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論　
　

説

「
子
ど
も
期
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ア
メ
リ
カ
非
行
少
年
対
策
の
展
開

林　
　
　

雅　

代

一　

課
題
の
設
定

　

本
稿
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

お
け
る
非
行
少
年
対
策
の
展
開
に
つ
い
て
、「
子
ど
も
期
」
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

A
riès

（1960

＝1980

）
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
社
会
で
は
「
子
ど

も
期 ) 1

(

」
が
特
別
に
区
別
さ
れ
た
人
生
の
段
階
と
な
り
、「
子
ど
も
」
に
対
し
て

特
別
の
位
置
づ
け
を
与
え
る
よ
う
な
社
会
制
度
が
発
達
し
た
。
少
年
司
法
制
度

を
含
む
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
非
行
少
年
対
策
の
展
開
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
世
界
各
国
の
非
行
少
年
対
策
は
、
相
互
に
影
響
を
及

ぼ
し
あ
い
な
が
ら
展
開
を
遂
げ
て
い
っ
た
が
、
中
で
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
そ

れ
は
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
日
本
の
非

行
少
年
対
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
に
お
け
る
非
行
少

年
対
策
の
展
開
に
つ
い
て
研
究
す
る
上
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
の
検

討
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う ) 2

(

。

　

本
稿
と
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
少
年
司
法
政
策
を
分

析
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
徳
岡
（
一
九
九
三
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
徳
岡
は
、

少
年
教
護
施
設
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
施
設
の
展
開
を
、
従
来
の
よ
う
な
人
道

主
義
の
歴
史
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
統
制
の
歴
史
と
し
て
再
解
釈
を
試
み
た

R
othm

an

（1971

）
の
枠
組
に
基
本
的
に
依
拠
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
知
見

を
提
出
し
て
い
る
。
ま
ず
、
植
民
地
時
代
の
「
小
さ
な
大
人
」
と
い
う
子
ど
も

観
が
、
産
業
化
・
都
市
化
の
進
展
と
学
校
教
育
の
拡
大
の
下
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ

ム
の
影
響
力
の
弱
化
や
、
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
や
Ｊ―

Ｊ
・
ル
ソ
ー
な
ど
の
啓
蒙
思
想

家
の
も
た
ら
し
た
新
た
な
教
育
思
想
の
影
響
な
ど
に
よ
っ
て
変
化
し
、「
子
ど

も
」
を
本
質
的
に
大
人
と
は
異
な
る
も
の
と
す
る
新
た
な
子
ど
も
観
が
成
立
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
徳
岡
は
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
観
の
変
化
の
過

程
で
、
犯
罪
少
年
の
み
な
ら
ず
浮
浪
少
年
、
反
抗
的
な
少
年
、
要
扶
養
少
年
、

怠
学
少
年
と
い
っ
た
虞
犯
少
年
や
不
良
少
年
の
概
念
が
生
み
出
さ
れ
、
少
年
教

護
施
設
が
そ
の
対
象
者
の
裾
野
を
広
げ
て
い
く
こ
と
で
、「
非
行
少
年
」
概
念

が
成
立
し
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、R

othm
an

（1971

）
以
後
の
研
究
は
、
非
行
少
年
対
策
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
も
む
し
ろ
、
非
行
少
年
処
遇
の
実
態
に
焦
点
を
当
て
る
よ
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う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、R

othm
an

が
主
張
し
た
社
会
統
制
機
関
と
し
て
の
社

会
施
設
と
い
う
図
式
で
は
描
き
き
れ
な
い
よ
う
な
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
る ) 3

(

。

　

非
行
少
年
対
策
の
実
践
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト

の
思
想
の
複
雑
な
側
面
や
そ
の
長
期
的
な
連
続
性
に
加
え
て
、
階
級
意
識
と
の

関
連
性
か
ら
、
子
ど
も
観
の
変
化
や
連
続
性
と
非
行
少
年
対
策
の
展
開
を
再
考

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
非
行
少
年
対
策
の
実
践
の
対
象
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
犯
罪
少
年
に
虞
犯
少
年
や
不
良
少
年
を
加
え
た
非
行
少
年
概
念
の
成

立
と
い
う
、
徳
岡
の
知
見
に
対
し
て
も
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し

た
い
。

　

植
民
地
時
代
の
「
わ
が
ま
ま
な
子
ど
も
」（stubborn child

) 4

(

）
に
関
わ
る
法

律
の
伝
統
を
持
ち
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
非
行
少
年
対
策
は
、
十
八
世
紀
か
ら

十
九
世
紀
へ
の
転
換
期
に
、
他
の
社
会
運
動
の
中
か
ら
生
じ
、
十
九
世
紀
に
お

け
る
少
年
保
護
・
矯
正
施
設
の
改
革
を
通
じ
て
発
達
し
、
少
年
裁
判
所
の
創
設

に
よ
っ
て
確
立
し
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
は
、
保
護
・
矯
正
施
設
や
組
織
の

発
達
に
し
た
が
っ
て
、
三
つ
の
異
な
る
段
階
に
区
分
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
少

年
保
護
院
（H

ouse of R
efuge

）
の
時
代
（
一
八
二
〇
年
代
～
一
八
四
〇
年

代
）、
矯
正
学
校
（R
eform

 School

）
の
時
代
（
一
八
五
〇
年
代
～
一
八
八
〇

年
代
）、
そ
し
て
少
年
裁
判
所
（Juvenile C

ourt

）
の
時
代
（
一
八
九
〇
年
代

～
一
九
二
〇
年
代
）
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
主
と
し
て
二
次
資
料
を
用
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て

て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
第
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
改

革
が
な
さ
れ
た
の
か
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
改
革
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
背
後
に

は
、そ
の
よ
う
な
子
ど
も
観
や
非
行
少
年
の
観
念
が
存
在
し
た
の
か
。
第
三
に
、

そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
思
想
や
経
済
的
・
政
治
的

利
害
関
心
を
反
映
し
て
い
た
の
か
。
第
四
に
、
改
革
の
実
践
に
お
い
て
は
、
実

際
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
た
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通

じ
て
、
徳
岡
の
議
論
の
限
界
を
超
え
る
と
と
も
に
、
日
本
の
非
行
少
年
対
策
の

研
究
に
も
示
唆
を
得
た
い
と
考
え
る
。

二　

少
年
保
護
院
（H

ouse of R
efuge

）
の
時
代
（
一
八
二
〇
年

代
～
一
八
四
〇
年
代
）

　

ア
メ
リ
カ
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
展
開
の
第
一
の
段
階
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

（
一
八
二
五
）、
ボ
ス
ト
ン
（
一
八
二
六
）
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
（
一
八
二
八
）

な
ど
で
の
一
八
二
〇
年
代
の
少
年
保
護
院
の
創
設
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
都
市
は
、

既
に
そ
れ
以
前
よ
り
、
す
な
わ
ち
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
転
換

期
以
降
、
刑
務
所
改
革
、
教
育
改
革
、
社
会
福
祉
改
革
な
ど
を
通
じ
て
、
貧
困

者
や
犯
罪
者
に
対
す
る
社
会
改
革
を
試
み
て
き
た
。
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

市
を
取
り
上
げ
る
と
、
非
行
少
年
の
た
め
の
少
年
保
護
院
は
、
ニ
ュ
ー
ゲ
ー

ト
や
オ
ー
バ
ー
ン
の
懲
治
監
（penitentiary

) 5

(

）
お
よ
び
公
立
学
校
と
い
っ
た
、

従
来
の
社
会
改
良
運
動
の
産
物
に
範
を
取
っ
て
い
た ) 6

(

。
少
年
保
護
院
は
ま
た
、

貧
窮
（pauperism

）
予
防
に
向
け
た
努
力
か
ら
、生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ

た
。
実
際
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
非
行
少
年
更
正
協
会
（T

he N
ew

 York Society 

for the R
eform

ation of Juvenile D
elinquents

）
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
貧
窮

予
防
協
会
（T

he N
ew

 York Society for the P
revention of Pauperism

）
の
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組
織
再
編
の
中
で
、
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た ) 7

(

。

　

こ
う
し
た
少
年
保
護
院
の
創
設
と
い
う
改
革
に
当
た
っ
た
人
々
の
多
く
は
、

上
流
階
級
出
身
の
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
な
い
し
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た ) 8

(

。
す

べ
て
の
人
間
が
神
聖
な
「
内
な
る
光
」（inner light

）
を
有
し
て
い
る
と
す
る

ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
の
信
念
も
、
ま
た
、
神
の
恩
寵
の
特
別
な
受
け
手
と
し
て
選
ば

れ
た
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
人
間
の
こ
と
が
ら
を
取
り
仕
切
る
よ
う
委
任
さ

れ
て
い
る
と
す
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
信
念
も
、
家
父
長
的
な
（paternalistic

）

改
革
の
推
進
力
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る ) 9

(

。
さ
ら
に
、
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー

が
も
つ
「
内
な
る
光
」
の
信
念
は
、
施
設
の
腐
敗
を
防
ぎ
、
収
容
者
の
道
徳

的
発
達
を
促
す
た
め
に
、
収
容
者
の
「
分
離
」（segregation

）
と
「
分
類
」

（classification

）
の
必
要
性
を
導
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う )10

(

。

　

改
革
者
た
ち
は
、
成
人
の
犯
罪
者
か
ら
「
子
ど
も
」
を
分
離
す
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
、施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
「
子
ど
も
」

が
本
質
的
に
善
な
る
性
質
や
感
性
を
持
つ
と
、
必
ず
し
も
信
じ
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
い
く
ら
か
の
例
外
を
除
け
ば
、
少
年
保
護
院
の
管
理

者
た
ち
は
「
子
ど
も
」
を
、
親
や
仲
間
に
よ
っ
て
、
施
設
に
収
容
さ
れ
る
に
足

る
よ
う
な
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
既
に
受
け
て
き
た
、「
白
紙
の
書
板
」（blank 

tablet

）
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た )11

(

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
改
革
に
は
、

未
だ
救
済
が
余
地
の
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
「
子
ど
も
」
に
対
し
て
も
っ
ぱ
ら
主

眼
を
置
く
と
い
う
、
差
別
的
な
性
質
を
有
し
て
お
り
、
実
際
に
す
べ
て
の
浮
浪

少
年
や
罪
を
犯
し
た
少
年
が
少
年
保
護
院
に
送
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
改
革
の
主
た
る
対
象
は
、将
来
罪
を
犯
す
危
険
性
か
ら
救
済
さ
れ
る
べ
き
、

矯
正
可
能
な
「
子
ど
も
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る )12

(

。
そ
の
た
め
、
改
革
者
の
一
人

で
あ
っ
たLydia M

aria C
hild

（1802― 1880

）
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
懲

治
監
に
、
多
く
の
保
護
院
出
身
の
「
子
ど
も
」
を
見
つ
け
た
よ
う
に )13

(

、
少
年
保

護
院
が
創
設
さ
れ
た
の
ち
も
、
子
ど
も
た
ち
は
成
人
の
犯
罪
者
と
一
緒
に
収
監

さ
れ
続
け
て
い
た
。

　

そ
れ
で
は
、
非
行
少
年
の
施
設
と
し
て
創
設
さ
れ
た
は
ず
の
少
年
保
護
院

は
、
ど
の
よ
う
な
「
子
ど
も
」
を
収
容
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
少

年
保
護
院
に
収
容
さ
れ
て
い
た
「
子
ど
も
」
の
大
半
は
、
特
定
の
犯
罪
行
為
の

か
ど
で
審
理
を
受
け
て
は
い
な
か
っ
た )14

(

。
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
少
年
保
護

院
の
管
理
者
に
よ
る
最
初
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
開
設
の
初
年
度
に
受
け

入
れ
た
七
三
人
の
「
子
ど
も
」
の
う
ち
、
重
窃
盗
（grand larceny

）
の
罪
で

有
罪
と
な
っ
て
い
た
の
は
一
名
の
み
で
あ
り
、
軽
窃
盗
罪
で
収
容
さ
れ
た
の
が

九
名
、
残
り
の
六
三
名
は
浮
浪
（vagrancy

）、
万
引
き
（stealing

）、
あ
る
い

は
救
貧
院
（A

lm
shouse

）
か
ら
の
逃
亡
を
理
由
に
収
容
さ
れ
て
い
た )15

(

。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
施
設
の
管
理
者
は
、
少
年
保
護
院
が
貧
困
層
の
子
ど
も
の
た
め

の
寄
宿
学
校
か
つ
「
少
年
向
け
の
感
化
監
獄
」、
つ
ま
り
、「
子
ど
も
」
向
け
に

規
模
を
縮
小
し
た
刑
務
所
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る )16

(

。
改
革
者
た
ち

は
、
非
行
少
年
を
、
学
校
に
も
行
か
ず
仕
事
に
も
就
か
ず
、「
良
い
」
家
庭
や

家
族
を
欠
い
た
、
既
に
法
を
犯
し
た
者
な
い
し
は
路
上
を
浮
浪
す
る「
若
い
人
」

（young person

）
と
み
な
し
て
い
た
た
め
、「
非
行
」（delinquent

）
少
年
と
「
要

扶
養
」（dependent

）
少
年
の
区
別
は
、
ま
す
ま
す
曖
昧
と
な
っ
て
い
た )17

(

。

　

こ
う
し
た
改
革
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
少
年
非
行
の
問
題
を
、
も
っ
ぱ
ら
下

層
階
級
や
移
民
家
族
の
問
題
と
想
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
実

際
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
少
年
保
護
院
の
記
録
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
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リ
カ
生
ま
れ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
親
を
持
つ
子
ど
も
も
ま
た
、「
非
行
少
年
」

と
し
て
収
容
さ
れ
て
い
た )18

(

。
こ
の
記
録
は
ま
た
、
少
年
保
護
院
の
創
設
初
期
に

は
、
子
ど
も
の
親
や
親
族
が
、
自
ら
子
ど
も
を
施
設
に
送
り
込
ん
で
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
自
分
た
ち
の
子
ど
も
の
稼
ぎ
に
相
当
程
度
依
存
し
て
い
た
そ

の
当
時
の
下
層
階
級
や
移
民
の
家
族
の
生
活
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
、
少
年
保

護
院
に
子
ど
も
を
送
り
込
ん
で
い
た
家
族
の
多
く
は
、
少
な
く
と
も
極
貧
層
で

あ
っ
た
と
は
い
い
難
い )19

(
。
む
し
ろ
、
自
分
た
ち
の
子
ど
も
を
統
制
す
る
上
で
、

親
と
し
て
の
権
威
を
強
め
る
た
め
に
は
、
限
ら
れ
た
資
源
し
か
持
ち
得
な
か
っ

た
家
族
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
少
年
非
行
は
、
産
業
化
や
都
市
化
、
多
様
化

が
ま
す
ま
す
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
十
九
世
紀
初
頭
の
社
会
状
況
の
中
で
の
、
社

会
統
制
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
家
族
に
お
け
る
子
ど
も
の
統
制
の
問
題
で
も

あ
っ
た )20

(

。
三　

矯
正
学
校
（R

eform
 School

）
の
時
代
（
一
八
五
〇
年
代
～

一
八
八
〇
年
代
）

　

十
九
世
紀
の
半
ば
ま
で
に
は
、
少
年
保
護
院
は
、
子
ど
も
向
け
の
刑
務
所
以

外
の
何
物
で
も
な
い
と
評
さ
れ
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
、
次
第
に
明
ら

か
と
な
っ
て
い
っ
た )21

(

。
そ
れ
は
、
そ
の
過
密
ぶ
り
と
厳
格
な
規
律
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た )22

(

。
少
年
保
護
院
に
対
す
る
批
判
は
、
大
別
す
る
と
二
つ
の
も
の
が
あ
っ

た
。
一
つ
は
、
十
九
世
紀
半
ば
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
や
民
族
が
一
層
雑
多
に

混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
口
の
多
い
産
業
都
市
の
状
況
に
は
、
少
年
保
護
院

の
よ
う
な
施
設
は
も
は
や
適
切
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
、
少
年
保
護
院
に
対

す
る
不
信
感
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
批
判
は
、
非
行
少
年
の

施
設
収
容
自
体
に
反
対
す
る
と
い
う
、
さ
ら
に
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

後
者
の
よ
う
な
批
判
を
行
っ
た
人
物
の
一
人
が
、
里
親
委
託
制
度
（placing-

out system

）
を
組
織
し
た
最
初
の
改
革
者
で
あ
っ
た
、C

harles L
oring 

B
race

（1826― 1890

）
で
あ
る )23

(

。
聖
職
者
で
あ
っ
たB

race

の
改
革
理
念
は
、

彼
の
伝
道
的
熱
意
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
核
に
は
「
子
ど
も
」

に
は
本
質
的
に
「
罪
が
な
い
」（innocent )24

(

）
と
す
る
信
念
が
あ
っ
た )25

(

。
彼
が

「
子
ど
も
」
に
言
及
す
る
と
き
、
従
来
の
少
年
保
護
院
の
用
語
で
あ
る
、「
罪

人
」（convict

）
や
「
堕
落
し
た
若
い
人
」（depraved young person

）
と
い
っ

た
表
現
を
、
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た )26

(

。
む
し
ろ
彼
に
と
っ
て
、「
非
行
少
年
」

と
は
、
都
市
の
環
境
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
的
な
農
村
の
家
族
に
配
置

さ
れ
る
必
要
の
あ
る
、「
犠
牲
者
と
し
て
の
子
ど
も
」（victim

ized child

）
で

あ
っ
た )27

(

。
た
だ
し
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
少
年
保
護
院
は
、Brace

の
活
動
よ
り
早
く
、

収
容
少
年
を
農
場
に
徒
弟
と
し
て
送
り
出
す
と
い
う
実
践
を
行
っ
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
は
、B

race

と
児
童
援
助
協
会
（C

hildren’ s A
id Society

）
が
組
織

し
た
、
一
八
五
四
年
開
始
の
里
親
委
託
制
度
を
先
取
り
し
て
い
た )28

(

。B
race

の

活
動
の
重
要
性
は
、
里
親
委
託
制
度
の
実
践
を
独
自
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
発
展

さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る )29

(

。

　
B

race

は
、H

orace B
ushnell

（1802― 1876

）
の
感
化
を
受
け
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る )30

(

。
当
時
の
教
育
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
聖
職
者
のB

ushnell
は
、
宗
教
教
育
と
子
育
て
の
過
程
に
お
け
る
、
家
族
の
役
割
の
重
要
性
を
強
調

し
た
点
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
育
論
の
画
期
を
な
し
た )31

(

。B
ushnell

は
、「
子

ど
も
」
は
、
生
来
的
に
堕
落
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
本
質
的
に
善
で
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あ
る
わ
け
で
も
な
い
も
の
の
、「
救
済
可
能
な
存
在
で
は
あ
る
」（redeem

able

）

と
論
じ
て
い
た )32

(

。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
子
ど
も
期
と
教

育
に
関
す
る
、
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
的
な
穏
健
な
主
張
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
子
ど
も
」
に
つ
い
て
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
的
な
考
え
方
と
、
啓
蒙
主
義
的
な

考
え
方
と
が
密
接
に
結
び
つ
い
た
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
子
ど
も
観
が
形
成
さ
れ

て
い
っ
た )33

(

。

　

B
race

は
「
子
ど
も
」
に
対
し
て
同
情
的
で
は
あ
っ
た
が
、
貧
困
層
の
大
人

に
対
す
る
彼
の
態
度
は
、
そ
れ
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
た )34

(

。
彼
は
ま
た
、
浮

浪
や
微
罪
（m

inor offence

）
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
た
年
少
の
非
行
少
年
に

対
し
て
は
、
施
設
収
容
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
も

の
の
、
よ
り
年
長
の
、
非
行
性
の
強
い
少
年
の
場
合
に
は
、
少
年
保
護
院
の

よ
う
な
集
団
矯
正
施
設
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
た )35

(

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

B
race

の
そ
の
よ
う
な
施
設
収
容
反
対
の
思
想
は
一
定
の
影
響
力
を
持
ち
、
少

年
保
護
院
の
現
状
を
批
判
し
て
施
設
改
革
を
唱
え
、
新
た
に
家
族
方
式
の
矯
正

学
校
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
、
も
う
一
つ
の
立
場
の
主
張
を
促
進
し
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る )36

(

。

　

施
設
収
容
反
対
の
立
場
か
ら
の
批
判
、
お
よ
び
施
設
肯
定
の
立
場
か
ら
の
批

判
の
両
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
は
、
十
八
世
紀
末
以
降
興
隆
し
つ
つ
あ
っ
た

「
家
庭
性
の
礼
賛
」（cult of dom

esticity

）
な
い
し
は
「
女
性
性
の
礼
賛
」（cult 

of w
om

anhood

）
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
で
あ
っ
た )37

(

。
施
設
肯
定
派
の
改
革
者

た
ち
は
、
新
た
な
施
設
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
家
庭
方
式
（fam

ily 

system

）
の
施
設
に
着
目
し
、
矯
正
学
校
の
創
設
を
試
み
た
。
そ
の
よ
う
な
構

想
は
、
一
八
四
八
年
に
ボ
ス
ト
ン
に
開
設
さ
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
初
の
州

立
感
化
施
設
に
反
映
さ
れ
た )38

(

。

　

新
た
な
施
設
、
つ
ま
り
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
立
ウ
ェ
ス
ト
ボ
ロ
ウ
男

子

矯

正

学

校
（T

he M
assachusetts State R

eform
 School for B

oys at 

W
estborough

）
は
、
田
園
環
境
で
の
非
行
少
年
の
矯
正
を
意
識
的
に
目
指
し

て
い
た
。
こ
の
施
設
は
、
年
少
の
微
罪
の
違
反
者
を
収
容
し
て
、
さ
ら
に
深
刻

な
違
反
や
犯
罪
へ
と
陥
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
施

設
を
規
定
す
る
法
律
が
、
収
容
者
の
年
齢
の
上
限
を
一
六
歳
と
し
て
い
た
た

め
、
ほ
と
ん
ど
の
収
容
者
は
実
際
に
は
、
施
設
が
当
初
想
定
し
て
い
た
よ
り
も

む
し
ろ
年
長
の
、
非
行
性
が
深
化
し
て
い
る
と
さ
れ
る
少
年
た
ち
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
施
設
は
ま
も
な
く
、
少
年
保
護
院
と
同
様
の
様
相
を

呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う )39

(

。

　

実
際
に
は
、
施
設
に
収
容
さ
れ
た
少
年
た
ち
は
、
重
罪
を
犯
し
た
者
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
軽
微
な
違
反
者
で
あ
っ
た
。
一
八
四
八
年
か
ら

一
八
五
九
年
に
か
け
て
、収
容
さ
れ
た
少
年
の
う
ち
の
四
三
％
は
「
わ
が
ま
ま
」

（stubbornness

）、
ま
た
四
〇
％
は
「
窃
盗
」（larceny

）
や
そ
の
他
の
財
産

に
関
す
る
罪
を
犯
し
た
と
し
て
収
容
さ
れ
て
い
た
。
後
者
の
よ
う
な
犯
罪
は
、

貧
困
に
あ
え
ぐ
都
市
下
層
家
族
が
、
生
活
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
路
上
で
行

う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
家
族
も
ま
た
、
自
分
た
ち
の

子
ど
も
を
自
ら
請
願
し
て
、
施
設
に
送
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
ら
に

と
っ
て
は
、
一
時
的
に
施
設
に
送
り
、
子
ど
も
に
教
育
を
与
え
る
と
い
う
家
族

戦
略
の
一
部
で
も
あ
っ
た )40

(

。

　

ま
た
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
も
う
一
つ
の
矯
正
学
校
で
あ
っ
た
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
立
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
女
子
矯
正
学
校
（T

he M
assachusetts 
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State R
eform

 School for G
irls at L

ancaster

）
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
最

初
に
家
族
方
式
を
採
用
し
た
施
設
で
あ
っ
た
が
、
男
子
矯
正
学
校
と
同
様
の
経

路
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
八
五
六
年
の
開
設
以
降
、
収
容
者

の
罪
名
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

校
の
年
次
報
告
書
は
、
ま
す
ま
す
非
行
性
の
進
ん
だ
少
女
が
送
ら
れ
て
く
る
よ

う
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
た )41

(

。
こ
の
時
期
に
実
際
に
起
こ
っ
て
い
た
変
化
は
、

ラ
ン
カ
ス
タ
ー
校
が
、
よ
り
年
長
の
少
女
た
ち
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
、
お
よ
び
、
収
容
者
の
主
な
社
会
層
が
、
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
白
人
家
庭

出
身
か
ら
、
外
国
生
ま
れ
の
英
語
を
話
さ
な
い
親
を
持
つ
者
と
な
っ
た
こ
と
で

あ
っ
た )42

(

。

　

ラ
ン
カ
ス
タ
ー
校
の
管
理
者
で
あ
っ
たSam

uel G
ridley H

ow
e

（1801―

1876

）
は
、
も
と
も
と
施
設
創
設
者
と
し
て
影
響
力
も
あ
り
活
動
的
で
も
あ
っ

た
。
だ
が
、
や
が
て
、
す
べ
て
の
「
子
ど
も
」
が
「
救
済
可
能
」（salvageable

）

で
あ
る
と
す
る
信
念
や
、「
良
い
家
庭
」
へ
の
里
親
委
託
が
矯
正
を
保
証
す
る

と
い
っ
た
信
念
を
、
後
退
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た )43

(

。
そ
れ
と
同
時
に
、
州
に
よ

る
さ
ま
ざ
ま
な
慈
善
事
業
の
運
営
や
監
督
が
ま
す
ま
す
中
央
集
権
化
さ
れ
る
に

つ
れ
て )44

(

、
ま
た
、
州
が
要
扶
養
な
い
し
は
非
行
の
子
ど
も
の
分
類
を
公
然
と
行

う
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て )45

(

、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
校
の
少
女
た
ち
は
、
年
長
で
非
行

性
が
進
ん
だ
者
と
一
層
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。さ
ら
に
、ラ
ン
カ
ス
タ
ー

校
で
の
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
適
応
し
な
い
少
女
た
ち
に
は
、
州
の
懲
治
監
へ
の

転
送
と
い
う
処
分
が
行
わ
れ
た )46

(

。
施
設
の
初
期
の
改
革
者
た
ち
の
ロ
マ
ン
主
義

的
な
環
境
決
定
論
は
、
す
べ
て
の
「
子
ど
も
」
が
基
本
的
に
罪
は
な
く
、
善
な

る
性
質
を
持
つ
と
い
う
前
提
に
立
つ
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

完
全
な
行
動
主
義
的
環
境
決
定
論
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、

改
革
者
た
ち
に
と
っ
て
、
子
ど
も
の
矯
正
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
き
に
は
、
失

敗
の
原
因
は
そ
の
子
ど
も
の
生
来
の
「
悪
質
性
」
へ
と
、
し
ば
し
ば
帰
属
さ
せ

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
は
ま
た
、一
八
六
〇
年
代
に
は
、収
容
者
の
描
写
に
、

社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
的
な
言
説
を
受
け
入
れ
る
素
地
と
な
っ
た
と
い
う )47

(

。

　

一
八
八
〇
年
代
ま
で
に
は
、公
的
な
矯
正
施
設
と
私
的
な
機
関
と
の
間
に
は
、

明
確
な
差
異
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
新
た
な
改
革
は
私
的

な
機
関
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
州
立
の
矯
正
学
校
は
単
に
少
年
を
監
禁
し

て
お
く
だ
け
の
場
所
に
な
り
果
て
た
と
さ
れ
る )48

(

。

四　

少
年
裁
判
所
（Juvenile C

ourt

）
の
時
代
（
一
八
九
〇
年
代

～
一
九
二
〇
年
代
）

　

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
へ
の
転
換
期
に
起
こ
っ
た
少
年
裁
判
所
運
動

は
、
中
央
集
権
的
な
統
制
と
「
科
学
的
」
な
知
識
と
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

り
、
ま
す
ま
す
産
業
化
し
多
元
化
し
て
い
く
社
会
に
対
し
て
都
市
の
諸
機
関
を

適
合
さ
せ
る
と
い
う
、
よ
り
広
範
な
社
会
改
革
運
動
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う )49

(

。

　

十
九
世
紀
後
半
の
産
業
化
の
進
行
に
伴
い
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
階
級
の
子

ど
も
が
、
労
働
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
、
よ
り
長
期
間
の
学
校
教
育
と
い
う
単

一
の
経
験
へ
と
、
水
路
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
状
況
が
生
ま
れ
た
。
労
働
で

は
な
く
、
学
校
で
の
教
育
に
専
念
す
る
、
特
定
の
年
齢
層
と
し
て
の
「
子
ど
も
」

が
、
社
会
集
団
と
し
て
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
子
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ど
も
」
に
つ
い
て
の
諸
問
題
に
関
す
る
、
階
級
的
な
区
分
は
揺
ら
い
で
い
っ

た )50
(

。「
子
ど
も
」
の
交
通
事
故
死
に
対
す
る
人
々
の
集
合
的
態
度
の
劇
的
な
変

化
は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
例
で
あ
ろ
う
。
十
九
世
紀
ま
で
に
は
す
で
に
、
上
流

階
級
や
中
産
階
級
の
間
で
は
、
幼
い
子
ど
も
の
死
は
、
あ
ら
ゆ
る
死
の
う
ち
で

最
も
痛
ま
し
く
耐
え
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
一
方
で
、
都
市
の
路
上
に
た
む

ろ
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
都
市
下
層
の
子
ど
も
の
交
通
事
故
死
に
対
し
て
は
社

会
的
な
関
心
は
寄
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
下
層
階
級
の
無
責
任
な
態
度
へ
と
原
因

帰
属
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
子
ど
も
の
死
は
、
そ
の
子
ど
も
の
属
す
る
社

会
階
級
に
よ
っ
て
、
異
な
る
社
会
的
反
応
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
や
が
て
、
路
上
で
の
子
ど
も
の
不
慮
の
死
は
、
次
第
に
中
産
階
級
に

と
っ
て
も
脅
威
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
二
十
世
紀
初
頭
に
は
、

交
通
事
故
に
よ
る
子
ど
も
の
死
に
対
す
る
、
階
級
的
区
別
を
超
え
た
大
き
な
反

応
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た )51

(

。
元
来
中
産
階
級
的
な
観
念
で
あ
っ
た
「
子
ど
も

期
」
は
、
い
ま
や
階
級
の
枠
を
超
え
た
す
べ
て
の
「
子
ど
も
」
に
共
有
さ
れ
う

る
、
大
衆
的
な
も
の
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

階
級
の
枠
を
超
え
た
子
ど
も
期
の
大
衆
化
は
、「
子
ど
も
」
に
関
す
る
「
科

学
的
」
な
知
見
の
広
が
り
と
連
動
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
Ｇ
・
Ｓ
・
ホ
ー
ル

よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
児
童
・
青
年
心
理
学
は
、「
子
ど
も
」
の
ニ
ー
ズ
や
興
味

関
心
を
、
階
級
や
民
族
と
い
っ
た
社
会
的
属
性
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
ら
を
人

間
の
発
達
の
過
程
で
の
普
遍
的
な
経
験
と
論
じ
た )52

(

。
彼
は
、「
青
年
期
」
を
、

子
ど
も
の
時
期
の
書
板
を
ぬ
ぐ
い
取
る
、
第
二
の
誕
生
の
時
期
と
み
な
し
て
い

た
。
ま
た
彼
は
、
若
年
者
の
不
行
状
や
奇
行
は
、
人
間
の
生
物
学
的
な
成
熟
に

お
け
る
正
常
な
副
産
物
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た )53

(

。
こ
う
し
た
考
え
方
に
し
た

が
っ
て
、
少
年
非
行
は
、
青
年
期
と
い
う
時
期
の
持
つ
特
異
な
性
質
に
由
来
す

る
、
自
然
な
現
象
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た )54

(

。

　

こ
の
よ
う
な
「
科
学
的
」
根
拠
は
、
年
齢
を
基
準
と
し
た
学
校
教
育
体
系
の

整
備
と
い
っ
た
教
育
政
策
や
、
誘
惑
に
満
ち
た
都
市
環
境
で
「
子
ど
も
」
が
非

行
に
陥
る
の
を
防
ご
う
と
す
る
、
一
連
の
社
会
運
動
の
基
盤
と
な
っ
た )55

(

。
こ
の

時
期
の
「
子
ど
も
」
の
問
題
に
関
わ
る
社
会
運
動
は
、「
児
童
救
済
運
動
」（child 

saving m
ovem

ent

）
と
総
称
さ
れ
、
少
年
裁
判
所
創
設
や
非
行
少
年
収
容
施

設
な
ど
の
非
行
少
年
対
策
の
み
な
ら
ず
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
や
遊
び
場

設
置
に
至
る
ま
で
、
雑
多
で
広
範
な
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
活
動
を
含
ん
で
い

た
。
改
革
者
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
「
子
ど
も
」
の
危
機
に
対
し
て
関
心

を
寄
せ
、
自
分
た
ち
の
活
動
の
対
象
者
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、B

race

の
よ
う
な
以
前
の
社
会
改
革
者
た
ち
が
、自
分
の
所
属
す
る
階
級
の
「
子
ど
も
」

で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
下
層
階
級
の
「
子
ど
も
」
に
対
し
て
関
心
を
抱
い
て
い

た
の
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
期
の
改
革
者
た
ち
に
と
っ

て
は
、「
子
ど
も
」
の
「
問
題
」
が
、
実
際
の
犯
罪
行
為
な
の
か
、
そ
れ
と
も

虞
犯
行
為
な
の
か
と
い
う
区
別
に
、
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
の
で
あ

る )56

(

。

　

こ
う
し
た
社
会
運
動
の
背
後
に
は
、
上
流
・
中
流
階
級
出
身
の
女
性
た
ち

に
よ
る
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
ク
へ
の
進
出
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
女
性
た

ち
の
熱
心
な
政
治
的
働
き
か
け
が
功
を
奏
し
、「
す
べ
て
の
階
級
の
子
ど
も

と
子
ど
も
の
生
活
の
福
祉
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
」
を
統
括
す
る
機
関
と
し
て
、

一
九
一
二
年
に
連
邦
児
童
局
（T

he U
. S. C

hildren’ s B
ureau

）
が
創
設
さ
れ
、

連
邦
機
関
最
初
の
女
性
局
長
と
し
て
、Julia L

athrop

（1858― 1932

）
が
任
命
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さ
れ
た
。
連
邦
児
童
局
は
、「
子
ど
も
期
」
を
享
受
す
る
権
利
を
す
べ
て
の
「
子

ど
も
」
に
保
障
す
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
福
祉
に
関
わ
る
「
特
別
な
ニ
ー
ズ
」

に
対
応
す
る
試
み
を
行
っ
た )57

(

。
連
邦
児
童
局
の
第
二
代
局
長
のG

race A
bbott

（1878― 1939
）
は
、
子
ど
も
の
違
反
者
（child offender

）
は
、
も
は
や
「
犯

罪
者
」（crim

inal
）
で
は
な
く
、「
非
行
者
」（delinquent

）
で
あ
る
と
述
べ

て
い
た )58

(

。
少
年
裁
判
所
の
創
設
は
、
あ
る
部
分
、
こ
う
し
た
女
性
の
運
動
の
産

物
で
も
あ
っ
た
。
少
年
裁
判
所
は
、「
子
ど
も
」
の
「
罪
の
な
さ
」
を
擁
護
す

る
も
の
と
し
て
、
伝
統
的
家
族
や
女
性
性
の
美
徳
を
唱
道
す
る
中
産
階
級
の
女

性
た
ち
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
ク
と
い
う
専
門
職
を
も
た
ら
し
た )59

(

。

　

シ
カ
ゴ
で
の
ス
ラ
ム
街
に
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
のH

ull H
ouse

を
設
立
し

て
、Julia L

athrop

やG
race A

bbott

ら
と
と
も
に
活
動
し
たJane A

ddam
s

（1860― 1935

）
や
、
デ
ン
バ
ー
の
判
事
と
し
て
、
少
年
事
件
を
成
人
の
そ
れ
と

は
異
な
る
形
で
扱
う
試
み
を
行
っ
たB

en L
indsey
（1869― 1943

）
の
よ
う

な
改
革
者
た
ち
は
、
子
ど
も
の
罪
の
な
さ
を
強
く
信
じ
、
少
年
非
行
に
関
す
る

Ｇ
・
Ｓ
・
ホ
ー
ル
的
な
社
会
環
境
論
的
解
釈
に
従
っ
て
い
た )60

(

。
こ
う
し
た
改
革

者
の
実
践
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
を
制
度
化
し
た
の
が
シ
カ
ゴ
や
デ
ン
バ
ー
で
の

少
年
裁
判
所
の
創
設
で
あ
り
、
成
人
と
は
異
な
る
非
行
少
年
処
遇
の
制
度
は
、

そ
の
後
全
米
各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た )61

(

。

　

少
年
裁
判
所
運
動
の
主
た
る
革
新
は
、
保
護
観
察
制
度
（probation 

system

）
の
導
入
に
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
の
間
の
非
行
少
年
矯
正
施
設
に
関
わ

る
経
験
を
通
じ
て
、
施
設
収
容
に
対
す
る
不
信
感
は
強
力
で
あ
っ
た
。
先
の
時

期
の
里
親
委
託
制
度
が
施
設
収
容
へ
の
代
替
手
段
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
度

は
保
護
観
察
制
度
が
代
替
手
段
で
あ
っ
た )62

(

。
だ
が
実
際
の
少
年
裁
判
所
に
よ
る

審
判
で
は
、
放
免
（dism

issal

）
に
代
え
て
保
護
観
察
処
分
が
多
用
さ
れ
、
保

護
観
察
処
分
が
施
設
収
容
の
代
替
措
置
と
し
て
用
い
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た

た
め
、
施
設
収
容
は
必
ず
し
も
減
少
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
少

年
裁
判
所
は
、
成
人
裁
判
所
で
あ
れ
ば
放
免
や
罰
金
（fine

）
と
い
っ
た
処
分

を
行
う
よ
う
な
マ
イ
ナ
ー
な
ケ
ー
ス
に
対
し
て
も
、
保
護
観
察
処
分
や
施
設
収

容
処
分
を
行
う
こ
と
も
多
か
っ
た )63

(

。

　

こ
の
時
期
に
は
ま
た
、
私
立
の
収
容
施
設
が
激
増
す
る
と
い
う
現
象
も
見
ら

れ
た
。
改
革
が
、
家
族
に
対
す
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
（fam

ily case w
ork

）
や
、

里
親
に
よ
る
ケ
ア
（foster care

）
な
ど
と
い
っ
た
、
個
別
的
な
予
防
的
措
置

を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
家
族
が
自
ら
子
ど
も
を
送
り
込
む
私
的
施
設
が
増

加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る )64

(

。

　

こ
の
よ
う
に
、
施
設
収
容
に
対
す
る
不
信
感
や
、
非
行
少
年
を
も
「
子
ど
も
」

と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
志
向
、非
行
を
青
年
期
の
特
有
の
問
題
と
と
ら
え
、

そ
の
防
止
に
向
け
て
社
会
環
境
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
施
設
化
の

進
行
と
並
行
し
て
い
た
。
一
見
逆
説
的
と
も
い
え
る
、
こ
う
し
た
結
果
を
も
た

ら
し
た
の
は
、
こ
の
時
期
の
非
行
少
年
対
策
に
お
い
て
中
心
的
で
あ
っ
た
心
理

学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
環
境
を

重
視
す
る
考
え
方
は
、
基
本
的
に
は
非
行
少
年
の
家
庭
環
境
を
問
題
に
す
る
発

想
を
も
た
ら
し
、
子
ど
も
を
貧
困
な
家
庭
や
不
適
切
な
親
か
ら
引
き
離
す
こ
と

を
、
論
理
的
帰
結
と
し
た
た
め
で
あ
る )65

(

。
さ
ら
に
、
少
年
非
行
に
つ
い
て
の
心

理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
実
際
の
個
別
の
ケ
ー
ス
へ
の
対
応
の
際
に
は
、
よ

り
個
人
化
さ
れ
た
精
神
医
学
的
方
法
の
前
に
、
社
会
環
境
論
的
な
側
面
を
後
退

さ
せ
て
し
ま
い
、
少
年
非
行
問
題
を
個
人
化
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
と
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も
い
え
る )66

(

。
少
年
非
行
問
題
の
医
療
化
は
、
非
行
を
「
治
療
可
能
」
な
も
の
と

み
な
す
考
え
方
を
広
め
る
こ
と
で
、
非
行
の
矯
正
に
つ
い
て
の
悲
観
主
義
を
薄

め
る
効
果
を
部
分
的
に
は
持
っ
て
い
た )67

(

。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、「
子
ど
も
」

が
本
質
的
に
有
す
る
精
神
の
深
層
を
論
じ
る
、
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学

の
広
が
り
と
相
俟
っ
て
、「
問
題
あ
る
子
ど
も
」
の
観
念
の
質
を
、
非
行
の
よ

う
な
問
題
行
動
よ
り
も
、
さ
ら
に
広
範
な
、
行
動
上
お
よ
び
心
理
上
の
「
不
適

応
」（m

aladjustm
ent

）
へ
と
拡
張
し
て
い
く
傾
向
を
も
持
っ
て
い
た )68

(

。
少
年

非
行
対
策
の
一
環
と
し
て
創
設
さ
れ
た
児
童
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
ク
リ
ニ
ッ
ク（child 

guidance clinic

）
は
、
精
神
科
医
や
心
理
学
者
、
精
神
医
学
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
個
々
の
子
ど
も
に
対
す
る
、
非
行
予
防
の
観

点
か
ら
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
機
関
で
あ
っ
た
が )69

(

、
や
が
て
、
少
年
非
行
そ
の
も

の
よ
り
も
む
し
ろ
、
よ
り
マ
イ
ナ
ー
な
子
ど
も
の
問
題
に
対
応
す
る
、
中
流
階

級
を
主
た
る
顧
客
と
す
る
よ
う
な
機
関
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た )70

(

。

五　

子
ど
も
観
の
変
遷
と
ア
メ
リ
カ
少
年
非
行
対
策
の
展
開

―

ま
と
め
に
代
え
て

　

本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
非
行
少
年
対
策
の
展
開
に
つ
い
て
、
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
、「
子

ど
も
期
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
。

　

十
九
世
紀
初
頭
に
は
少
年
保
護
院
、
十
九
世
紀
半
ば
に
は
矯
正
学
校
や
里
親

委
託
制
度
、
そ
し
て
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
少
年
裁
判

所
が
、
非
行
少
年
対
策
の
社
会
運
動
の
産
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
も
た
ら
し

た
「
子
ど
も
期
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
実
に
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
。
子
ど

も
の
原
罪
を
強
調
す
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
的
な
考
え
方
は
、
啓
蒙
思
想
や
家
庭

性
・
女
性
性
を
礼
賛
す
る
社
会
思
想
、
あ
る
い
は
児
童
・
青
年
心
理
学
や
精
神

医
学
な
ど
の
「
科
学
」
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、
非
行
少
年
対
策
の
展
開
の
底
辺

を
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
的
な
「
子
ど
も
期
」
の
考
え
方
を
、
伝
統
的
な
「
小
さ
な

大
人
」
と
し
て
の
子
ど
も
観
と
み
な
す
か
、
あ
る
い
は
近
代
的
な
子
ど
も
観
と

み
な
す
か
に
つ
い
て
は
、評
価
が
分
か
れ
て
い
る )71

(

。フ
ラ
ン
ス
の
文
脈
に
関
わ
っ

て
で
は
あ
る
が
、A

riès

（1960

＝1980

）
が
論
じ
た
、「
子
ど
も
期
」
に
関

す
る
「
愛
ら
し
さ
」
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
「
苛
立
ち
」
の
感
覚
に
つ

い
て
の
、
次
の
よ
う
な
主
張
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
「
子
ど
も
期
」
の
評
価

に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

　

可
愛
が
り
と
い
う
子
供
期
に
か
ん
し
て
第
一
に
見
ら
れ
る
意
識
は
、
家
庭
環
境

の
中
や
、
幼
児
た
ち
の
相
手
を
す
る
さ
い
に
出
現
し
た
の
だ
っ
た
。
他
方
、
第
二

に
見
ら
れ
る
意
識
（
苛
立
ち

：

筆
者
註
）
は
、
家
庭
の
外
部
、
す
な
わ
ち
十
六
世

紀
ま
で
は
そ
の
数
も
わ
ず
か
な
教
会
な
い
し
は
法
服
貴
族
た
ち
、
ま
た
十
七
世

紀
に
は
は
る
か
に
数
を
増
し
た
文
明
的
で
理
性
的
な
習
俗
を
待
ち
望
む
モ
ラ
リ
ス

ト
た
ち
に
、
源
を
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
子
供
期
が
か
つ
て
無
視
さ

れ
て
い
た
現
象
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
て
も
き
た
が
、
子
供
た
ち
を
魅
惑
的
な
玩

具
の
ご
と
く
見
な
す
の
を
嫌
っ
て
も
い
た
。
と
い
う
の
も
、
か
れ
ら
は
、
保
存
す

る
ば
か
り
か
造
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
神
の
も
ろ
い
被
創
造
物
を
こ
の
子
供

た
ち
の
う
ち
に
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
念
が
続
い
て
家
庭
生
活
の
中
に
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入
っ
た
の
だ
っ
た )72

(

。

　

「
子
ど
も
期
」
を
、
特
別
な
注
意
を
要
す
る
時
期
と
み
な
し
、
早
期
か
ら
の

教
育
に
よ
っ
て
、
理
性
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
育
て
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
の

よ
う
な
意
識
こ
そ
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
た
ち
に
抱
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。
植
民
地
時
代
の
「
わ
が
ま
ま
な
子
ど
も
」
を
罰
す
る
法
律
は
、
こ
う
し
た

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
た
ち
の
強
烈
な
教
育
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
非
行
少
年
対
策
の
始
原
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
徳

岡
（
一
九
九
三
）
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
子
ど
も
観
を
「
小
さ
な
大
人
」
と
し

て
の
も
の
と
評
価
す
る
一
方
で
、「
わ
が
ま
ま
な
子
ど
も
」
に
関
す
る
法
律
を
、

虞
犯
概
念
の
あ
ら
わ
れ
と
も
み
な
し
う
る
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る )73

(

。
し
か

し
、
と
り
わ
け
原
初
的
な
形
態
の
近
代
的
子
ど
も
観
が
持
っ
て
い
た
そ
の
よ
う

な
重
層
性
に
鑑
み
れ
ば
、「
子
ど
も
期
」
に
強
い
関
心
を
寄
せ
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ

ス
ト
の
子
ど
も
観
は
、
子
ど
も
へ
の
無
関
心
に
支
配
さ
れ
た
中
世
的
な
観
念
と

は
、
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

子
ど
も
の
「
も
ろ
さ
」
へ
の
苛
立
ち
こ
そ
が
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
子
ど
も

に
対
す
る
関
心
を
構
成
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
犯
罪
に
陥
る
か
も
知
れ
な
い
と

い
う
「
危
機
」
こ
そ
が
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
彼
ら
の
対
応
の
中
心
と
な
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
本
稿
の
検
討
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、「
非
行
少
年
」
の
概
念
は
、

浮
浪
や
遺
棄
な
ど
、
規
律
の
欠
如
し
た
状
態
こ
そ
が
、
将
来
の
犯
罪
を
も
た
ら

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
虞
犯
」
こ
そ
が
、
少
年
非
行
の
概
念
の
中
核
を
構
成
し
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、「
犯
罪
少
年
」
に
加
え
て
「
浮
浪
少
年
」
や
「
要
扶
養
少
年
」

な
ど
が
周
辺
に
加
わ
っ
て
非
行
少
年
概
念
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
非
行
少
年
対
策
の
展
開
過
程
に
お
い
て
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
の

は
、
浮
浪
や
微
罪
の
少
年
で
あ
っ
て
、
既
に
重
罪
を
犯
し
た
少
年
は
周
辺
的
な

存
在
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う )74

(

、
処
遇
の
実
態
と
も
整
合
的
な
考
え
方
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　

「
非
行
少
年
」
概
念
が
拡
大
し
た
背
景
と
し
て
、
産
業
化
の
進
展
に
伴
う
児

童
労
働
の
不
要
化
と
学
校
教
育
の
普
遍
化
に
よ
る
「
子
ど
も
期
」
の
「
大
衆
化
」

や
、そ
う
し
た
社
会
状
況
と
連
動
し
て
進
展
し
た
「
科
学
的
」
知
見
に
よ
る
「
子

ど
も
期
」
の
「
普
遍
化
」
が
あ
っ
た
。「
子
ど
も
期
」
が
社
会
階
級
や
民
族
な

ど
の
社
会
的
属
性
よ
り
も
む
し
ろ
、
も
っ
ぱ
ら
学
齢
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
概

念
と
な
る
に
つ
れ
て
、「
少
年
非
行
」
は
下
層
階
級
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
階

級
の
「
子
ど
も
」
に
発
達
上
起
こ
り
う
る
問
題
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
階
級
を
超
え
た
少
年
非
行
の
観
念
の
広
が
り
は
、「
子

ど
も
」
の
擁
護
者
と
称
す
る
中
産
階
級
の
女
性
た
ち
に
よ
る
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ワ
ー
ク
の
専
門
職
化
と
そ
れ
へ
の
参
入
に
よ
っ
て
、
促
進
さ
れ
た
側
面
も
あ
っ

た
。

　

非
行
少
年
対
策
の
展
開
は
、
単
に
下
層
階
級
に
対
す
る
社
会
統
制
的
関
心
か

ら
の
み
推
進
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
子
ど
も
の
問
題
に
悩
む
家
族
の

再
生
産
戦
略
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
。「
子
ど
も
」
の
統
制
は
、
国
家

や
地
域
社
会
の
み
な
ら
ず
、
家
族
内
の
政
治
の
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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註
（
1
）　

本
稿
で
は
「
子
ど
も
期
」
を
、「
児
童
期
」
や
「
青
年
期
」
な
ど
を
も
含
む
、
広

義
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
ま
た
、「
子
ど
も
」「
少
年
」
と
い
う
表
現
も
、「
青
年
期
」

に
あ
る
と
さ
れ
る
人
々
を
も
含
み
う
る
よ
う
な
、
よ
り
広
い
意
味
で
用
い
て
い
る
。

（
2
）　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
非
行
少
年
対
策
に
つ
い
て
言

及
し
た
も
の
と
し
て
、
二
井
（
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
）、
田
澤
（
一
九
九
九
）、
森

田
明
（
一
九
九
九
・
二
〇
〇
五
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
万
国
監
獄
会
議

と
日
本
の
非
行
少
年
対
策
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
橋
本
（
二
〇
〇
四
）、
田
中

（
二
〇
〇
五
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）　

こ
れ
に
関
し
て
、B

ellingham

（1986

）
は
、
非
行
少
年
対
策
の
歴
史
に
つ
い
て

の
人
道
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
再
解
釈
派
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
施
設
の
利
用
者
を

も
っ
ぱ
ら
受
動
的
な
存
在
と
み
な
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
施
設
利
用
の
実
態

を
分
析
し
て
い
く
こ
と
で
、
家
族
生
活
の
持
つ
長
期
的
な
制
度
的
側
面
の
置
換
と
し

て
施
設
化
を
再
考
す
る
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
同
時
期
の
日
本
で
の
留
岡

幸
助
の
家
庭
学
校
の
処
遇
実
践
に
つ
い
て
分
析
し
た
二
井
（
一
九
九
六
・
一
九
九
九
）

の
研
究
も
、
ア
メ
リ
カ
で
の
近
年
の
研
究
と
同
様
の
知
見
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る

と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
研
究
知
見
の
整
理

に
よ
り
、
日
本
の
非
行
少
年
対
策
の
展
開
に
つ
い
て
の
示
唆
を
も
得
る
こ
と
が
、
本

稿
の
二
次
的
な
目
的
で
あ
る
。

（
4
）　

Sutton

（1988

）, chapter 1

を
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
の
訳
語
は
基
本
的
に
徳
岡

（
一
九
九
三
）
に
従
っ
て
い
る
が
、
時
期
区
分
に
つ
い
て
は
多
少
の
相
違
が
あ
る
。

（
5
）　

こ
れ
ら
の
懲
治
監
に
つ
い
て
は
、
徳
岡
（
一
九
九
三
）、
第
三
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）　

Schlossm
an

（1977

）, pp. 19― 27.

（
7
）　

K
aestle

（1973

）, p. 132.

（
8
）　

Sm
ith-R

osenberg

（1971

）, p. 3.

（
9
）　

L
ew

is

（1983

）, pp. 85― 86.

（
10
）　

Fox

（1970

）, p. 1203. 

な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、Foucault

（1975

＝1977

）

が
論
じ
る
、
独
房
か
ら
構
成
さ
れ
る
一
望
監
視
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
近
代
的
刑
務
所

の
誕
生
に
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
が
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

（
11
）　

M
ennel

（1973

）, p. 26. 

な
お
、「
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
」
は
、
通
常
「
白
紙
」
と
訳

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
白
紙
」
の
観
念
は
、
そ
の
日
本
語
の
語
感

か
ら
想
定
さ
れ
る
積
極
的
な
い
し
は
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
異
な
り
、「
生
来

悪
で
も
な
け
れ
ば
善
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
中
立
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
も
の
で

あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
イ
校
歴
史
学
部Paula S. Fass

教
授
の
教

示
に
よ
る
。
実
際
、
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
が
子
ど
も
の
「
原
罪
」
を
否
定
し
、
子
ど
も
期
に

積
極
的
な
意
味
を
与
え
た
と
さ
れ
る
『
教
育
に
関
す
る
考
察
』（1693

＝1967

）
に

お
い
て
も
、
適
切
な
教
育
を
与
え
な
け
れ
ば
子
ど
も
が
堕
落
す
る
危
険
性
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。F

liegelm
an

（1982

）, pp. 12― 15

を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
ピ
ュ
ー
リ

タ
ニ
ズ
ム
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
や
Ｊ―

Ｊ
・
ル

ソ
ー
の
思
想
の
受
容
は
遅
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。C

alvert

（1992

）, pp. 59― 61

を

参
照
。

（
12
）　

Fox

（1970

）, p. 1190.

（
13
）　

M
ennel

（1973

）, p. 28.

（
14
）　

Schlossm
an

（1977

）, p. 31.

（
15
）　

Fox

（1970

）, p. 1192.

（
16
）　

Schlossm
an

（1977

）, p. 28.

（
17
）　

H
aw

es

（1971

）, pp. 32― 33.

（
18
）　

C
alhoun

（1973

）, p. 113― 114. 

ま
た
、Schlossm

an

（1977

）
も
、
こ
の
少
年

保
護
院
の
記
録
を
基
に
、「
富
裕
層
の
若
者
」（w

ell-to do youngster

）
も
犯
罪
行

為
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
子
ど
も
の
不
行
状
に
手
を
焼
い
た
親
に
よ
っ
て
、
送
り
込

ま
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
（p. 27

）。

（
19
）　

特
に
年
少
の
子
ど
も
の
労
働
の
現
象
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
十
九
世
紀
後
半
に

お
い
て
も
労
働
者
階
級
で
は
、子
ど
も
は
家
族
の
う
ち
の
第
二
の
稼
ぎ
手
で
あ
っ
た
。

中
産
階
級
の
親
は
、
自
分
た
ち
の
子
ど
も
は
学
校
に
送
る
一
方
で
、
早
期
の
労
働
を

道
徳
的
に
正
し
い
や
り
方
で
あ
る
と
賞
賛
し
て
い
た
。Zelizer

（1985

）, pp. 56― 59
を
参
照
の
こ
と
。

（
20
）　

Stensell

（1982

）, pp. 53― 54. 

な
お
、
喜
名
（
二
〇
〇
一
）
は
、
十
八
世
紀
フ
ラ

ン
ス
の
封
印
令
状
の
広
が
り
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
社
会
関
係
が
衰
退
す
る
中
で
、
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も
は
や
そ
れ
に
頼
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
家
族
が
、
放
蕩
子
弟
の
監
禁
を
国
王

に
訴
え
る
と
い
う
形
態
で
、
父
権
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

（
21
）　

Schlossm
an

（1977

）, p. 33.
（
22
）　

R
othm

an

（1971

）, p. 257― 258.

（
23
）　

R
othm

an

（1971

）, p. 259.

（
24
）　

こ
の
言
葉
は
、
一
般
的
に
は
「
無
垢
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
本

稿
で
は
、
こ
れ
が
従
来
の
原
罪
を
背
負
っ
た
存
在
と
し
て
の
子
ど
も
観
と
対
比
さ
れ

る
表
現
で
あ
り
、
か
つ
「
有
罪
」（guilty

）
の
対
義
語
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、

こ
の
よ
う
に
訳
す
こ
と
と
す
る
。

（
25
）　

Schlossm
an

（1977
）, pp. 43― 44.

（
26
）　

M
ennel

（1973

）, p. 32― 33.

（
27
）　

M
ennel

（1973

）, p. 36.

（
28
）　

H
aw

es

（1971

）, p. 50.

（
29
）　

H
aw

es

（1971

）, p. 88. B
race

の
活
動
に
つ
い
て
は
、L
angsam

（1964

）
に
詳

し
い
。
ち
な
み
に
、B

race

の
活
動
は
、
明
治
初
期
に
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

重
松
（
一
九
七
六
）、
二
七
三―

二
八
四
頁
掲
載
の
「
万
国
囚
獄
公
会
事
務
録
」
所

収
の
「
ブ
ラ
ー
ス
氏
の
稟
報
」
を
参
照
。
ま
た
、
二
井
（
一
九
九
九
）
に
よ
れ
ば
、

留
岡
幸
助
はB

race

に
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、Carp

（1998

）
は
、

B
race

の
里
親
委
託
制
度
を
、
養
子
縁
組
制
度
の
前
身
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
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