
通
過
儀
礼
に
お
い
て
は
、
肉
体
に
消
え
な
い
痕
跡
を
つ
け
る
必
要

か
ら
、
身
体
へ
の
印
付
け
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
て
刻
ま
れ
た
痕
跡
に

よ
っ
て
、
あ
る
種
の
知
の
獲
得
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
つ
ま
り
、

通
過
儀
礼
と
は
、
グ
ル
ー
プ
へ
の
帰
属
を
身
体
に
刻
む
も
の
な
の
だ
。

　

例
え
ば
ア
イ
ヌ
文
化
の
伝
統
で
は
、
女
性
の
口
の
ま
わ
り
や
手
、
及
び

前
腕
に
刺
青
を
施
す
こ
と
が
慣
習
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
文
化
的
行
為
は
、

そ
の
理
由
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
北
ア
フ
リ
カ
の
ベ
ル
ベ
ル
の

あ
い
だ
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
若
い
女
性
に
初
め
て
刺
青
が
施
さ

れ
る
年
齢
は
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、
六

歳
か
ら
七
歳
頃
よ
り
、
刺
青
の
輪
郭
が
描
か
れ
は
じ
め
る
。
そ
の
後
刺
青

は
、
様
々
な
儀
式
を
通
じ
て
、
数
年
を
か
け
て
刻
ま
れ
て
い
く
。
一
般
的

に
唇
の
刺
青
は
、
結
婚
の
前
に
完
成
す
る
。
刺
青
は
、
そ
の
女
性
が
成
人
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し
た
こ
と
と
、
妻
に
な
る
準
備
が
で
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
刺

青
に
よ
っ
て
、
女
性
は
、
社
会
の
立
派
な
一
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
の
だ
。

な
ぜ
な
ら
女
性
に
施
さ
れ
た
刺
青
は
、
そ
の
女
性
に
勇
気
と
痛
み
に
対
す

る
忍
耐
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
刺
青
が
、
大
変
な
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ

れ
が
忍
耐
力
を
表
す
こ
と
は
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
刺
青
は
、
女
性

の
美
を
決
定
す
る
一
つ
の
要
素
で
あ
り
、
明
ら
か
に
性
的
な
魅
力
を
帯
び

た
記
号
と
し
て
も
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
刺
青
の
施
術
に
際
し
て
は
、

ま
ず
、
年
上
の
女
性
が
、
文
様
の
輪
郭
と
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
、
唇
の

上
部
に
ナ
イ
フ
な
ど
を
用
い
て
細
か
な
切
れ
目
を
入
れ
る
。
次
い
で
、
火

の
上
に
つ
る
さ
れ
た
容
器
に
付
着
し
た
煤
と
、
す
ず
ら
ん
な
ど
の
植
物
か

ら
採
取
し
た
消
毒
薬
が
傷
口
に
塗
ら
れ
る
10
。
刺
青
の
文
様
、
と
り
わ
け

腕
と
手
の
文
様
は
地
方
ご
と
に
異
な
る
が
、
刺
青
を
ほ
ど
こ
す
大
き
な
理

由
の
一
つ
が
、
女
性
を
災
厄
や
病
気
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
点
で

は
共
通
し
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
の
社
会
も
ま
た
、
そ
の
文
化
に
よ
っ
て
、
共

同
体
の
仲
間
を
災
い
か
ら
守
る
術
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

　

ベ
ル
ベ
ル
の
文
化
に
お
い
て
も
、
刺
青
の
持
つ
性
的
魅
力
の
要
素
は
ア

イ
ヌ
の
文
化
と
同
様
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
刺
青
に
は
、
額
の
上
で
両

の
眉
毛
を
接
近
さ
せ
、
眉
毛
を
伸
ば
し
、
ま
な
ざ
し
に
深
み
を
与
え
、
顔

の
欠
陥
を
目
立
た
な
く
さ
せ
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
ま
た
、
モ
ロ
ッ
コ

の
よ
う
な
放
浪
生
活
と
遊
牧
生
活
が
激
し
く
交
錯
す
る
場
で
は
、
刺
青
が

女
性
の
属
す
る
部
族
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ベ

ル
の
刺
青
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
明
白
な
痛
み
の
表
明
で
あ
り
、
何
が

し
か
の
ド
ラ
マ
の
物
質
化
を
身
を
も
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ベ
ル
ベ
ル
の
刺
青
は
、
ア
イ
ヌ
の
刺
青
と

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ベ
ル
の
刺
青
と
は
、
彼
ら
を
征
服
し
、
刺

青
と
い
う
彼
ら
の
文
化
を
虐
待
と
み
な
し
て
禁
止
し
た
ア
ラ
ブ
―
イ
ス
ラ

ム
社
会
に
対
す
る
抵
抗
の
印
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
刺
青
が
、
夫

を
亡
く
し
た
女
性
に
と
っ
て
喪
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち

の
中
に
は
、
亡
き
夫
の
ひ
げ
を
蘇
ら
せ
る
た
め
に
、
あ
ご
か
ら
両
耳
に
か

け
て
刺
青
を
ほ
ど
こ
す
者
が
い
た
。
ま
た
投
獄
さ
れ
た
夫
の
苦
痛
を
表
明

す
る
た
め
に
、
手
首
と
足
首
に
鎖
の
刺
青
を
施
す
者
も
い
た
。
彼
女
た
ち

の
刺
青
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
拳
に
鎖
を
ま
か
れ
た
夫
の
苦

し
み
と
屈
辱
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

ベ
ル
ベ
ル
の
刺
青
と
い
う
「
儀
礼
的
暴
力
」
は
、
有
害
で
破
壊
的
な
他
者

を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

ま
た
通
過
儀
礼
に
際
し
て
「
儀
礼
的
暴
力
」
が
振
る
わ
れ
る
場
合
も
多

く
あ
る
。
ラ
ブ
レ
ッ
ト[

口
唇
具]

の
貫
通
し
た
唇
や
、
グ
ア
ヤ
キ
の
若

い
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
傷
だ
ら
け
の
背
中
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
戦
士
ウ
ン
バ
ヤ

グ
ア
イ
ク
ル
の
貫
か
れ
た
性
器
や
、
マ
ン
ダ
ン
の
若
者
の
身
体
に
穿
た
れ

た
穴
な
ど
の
事
例
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
通
過
儀
礼
と
は
、
極
度
の
苦

痛
を
伴
う
責
苦
に
耐
え
る
こ
と
で
あ
る
。
通
過
儀
礼
と
は
、
個
人
の
勇
気
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に
過
酷
な
試
練
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
試
練
を
通
じ
て
、
社
会
は

そ
の
構
成
員
の
価
値
に
信
頼
を
お
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
だ
。
そ
の
た

め
、
こ
の
試
練
を
受
け
る
者
は
、
苦
痛
に
対
し
て
声
を
あ
げ
て
は
な
ら
ず
、

時
に
は
気
を
失
う
ま
で
痛
み
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

通
過
儀
礼
は
ま
た
、
性
的
な
意
味
合
い
も
多
く
内
包
し
て
い
る
。
あ
る

種
の
儀
式
に
伴
う
苦
痛
に
対
し
、
立
派
に
忍
耐
力
を
示
し
て
見
せ
る
こ
と

で
、
成
年
へ
の
移
行
が
、
つ
ま
り
生
殖
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
。
生

殖
は
、人
口
の
過
剰
が
許
さ
れ
な
い
こ
れ
ら
ご
く
小
さ
な
社
会
で
は
、も
っ

と
も
強
い
者
に
だ
け
与
え
ら
れ
る
特
権
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
、
通
過
儀
礼
の
深
奥
な
目
的
は
、
一
度
痛
み
が
消
え
て

し
ま
え
ば
、
皮
膚
へ
の
瘢
痕
や
刺
青
、
刃
で
切
り
裂
か
れ
た
肉
体
と
い
っ

た
剰
余
物
が
永
久
に
残
存
し
、
そ
れ
が
想
起
を
促
す
と
い
う
点
に
あ
る
。

通
過
儀
礼
を
受
け
た
も
の
と
は
、
永
久
に
消
え
な
い
痕
跡
を
刻
ま
れ
た
も

の
の
こ
と
で
あ
り
、
通
過
儀
礼
と
は
「
若
者
の
身
体
上
に
自
ら
の
痕
跡
を

刻
印
す
る
社
会
」
の
言
い
な
の
で
あ
る
。
傷
跡
は
忘
却
の
妨
げ
と
し
て
永

久
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
印
付
け
の
行
為
に
よ
っ
て
、
身
体
は
、

特
定
の
集
団
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
の
記
憶
と
な
る
の
だ
。
他
な
ら
ぬ
自

身
の
う
ち
に
印
さ
れ
る
こ
と
で
、
身
体
は
記
憶
の
痕
跡
を
留
め
る
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
沈
黙
の
う
ち
に
苦
痛
に
耐
え
る
こ
と
が
肝
要
と
な

る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
通
過
儀
礼
を
受
け
る
も
の
が
、
集
団
や
共
同
体

へ
の
所
属
を
承
諾
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ

れ
わ
れ
が
「
許
し
え
ぬ
暴
力
」
と
呼
ぶ
も
の
を
構
成
す
る
、
犠
牲
者
を
破

壊
す
る
狂
気
を
伴
っ
た
拷
問
と
は
異
な
り
、「
儀
礼
的
暴
力
」
に
お
け
る

責
苦
は
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

結
論

　

わ
れ
わ
れ
は
、
様
々
な
種
類
の
暴
力
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、

そ
れ
ら
の
暴
力
は
ど
れ
も
文
化
的
、
ま
た
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
最
初
に
掲
げ
た
疑
問
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。

そ
の
疑
問
と
は
、
様
々
な
内
容
と
場
所
を
対
象
と
し
、
す
べ
て
の
社
会
に

共
通
で
あ
る
よ
う
な
普
遍
的
暴
力
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
未
開
民
族
は
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
一
つ
の
回
答
を
提
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
過
儀
礼
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
集
団
へ
の
所

属
の
意
志
と
、
自
立
し
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
へ
の
激
し
い
決
意
と
は
、
今

日
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
も
共
通
す
る
基
盤
を
提
示
し
て
い
る
。
彼
ら
に

と
っ
て
儀
礼
化
さ
れ
た
暴
力
と
戦
争
と
は
、
集
団
の
消
滅
に
抗
っ
て
戦
う

た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
お
い
て
、
許
し
え
ぬ
暴
力
と

は
、
共
同
体
の
生
の
生
物
学
的
な
消
滅
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
の
だ
。

　

も
し
仮
に
、
普
遍
的
な
許
容
不
能
性
と
い
う
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
身
体
的
破
壊
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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啓
蒙
の
時
代
よ
り
、
人
間
性
に
つ
い
て
の
概
念
は
極
度
の
変
化
を
経
験
し

て
お
り
、
今
日
で
は
こ
の
概
念
は
二
重
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
種
の
問
題
と
し
て
、
そ
し
て
同
様
に
心
情
の
問
題
と
し
て
。
そ
れ

故
、
許
し
え
ぬ
暴
力
と
は
各
個
人
が
そ
の
所
有
者
で
あ
る
人
間
性
の
破
壊

を
目
指
す
す
べ
て
の
暴
力
を
包
含
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
と
は
、
個
人
的

次
元
と
と
も
に
、
法
人
を
も
含
ん
だ
二
重
の
象
徴
体
系
の
中
心
で
あ
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
体
的
生
は
も
は
や
政
治
的
生
と
分

か
ち
が
た
く
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

　
〈
９
．
１
１
〉
の
事
件
以
降
、
暴
力
的
な
秩
序
が
世
界
的
に
拡
散
し
、

わ
れ
わ
れ
は
、
人
類
共
通
と
み
な
し
て
い
る
諸
価
値
が
激
し
い
議
論
の
対

象
と
な
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
差
異
を
巡
る
難
題
に
直

面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
フ
ァ
サ
ン
と
パ
ト
リ
ス
・
ブ
ゥ

ル
ド
ゥ
レ
の
表
現
に
倣
え
ば
、
今
日
で
は
、「
自
分
た
ち
の
許
し
え
ぬ
も

の
に
対
す
る
不
寛
容
」
が
、
複
数
の
集
団
あ
る
い
は
民
族
全
体
に
よ
っ
て
、

も
っ
と
も
耐
え
難
い
身
体
へ
の
暴
力
を
伴
い
表
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
本

論
を
締
め
く
く
る
に
当
た
り
、
暴
力
と
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
に
つ
い
て
の

人
類
学
の
構
築
は
、
暴
力
と
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
を
ど
の
時
代
に
も
共
通

な
倫
理
的
価
値
と
し
て
で
は
な
く
、
個
々
の
社
会
が
そ
の
意
味
を
自
ら
決

定
す
る
政
治
的
作
業
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
再
び
強
調
し

て
お
こ
う
。

注
１ D

idier  Fassin &
 Patrice B

ourdelais, « L
es frontières de 

l'espace m
oral » in Les constructions de l'intolérable, Etudes 

d'anthropologie et d'histoire sur les frontières de l'espace m
oral, 

R
echerches, La D

écouverte, Paris, 2005

２ M
ichel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris, 

G
allim

ard, 1975.  [

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生

―
監
視

と
処
罰
』、
田
村
俶
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
七
、九
～
十
一
頁
。
こ
こ
に
、

ル
イ
十
五
世
暗
殺
未
遂
で
捕
ら
え
ら
れ
た
ロ
ベ
ー
ル
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ダ
ミ
ア
ン
の
処
刑
の
模
様
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。] 

３ Thom
as H

obbes, Léviathan, G
allim

ard, Folio Essais, 2000.  [

ト

マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』、
水
田
洋
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
九
二]

４ 

ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル(

一
九
三
四 - 

一
九
七
七)

は
フ
ラ
ン
ス
の

民
族
・
人
類
学
者
。 

政
治
人
類
学
に
お
け
る
質
の
高
い
研
究
、
反
権

威
的
な
政
治
参
加
に
よ
っ
て
有
名
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
メ
ト
ロ
ー
や
ク

ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
と
い
っ
た
人
類
学
者
の
影
響
を
う

け
、
南
ア
メ
リ
カ
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
パ
ラ
グ
ア
イ
の

グ
ア
ヤ
キ
に
関
す
る
見
事
な
研
究
を
行
う
。
一
九
七
五
年
に
は
、
高
等

研
究
実
習
院
（l'Ecole Pratique des H

autes Etudes

）
の
第
五
部
門
の

長
を
務
め
る
が
、
そ
の
二
年
後
の
一
九
七
七
年
、
交
通
事
故
に
よ
り
夭
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折
す
る
。

５ Pierre C
lastres, La société contre l'état, Paris, Les éditions de 

M
inuit, 1974.  [

ピ
エ
ー
ル･

ク
ラ
ス
ト
ル
『
国
家
に
抗
す
る
社
会:

政
治
人
類
学
研
究
』
渡
辺
公
三
訳
、
書
肆
風
の
薔
薇
、
一
九
八
七
、
第

十
一
章
「
国
家
に
抗
す
る
社
会
」
参
照
。]

６ 

フ
ィ
リ
ッ
プ･

デ
ス
コ
ラ( Philippe D

escola)

は
、
一
九
四
九
年
、

パ
リ
に
生
ま
れ
る
。
サ
ン･
ク
ル
ー
高
等
師
範
学
校
で
哲
学
を
学
ぶ

が
、
人
類
学
者
モ
ー
リ
ス
・
ゴ
ド
リ
エ
と
の
出
会
い
に
触
発
さ
れ
て
人

類
学
へ
身
を
転
じ
る
。
デ
ス
コ
ラ
は
ま
ず
、
古
代
の
機
構
に
お
い
て
、

経
済
と
社
会
と
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
に
関
心
を
も

つ
が
、
や
が
て
、
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
る
論
文
指

導
の
も
と
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
対
象
と
し
た
人
類
学
研
究
を
行
う
こ
と

と
な
る
。
そ
の
結
果
、
三
年
に
わ
た
っ
て
ア
シ
ュ
ア
ー
の
も
と
に
滞
在

し
、
か
つ
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い

て
『
黄
昏
の
槍
』
と
い
う
重
要
な
書
物
を
出
版
す
る
。
エ
ク
ア
ド
ル
と

ペ
ル
ー
の
国
境
付
近
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
暮
す
ア
シ
ュ
ア
ー
は
、
首
狩
り

族
と
い
う
恐
ろ
し
い
評
判
も
手
伝
っ
て
、
長
ら
く
西
洋
文
明
と
の
接
触

か
ら
守
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
書
物
は
、
彼
ら
の
社
会
で
は
戦
争
が
き
わ

め
て
特
異
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
自
主
独
立
の
た

め
の
条
件
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
戦
争
は
共
同

体
の
結
束
を
強
め
、
も
っ
と
も
勇
敢
な
戦
士
に
威
光
を
与
え
、
そ
し
て

な
に
よ
り
、
魂
の
儀
礼
的
更
新
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
の
最
新
の
著
作
『
自
然
と
文
化
を
超
え
て
』

は
革
新
的
な
書
物
で
あ
る
。
彼
は
、
自
然
と
文
化
の
対
立
は
西
洋
に
し

か
存
在
し
な
い
と
い
う
原
則
か
ら
出
発
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
今
日
ま
で

「
自
然
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
き
た
も
の
は
、
ひ
と
つ
の
宇
宙
論
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、そ
れ
は
デ
ス
コ
ラ
に
よ
れ
ば
「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ム
」

と
よ
ば
れ
る
世
界
の
組
み
立
て
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
世

界
中
に
存
在
す
る
諸
先
住
民
族
、
と
り
わ
け
ア
マ
ゾ
ン
流
域
や
シ
ベ
リ

ア
、
北
ア
メ
リ
カ
に
暮
ら
す
先
住
民
族
た
ち
は
、
動
物
や
植
物
、
そ
し

て
あ
る
種
の
無
生
物
が
、
魂
や
感
情
、
言
語
と
い
っ
た
人
間
の
文
化
に

近
い
文
化
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
ら
の
文
化
で
は
、
夢
や

ト
ラ
ン
ス
状
態
を
通
じ
て
、
人
間
の
世
界
と
動
物
や
植
物
の
世
界
と
の

交
感
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
ス
コ
ラ
は
、
こ
の
よ
う
な
世

界
観
に
「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ム
」
の
世
界
観
を
押
し
付
け
る
こ
と
が
、
今

日
で
は
ま
す
ま
す
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
デ
ス
コ
ラ
は
、
野
蛮
と
文
明
と
い
う

対
立
を
も
た
な
い
構
造
的
手
法
を
採
用
し
、
人
間
と
人
間
な
ら
ざ
る
も

の
の
間
に
お
け
る
種
々
の
変
異
と
連
続
性
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
研

究
を
展
開
す
る
。
デ
ス
コ
ラ
は
、存
在
論
を
、あ
る
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
動
物
、
人
間
、
物
、
植
物
等
）
に
対
し
て
「
特
性
を
分
配
す
る
」
シ

ス
テ
ム
と
し
て
定
義
し
、
そ
の
特
性
を
、
人
間
に
生
気
と
意
識
を
与
え
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る
「
ア
ン
テ
リ
オ
リ
テ
」
と
、人
間
と
人
間
以
外
の
存
在
物
に
物
質
的
・

有
機
的
次
元
を
与
え
る
「
フ
ィ
ジ
カ
リ
テ
」
と
に
二
分
す
る
。
そ
の

う
え
で
、
デ
ス
コ
ラ
は
、
諸
民
族
が
自
身
に
つ
い
て
抱
い
て
い
る
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
も
と
に
「
存
在
論
的
方
形
」
な
る
も
の
を
作
成
す
る
。

　
　
「
存
在
論
的
方
形
」
と
は
、
存
在
物
を
同
定
し
、
そ
れ
ら
を
共
通
す

る
特
徴
の
も
と
に
再
編
成
す
る
た
め
、
ア
ニ
ミ
ス
ム
、
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
、

ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ム
、
ア
ナ
ロ
ジ
ス
ム
と
い
う
四
種
類
の
方
法
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ス
ム
は
、
人
間
の[

内
面
的
・
心
的
な]

「
ア

ン
テ
リ
オ
リ
テ
」
を
人
間
以
外
の
存
在
物
に
与
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら

を[

外
面
的
・
身
体
的
な]

「
フ
ィ
ジ
カ
リ
テ
」
に
よ
っ
て
差
異
化
す

る
。
例
え
ば
、
ア
シ
ュ
ア
ー
の
女
性
は
自
身
の
耕
作
す
る
野
菜
の
母
と

な
り
、
男
性
は
自
身
の
獲
物
の
義
兄
弟
と
な
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ

る
。
東
南
ア
ジ
ア
や
北
ア
メ
リ
カ
の
他
の
民
族
に
も
同
様
の
ケ
ー
ス
が

み
ら
れ
る
。
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
は
、
特
性
の
分
配
を
物
語
る
創
生
神
話
を

通
じ
て
、
人
間
と
人
間
以
外
の
存
在
物
に
外
面
的
及
び
内
面
的
連
続
性

を
み
て
と
る
。
同
一
の
ト
ー
テ
ム
に
由
来
す
る
も
の
は
、
同
様
の
身
体

的
特
徴
を
分
か
ち
持
つ
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ム
で
は
、
多
く
の

民
族
に
み
ら
れ
る
動
物
の
飼
い
な
ら
し
な
ど
を
通
じ
て
、
人
間
と
人
間

以
外
の
存
在
物
は
同
じ
物
質
界
に
存
在
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
が
、

そ
の
内
面
的
特
性
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
ス
ム
で
は
、
存

在
物
は
互
い
に
似
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
外
面
的
・
内
面

的
同
一
性
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
世
界
は
特
異
性
の
無
限
集
合
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
み
が
、
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、中
国
や
イ
ン
ド
と
い
っ
た
、

広
大
な
文
化
発
祥
地
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
。

　
　
「
存
在
論
的
方
形
」
と
い
う
こ
の
新
し
い
形
態
の
分
類
法
は
、
自
然

と
文
化
の
分
割
が
、
き
わ
め
て
最
近
の
発
明
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
『
言
葉
と
物
』
を

補
足
、
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。
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