
フ
ラ
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ス
第
三
共
和
政
に
お
け
る
児
童
保
護

の
論
理

1

「
不
幸
な
子
供
」
を
め
ぐ

る
議
論
を
中
心

に
ー

岡
部

造
史

問
題
の
所
在

フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政

(
一
八
七
〇
1

一
九
四
〇
年
)
は
、
大
革
命
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
共
和
主
義
体
制
の
確
立
期
で
あ
る
と
同
時
に
、
社

会
政
策
の
本
格
的
な
展
開
が
み
ら
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
史
の
ひ
と
つ
の
転
換
点
を
な
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ

な
ど
と
同
様
、
フ
ラ
ン
ス
も
こ
の
時
期
に
福
祉
国
家

へ
の
本
格
的
な
歩
み
を
開
始
す
る
の
で
あ
り
、
教
育

・
労
働

・
医
療

・
家
族
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
、
国
家
に
よ
る
介
入
が
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
共
和
政
が
特
に
力
を
注
い
だ
政
策
と
し
て
、
子
供
を
め
ぐ
る
政
策
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
帝
国
主
義
と
い
う
当
時
の
国
際
情
勢

に
お

い
て
、
子
供
は
将
来
の
兵
士
、
労
働
者
、
あ
る
い
は
母
親
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
、
彼
ら
を
健
全
な
国
民
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
は
、

国
政
上
の
至
上
命
題
で
あ

っ
た
。
当
時
の
子
供
を
め
ぐ
る
政
策
と
し
て
は
初
等
教
育
政
策
が
有
名
で
あ
る
が
、
為
政
者
は
子
供
の
保
護
に
も

多
大
な
関
心
を
払

っ
た
の
で
あ
り
、

一
九
〇
〇
年
代
初
め
ま
で
に
児
童
労
働
の
規
制
、
乳
幼
児
の
健
康
保
護
、
虐
待
さ
れ
た
子
供
の
保
護
な

ど
に
関
す
る
法
律
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
そ
れ
ま
で
家
族
の
専
権
事
項
と
さ
れ
て
き
た
子
供
の
養
育
に
国
家
が
介
入
す
る
こ
と

で

一
九
世
紀
初
め
以
来
の
私
生
活
と
国
家
と
の
関
係
に
大
き
な
修
正
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
近
代
社
会
に
お
け
る
統
治
の
問
題
を
考
え

る
際
に
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
為
。
上
記
の
よ
う
な
子
供
の
身
体
面
及
び
精
神
面
の
保
護
を
目
的
と
す
る
諸
施
策
を
、
本

稿
で
は
と
り
あ
え
ず

「児
童
保
護
政
策
」
と
総
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
に
お
け
る
児
童
保
護
の
論
理

(岡
部
)

一
四

一



メ
ト

ロ
ポ

リ
タ
ン
史

学

三
号

二
〇
〇
七
年

一
二
月

一
四
二

フ
ラ
ン
ス
の
児
童
保
護
政
策

の
重
要
性
に
初
め
て
着
目
し
た
の
は
、
ド
ン
ズ
ロ
や
メ
イ
エ
と
い
っ
た

一
九
七
〇
年
代

の
フ
ー
コ
ー
の
権
力

論

の
影
響
を
受
け
た
研
究
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
近
代
に
お
け
る
児
童
保
護
と
は
子
供
の
救
済
そ
の
も
の
を
目
的
と
す

る
も
の
で
は
な
く
、
む

し

ろ
国
家
や
支
配
階
層
に
よ
る
民
衆
家
族
の
管
理
統
制
戦
略
の
一
環
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
統
治
に
お
け
る
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
英
米

叫

圏

で
も
カ
ニ
ッ
プ
や
ヴ

ァ
イ
ス
バ
ッ
ク
と
い
っ
た
研
究
者
が
こ
の
政
策
を
支
配
階
層
に
よ
る
社
会
統
制
の
手
段
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
政
策
の
展
開
ま
で
視
野
に
お
さ
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
単
に
国
家
や
支
配
階
層
に
よ
る
私
生
活
管
理
や
社
会
統
制
の

手
段
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
筆
者
が
別
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
実
際
の
政
策
は
民
衆
層

の
対
応
や
地
方
自
治

㈲

体

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
私
生
活
管
理
と
し
て
の
性
格
を
変
化
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
こ
の
政
策
の
形

成
自
体
、
単
に
私
生
活
管
理
戦
略
の
制
度
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
最
近
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
形
成
の
思
想

史
的
過
程
に
関
す
る
著
作
を
発
表
し
た
田
中
は
、
フ
ー
コ
ー
以
降
の
統
治
権
力
研
究
が

一
九
世
紀
以
降
に
関
し
て
、
単

一
の
論
理
に
基
づ
く

「
統
治
権
力
の

一
方
的
な
拡
散
」
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
と
し
た
上
で
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
権
力
を
支
え
る
論
理
が
多
様
な
も
の
で
あ

っ

た

こ
と
を
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
二
〇
世
紀
の
福
祉
国
家
と
は
社
会
政
策
に
対
す
る
支
配
階
層
間
の
合
意
の
形
成
に
よ
っ
て
成
立
し
た

㈲

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
出
発
点
か
ら
複
数
の
論
理
の
対
立
を
内
包
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
児
童
保
護
に
関
し
て
も
為
政
者
の
議
論
を

一

瞥
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
見
解
の
相
違
や
意
見
対
立
を
容
易
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
児
童
保
護
政
策
の
形
成
と
は
為
政

者

の
私
生
活
管
理
や
社
会
統
制
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
論
理
の
対
立
を
引
き
起
こ
す
も
の

だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
問
題
提
起
で
あ
る
。

第
三
共
和
政
期
の
児
童
保
護
政
策
に
関
す
る
為
政
者
の
議
論
の
分
析
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
着

目
し
た
研
究
は
ほ
と

納

ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
第
三
共
和
政
前
半
期
の
政
治
史
研
究
で
は
初
等
教
育
政
策
や
反
教
権
主
義
政
策
に
関
心
が
集
ま
る

一
方
、
社

捌

会

政
策
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
心
が
持
た
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
社
会
政
策
の
中
で
は
労
働
者
政
策
や
社
会
保
険
制
度

が
主
に
取
り
上
げ
ら

れ
、
子
供
や
家
族
を
め
ぐ
る
政
策
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
そ
の
中
で
ク
セ
ル
マ
ン
の
研
究
は
、
児
童
保
護
を
め
ぐ
る
為
政
者

働

間
の
議
論
の
対
立
を
強
調
し
て
い
る
点
で
、
本
稿
の
視
角
と
最
も
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論

の
内
容
や
対
立
の
結
果



な

ど

に

つ
い

て
は

十

分

に

明

ら
か

に
さ

れ

て

い
な

い
。
為

政

者

、

特

に

共

和

派

は

児
童

保

護

の
ど

の
よ
う

な
点

を

め
ぐ

っ
て
対

立

し
、

そ

れ

は

政

策

に

ど

の
よ

う

な

性

格

を
付

与

す

る

こ
と

に

な

っ
た

の
か
。
本

稿

は

こ
う

し

た
点

を

念

頭

に

お

い
て
児

童

保

護

政
策

の
論

理

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と
を

目

的

と

す

る
。
こ

の
作

業

は

、
当

時

の
共

和

政

に

よ

る

私
生

活

管

理

の

一
つ
の
特

質

を
浮

か
び

上

が

ら

せ

る

こ
と

に
も

な

ろ

・つ
。と

こ

ろ

で
、
第

三
共

和

政

期

の
児
童

保

護

政

策

の
う

ち

、

一
八

八

〇
年

代

の
共

和

政

確

立

以
降

に
為

政

者

が

取

り
組

ん
だ

の
が

、
捨

て
子

や

親

か

ら
放

置

さ

れ
た

子

供

、

ま

た

は
虐

待

を

受

け

た

子

供

の
保

護

で
あ

っ
た
。
当

時

「
不
幸

な

子
供

①
⇒
紗
⇒
8

ヨ
巴
げ
Φ
霞

Φ
易

ρ

Φ
ロ
貯
葺
ω

ヨ
巴
け
①
ξ

Φ
口
×
」
と
総

称

さ

れ

た

こ

れ

ら

の
子

供

の
保

護

を

め

ぐ

る
議

論

は
、

一
八

八

九
年

七
月

の

「
虐

待

さ

れ

た
、

あ

る

い
は
精

神

面

に

お

い
て
捨

て
ら

れ

た

子
供

の
保

護

に

関

す

る
法

律

い
o
冴

霞

一〇
冒

0
8
0
け
δ
口
α
Φ
ω
Φ
p
賦
耳
ω
ヨ
聾

邑

融
ω
o
ロ
日
自

⇔
δ
日
Φ
耳

筈

き

α
o
暮

σ
の
」
(
以

下

「児

童

保

護

法

」
と
表

記

)
、

一
八

九

八
年

四
月

の

「
子
供

に
対

す

る

暴
力

、
乱

暴

行

為

、

虐
待

行

為

、

加

害

行

為

の
処

罰

に
関

す

る

法

律

い
9

ω
霞

ド

N
9

お

ω
匹
8

α
Φ
ω
≦
9
Φ
昌
o
①
ρ

<
o
δ
ω
O
Φ
h臥
什
噛
p
o
冨
ω
O
Φ
自

轟

ロ
審

簿

讐
叶
Φ
耳

讐
ω
o
o
日
巨

ω
魯

く
霞

ω
5
ω
Φ
昌
鼠
耳

ω
」
(
以

下

「
児

童

虐

待

処
罰

法

」
と
表

記

)
、
一
九

〇

四

年

六

月

の

「児

童

扶

助

業

務

に

関
す

る
法

律

い
o
房

霞

一Φ
ω
霞
≦
8

0
Φ
ω
魯

富
昌
房

①
ω
ω
一ω
融
ω
」
(以

下

「
児

働

童
扶
助
業
務
法
」
と
表
記
)
と
い
っ
た
諸
法
律
に
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
児
童
虐
待
に
対
す
る
親
権
剥
奪
亀
曾
げ
σ碧
8

傷
Φ
一p
U
巳
ωωき
8

0
讐
Φ苫
色
Φ
の
制
度
化
、
ま
た
公
的
児
童
扶
助
制
度
の
体
系
化
な
ど
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
児
童
保
護
改
革
の
い
わ
ば
到

α3

達
点
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
。
以
上
の
点
か
ら
、
本
稿
は
児
童
保
護
政
策
の
中
で
も
こ
の

「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
を
め
ぐ
る
議
論
を
具
体

的
な
検
討
対
象
と
す
る
。

以
下
、
第

一
章
で
は
ま
ず
、

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
児
童
保
護
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
続
く
第
二
章

で
は
、
第
三
共
和
政

期

の

「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
政
治
家
の
児
童
保
護
構
想
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
章
で
は
そ
の
構
想
の
制
度

化
を
め
ぐ

っ
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
主
な
史
料
は
、
『
フ
ラ
ン
ス
土
ハ和
国
官
報

冒

q竃
既

§

自
廻

箒

愈
肉
魯
q
§

器

貯

旨
趣
傍
Φ』
に
掲
載
さ
れ
た
、
ま
た
は
別
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
議
会
史
料

(法
案
、
議
会
報
告
、
議

会

議
事
録
)
で
あ
る
。

フ
ラ

ン
ス
第
三
共
和
政

に
お
け
る
児
童
保
護

の
論

理

(岡
部
)

一
四
三



メ
ト

ロ
ポ
リ
タ

ン
史
学

三
号

二
〇
〇
七
年

一
二
月

一
四

四

第

一
章

一
九
世
紀
に
お
け
る
児
童
保
護
の
状
況

一
九

世

紀

の

フ
ラ

ン

ス

で
は

、
「
社

会

問

題

」

の
発

生

に

伴

っ
て

さ

ま
ざ

ま

な

形

で

の
児

童

問

題

が
存

在

し

た

。
こ

れ

ら

の
う

ち

、

公

権

力

が

最

初

に
本

格

的

な

対

策

を

打

ち

出

し

た

の

は
捨

て

子

の
問

題

で
あ

り

、

一
八

二

年

一
月

の

「
捨

て

子

と

貧

困

孤

児

に

関

す

る

政

令

U
ひ
自
簿

o
o
昌
o
①
旨

簿
耳

一Φ
ω
Φ
⇒
貯
昌
誘

畦
o
信
く
ひ
ω
o
ロ
⇔
げ
⇔
p
α
o
口
冨

ρ
Φ
二

Φ
ω
o
唇

げ
Φ
ぎ

ω
B

自
く
お
ω
」
に

よ

っ
て
、

彼

ら

に
対
す

る
全

国

的

な

公

麟

的
扶
助
シ
ス
テ
ム
が
設
置
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
当
時
の
児
童
問
題
全
体
に
対
処
す
る
に
は
ほ
ど
遠

い
も
の
で
あ

っ
た
。
保
護
の
対
象
吃
な

っ
た
の
は
捨
て
子

価

と

貧

し

い
孤
児

の
み

で
あ
り

、
そ

れ

も

一
八

二
一二
年

の
通

達

に

よ

っ
て

一
二
歳

以
上

の
子

供

は
含

ま

れ
な

い
と

さ

れ
た

。
そ

の
後

、

一
八

四

一

年

三

月

の

児

童

労

働

法

(
「
製

作

所

、

工

場

も

し

く

は

作

業

場

に

お

い
て

雇

用

さ

れ

る

子

供

の
労

働

に

関

す

る

法

律

い
9

困
Φ
巨

ぞ
Φ

窪

畦
鋤
く
巴

α
Φ
ω
Φ
段
⇔
三
ω
Φ
日
O
一〇
話

ω
像
①
⇒
ω
一Φ
ω
ヨ
き

ロ
け
。
ε

同
Φ
ω
・
口
ω首
Φ
ω
8

讐
Φ
臣

お
」
)
に
よ

っ
て
子

供

の
労

働
条

件

の
緩

和

策

は
実

現

し

た

が
、
「
不

幸

な

子
供

」
、
特

に
親

が

い
な

が

ら
放

置

や
虐

待

な

ど

に

よ

っ
て
適

切

な

養

育

が
受

け

ら

れ
な

い
子

供

に

関

し

て
は

、

世
紀

後

半

ま

で
何

の
法

的

措

置
も

講

じ
ら

れ

な

か

っ
た
。

ーoも

こ
う
し
た
公
的
政
策
の
欠
如
を
あ
る
程
度
補
完
し
て
い
た
の
が
、
公
立
ま
た
は
民
間
の
施
設
に
よ
る
慈
善
事
業

で
あ

っ
た
。
一
八
八

一

年
の
議
会
調
査
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
孤
児
院
な
ど

の
児
童
保
護
施
設
は

一
九
世
紀
を
通
じ
て
基
本
的

に
増
加
傾
向
に
あ
り
、

一
八
八
〇
年
代
に
は

一
千
以
上
に
の
ぼ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
大
半
は
民
間
施
設
で
あ
り
、
中
で
も
修
道
会
系

の
施
設
が
圧
倒
的
に
多

か

っ
た
。
こ
う
し
た
施
設
は
基
本
的
に
公
的
扶
助
が
引
き
受
け
な
い
子
供
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
数
は

一
八
八
〇
年
代
に
は
約

六
万
人
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
慈
善
事
業
に
よ
る
公
的
扶
助

の
補
完
も
、
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
児
童
保
護
施
設
は
子
供
の
受
け

入
れ
に
際
し
て
い
く
つ
も
の
条
件
を
課
し
て
お
り
、
ま
た
男
子
児
童
を
受
け
入
れ
る
施
設
が
少
な
い
な
ど
、
公
的
扶
助
か
ら
排
除
さ
れ
た
子



供
を
広
範
に
引
き
受
け
る
状
態
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
家
庭
に
お
い
て
居
場
所
の
な
い
子
供
の
多
く
は
、
最
終
的
に
矯
正
施
設
や
監

獄

に
し
か
居
場
所
を
見
出
せ
な
い
状
態
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

一
九
世
紀
後
半
に
い
た
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス
の
児
童
保
護
は
公
的
扶
助
の
レ
ヴ

ェ
ル
に
お
い
て
も
慈
善

の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い

て
も
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
第
二
帝
政
後
半
の
一
八
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
「社
会
問
題
」
へ
の
関
心
の

高
ま
り
、
人
口
問
題

(人
ロ
増
加
率
の
低
下
)
の
顕
在
化
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
児
童
保
護
強
化
の
動
き
が
に
わ
か
に
活
発
化
す
る
こ
と
に

な

っ
た
。
最
初
に
問
題
と
な

っ
た
の
は

一
八
四

一
年
児
童
労
働
法
の
改
正
及
び
乳
幼
児
の
保
護
で
あ
り
、
第
三
共
和
政
成
立
後
の

一
八
七
四

働

年

に
は
早
く
も
こ
れ
ら
に
関
す
る
三
つ
の
法
律
が
相
次

い
で
成
立
し
た
。
「不
幸
な
子
供
」
の
問
題
も
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
穏
健
共
和

政

が
確
立
し
た

一
八
八
〇
年
代
か
ら
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
の
が
、
当
時
穏
健
共
和
派

の
上
院
議
員
で
あ

っ

た
テ
オ
フ
ィ
ル

・
ル
ー
セ
ル

↓
冨
0
9
一一Φ
菊
o
q
ωωΦ一
で
あ
る
。
彼
は
当
時
所
属
し
て
い
た
監
獄
総
協
会

ω
o
。一Φ審

σq
曾
ひ
邑
Φ
◎
Φω
胃
一ωo房
と

偲

い
う
博
愛
団
体
に
お
い
て

一
八
七
〇
年
代
か
ら
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
お
り
、
一
八
八

一
年

一
月
に
同
協
会
所
属
の
議
員
数
人
と
共
に
、
「捨

α9

て
ら
れ
、
放
置
さ
れ
、
あ
る
い
は
虐
待
さ
れ
た
子
供
」
の
保
護
に
関
す
る
議
員
法
案
を
上
院
に
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
は
同
年

一
二
月
に
提

出
さ
れ
た
政
府
法
案
と
と
も
に
検
討
委
員
会
の
討
議
に
付
さ
れ
た
が
、
ル
ー
セ
ル
は
こ
の
委
員
会
に
も
席
を
占
め
、
翌
年
七
月
に
委
員
会
を

㈹

代
表
し
て
、
二
つ
の
議
会
調
査
を
含
む
報
告

(及
び
法
案
)
を
上
院
に
提
出
し
た
。
次
章
で
は
、
こ
の
議
員
法
案
及
び
委
員
会
報
告
の
内
容
を

中
心
に
、
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
二
章

ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想

第
三
共
和
政
期

の
児
童
保
護
政
策
の
立
役
者
と
さ
れ
る
ル
ー
セ
ル
は
、
す
で
に

一
八
七
〇
年
代
か
ら
国
民
議
会

議
員
と
㌧

て
児
童
保

の

護
政
策
の
策
定
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
特
に

一
八
七
四
年

一
二
月
の
乳
幼
児
保
護
法
は

「
ル
ー
セ
ル
法
」
の
通
称
で
知

ら
れ
る
。
そ
の
彼
が

フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
に
お
け
る
児
童
保
護
の
論
理

(岡
部
)

一
四
五



メ
ト

ロ
ポ
リ
タ

ン
史
学

三
号

二
〇
〇
七
年

=

一月

一
四
六

一
八
八
〇
年
代
以
降
取
り
組
ん
だ
の
が
、
「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
で
あ

っ
た
。

そ
れ
で
は
、
彼
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
こ
れ
ら
の
子
供
の
保
護
を
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、
ル
ー
セ
ル
に
と

っ

て

「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
と
は
、
治
安
維
持
と
し
て
の
意
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は

一
八
七
九
年
二
月

に
監
獄
総
協
会
に
お
い

て
少
年
院
で
の
感
化
教
育

ひ身
8
骨δ
⇒
8
羅
①
。けδ
目

Φ臣

の
改
革
に
関
す
る
報
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
彼
は
、
す
で
に
罪
を

犯
し
て
拘
留
さ
れ
た
子
供
に
対
し
て
矯
正
を
施
す
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
青
少
年
犯
罪
者
の
温
床
と
な

っ
て
い
る

「
不
幸
な
子
供
」
に
対
す

幽

る
保
護
や
教
育
が
急
務
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
を
未
然
に
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
予
備
軍
で
あ
る
彼
ら
の
保
護

・
教
育

こ
そ
重
要
で
あ
る
と
い
う

の
が
彼
の
主
張
で
あ

っ
た
。
事
実
、
パ
リ

・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
影
響
な
ど
に
よ
っ
て
社
会
情
勢
が
不
安
定

で
あ
っ
た

一
八
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
親
の
虐
待
な
ど
に
よ
る
子
供
の
浮
浪
や
物
乞
い
と

い
っ
た
犯
罪
は
、
当
時
の
支
配
階
層

の
大
き
な
懸
念
材
料
と

闘

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
は
単
な
る
治
安
対
策
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
共
和
政
そ
し
て
産
業
社
会

に
適
合
的
な
人
間
を
形

成
す
る
と
い
う
、
よ
り
広
範
な
社
会
的
課
題
に
対
応
す
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
ル
ー
セ
ル
は

一
八
八
三
年
の
上
院
審
議
に
お
い
て
、
文
明
の

四

目
的
は
物
質
面
で
の
進
歩
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
進
歩
に
対
応
で
き
る

「道
徳
的
な
人
間
」
を
形
成
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
は

公
教
育
大
臣
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
の
も
と
で
義
務
化
・無
償
化
・非
宗
教
化
を
柱
と
す
る
初
等
教
育
政
策
が
整
備
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
「不

幸
な
子
供
」
の
保
護
も
ま
た
教
育
の

一
環
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
ル
ー
セ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「共
和
国
政
府
は
、
民
衆
教
育
を
組
織
す
る
た
め
に
は
努
力
も
納
税
者
の
金
も
惜
し
み
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

の
公
教
育
シ
ス
テ
ム
が

国
民
教
育
の
う
ち
、
わ
が
国
の
平
和
、
安
全
、
名
誉
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
部
分
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ

闘

は
捨
て
ら
れ
、
放
置
さ
れ
、
あ
る
い
は
虐
待
さ
れ
た
子
供
に
対
す
る
予
防
教
育

ひ
α
¢
8
什δ
⇒
胃
Φ<
窪
けぞ
①
で
あ
り
ま
す
。
」

で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
従
来
の
児
童
保
護
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ

っ
た
の
か
。
ル
ー
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
第

一

に
、
公
的
扶
助
が
捨
て
子
や
孤
児
し
か
受
け
入
れ
ず
、
そ
れ
以
外
の
「
不
幸
な
子
供
」、
す
な
わ
ち
親
か
ら
放
置
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
虐
待
さ

れ
た
子
供
は
慈
善
事
業
の
み
が
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
活
動
は
不
十
分
か
つ
地
域
的
に
も
分
散
し
て
お
り
、
相
互
の
連
携
や



調
整
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
に
、
そ
う
し
た
子
供
を
あ
ず
か
る
施
設
は
親
が
親
権
に
基
づ

い
て
子
供
の
引
き
取

り
を
申
し
出
る
場
合
に
そ
れ
を
拒
否
で
き
ず
、
そ
の
結
果
子
供
が
再
び
親
の
悪
影
響
に
さ
ら
さ
れ
、
や
が
て
犯
罪
な
ど
に
手
を
染
め
て
し
ま

㈹

う
こ
と
で
あ

っ
た
。
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想
の
目
的
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を
解
決
し
う
る
よ
う
な
新
た
な
児
童
保
護
シ
ス
テ
ム
の
構

築
に
あ

っ
た
。

そ
れ
で
は
、
彼
の
構
想
す
る
児
童
保
護
シ
ス
テ
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
ま
ず
保
護
の
対
象
と
な
る
子
供
に
つ
い
て
は
、

従
来

の
公
的
扶
助
が

「不
幸
な
子
供
」
の
う
ち

一
二
歳
以
下
の
捨
て
子
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
未
成
年
の
捨
て
子

(「捨
て
ら

れ
た
子
供
」
)、
親
か
ら
放
置
さ
れ
た
子
供

(「放
置
さ
れ
た
子
供
」)
、
親
か
ら
の
虐
待
を
受
け
た
子
供

(「虐
待
さ
れ
た
子
供
」
)
が
す
べ
て
公

権
力

の
保
護
の
対
象
と
さ
れ
た
。

彼

ら
の
託
置

亘
霧
Φヨ
Φ
耳
、
監
護
、
教
育
、
支
援
な
ど
に
関
す
る
措
置
は
、
県
の
青
少
年
教
育
支
援
委
員
会

O
o
日
詳
ρ
α
9
四
昌
Φ8
Φ
三
巴
◎
一

仰

ひ
巳

8
什δ
⇒
曾

α
Φ
B
口
o口
四ひq
Φ
が
決
定
し
、
県
の
知
事

(セ
ー
ヌ
県
で
は
警
視
総
監
)
が
そ
れ
を
執
行
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
県
委
員
会
に

は
官
僚
や
地
方
議
員
、
公
的
扶
助
機
関
の
人
間
だ
け
で
な
く
、
慈
善
事
業
の
関
係
者
も
席
を
占
め
る
と
さ
れ
た
。
実
際
に
子
供
を
保
護
す
る

機
関
は
上
記
の
手
順
に
従

っ
て
公
的
扶
助
機
関
や
慈
善
事
業
、
あ
る
い
は
個
人
の
中
か
ら
指
名
さ
れ
た
。
保
護
さ
れ
た
子
供
は
公
権
力
の
監

視
下
に
置
か
れ
、
知
事
は
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
監
護
権
を
取
り
上
げ
て
別
の
機
関
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
際
も
県
委
員
会

の
同
意
が
必
要
で
あ

っ
た
。
ル
ー
セ
ル
は
こ
う
し
た
児
童
保
護
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
「
不
幸
な
子
供
」
の
保
護
を

「取
り
調
べ
の
意
図
も
党

派
的
心
情
も
な
し
に
、
未
成
年
の
利
益
の
み
に
配
慮
し
て
」
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
「
こ
れ
ら
自
由
な
勢
力
の
協
力
と
支
持
を
い
た
る
と
こ
ろ幽

で
獲
得
す
る
こ
と
が
不
可
欠
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
地
位
を
与
え
て
権
利
を
認
め
、
行
政
機
関
と
競
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
、
児
童
保
護
の
円
滑
な
実
施
の
観
点
か
ら
慈
善
事
業
な
ど
民
間
の
機
関
の
役
割
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
政
策
の
中
に

組
み
込
ん
で
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
。
他
方
で
こ
う
し
た
慈
善
事
業
の
組
織
化
は
、
国
家
の
財
政
負
担
の
軽
減
と
市
民

働

の
公
的
活
動

へ
の
参
加
と
い
う
観
点
か
ら
も
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
親
権
に
基
づ
く
子
供
の
引
き
取
り
の
問
題
に
関
し
て
は
、
親
の
悪
影
響
か
ら
子
供
を
引
き
離
す
た
め
の
措
置
が
規
定
さ
れ
た
。
ま

フ
ラ
ン

ス
第
三
共
和
政

に
お
け
る
児
童
保
護

の
論
理

(岡
部
)

四
七



メ
ト

ロ
ポ
リ

タ
ン
史
学

三
号

二
〇
〇
七
年

一
二
月

一
四

八

ず

「虐
待
さ
れ
た
子
供
」
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
が
子
供
の
親
の
親
権
を
剥
奪
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
親
権
剥
奪
規
定
自
体
は
す
で

　

に

一
八

一
〇
年
の
刑
法
典
及
び

一
八
七
四
年
の
児
童
保
護
改
革
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
委
員
会
報
告
で
は
剥
奪
の
事
由
が
大
幅
に

拡
大
さ
れ
、
児
童
虐
待
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
た
だ
し
ル
ー
セ
ル
は
、
親
権
と
は
そ
も
そ
も
子
供

の
教
育
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
親
権
剥
奪
は
そ
う
し
た
親
権
の
あ
り
か
た
か
ら
逸
脱
し
た

「濫
用
」
や
「行
き
過
ぎ
」
に
対
し
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
と
述

　

べ
、
親
権

へ
の
介
入
に
関
し
て
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
も
い
た
。
ま
た

「放
置
さ
れ
た
子
供
」
に
つ
い
て
も
、
親
が
子
供

の
養
育
義
務
を
果
た

せ
な
い
こ
と
を
申
告
し
て
治
安
判
事
が
こ
れ
を
承
認
す
れ
ば
、
親
権
に
か
か
わ
る
諸
権
利
を
放
棄
で
き
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
行
政
機
関
や

慈
善
事
業
や
個
人
は
、
「
父
母
ま
た
は
後
見
人
の
干
渉
な
く
」
子
供
を
受
け
入
れ
て
三
か
月
が
過
ぎ
た
場
合
、
親
権
に
か
か
わ
る
諸
権
利
を
行

使
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
親
権
の
剥
奪
や
放
棄
に
関
す
る
手
続
き
は
司
法
権
力
の
管
轄
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
県
委
員
会
が

子
供
の
最
終
的
な
保
護
措
置
を
決
定
す
る
と
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想
は
、
治
安
維
持
と
共
和
主
義
的
市
民
の
育
成
と
い
う
当
時
の
共
和
政
に
と

っ
て
切
迫
し
た

二
つ
の
課
題
に
対
応
す
べ
く
、
新
た
な
保
護
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
の
児
童
保
護
は
私
生
活
に
対
す
る

一
定

程
度
の
介
入
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
が
、行
政
機
関
の
み
に
よ
り
て
担
わ
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
児
童
保
護
は
「第

一
級
の
社
会
的
事
業
」

お

と
さ
れ
、
慈
善
事
業
の
積
極
的
な
関
与
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
民
間
の
児
童
保
護
施
設
の
大
部
分
は
修
道
会
系
施
設
で
あ

　

り
、
当
時
は
初
等
教
育
の
非
宗
教
化
を
め
ぐ

っ
て
共
和
政
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
が
激
化
し
た
時
期
で
あ
る
が
、
ル
ー

セ
ル
は
そ
う
し
た
宗
教
団
体
と
世
俗
国
家
と
の
間
の
不
信
や
反
感
が
児
童
保
護
に
支
障
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
、
両
者
の
協
力
を
訴
え

爾

て

い
た
。

で
は
、
彼
の
児
童
保
護
構
想
は
議
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
を
引
き
起
こ
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
で
制
度
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
章
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。



第
三
章

「
不
幸
な
子
供
」
の
保
護
の
制
度
化

第

一
節

一
八
八
九
年
児
童
保
護
法
の
成
立

①

上
院
に
お
け
る
法
案
審
議

ル
ー
セ
ル
ら
の
委
員
会
法
案
は

一
八
八
三
年
四
月
か
ら
上
院
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
改
革
点
で
あ
る

「
虐
待
さ
れ
た
子
供
」

の
親

に
対
す
る
親
権
剥
奪
規
定
と
、
児
童
保
護
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
慈
善
事
業

の
組
織
化
に
対
す
る
議
員
の
反
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
親
権
剥
奪
規
定
に
関
し
て
は
、
前
述
の
通
り
ル
ー
セ
ル
ら
の
立
場
は
穏
健
な
も
の
で
あ
り
、
内
務
大
臣
の
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
ーー
ル
ソ
ー

棄
巴
αΦ
爵
閑
oロ
ω。。$
⊆
も
審
議
冒
頭

の
全
体
討
論
に
お
い
て
、
「社
会
が
乱
暴
か
つ
不
当
に
家
族
の
自
然
か

つ
正
当
な
権

利
に
取
っ
て
代
わ

聞

る
」
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
党
派
の
議
員
は
親
権
や
家
族
の
擁
護
を
掲
げ
て
委
員

会
法
案
を
批
判
し
た
。
た
と
え
ば
ド
ウ
・ガ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ

◎
Φ
○
簿く
母
臼
Φ
は
、親
権
剥
奪
規
定
は
子
供
の
父
親
の
権
威
に
対
す
る
反
抗
を
招
き
、

㈹

「
社

会

の
安

定

に
と

っ
て
重

要

な

要

素

」
で
あ

る
家

族

を

弱

め

る

こ
と

に

な

る
と

主

張

し

た
。
ま

た

レ

オ

ン

・
ク

レ

マ
ン

い
ひ
o
昌
Ω
ひ
日
Φ
三

も

、

働

ル
ー
セ
ル
ら
は
家
族
の
き
ず
な
の
重
要
性
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
批
判
し
た
。

し
か
し
王
党
派
も
自
ら
が
議
会
多
数
派
を
占
め
て
い
た

一
八
七
〇
年
代
に
は
、
親
権
へ
の
介
入
に
つ
い
て
共
和
派
と
ほ
ぼ
同
様
の
主
張
を

展
開
し
て
い
た
。
一
八
七
四
年
児
童
労
働
法

の
法
案
検
討
委
員
会
報
告
者
で
あ

っ
た
ウ
ジ

ェ
ー
ヌ

・
タ
ロ
ン

国
二
ひq
曾
Φ
日
巴
δ
昌
は
、
自
分
達

は

「子
供
の
父
親
に
対
す
る
敬
意
」
や

「家
庭
制
度

一諺
葺
ロ
叶δ
昌
ω
Ω
oヨ
Φω菖
ρ
口
Φω
の
力
」
を
弱
め
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
父
親
が
親
権
の
義

務
を
果
た
さ
ず
、
家
計
の
都
合
や
自
ら
の

「貧
欲
さ
」
か
ら
子
供
を
働
か
せ
る
と

い
っ
売

「濫
用
」
や

「搾
取
」
を
お
こ
な
う
な
ら
ば
親
権
を

偲

剥
奪
さ
れ
、
子
供
の
後
見
監
督
権
が
社
会
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
共
和
派
も
王
党
派
も
、
児
童
保
護
の
観
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メ
ト

ロ
ポ

リ
タ
ン
史
学

三
号

二
〇
〇
七
年

=

一月

一
五
〇

点
か
ら
親
権
の

「濫
用
」
へ
の
介
入
は
必
要
と
い
う
立
場
に
お
い
て

一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
王
党
派
の

親
権
剥
奪
規
定

へ
の
反
対
は
、
政
治
的
少
数
派
と
し
て
の
立
場
か
ら
共
和
派
に
よ
る
私
生
活
介
入
を
回
避
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

一
方
で
慈
善
事
業
の
組
織
化
、特
に
県
委
員
会
の
設
置
を
め
ぐ

っ
て
反
対
し
た
の
は
、
主
に
ル
ー
セ
ル
ら
と
同
じ
共
和
派
の
政
治
家
で
あ

っ

た
。
全
体
討
論
に
お
い
て
内
相
の
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
目
ル
ソ
ー
は
、
こ
の
新
た
に
設
置
さ
れ
る
委
員
会

へ
の
疑
念
を
表
明
し
、
む
し
ろ
既
存
の

闘

児
童
保
護
組
織
を
改
善
す
べ
き
と
い
う
立
場
を
示
し
た
。
さ
ら
に
県
委
員
会
の
具
体
的
な
権
限
を
め
ぐ

っ
て
は
、
ル
ー
セ
ル
に
比
較
的
近
い

議
員
か
ら
も
異
論
が
出
さ
れ
た
。
監
獄
総
協
会
の
メ
ン
バ
ー
で

一
八
八

一
年
児
童
保
護
法
案
の
共
同
提
出
者
の

一
人

で
あ
る
ル
ネ

.
ベ
ラ
ン

ジ

ェ
幻
Φ冨

切
⑫
Φ躍

霞
は
、
県
委
員
会
が
慈
善
事
業
に
お
け
る
子
供
の
受
け
入
れ
や
引
き
取
り
な
ど
に
関
す
る
権
限
も
有
す
る
な
ら
ば
、
事

業

へ
の
統
制
が
強
ま
り
、
「慈
善
を
生
じ
さ
せ
る
主
要
な
原
動
力
を
奪
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
そ
の
権
限
を
児
童
保
護
施
設
の
監
視
な
ど

に
限
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
県
委
員
会
が
慈
善
事
業
に
関
す
る
広
範
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
、
国
家
が
慈
善
を
分
配
す

㈹

る

「国
家
社
会
主
義
の
構
想
」
に
行
き
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
上
院
審
議
に
お
い
て
は
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想
の
二
つ
の
改
革
点
を
め
ぐ

っ
て
対
立
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち

重
要
な
の
は
慈
善
事
業
の
組
織
化
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ

っ
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
は
共
和
派
の
内
部
で
も

コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
存
在
し
て

お
ら
ず
、
政
府
や
議
員
の
一
部
は
ル
ー
セ
ル
ら
と
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
上
院
で
は
そ
う
し
た
意
見
が
大
勢
を
占
め
る
に
は

至
ら
ず
、
委
員
会
法
案
は
同
年
七
月
に
可
決
さ
れ
、
下
院
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

(二
)下
院
に
お
け
る
法
案
の
改
変

上
院
か
ら
の
法
案
の
付
託
を
受
け
て
、

一
八
八
四
年
五
月
に
下
院
の
法
案
検
討
委
員
会
は
委
員
会
報
告
及
び
法
案
を
提
出
し
た
が
、
こ

れ
は
上
院
可
決
法
案
の
内
容
を
基
本
的
に
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
委
員
会
法
案
は
会
期
終
了
ま
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
は

な
か

っ
た
。
そ
の
後

一
八
八
五
年
の
選
挙
を
経
て
翌
年
七
月
に
再
び
法
案
が
提
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
施
が
大
幅
な
財
政
負
担
増
を
招
く
こ



働

と

に
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
負
担
額
の
具
体
的
な
予
測
が
立
つ
ま
で
審
議
は
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
政
府
は
財
政

負
担
の
調
査
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
上
院
可
決
法
案
の
う
ち
、
「放
置
さ
れ
た
子
供
」
と

「虐
待
さ
れ
た
子
供
」
の
保

護

に
関
す
る
部
分
を
先
に
立
法
化
す
る
方
針
を
示
し
、

一
八
八
八
年

一
二
月
に

「
虐
待
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
精
神
面
に
お
い
て
捨
て
ら
れ
た

働

B
o
邑

Φ日
Φ
黒

四ぴ
。。⇔
α
o
目
ひω
子
供
の
保
護
」
に
関
す
る
政
府
法
案
を
下
院
に
提
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
翌
年

一
月
に
法
案
検
討
委
員
会
報

告
が
出
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
法
案
は
五
月
の
審
議
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
議
論
を
呼
ば
ず
に
可
決
さ
れ
、
新
た
に
上
院
に
付
託
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

そ
れ
で
は
、
下
院
の
議
員
は
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
先
に
み
た
よ
う

に
、
「放
置
さ
れ
た
子
供
」
と

「虐
待
さ
れ
た
子
供
」
の
保
護
に
関
し
て
、
下
院
で
は
ほ
と
ん
ど
議
論
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

親
権
剥
奪
規
定
な
ど
に
つ
い
て
は
上
院
と
同
じ
く
為
政
者
間
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
慈
善
事
業
の
組
織
化
に
つ
い
て
は
、
下
院
の
議
事
録
か
ら
為
政
者
の
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
法
案
や
議
会

報
告
か
ら
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
先
の
政
府
法
案
で
は
、
親
権
を
剥
奪
さ
れ
た
親
の
子
供
は
捨
て
子
や
孤
児
と
同

働

じ
く
公
的
扶
助
…機
関
が
保
護
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
下
院
に
お
い
て
こ
の
措
置
は
そ
の
ま
ま
可
決
さ
れ
て
い
殉
。
こ
の
こ
と
は
、

下
院
も
ま
た
、
「
不
幸
な
子
供
」
を
保
護
す
る
組
織
と
し
て
既
存
の
公
的
扶
助
シ
ス
テ
ム
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

さ
ら
に
、
下
院
で
も

一
八
八
〇
年
代
初
め
に
共
和
派
議
員
か
ら
い
く
つ
か
の
児
童
保
護
法
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
国
家

圃

に
よ
る
児
童
保
護
の
強
化
を
求
め
る
内
容
の
も

の
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
穏
健
共
和
派
の
カ
ー
ズ

O
震
Φ
は

一
八
八
〇
年

一
二
月
に
提
出
し

た
法
案
に
お
い
て
、
「国
家
は

[児
童
保
護
に
関
し
て
]
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述

べ
、
物
乞

い
や
浮
浪

㈲

行
為
を
お
こ
な

っ
た
子
供
な
ど
を
受
け
入
れ
る

「国
立
孤
児
院
」
の
設
置
を
主
張
し
て
い
る
。
下
院
の
発
議
委
員
会
も
、
こ
の
法
案

の
も
た

㈹

ら
す
「莫
大
な
負
担
」
に
言
及
し
な
が
ら
も
、提
案
者
の
主
張
に
賛
同
し
た
。
こ
れ
ら
の
法
案
は
い
ず
れ
も
立
法
化
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、

下
院
共
和
派
の
見
解
を
代
表
す
る
も

の
と
は
い
え
な
い
が
、
下
院
に
お
い
て
は
児
童
保
護
に
関
し
て
慈
善
事
業
の
組
織
化
で
は
な
く
国
家
の

関
与
の
強
化
を
重
視
す
る
主
張
が
少
な
か
ら
ず
支
持
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ラ

ン
ス
第

三
共
和

政
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五

一
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ト

ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学

三
号

二
〇
〇
七
年

一
二
月

一
五
二

下
院
可
決
法
案
が
上
院
に
付
託
さ
れ
る
と
、

一
八
八
九
年
七
月
に
ル
ー
セ
ル
が
再
び
法
案
検
討
委
員
会
を
代
表

し
て
、
下
院
に
よ
る

一
八
八
三
年
上
院
可
決
法
案
の
改
変

・
縮
小
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
た
。
彼
は
下
院
の
措
置
に
不
満
を
示
し
た
も
の
の
、
親
権
剥
奪
に
関
す

解

る
改
革
の
遂
行
が
急
務
で
あ
る
と
し
、
と
り
あ
え
ず
現
在
の
下
院
可
決
法
案
を
修
正
な
し
で
可
決
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
七
月

十
三
日
に
法
案
は
上
院
に
て
可
決
さ
れ
、
一
八
八
九
年
児
童
保
護
法
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想
は
政
府
と
下
院
に
よ
っ
て
大
幅
な
改
変
を
被
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
為
政
者
の

間

で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
て
い
た
親
権
剥
奪
規
定
な
ど
に
つ
い
て
は
制
度
化
さ
れ
た
が
、
共
和
派
内
で
も
議
論
が
分
か
れ
た
県
委
員
会

の
設
置
に
つ
い
て
は
先
送
り
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
委
員
会
の
設
置
は
そ
の
後
も
実
現
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

た
だ
し
、
慈
善
事
業
が
児
童
保
護
シ
ス
テ
ム
か
ら
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
児
童
保
護
法
で
は
公
的
扶
助
機
関
が

「虐
待
さ
れ

た
子
供
」
の
保
護
を
慈
善
事
業
に
委
託
で
き
る
な
ど
、
公
権
力

(裁
判
所

・
公
的
扶
助
機
関
)
と
慈
善
事
業
と
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
初
め
て
成

み

立

し
旭
。
し
か
し
慈
善
事
業
が
児
童
保
護
措
置
の
決
定
に
参
加
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
政
策
の
実
施
機
関
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
に
と
ど
ま

っ
た
。

第

二
節

一
八
九

八
年

児

童

虐

待

処

罰

法

の
成

立

ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想
の
う
ち
、
「放
置
さ
れ
た
子
供
」
及
び

「虐
待
さ
れ
た
子
供
」
の
保
護
に
関
し
て
は
、

一
八
八
九
年
の
児
童
保

護
法
の
成
立
に
よ

っ
て

一
応
の
制
度
化
を
み
た
。
し
か
し

「虐
待
さ
れ
た
子
供
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
そ
の
後
も
議
論
さ
れ
、
一
八
九
八
年
に
新

た

に
児
童
虐
待
処
罰
法
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
児
童
虐
待
に
対
す
る
世
論
の
高
ま
り
を
受
け
て
そ
の
厳
罰
化
を
定
め
た
も
の
で

あ

る
が
、
同
時
に

「虐
待
さ
れ
た
子
供
」
の
保
護
措
置
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
お
り
、
こ
こ
で
慈
善
事
業
の
組
織
化

の
問
題
が
改
め
て
議
論

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

児
童
虐
待
に
関
す
る
新
た
な
法
律
制
定

の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
ア
ン
リ

・
コ
シ
ャ
ン

国
窪
ユ

○
Ooぼ
p
、
ジ
ユ
謹
ア
ン

・
グ
ー
ジ
ョ
ン

幽

一
巳
δ
昌

O
o
ε
o
⇒
、

オ

デ

ィ

ロ

ン
ーー
バ

ロ

○
自

o
甲
留

睡
9

と

い

っ
た

さ

ま

ざ

ま

な

政

治

党

派

に

属

す

る
議

員

で
あ

っ
た

。
彼

ら

は

一
八
九

七



年

一
月
か
ら
児
童
虐
待
に
関
す
る
法
案
を
相
次

い
で
提
出
し
、
そ
れ
ら
は
下
院
の
法
案
検
討
委
員
会
に
お
い
て

一
つ
の
法
案
に
ま
と
め
ら
れ

鋤た

。
そ
し
て
同
年
六
月
に
下
院
で
緊
急
可
決
さ
れ
た
後
に
上
院
に
付
託
さ
れ
、
翌
年
三
月
に
前
述
の
ル
ネ

・
ベ
ラ
ン
ジ

ェ
に
よ
っ
て
委
員
会

翻

報
告

(及
び
法
案
)
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
で
は
児
童
虐
待
の
厳
罰
化
の
ほ
か
に
、
虐
待
さ
れ
た
子
供
〔及
び
犯
罪
を
犯
し
た
子
供
)
の
監

　

　

お

　

護
権

ひ。母
住
Φ
を
裁
判
所
が
親
か
ら
剥
奪
し
て
子
供
の
親
族
や
慈
善
団
体
、
あ
る
い
は
公
的
扶
助
機
関
に
委
託
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
上
院
審
議
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
特
に
議
論
を
呼
ば
な
か
っ
た
。
王
党
派
か
ら
の
政
治
的
な
反
対
す
ら
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ

と

は
、
児
童
保
護
の
た
め
の
私
生
活
介
入
に
対
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
こ
の
時
期
に
は
さ
ら
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
上
院
審
議
の
争
点
と
な

っ
た
の
は
、
ル
ー
セ
ル
と
ポ
ー
ル
・
ス
ト
ロ
ー
ス
評

巳
Qり
嘗
き
ωω
が
提
案
し
た
追
加
条
項
案
で
あ

っ

岡

た
。
従
来
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
提
訴
は
被
害
を
受
け
た
本
人
ま
た
は
検
事
が
お
こ
な
う
と
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
児
童
保
護
団
体
が
子

働

供

に
代
わ

っ
て
児
童
虐
待
を
告
発
で
き
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
は
、
慈
善
事
業
の
組
織
化
の
構
想
を
告
発
権
の
付
与
と
い
う
形
で
改
め

岡

て
提
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ス
ト
ロ
ー
ス
は
こ
の
提
案
に
つ
い
て
、
児
童
保
護
の
た
め
に
は
子
供

へ
の
加
害
行
為
や
虐
待
を
熟
知
す
る
必

要

が
あ
る
と
し
た
上
で
、
人
々
は
警
察
や
検
事
局
に
虐
待
を
訴
え
る
こ
と
に
は
強
い
嫌
悪
感
を
示
し
て
お
り
、
児
童
保
護
団
体
に
出
頭
で
き

る
な
ら
ば
情
報
提
供
が
確
実
に
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
こ
う
し
た
情
報
収
集
め
た
め
に
は
児
童
保
護
団
体
を
ま

僻

と
め
あ
げ
、
公
権
力
の

「善
意
の
協
力
者
」
と
し
て
組
織
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
も
主
張
し
て
い
た
。

)邸

民
間
団
体

へ
の
告
発
権
の
付
与
は
す
で
に
二
年
前
の

一
八
九
六
年
に
監
獄
総
協
会
の
会
合
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
追
加働

条

項
案
は
上
院
の
法
案
検
討
委
員
会
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
、
さ
ら
に
慈
善
事
業
の
組
織
化
に
消
極
的
で
あ

っ
た
政
府
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。

当
時

の
法
務
大
臣
ミ
リ
ヤ
ー
ル

ζ
自
輿
α
は
、
児
童
虐
待
が
若
者
に
よ
る
犯
罪
を
生
み
出
し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
虐
待
さ
れ
た
子
供
は
加

害
者
を
自
分
で
告
発
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
ら
を
保
護
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
団
体
が
検
事
局
を
補
佐
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る

㈹

と
述
べ
て
い
る
、
こ
こ
か
ら
は
、
治
安
維
持
の
観
点
か
ら
社
会
の
広
範
な
勢
力
に
よ
る
児
童
保
護
を
求
め
る
と
い
う
、
ル
ー
セ
ル
と
同
様
の

姿
勢
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー㈲

し
か
し
こ
の
追
加
条
項
案
は
議
員
か
ら
激
し
い
批
判
を
受
け
、
最
終
的
に
圧
倒
的
多
数
で
否
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
背
景
に
あ
っ

フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
に
お
け
る
児
童
保
護
の
論
理

(岡
部
)

一
五
三



メ
ト

ロ
ポ
リ
タ

ン
史
学

三
号

二
〇
〇
七
年

一
二
月

一
五
四

餌

た
の
は
共
和
派
と
王
党
派

・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
対
立
で
あ
り
、
特
に
共
和
派
の
修
道
会
系
施
設
に
対
す
る
不
信
感

で
あ

っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク

の
影
響
力
が
強
い
児
童
保
護
団
体
へ
の
告
発
権
の
付
与
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
い
わ
ば
敵
対
勢
力
の
家
庭
内
介
入
を
許
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、

容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ル
ポ
ル
シ
ェ
い
①o
o
琴
げ
ひ
は
、
児
童
保
護
団
体
に
告
発
権
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
一
種

の
裏
の
警
察
権
」
を
行
使
し
て
家
庭
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
児
童
保
護
団
体
に
よ
る
虐
待

の
取
り
締
ま
り
が

「家
庭
の
父
親
と
母
親
の
自
由
な
意
志
を
ゆ
が
め
る
」
こ
と
に
な
る
と
し
、
「家
族
を
尊
重
し
子
供
を
保
護
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
得
体
の
知

れ
な
い
者
に
何
だ
か
わ
か
ら
ぬ
権
限
を
与
え
、
絶
え
ざ
る
脅
し
に
よ

っ
て
家
庭
の
父
親
す
べ
て
の
自
由
と
行
動
に
圧
力
を
加
え
さ
せ
な
け
れ

闘

ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
様
に
王
党
派
の
議
員
も
、
共
和
派
の
団
体

へ
の
不
信
か
ら
告
発
権

の
付
与
を

「容
認
し
が

燭

た
い
取
り
調
べ
」
に
な
る
な
ど
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
議
員
は
虐
待
さ
れ
た
子
供
の
保
護
の
重
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
児
童
保

闘

護
団
体
の
権
限
拡
大
に
よ
る
効
率
化
に
対
し
て
は
反
対
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ト
ロ
ー
ス
は
家
庭
に
お
け
る
児
童
虐

岡

待
の
深
刻
な
状
況
を
訴
え
た
が
、
彼
ら
を
説
得
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
結
局
、
こ
の
追
加
条
項
案
の
否
決
後
、
法
案
は
下
院
で
の
審
議

な
ど
を
経
て
、
同
年
四
月
に
立
法
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ル
ー
セ
ル
ら
が
目
指
し
た
慈
善
事
業
の
組
織
化
は
、

一
八
九
〇
年
代
に
お
い
て
新
た
に
議
論
の
対
象
と
な
り
、
政
府
の

支
持
を
得
る
ま
で
に
い
た
る
が
、
や
は
り
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

一
八
九
八
年
の
児
童
虐

待
処
罰
法
で
は
子
供
を
委
託
す
る
機
関
と
し
て
慈
善
団
体
が
公
的
扶
助
機
関
よ
り
も
先
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
、
慈
善
事
業
は
為
政

闘

者
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
重
視
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
役
割
は
、

一
八
八
〇
年
代
と
同
じ
く
政
策
の
実
施
機
関
と
い
う
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の

で
あ

っ
た
。

最
後
に
、
「
不
幸
な
子
供
」
の
う
ち
、
一
二
歳
以
上
の
「捨
て
ら
れ
た
子
供
」
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
の
公
的
扶
助
改
革

の
議
論

闘

に
お
い
て
よ
う
や
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
ル
ー
セ
ル
が
上
院
の
検
討
委
員
会
報
告
を
担
当
し
、

一
九
〇
四
年

の
児
童

闘

扶
助
業
務
法
で
は

「放
置
さ
れ
た
子
供
」
や

「虐
待
さ
れ
た
子
供
」
と
同
様
に
公
的
扶
助
の
対
象
と
し
て
明
記
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

「
不
幸
な

子
供
」
の
保
護
は
、
最
終
的
に
既
存
の
公
的
扶
助
シ
ス
テ
ム
の
改
革
と

い
う
形
で
決
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。



結
論

以
上
、
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護
構
想
を
軸
と
し
て
、
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る

「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
を
め
ぐ
る
為
政
者
の
議
論
を
検

討
し
た
。
児
童
保
護
の
拡
大
、
そ
し
て
そ
の
際
の

一
定
程
度
の
私
生
活
介
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
王
党
派
か
ら
の
反
対
は
み
ら
れ
た
も

の
の
、
為
政
者
の
問
に
広
範
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
慈
善
事
業
の
政
策
参
加
の
あ
り
か
た
、
す
な
わ
ち

児
童
保
護
に
お
け
る
公
権
力
と
慈
善
事
業
と
の
関
係
を
め
ぐ

っ
て
は
、
共
和
派
の
内
部
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
が
存
在

し
た
。
そ
れ
ら
は
お

お
む
ね
以
下
の
二
つ
に
収
敏
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈹

ひ
と

つ
は

本

稿

で
中

心

に
検

討

し
た

、

ル
ー

セ

ル

や

ス
ト

ロ
ー

ス
、

ベ
ラ

ン
ジ

ェ
と

い

っ
た

政

治
家

に

み

ら

れ

る
論

理

で
あ

る
。
彼

ら

は

伽

政
治
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
監
獄
総
協
会
な
ど
の
民
間
団
体
に
お
い
て
も
児
童
保
護
の
問
題
に
携
わ
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
児
童
保
護
の
拡
大

と
効
率
化
の
た
め
に
従
来
の
保
護
シ
ス
テ
ム
を
大
幅
に
改
編
し
、
慈
善
事
業
に
公
権
力
と
ほ
ぼ
同
等
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
で
そ
れ
ら
を
政

策
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
、
両
者
の
密
接
な
協
力
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
共
和
政
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
に
つ
い
て

も
、
彼
ら
は
児
童
保
護
に
関
し
て
両
者
の
協
力
関
係
が
保
た
れ
る
べ
き
と
し
て
い
た
。
「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
を
最
初

に
主
導
し
た
の
は
彼

ら
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
一
八
九
〇
年
代
に
は
政
府
の
支
持
を
得
る
に
い
た
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
の
論
理
は
、
ル
ー
セ
ル
ら
と
同
じ
く
児
童
保
護
に
お
い
て
慈
善
事
業
に

一
定
の
役
割
を
付
与
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
児
童
保

護
の
拡
大
や
効
率
化
は
基
本
的
に
既
存
の
公
的
扶
助
シ
ス
テ
ム
の
改
革
や
国
家
機
関
の
創
設
な
ど
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は

「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
修
道
会
系
施
設

へ
の
不
信
感
か
ら
、
あ
る
い
は
改
革

へ
の
不

安
か
ら
、
児
童
保
護
シ
ス
テ
ム
の
大
幅
な
改
編
に
は
終
始
反
対
の
姿
勢
を
示
し
た
。
最
終
的
に
議
会
の
大
半
を
占
め
た
の
は
こ
う
し
た
主
張

で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
に
お
け
る
公
権
力
と
慈
善
事
業
と
の
協
力
関
係
は
実
現
し
た
も
の
の
、
当
初
の
構
想
よ
り
も

働

部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
児
童
保
護
政
策
の
形
成
は
単
な
る
為
政
者

の
統
治
構
想
の
実
現
で
は
な
く
、
構
想
の
具

フ
ラ
ン
ス
第

三
共
和
政
に
お
け

る
児
童

保
護

の
論
理

(岡
部
)

一
五
五



メ
ト

ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学

三
号

二
〇
〇
七
年

一
二
月

一
五
六

体
的
な
内
容
を
め
ぐ
る
複
数
の
論
理
の
対
立
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
議
論
は
、
そ
の
後

の
私
生
活
管
理
の
あ
り
か
た
に
ひ
と

つ
の
特
徴
を
刻
印
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
為
政
者
内
部
の
論
理
の
対
立
は
、
ル
ー
セ
ル
ら
が
構
想
し
た
よ
う
な
広
範
な
社
会
的
基
盤
に
立
脚
す
る
真
に

効
率
的
な
児
童
保
護
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
阻
む
方
向
に
作
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
共
和
政
の
私
生
活
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
形
成

胸

の
段
階
か
ら
効
率
性
の
面
で
の
限
界
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
類
。
そ
し
て
こ
う
し
た
限
界
が
生
じ
た
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
本

来
国
民
統
合
を
目
指
す
は
ず
の
、
共
和
政
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
共
和
派
の
私
生

活
管
理
に
対
す
る
姿
勢
を
再
検
討
す
る
必
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

本
稿
は
第
三
共
和
政
の
児
童
保
護
政
策
の

一
部
を
検
討
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
上
記
の
結
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
二
度
の
世

界
大
戦
と
そ
の
後
の
福
祉
国
家
の
成
立
を
経
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

「不
幸
な
子
供
」
の
保
護
が
、
特
に
公
権
力
と
慈
善
事
業
と
の
関
係

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
た
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

(1)註(2)(3)

O
h
阪
上
孝

『近
代
的
統
治

の
誕
生

-
人

口

・
世
論

・
家
族
1
』
(岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
)
、
第

四
章
及
び
第
五
章
。
な
お
、
ペ

ロ
ー
は

一
九
世
紀
に

お
い
て
子
供

こ
そ
が
国
家

の
私
生
活
介
入

の

「き

わ
め

つ
け

の
領
域
」
で
あ

っ
た
と
す
る

(ミ
シ

ェ
ル

・
ペ
ロ
ー

「
私
生
活
と
政
治
-

家
族

・
女

・
子
供

1

」
(福
井
憲
彦
/
金
子
春
美
訳

『
フ
ラ
ン
ス
現
代
史

の
な
か

の
女
た
ち
』
(日
本

エ
デ
ィ
タ
ー

ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
九
年
)
所
収
)
、
一
七
頁
)。

ち
な

み
に
フ
ラ
ン
ス
に
は
英
語

で
い
う

「
児
童
福
祉

。
げ
　
位
芝
①
臣
冨
」
に
あ

た
る
語

が
存

在
し
な

い
。
現
在
児
童
福

祉
に
あ
た
る
活
動
は

「児

童
社

会
援
助

巴
号

ω
o
。巨
①
帥
一.Φ
寓
磐
8
」
の
名

称

で
呼

ば
れ
て

い
る
。
そ

の
内
容

に

つ
い
て
は
た
と
え

ば
、
<
国
幻
∪
日
搾

空
①
羅
ρ

O
巳
審

織
Φ
～冨
達
Φ

8
畠

む

赴

9
静
零

⑩

評

『
一ω噛
∪
§

。
F

b。
O
O
一
を
参
照
。
邦
語

で
は
藤

井
良
治

・
塩
野
谷
祐

一
編

『先
進
諸
国
の
社
会
保
障
⑥

フ
ラ
ン
ス
』
(東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
)
、
第

一
四
章

な
ど

に
紹
介
が
あ
る
。

U
O
乞
N
国
い
○
θ

冨
β
口
Φ
ωト

鋤
b
9
冨

儀
$

徳
ヨ
ミ
$

勺
p。同
ジ

≦

⇒
仁
拝

お
刈
刈
(宇
波
彰
訳

『家
族
に
介
入
す

る
社
会

ー
近
代
家
族
と
国
家
の
管
理
装

置
ー
』
(新
曜
社
、
一
九
九

一
年
)
)
旧
ζ
国
網
団
戸

勺
巨

昼
O
ρ
ト
9
蝕
ミ

象

貯

麸
膏
§

気
肉
欝
ひ
勺
巴

ω吻
ω
Φ
巨
」
Φ
刈
8



(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

円
〉
乞
賠

国
噛
国
ω
9
2

ω
⊆
ρ

§

Φ
詮

§
§

聖

§

融

言

興

骨

鋤
b
儀

暮
Φ
い
賦
琳Φ
首

憲

b
ら
9

」
恥
鳶

N
漫

鼻

勺
ぴ
b
'
臼
ωψ
.
d
巳
く
巽
ω
津
《
o
h
白

す
0
8

臨
ロ
'

ζ
p。
臼
ω
o
戸

一
Φ
刈
ρ

o
げ
・<
H
"
≦
目
HGo
Qo
ゆ
>
O
戸

い
①
①
Qり
げ
鈴

D
ず鴫
気
ト

働
守
o
、

肉
Φ
♂
§

爵

舅

洋
-q
Φ
b
貯
受

貯

b
8

、
ム
題
隠
自
ご
晦

臨
Φ

笥
ミ

窟
、
Φ

熱

㌧
竃

曾

しd
讐
o
⇒

菊
o
g
σQ
ρ

い
o
巳
ω一磐

曽
ω
邸
8

d
巳
く
①
邑

身

牢

Φ
ωω
」

㊤○。ρ
な

お

、

一
九

世
紀

前

半

の
児

童

保

護

に

関

し

て
同

様

の
立

場
を

取

る

も

の

と
し
て
、
い
因
賭
○
団
.
囚
p
暮
Φ
ユ
コ
ρ
憲

臼
§

魯

舞

鳶

織
建
Φ
9
辱

ざ

窪

昼

腎
儀
蕊

ミ
廻

貯

自
Φ
、
い
0
9
ミ

琴

鳶

儀
昏
Φ

ぎ

鴨
魯

題

憲

臼
§

N
§

N巽

恥

ζ
p
甑
ωo
戸

d
旺
<
Φ
邑

蔓

o
団
妻

δ
08

匹
⇒
牢

Φ
ω
ω」

Φ
○。
○。
が

あ

る
。

岡
部
造
史

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
乳
幼
児
保
護
政
策

の
展
開

(
一
八
七
四
-

一
九

一
四
年
)

ー

ノ
ー
ル
県

の
事

例
か
ら
ー
」
(
『西
洋
史
学
』
第
二

一
五

号
、
二
〇
〇
四
年
)
、
同

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
児
童

扶
助
行

政
の
展
開

(
一
八
七
〇
1

一
九

一
四
年

)

ー

ノ
ー
ル
県
の
事
例
か
ら
ー
」
(
『史
学
雑
誌
』

第

=

四
編
第

一
二
号
、
二
〇
〇
五
年

)。

田
中
拓
道

『
貧
困
と
共
和
国

社
会
的
連
帯

の
誕
生
』
(人
文
書

院
、

二
〇
〇
六
年
)
、
特
に

一
四
、
一
八
頁
。
た
だ
し
同
書
は
思
想
史

的
研
究

で
あ
り
、

著
者
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
社
会
政
策

の
立
法
過
程

の
分
析

に
重
点

が
置

か
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿

は
、
社
会
政
策

の

論
理
の
複
数
性
や
対
抗
関
係

の
問
題
を
立
法
過
程

に
即
し

て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
意
図
し

て
い
る
。

ド
ン
ズ

ロ
や
メ
イ

エ
ら

の
見
解
に
批
判
的
な
立
場
を
取
る
研
究
と
し

て
は
、

以
下
の
も

の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
幻
○
い
い
国
臼
自
○
団
〉
ζ
国
戸

O
p
号
巽
一コ
ρ

ト
魅
b
o気
職
Q
器

魁

濠
題

、
儀

幕

貯

b
Φ
職
融

題

蝕
b
8

8

器

貯

肖

謁
魯

q
◎
言

窺
Φ
唱
℃
母

ジ

℃
d
閃
＼
H乞
国
∪
レ

8

ρ

窪

臼
〈

一
の
0
国
〉
閃
国
戸

Qり
覧
く
声

9

隠
腎

亀

貯

さ

、
巴

b
き

鷺

、
鳶

儀

醇
Φ
等

o
ミ
Φ
§

ミ

鍋
o
<
Φ
」§
臼
Φ
ミ

き

憲

㌣
儀

肉
逡

窺
守
濤

ぎ

b
8
℃
勺
二
⇒
8
8
P

勺
『
ぎ
8

け8

d
三
く
興
臨
昌

勺
器

ω
ω」

Φ
ゆ
N

g

b
δ
げ
し。
・
ま

た

最

近

の

研

究

と

し

て
、

>
Z
日
○
ζ

〉
菊
○
田

・
<
吟

o
巳
ρ
o
ρ

ミ

8

q
Φ

象

感
臼
§

⑦§

⑦
貯

亀

肉
魯

q
§

舞

一。。刈
9
一〇
一全
譲

『寅

頃
輿
ヨ
鋤
け鐙
戸

N
O
O
ρ
島
ω
も
参

照
。

こ
の
理
由

に

つ
い
て
ク
セ

ル
マ
ン
は
、
従

来

の
政

治
史

で
は
反
教
権

主
義
対

カ
ト
リ

ッ
ク
、
共

和
派
対

王
党
派

と

い

っ
た
対
立

構
図
が
注

目
さ

れ
、
そ
う

し
た
対
立

が
み
ら
れ
な

い
社

会
政
策

に
は
あ

ま
り

関
心
が
集
ま

ら
な
か

っ
た

こ
と
を
あ

げ
て

い
る
(囚
ω
国
い
ζ
>
7

Ω
9。
&

貯

Q。
o幕

。
劉

§

Φ
さ

儀
Φ
§
㌧鍵

駄
§

ミ

憲

越
貯

卜
鋤
ミ

、
§

Φ

ぎ

竪
欝

⑦
鳶

犠

建

8
§

亀

憲

§
貯

謁
さ

㌧§

爵

§

母
儀
肉
逡

離
ぴ
濤

ぎ

b
o
9

℃
げ
b
.
島
ωω
・糟

d
三
く
興
餓
蔓

o
h

]≦
8
甑
σq
蝉
ロ
レ

Φ
Oo
ρ

O
P
憎
ド
)

た

と

え

ば

、

以

下

の
研

究

が

あ

げ

ら

れ

る
。

団
〉
↓
N
「
国
い
U
や
=
Φ
旨

P
b
自
b
幾
も

鉱嵐
恥
臼
Φ
魅
貯

亀

鍵
識
敬

⑦o
鼠

む
、
①
鴇
賊

⑦
ミ

冷
⑦

oN
喧

ご
題

儀
Φ

貯

⑦
魯

q
置
慰

⑦o
隻
度
Φ
㊦
b

聖

旨
8

N
摯

N
℃
へ
9

勺
母

ジ

>
b
o
嵩
戸

一Φ
刈
一
一
ω
日
○
乞
¢

一
〇
巳
9

即
噛
竈

Φ
い
題

N
息

貯

讐

隻
蟹

、
鍵

8
、
肉
Φ
誉
N
§

卜
①
題
落

蹴
§

首

憲

b
8

N
§

N
漉

典

≧

冨

⇒
ざ

Qっ
錺
8

d
三
く
霞
ω
界
《

9

乞
Φ
芝

磯
o爵

零

Φ
ωω
」
ゆ
Q。ヨ

国
い
芝
H日
8

の
き

ho
a

噂
憲

①
憲

腎
気
肉
S

さ

濤

b
藩

b
箒

簿

し口
o
窺
蝶

豊
⑦
肉
§

貯

謹

旨
ら
φ

N題

黛
N漫

典

bd
讐
o
⇒
丙
8

ひq
Φ
卸

ピ
o
ロ
ら
8

燭
い
o
巳
ω
す
8

ω
β
8

d
三
<
①
『ω
詳
団
牢

Φ
ωω
」
Φ
○。◎

内
の
国
ピ
竃
〉
乞
矯
8
註
昏も

b
.一
ゆ
甲
b。
0
9
ク
セ
ル
マ
ン
は
、
児
童

保
護

政
策
を

め
ぐ

っ
て
は

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
を
志
向
す

る
博
愛
主
義

者
と
、
よ
り
保
守

的
な
議

会
多
数
派
と

の
緊
張

関
係

が
常

に
み
ら
れ
る
と
す
る
。

本
稿

で
も
以
下
、
こ
の
語
を
捨
て
子
、
親

か
ら
放
置

さ
れ
た
子
供
、
親
か
ら
虐
待
を
受
け
た
子
供
の
総
称
と
し
て
用

い
る
こ
と
に
す

る
。
た
だ
し
本
稿

フ
ラ
ン

ス
第
三
共
和
政

に
お
け
る
児
童
保

護

の
論
理

(岡
部

)

一
五
七



メ
ト

ロ
ポ
リ
タ

ン
史
学

三
号

二
〇
〇
七
年

=

一月

一
五
八

(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18}(19)

で
は
、
こ
う
し
た
呼
称

が
為
政
者
だ
け
で
な
く
当
時

の
社
会

一
般

に
お

い
て
使
用

さ
れ

て
い
た
の
か
に

つ
い
て
は
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
。

以
下
、
法
律

の
名
称

及
び

テ
ク
ス
ト
に

つ
い
て
は
、
特

に
明
記

し
な

い
限
り

U
d
<
国
幻
O
田
幻
こ
.
炉

§

経

§

6
§
日鳥

掃

犠
題

§
望

念
§

財

ミ
S
§

§

ら
$

、
馨

鳶
魯

融
象

簡
蕊

気
q
Ω
§
⑦
亀

儀
肉
賦
外
の
も

の
を
参

照
し
た
。

こ
れ
ら

の
法
律

に
関

し
て
は
、
ω
O
山
〉
閃
国
搾

8

ミ

を
始
め
と
し
て
す

で
に
多

く
の
研
究
が
存
在
す
る
が
、
邦
語
で
は
以
下

の
も
の
を
参
照
。
河
合

務

「
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
前
期
に
お
け
る

「父
権
」
批
判
と
児
童

保
護

政
策

-

凸
.ル
ー
セ
ル
と

一
八
八
九
年
児
童
保
護
法
」
(『
日
本
教
育
政
策
学

会
年
報
』
第
八
号
、
二
〇
〇

一
年
)
、
同

「
フ
ラ
ン
ス
第

三
共
和

制
前
期

に
お
け

る
児
童
保
護
政
策
の
基
本
理
念

-

一
八
九
八
年
児
童
虐
待
防
止
法

と
監
獄
総
協
会
1
」
(
『東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
四

一
巻
、
二
〇
〇

一
年
)
な
お
、
こ
れ
ら
の
論
考
も
児
童
保
護
政
策

に
お
け

る
為

政
者

の
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La logique de la politique de l'enfance en France sous la IIIe Republique: 
le cas de la protection de < l'enfance malheureuse » 

                                         OKABE, Hiroshi 

La formation des politiques sociales caracterise la periode de la IIIe 

Republique (1870-1940). La protection de l'enfance n'echappe pas a la 
regle. Plusieurs lois sont votees sur ce theme avant le debut des annees 

1900; reglementation du travail des enfants, protection de la petite enfance, 

protection des enfants maltraites, etc. 
La politique de l'enfance est generalement consideree comme un moyen 

aux mains des classes dirigeantes d'intervenir dans les families populaires, 
c'est-a-dire de mettre en place un controle social. Mais peut-on dire qu' 

elle resulte d'un consensus de leur part sur le controle social ? Cet article 
a pour but d'analyser les debats parlementaires sur la protection de < 1' 

enfance malheureuse > (enfants abandonnes, delaisses ou maltraites) 

pour demontrer que la politique de l'enfance suscite des discussions et 
controverses entre les republicains au pouvoir . 

A cette époque, tous les republicains admettent que pour proteger ces 

enfants, il est necessaire d'intervenir a un certain degre dans les familles. 
Mais ils se divisent sur la place respective a accorder aux pouvoirs publics 

et aux ceuvres de charite dans la protection de l'enfance. Les promoteurs 
de la protection(Theophile Roussel, par exemple)pensent que les ceuvres 

de charite doivent etre associees en priorite a cette politique pour rendre 
le controle plus efficace. Mais leur conception rencontre l'opposition de la 

majorite parlementaire, qui prefere l'Assistance publique aux ceuvres de 
charite, auxquelles ils reprochent d'etre generalement entre les mains des 

congregations. 
En protegeant < l'enfance malheureuse > , la IIIe Republique entend 

instaurer un systeme par lequel les pouvoirs publics puissent controler la 

vie privee. Mais l'opposition entre les republicains empeche la mise en 

place de moyens reellement efficaces. Cet echec nous suggere la necessite 
de reexaminer l'attitude des republicains a regard de l'intervention de l'Etat 
envers la vie privee.


