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ラ
イ
シ
テ
と
国
民
統
合

「
21
世
紀
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
」
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察

増
田
一
夫

1
　
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
が
迎
え
た
新
た
な
時
代

　
本
日
は
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
を
囲
ん
で
こ
の
会
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
数
年
前
、
ボ
ベ
ロ
は
社
会
学
者
の
ミ
シ
ェ

ル
・
ヴ
ィ
ヴ
ィ
オ
ル
カ
と
共
編
者
と
な
っ
て
、
一
冊
の
本
を
上
梓
し
ま
し
た
。
そ
の
本
に
は
、「
オ
セ
ー
ル
の
対
話
」
で
お
こ

な
わ
れ
た
発
表
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
オ
セ
ー
ル
の
対
話
」
と
は
、
オ
セ
ー
ル
と
い
う
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
の
都
市
で

フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
国
の
専
門
家
を
集
め
て
、
現
代
世
界
が
抱
え
る
重
要
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
討
議
す
る
会
の
こ
と

で
す
。 

二
〇
〇
四
年
に
選
ば
れ
た
テ
ー
マ
は
、
そ
の
一
〇
〇
年
前
に
オ
セ
ー
ル
で
お
こ
な
わ
れ
た
あ
る
演
説
を
記
念
す
る
も

の
で
し
た
。
一
九
〇
四
年
九
月
四
日
、
当
時
首
相
で
あ
っ
た
エ
ミ
ー
ル
・
コ
ン
ブ
〔Ém

ile C
om

bes

〕
は
、
教
会
と
国
家
の
分
離

に
つ
い
て
演
説
を
お
こ
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
政
教
分
離
を
定
め
た
一
九
〇
五
年
一
二
月
九
日
の
法
を
予
告
す

る
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
〇
四
年
度
「
オ
セ
ー
ル
の
対
話
」
の
記
録
は
、
そ
の
翌
年
、『
政
教
分
離
か
ら
ラ

イ
シ
テ
の
未
来
へ

）
1
（

』
と
い
う
書
物
と
な
っ
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
か
ら
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
オ
ル
カ
に
よ
る
「
序
文
」
を
私

の
発
表
の
出
発
点
と
し
て
選
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
が
、
あ
る
「
新
し
い
時
代
」
に
言
及
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
く

だ
さ
い
。 
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以
下
が
彼
に
よ
る
二
〇
年
間
の
ま
と
め
で
す
。
一
九
八
四
年
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
自
由
な
学
校
」
す
な
わ
ち
私
立
学
校

の
支
持
者
に
よ
る
非
常
に
大
規
模
な
デ
モ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
デ
モ
は
、
世
俗
的
で
、
包
括
的
な
性
格
を
持
っ
た
公
共
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
教
育
の
一
切
を
組
織
し
な
お
そ
う
と
し
た
、
当
時
の
社
会
党
政
権
に
む
け
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
ヴ
ィ
ヴ
ィ
オ
ル

カ
に
よ
れ
ば
、「
そ
こ
で
起
き
た
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は
、
依
然
と
し
て
、
共
和
主
義
的
で
ラ
イ
ッ
ク
な
〔
つ
ま
り
世
俗
的
な
〕
左
派

と
宗
派
主
義
的
ひ
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
右
派
を
対
立
さ
せ
る
と
い
う
従
来
の
戦
い
の
、
直
接
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で

あ
っ
た

）
2
（

」。
つ
ま
り
、
政
教
分
離
を
定
め
た
一
九
〇
五
年
の
法
律
が
そ
の
間
に
成
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
世
紀
来
、

ほ
と
ん
ど
事
態
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
か
な
り
古
典
的
な
か
た
ち
で
、
一
九
世
紀
に
形
成
さ

れ
た
政
治
的
か
つ
宗
教
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
五
年
も
た
た
な
い
一
九
八
九
年
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
カ
ー
フ
問
題
」
が
勃
発
し
ま
す
。
ヴ
ィ
ヴ
ィ
オ
ル
カ
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
戦
い
の
古
典
的
な
図
式
は
大
き
な
変
更
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
新
た
な

時
代
が
始
ま
り
」、
誰
も
そ
れ
を
迎
え
る
準
備
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
大
き
な
政
治
的

か
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
混
乱
が
生
ま
れ
ま
す
。
公
立
学
校
に
お
い
て
「
ス
カ
ー
フ
」
を
禁
止
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
態
度
表

明
、
ま
た
は
そ
れ
に
反
対
す
る
態
度
表
明
は
、
既
成
の
政
治
勢
力
内
部

0

0

に
、
亀
裂
を
つ
く
り
だ
し
ま
し
た
。
対
立
し
て
い
た
の

は
も
は
や
右
派
と
左
派
で
は
な
く
、
同
じ
政
党
の
な
か
に
多
様
な
見
解
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ヴ
ィ
ヴ
ィ
オ

ル
カ
は
彼
の
「
序
文
」
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ん
で
い
ま
す
。「
突
然
人
々
は
、
重
大
な
問
題
は
も
は
や
諸
教
会
と
国
家
の

分
離
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
国
家
の
分
離
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
あ
る
人
々
と

そ
の
人
々
の
宗
教

―
イ
ス
ラ
ー
ム

―
を
フ
ラ
ン
ス
社
会
と
フ
ラ
ン
ス
の
諸
制
度
の
な
か
に
い
か
に
統
合
す
る
の
か
、
と
い

う
問
い
こ
そ
が
重
大
な
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る

）
3
（

」。
こ
う
し
て
、
彼
に
と
っ
て
、
ひ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
、
イ
ス

ラ
ー
ム
を
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
と
統
合
す
る
こ
と
は
ラ
イ
シ
テ
擁
護
の
た
め
の
不
可
欠
な
条
件
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
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2
　「
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ス
カ
ー
フ
」
と
「
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
」

　
今
し
が
た
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
世
論
の
関
心
は
、
公
立
学
校
に
通
う
イ
ス
ラ
ー
ム
系
少
女
た
ち
に
、

よ
り
正
確
に
は
彼
女
た
ち
の
頭
を
覆
う
一
片
の
布
切
れ
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
言
説
に
お

い
て
、
そ
の
布
切
れ
が
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
し
く
イ
ス
ラ
ー
ム
系
の
人
々
を
統
合
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
語

ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
付
託
を
受
け
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
〔
国
務
院

―
行
政
裁
判
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
。
法
的

問
題
に
関
す
る
政
府
の
諮
問
機
関
の
機
能
も
持
つ
〕
は
、「
こ
れ
見
よ
が
し
〔ostentatoire

〕
」
な
も
の
で
は
な
い
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る

こ
と
を
容
認
す
る
意
見
書
を
出
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
中
東
で
第
二
次
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ
ー
ダ
が
勃
発

し
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
同
時
多
発
テ
ロ
が
発
生
す
る
な
ど
、
中
東
問
題
が
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
に
お
よ
ん
で
、
新

た
な
「
ス
カ
ー
フ
問
題
」
が
発
生
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
一
五
日
の
、
学
校
に
お
い
て

―
こ
ん
ど
は

「
こ
れ
見
よ
が
し
」
で
は
な
く
「
目
立
つ
〔ostensible

〕
」

―
宗
教
的
標
章
を
着
用
す
る
の
を
禁
止
す
る
法
律
の
成
立
へ
と
つ
な

が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
語
彙
上
の
こ
の
微
妙
な
変
更
は
、
実
は
か
な
り
実
質
的
な
帰
結
を
も
た
ら
す
も
の
で
し
た
。
処
罰
は
、
も

は
や
「
ス
カ
ー
フ
」
を
顕
示
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
た
場
合
で
は
な
く
、
単
な
る
着
用
に
も
適
用
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
学
校
と

い
う
教
育
現
場
で
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
持
た
れ
て
い
ま
し

た
が
、
恐
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
混
乱
は
起
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ
の
法
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
系
の
少
女
た
ち
が
、
イ
ス

ラ
ー
ム
系
の
家
庭
や
イ
ス
ラ
ー
ム
系
の
男
性
の
側
か
ら
の
、
種
々
の
拘
束
や
差
別
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
し
、
彼
女
た
ち
を
そ
の

（
1
）Jean Baubérot et M

ichel W
ieviorka (dir.), D

e la Séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005.

（
2
）M

ichel W
ieviorka, « Introduction » in Jean Baubérot et le M

ichel W
ieviorka (dir.), op. cit., p. 5.

（
3
）Ibid ., p. 6.

（
4
）Étienne Balibar, « D

issonances dans la laïcité », in Le Foulard islam
ique en questions, Paris, Éditions Am

sterdam
, 2004, p.15.
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拘
束
や
差
別
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
統
合
を
推
進
す
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
点
を
考
慮
し
た
と
き
、
こ
の

法
律
に
は
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
哲
学
者
の
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
も
そ
の
よ
う
に
考
え
た
ひ
と
り
で
し

た
。「
未
成
年
の
少
女
た
ち
を
宗
教
的
原
理
主
義
か
ら
、
性
差
別
を
本
質
的
に
内
在
さ
せ
て
い
る
宗
教
原
理
主
義
か
ら
守
る
の

だ
と
い
う
主
張
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
主
張
す
る
の
は
、
彼
女
た
ち
を
学
校
か
ら
追
放
す
る

0

0

0

0

こ
と
に

よ
っ
て
彼
女
た
ち
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
た
ち
が
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
当
の
不
公
正
に
対
す
る
処
罰
を
彼
女

た
ち
に
担
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
宗
教
的
性
差
別
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
共
同
体
的
空
間
に
彼
女
た

ち
を
追
い
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る

）
4
（

」。

　
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
法
は
、
異
論
な
く
採
択
さ
れ
た
と
い
う
に
は
程
遠
い
わ
け
で
す
。
ボ
ベ
ロ
は
、
先
に
あ
げ
た
共
編
著

の
「
結
論
」
に
お
い
て
、
そ
の
事
態
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
。「
少
女
た
ち
を
弁
護
す
る
人
々
が
何
人
も
現
れ
、
今

日
ま
で
の
一
五
年
に
わ
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
ス
カ
ー
フ
問
題
﹂
は
他
の
た
い
て
い
の
民
主
主
義
諸
国
で
は
見
ら
れ
な
い
ほ

ど
重
要
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
意
見
が
深
く
割
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い

）
5
（

」。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
居
心
地
の
悪
さ
が
フ
ラ
ン
ス
に
も
あ
り
続
け
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
国

外
に
あ
っ
て
も
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
と
い
う
も
の
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
き
た
人
々
、
フ
ラ
ン
ス
が
寛
大
な

国
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
人
々
の
う
ち
に
も
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。
立
法
化
は
、
一
九
八
九
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
の
あ
い
だ
に

ス
カ
ー
フ
着
用
と
い
う
現
象
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
少
な
く
と
も
、
公
的
な
数
字
に

は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
の
痕
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
す
。
さ
ら
に
は
、
法
律
の
成
立
後
、
書
店
で
『
共
和
国
の
失
わ
れ
た
領

土
）
6
（

』
と
い
っ
た
本
が
、「
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
議
論
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
著
作
」
と
銘
打
っ
た
帯
を
つ
け
て
誇
ら
し
げ
に
並
べ

ら
れ
た
と
い
っ
た
光
景
は
、
立
法
化
へ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
危
機
意
識
を
あ
お
る
出
版
お
よ
び
メ
デ
ィ
ア
が
少
な
か
ら
ぬ

役
割
を
演
じ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
教
的
標
章
を
禁
止
す
る
法
が
採
択
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス

は
、
世
界
中
に
伝
わ
っ
て
ゆ
き
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
に
対
す
る
疑
問
を
、
失
望
を
、
ひ
い
て
は
怒
り
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
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そ
れ
以
来
、
（
フ
ラ
ン
ス
に
限
定
さ
れ
た
議
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）
ム
ハ
ン
マ
ド
の
風
刺
画
に
関
す
る
議
論
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
支

配
の
肯
定
的
役
割
を
学
校
で
教
え
よ
と
い
う
項
目
を
含
ん
だ
二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日
法
の
成
立
、
全
身
を
覆
う
ブ
ル
カ
を
着

用
し
た
女
性
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
は
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
決
定
な
ど
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
の
後
退
を
印
象
づ
け
て
き
ま
し
た
。

　
ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
は
、
ラ
イ
シ
テ
原
理
の
適
用
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
ス
タ
ズ
ィ
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
し
た
。
そ

の
報
告
書
に
基
づ
い
て
宗
教
的
標
章
を
禁
止
す
る
法
が
制
定
さ
れ
た
当
の
委
員
会
で
す
。
委
員
会
は
、
た
と
え
勧
誘
を
と
も

な
わ
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
ス
カ
ー
フ
を
学
校
で
着
用
す
る
の
で
あ
っ
て
も
ま
か
り
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
し
た
が
、
ボ
ベ

ロ
は
そ
の
考
え
に
同
意
し
な
か
っ
た
唯
一
の
委
員
で
し
た
。
委
員
会
の
方
向
性
に
い
っ
そ
う
の
柔
軟
性
を
与
え
よ
う
と
し
て

ボ
ベ
ロ
が
各
委
員
に
宛
て
た
二
〇
〇
三
年
の
一
二
月
六
日
の
書
簡
の
全
文
を
、
本
来
な
ら
ば
引
用
し
た
い
と
こ
ろ
で
す

）
7
（

。
そ
の

書
簡
は
、
委
員
た
ち
に
対
し
て
、
寛
大
な
、
多
様
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
社
会
に
適
合
し
た
ラ
イ
シ
テ
理
念
に
基
づ
い

た
、
公
平
な
解
決
法
を
見
出
す
よ
う
求
め
て
い
ま
し
た
。
硬
直
し
た
、
妥
協
を
許
さ
ぬ
ラ
イ
シ
テ
は
、
逆
に
社
会
の
ラ
イ
ッ
ク

化
（laïcisation

、
脱
宗
教
化
）
の
弊
害
と
な
り
か
ね
な
い
と
説
い
た
の
で
す
。
ボ
ベ
ロ
は
、
い
わ
ば
「
負
け
る
が
勝
ち
」
の
力
学

も
し
く
は
戦
略
に
対
し
て
、
鋭
い
感
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
彼
は
、
先
の
「
結
論
」
の
な
か
で
、
二
〇
世
紀
初
め
の
偉

大
な
社
会
主
義
者
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス
〔Jean Jaurès

〕
の
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
を
二
分
す
る
争
い
に
終
止
符
を
打

つ
た
め
に
、
ジ
ョ
レ
ス
は
「
完
全
な
ラ
イ
シ
テ
〔laïcité intégrale
〕
」
に
背
を
む
け
、
ラ
イ
シ
テ
の
よ
り
柔
軟
な
実
践
を
可
能
に

す
る
法
を
採
択
し
ま
し
た
。
彼
は
、
自
分
自
身
の
陣
営
で
あ
る
ラ
イ
ッ
ク
な
陣
営
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
ま
す
が
、
歴
史
的
に

（
5
）Jean Baubérot, « C

onclusion », in Jean Baubérot et le M
ichel W

ieviorka (dir.), op. cit., p.359.

（
6
）Em

m
anuel Brenner, Les Territoires perdus de la République. Antisém

itism
e, racism

e et sexism
e en m

ilieu scolaire, Paris, M
ille et une nuit, 2002. Am

azon.
fr

の
Ｈ
Ｐ
に
も
帯
つ
き
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
7
）
そ
の
手
紙
の
全
文
は
、
以
下
の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。（
フ
ラ
ン
ス
語
）http://w

w
w.islam

laicite.org/article236.htm
l
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見
た
場
合
、
ジ
ョ
レ
ス
は
ラ
イ
シ
テ
を
推
進
す
る
う
え
で
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
と
い
う
の
が
ボ
ベ
ロ
の
考
え
で
す
。
彼
は
、

ジ
ョ
レ
ス
の
行
動
の
下
地
と
な
っ
て
い
た
発
想
を
次
の
よ
う
に
も
解
説
し
て
い
ま
す
。「
法
は
〔
形
式
的
に
は
〕
万
人
に
と
っ
て

同
じ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
効
果
は
各
人
の
社
会
的
帰
属
に
よ
っ
て
同
じ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
8
（

」。
一
世
紀
後
、

宗
教
的
標
章
を
禁
止
す
る
法
が
採
択
さ
れ
た
と
き
、
法
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
そ
の
実
際
の
諸
効
果
と
の
あ
い
だ
の
ず
れ
は
、
立

法
者
た
ち
の
関
心
を
十
分
に
惹
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
形
式
的
に
公
平
な
そ
の
法
は
、
社
会
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
々

に
対
し
て
異
な
っ
た
仕
方
で
作
用
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
法
は
、
市
民
の
一
部
に
烙
印
を
押
し
、
ひ
い
て
は
排
除
す
る

危
険
は
な
い
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
し
ば
し
ば
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
る
抽
象
的
な
普
遍
主
義
と
い
う
罠
を
回
避
で
き
て
い

る
の
か
。
い
く
つ
も
の
問
い
が
、
そ
の
法
に
対
し
て
寄
せ
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
本
日
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
を
囲
む
会
に
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
会
は

「
21
世
紀
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
」
と
い
う
文
書
を
囲
む
会
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
ボ
ベ
ロ
は
、
け
っ
し
て

自
分
が
作
者
だ
と
は
言
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
同
じ
よ
う
に
、「
ラ
イ
シ
テ
」
概
念
が
「
フ
ラ
ン
ス
的
例
外
」
で
あ
る
と
も
言
わ

な
い
で
し
ょ
う
。
ラ
イ
シ
テ
が
「
フ
ラ
ン
ス
的
例
外
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
根
強
く
、
た
と
え
ば
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ
な

ど
も
そ
う
述
べ
て
い
ま
す

）
9
（

。
い
く
つ
か
の
断
片
を
引
用
し
な
が
ら
、
ご
く
簡
単
に
「
宣
言
」
の
方
向
性
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ

う
。「
ラ
イ
シ
テ
は
、
い
か
な
る
特
定
の
文
化
や
国
民
の
専
有
物
で
も
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
大
陸
の
専
有
物
で
も
な
い
」

（
第
7
条
）
。
よ
っ
て
、「
ラ
イ
シ
テ
へ
と
向
か
う
に
は
多
様
な
過
程
」
（
第
17
条
）
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

ラ
イ
シ
テ
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
一
部
の
社
会
を
非
難
し
た
り
、
排
除
し
た
り
し
て
は
な
ら
ず
、
逆
に
ど
の
よ
う
な

社
会
に
も
見
出
し
う
る
「
ラ
イ
シ
テ
の
諸
要
素
」
（
第
5
条
）
の
展
開
を
奨
励
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
時
間
が
限

ら
れ
て
い
る
の
で
、「
宣
言
」
を
構
成
す
る
諸
理
念
に
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も

一
市
民
と
し
て

0

0

0

0

0

0

、「
調
和
あ
る
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
」
（
前
文
）
、「
宗
教
的
信
念
を
は
じ
め
、
無
神
論
者
や
不
可
知
論
者

の
信
念
、
哲
学
的
な
諸
々
の
信
念
も
含
ん
だ
、
多
様
な
信
念
の
あ
り
方
を
尊
重
す
る
必
要
」（
同
所
）
を
認
め
て
そ
れ
を
推
進
し
、
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「
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
用
い
て
民
主
的
か
つ
平
和
的
な
審
議
を
容
易
に
す
る
」
（
同
所
）
こ
の
「
宣
言
」
に
は
深
い
賛
同
を
禁
じ

え
ま
せ
ん
。

3
　
ラ
イ
シ
テ
議
論
に
お
け
る
不
在  

　「
21
世
紀
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
」
は
、「
大
学
人
で
あ
り
市
民
で
あ
る
人
々
」
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
る
べ
く
構
想
さ
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
「
大
学
人
」
か
と
い
う
と
、「
大
学
人
」
に
対
し
て
は
、「
研
究
対
象
」
と
し
て
「
宣
言
」
を
提
示
し
た
い
か
ら
だ
と
い
う

わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
残
さ
れ
た
時
間
で
、
私
は
大
学
人

0

0

0

と
し
て
古
く
か
ら
あ
る
宗
教
と
国
家
と
の
分
離
に
関
す
る
問
い

を
提
起
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
ラ
イ
シ
テ
は
両
者
の
分
離
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
両
者
の

分
離
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
。「
宣
言
」
に
お
い
て
も
そ
の
分
離
の
要
請
は
第
2
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
国
家

の
自
律
性
と
は
、
市
民
法
を
個
別
的
な
宗
教
な
い
し
哲
学
の
規
範
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
宗
教
団
体
で
あ

れ
、
な
ん
ら
か
の
信
念
を
持
っ
た
団
体
で
あ
れ
、
市
民
社
会
の
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
市
民
社

会
に
対
し
て
優
位
に
立
ち
、
そ
の
教
義
や
行
動
様
式
を
押
し
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」。

　
冒
頭
に
あ
げ
た
、
ボ
ベ
ロ
が
ヴ
ィ
ヴ
ィ
オ
ル
カ
と
と
も
に
編
著
者
と
な
っ
た
著
作
に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
三
六
〇
頁
以
上

あ
る
そ
の
著
作
に
は
、
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
っ
て
世
界
各
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
く
つ
か
の

テ
ー
マ
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
実
践
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
の

ス
ペ
イ
ン
語
圏
諸
国
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
形
成
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
開
か
れ
た
ラ
イ
シ
テ
の
実
践
。
中
国
に
お
け

る
擬
似
的
な
政
教
分
離
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
統
合
の
諸
条
件
。
ト
ル
コ
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ

（
8
）Jean Baubérot, « C

onclusion », in op. cit., pp.110–111.

（
9
）Voir M

arcel G
auchet, La Religion dans la dém

ocratie. Parcours de la laïcité, Paris, G
allim

ard, 1998.
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ズ
ム
。
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
教
会
と
国
家
の
「
協
調
」
モ
デ
ル
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
治
。
ポ
ス
ト
・
ソ
ビ
エ
ト
地
域
に
お
け

る
ラ
イ
シ
テ
の
現
在
と
将
来
。
多
民
族
国
家
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
政
治
的
中
立
と
宗
教
の
自
由
。
日
本
の
ケ
ー
ス
も
忘
れ
ら
れ
て

は
い
ま
せ
ん
。
渡
辺
啓
貴
に
よ
る
「
神
道
と
日
本
の
近
代
化
と
の
関
係
」
と
い
う
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
わ
け

で
、
そ
の
書
物
は
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
扱
い
、
さ
ら
に
信
徒
が
日
本
列
島
に
限
定
さ
れ
た
、
神
道
と
い
う
比
較
的

規
模
の
小
さ
な
宗
教
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
や
や
意
外
な
こ
と
に
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
神
々
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
イ

ン
ド
と
い
う
亜
大
陸
が
抜
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
い
わ
ゆ
る
三
大
一
神
教
の
う
ち
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
捧
げ
ら
れ
た

論
文
が
な
い
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
、
お
も
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
歴
史
的
に
ラ
イ
シ
テ
が
そ
の
主
張
を
突

き
つ
け
て
き
た
相
手
で
し
た
。
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
今
日
ラ
イ
シ
テ
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
宗
教
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
両
者
に
少
な
か
ら
ぬ
紙
幅
が
捧
げ
ら
れ
て
い
て
も
驚
く
に
は
値
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
教
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
あ
ま
り
に
も
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
な
の
で
、
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
議

論
の
な
か
に
ユ
ダ
ヤ
教
を
招
き
入
れ
る
必
要
は
な
い
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
一
定
の
距
離
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
見
守
る
私

は
、
こ
の
問
い
を
提
起
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
の
読
者
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
不
在
に
気
づ
く
こ
と
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
不
在
は
欠
落
や
言
い
落
と
し
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ベ
ロ
と
と
も
に
編
集
し
た
著
作
の
「
序
文
」
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
オ
ル
カ
は
ラ
イ
シ
テ
に
対

す
る
主
要
な
障
害
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
を
指
名
し
て
い
ま
す
。
彼
は
、
一
方
的
な
告
発
と
な
ら
な
い
よ
う
心
が
け
な
が
ら
、
イ

ス
ラ
ー
ム
が
も
た
ら
す
諸
問
題
を
列
挙
し
て
ゆ
き
ま
す
。
彼
が
展
開
す
る
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
を
め
ぐ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
な
か
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
唯
一
の
例
外
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
の
た
め
に
論
陣
を

張
っ
た
ク
レ
ル
モ
ン 

＝ 

ト
ネ
ー
ル
伯
が
一
七
八
九
年
に
述
べ
た
「
民
族
〔nation

〕
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
一
切
を
拒
否
し
、
個

人
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
一
切
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
を
介
し
て
の
言
及
で
す

）
10
（

。
論
集
に
収
め
ら
れ
た
別
の
論

文
、
ジ
ャ
ン 

＝ 

ロ
ベ
ー
ル
・
ラ
ガ
ッ
シ
ュ
の
「
共
和
国
は
依
然
と
し
て
ラ
イ
ッ
ク
な
の
か
？
」
の
な
か
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
引
き
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合
い
に
出
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
す
ぐ
さ
ま
議
論
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
ラ
イ
シ
テ
に
対
し
て
問

題
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
す
。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
は
ラ
イ
シ
テ
理
念
に
異
議
を
唱
え
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

。
し
か
し
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
理
を
問
い
直
す
出
来
事
〔
＝
「
ス
カ
ー
フ
事
件
」〕
を
機
会
に
、
フ
ラ
ン
ス
第
二
の
宗
教

と
な
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
し
て
光
が
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
諸
原
理
に
対
す
る
違
反
は
、
そ
の
宗

教
の
責
任
に
帰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た

）
11
（

」。
本
当
に
ユ
ダ
ヤ
教
は
「
ラ
イ
シ
テ
理
念
に
異
議
を
唱
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
ラ
ガ
シ
ュ
ほ
ど
確
信
を
も
て
ま
せ
ん
。
私
が
し
た
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ダ

ヤ
教
に
ラ
イ
シ
テ
の
危
機
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
と
お
断
り
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
一
部
の
ユ
ダ
ヤ
系

言
論
人
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
性
を
引
き
受
け
つ
つ
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を
主
張
し
つ
つ
政
教
分
離
の
見
直
し
を
語
る
、

非
常
に
洗
練
さ
れ
、
緻
密
な
言
説
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
の
で
す
。

4
　
ユ
ダ
ヤ
教
と
ラ
イ
シ
テ

　
そ
の
よ
う
な
言
説
の
例
を
ひ
と
つ
だ
け
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
だ
け
で
は
な
く
、
国

際
的
な
知
名
度
を
獲
得
し
た
哲
学
者
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
で
す
。「
国
家
の
存
在
理
由
と
し
て
の
正
義

―
そ
れ
こ
そ
が
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
義
に
関
す
る
高
度
な
学
知
〔science

〕
を
前
提
と
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国

家
は
、
そ
れ
が
忘
れ
る
自
由
を
持
た
な
い
偉
大
な
書
物
の
理
解
ゆ
え
に
宗
教
的
と
な
る
だ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
は
、
国

家
と
し
て
の
そ
の
存
在
を
こ
の
世
に
強
い
る
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

0

0

〔
＝
イ
ス
ラ
エ

（
10
）M

ichel W
ieviorka, « Introduction », in Jean Baubérot et M

ichel W
ieviorka (dir.), op. cit., p.8.

（
11
）Jean-Robert R

agache, « La République est-elle toujours laïque ? », in Jean Baubérot et M
ichel W

ieviorka, op. cit., p.200. 

強
調
は
引
用
者
。
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ル
国
家
〕
は0

、
宗
教
的
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

、
さ
も
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
の
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
）
12
（

」。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
は
宗
教
的
な
国
家
で
あ
る
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
端
的
に
存
在
し
え
な
い
と
す
る
発
言
。
こ
こ
に
読
ま
れ
る
の
は
、
政
教
分
離
の
明
確
な
否
定
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
言
う
「
諸
宗
教
（les religions

）
」
と
国
家
と
の
分
離
で
さ
え
な
く
、
た
っ
た
ひ

と
つ
の
宗
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
宗
教
と
国
家
と
を
分
離
す
る
こ
と
の
否
定
で
す
。
こ
の
点
を
問
題
視
す
る
他
の
ユ
ダ
ヤ
系
知

識
人
は
、
ま
ず
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
要
因
を
取
り
上
げ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
が
本
当
に
民
主
主
義
国
家
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
述
べ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

「『
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
』
と
み
ず
か
ら
を
宣
言
す
る
限
り
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
は
宗
教
的
国
家

で
も
な
け
れ
ば
、
民
主
主
義
国
家
で
も
な
く
、
エ
ス
ノ
ク
ラ
シ
ー
〔
＝
特
定
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
支
配
す
る
国
家
〕
で
あ
る

）
13
（

」。
要

す
る
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
指
摘
は
、
フ
ラ
ン
ス
で

広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
考
え
、
長
い
あ
い
だ
フ
ラ
ン
ス
的
共
和
主
義
を
擁
護
す
る
論
陣
を
張
っ
て
き
た
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
シ
ュ
ナ

ペ
ー
ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
考
え
を
含
意
し
て
い
ま
す
。「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
観
念
は
、
語
彙
矛
盾
で
あ

る
）
14
（

」。
近
代
的
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
基
づ
い
て
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
で
す
。

　
宗
教
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
。「
ユ
ダ
ヤ
」
と
い
う
語
の
意
味
論
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
意
味
域
を
横
断
し
て
い

ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
は
そ
の
三
つ
の
語
を
分
離
し
て
考
え
る
わ
け
で
す
が
、「
ユ
ダ
ヤ
」
と
い
う
語
は
い
か
な
る
分
離
も

認
め
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
に
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
は
共
和
制
モ
デ
ル
と
折
り
合
い
を
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
ほ
ぼ
三
十
年
前
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
「
古
い
共
和
国
に
お
い
て
は
か

つ
て
見
ら
れ
る
こ
と
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
同
体
現
象

）
15
（

」
が
観
察
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
し
が
た
引
用
し
た
の

は
、『
わ
れ
ら
、
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ダ
ヤ
人
』
と
い
う
著
作
の
共
著
者
た
ち
の
言
葉
で
す
。
著
者
の
ひ
と
り
は
『
ト
リ
ビ
ュ
ー
ヌ
・

ジ
ュ
イ
ヴ
』
と
い
う
、
も
っ
ぱ
ら
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
を
対
象
と
し
た
月
刊
誌
の
情
報
部
門
責
任
者
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
り
は
や

は
り
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
を
主
な
リ
ス
ナ
ー
と
す
る
Ｆ
Ｍ
局
「
ラ
ジ
オ
Ｊ
」
の
編
集
長
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
事
情
に
通
じ
た
人
々
で

あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
同
じ
著
作
の
も
う
少
し
先
で
、
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
フ
ラ
ン
ス
本
土
の
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〔
ユ
ダ
ヤ
人
〕
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
古
き
共
和
制
理
念
を
決
定
的
な
仕
方
で
古
道
具
用
の
物
置
に
し
ま
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
か
の

よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る

）
16
（

」。
ま
た
、
こ
の
書
物
は
一
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
収
め
て
い

ま
す
が
、
最
初
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
人
物
は
、
自
分
は
ラ
イ
ッ
ク
な
仕
方
で
生
活
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
未
曾
有
の
速
さ
で
も
っ
て
起
こ
っ
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
〔israélite

〕
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
〔Juif

〕
へ
の
移

行
で
し
た
。
望
も
う
と
望
ま
ざ
る
と
、
伝
統
的
な
共
和
制
モ
デ
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
の
背
後
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で

す
。
わ
れ
わ
れ
の
国
に
お
い
て
は
、
モ
ー
セ
教
徒
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。（
家
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る

が
、
外
で
は
他
の
人
々
同
じ
市
民
で
あ
る
と
い
う
）
公
共
圏
と
親
密
圏
の
分
離
は
乗
り
越
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す

）
17
（

。」

　
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、
ど
の
程
度
ま
で
、
ピ
エ
ー
ル
・
ビ
ル
ン
ボ
ー
ム
が
「
共
和
国
の
狂
信
者
た
ち

）
18
（

」
と
呼
ぶ
ユ
ダ
ヤ
人
た

ち
の
作
品
で
も

0

0

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
同
化
を
渇
望
し
、
同
化
途
上
に
あ
っ
た
そ
の
狂
信
者
た
ち
は
、
無
条
件
に
ラ
イ
シ
テ
を
、

普
遍
主
義
を
、
能
力
主
義
を
信
奉
し
て
共
和
制
に
尽
く
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
情
熱
が
冷
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
、

よ
り
正
確
に
は

―
再
ユ
ダ
ヤ
化
の
動
き
を
見
せ
て
い
る
の
は
せ
い
ぜ
い
全
体
の
三
割
程
度
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で

―
彼
ら
0

0

の
一
部

0

0

0

の
情
熱
が
冷
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
ラ
イ
シ
テ
の
危
機
の
、
ひ
い
て
は
共
和
制
の
危
機
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
の
で

（
12
） Em

m
anuel Lévinas, « État d’Israël et religion d’Israël », in D

ifficile liberté. Essais sur le judaïsm
e, Paris, Albin M

ichel, 1976 (prem
ière édition, 1963), 

p.283. 

強
調
は
引
用
者
。

（
13
）G

il Anidjar, « Postface », in Juifs et m
usulm

ans. U
ne histoire partagée, un dialogue à construire, Paris, La D

écouverte, 2006, p.119.

（
14
）D
om

inique Schnapper, La C
om

m
unauté des citoyens. Sur l’idée m

oderne de nation, Paris, G
allim

ard, 1994, p.24.

　
た
だ
し
、
引
用
し
た
表
現
は
こ
の

著
作
に
お
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
ラ
イ
ッ
ク
か
つ
近
代
的
な
民
主
主
義
国
家
と
し
て
位
置

づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
15
）O

livier G
uland et M

ichel Zerbib, N
ous, Juifs de France, Paris, Bayard, 2000, p.7.

（
16
）Ibid., p.10 .

（
17
）Annette W

ieviorka, « Le judaïsm
e laïc n’a pas d’avenir », ibid., p.26.

（
18
）Pierre Birnbaum

, Les Fous de la République. H
istoire des Juifs d’État de G

am
betta à Vichy, Paris, Fayard, 1992.
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し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
ま
り
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
ま
っ
た

く
意
味
の
な
い
問
い
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
は
、
数
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
学
校
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

宗
教
的
標
章
の
問
題
を
起
こ
す
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
学
校

の
生
徒
数
は
一
〇
〇
〇
人
に
満
た
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
日
で
は
三
万
人
に
達
し
て
い
ま
す
。
教
育
に
お
け
る
こ

の
共
同
体
化
は
、
ラ
イ
シ
テ
に
と
っ
て
、
国
民
統
合
に
と
っ
て
、
共
和
制
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の

も
、「
統
合
さ
れ
た
良
き
市
民
」
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
法
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
社
会
の
平
和
を
保
つ
だ
け
で
な

く
、
宗
教
的
も
し
く
は
倫
理
的
な
特
殊
性
よ
り
も
普
遍
的
な
価
値
観
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
市
民
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
「
ス
カ
ー
フ
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
も
し
ユ
ダ
ヤ
人
子
弟
の
大
部
分
が
公
立
学
校
に
通
っ
て
い
た
な
ら

ば
同
じ
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
だ
ろ
う
か
と
自
問
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
検
証
不
可
能
な
仮
説
に
す
ぎ
ま

せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
つ
か
再
ユ
ダ
ヤ
化
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
の
意
味
と
射
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
ラ
イ
シ
テ
の
「
危
機
」
と
共
和
制
に
対
し
て
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
分
析
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
そ
の
作
業
が
、
周
知
の
歴
史
的
理
由
か
ら
細
心
の
注
意
を
要
す
る
と
し
て
も
、
お
こ
な
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
ヴ
ァ
チ
カ
ン
を
訪
れ
た
際
に
ラ
テ
ラ
ノ
で
お
こ
な
っ
た
演
説
は
、
正
統
的
な
フ

ラ
ン
ス
共
和
制
か
ら
見
た
ば
あ
い
少
な
か
ら
ぬ
不
規
則
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
物
議
を
醸
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
国

の
大
統
領
た
る
者
が
「
無
限
へ
の
渇
望
を
満
た
す
よ
う
な
希
望
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
と
き
、
ラ
イ
ッ
ク
な
道
徳
は
つ
ね
に
枯

渇
し
た
り
、
狂
信
主
義
に
変
貌
し
た
り
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
」
と
発
言
し
た
こ
と
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
擁
護
を
信
条
と
す
る
人
々

の
危
惧
を
煽
り
ま
し
た
。「
フ
ラ
ン
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
的
ル
ー
ツ

）
19
（

」
を
主
張
し
、
特
定
の
宗
教
と
の
結
び
つ
き
を
示
し
た
こ
と

は
、
さ
ら
に
問
題
で
し
た
。
ラ
イ
シ
テ
原
理
は
、
一
部
の
新
参
者
で
は
な
く
、
国
家
の
頂
点
に
立
ち
、
そ
の
原
理
の
番
人
で
あ

る
べ
き
大
統
領
そ
の
人
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
た
と
感
じ
た
人
々
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
研
究
者
と
し
て
の
私
も
、
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そ
の
驚
き
と
危
惧
と
を
共
有
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
逆
行
0

0

が
つ
ね
に
あ
り
う
る
点
に
、
ラ
イ
シ
テ
の
困

難
さ
が
あ
る
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
い
か
に
普
遍
的
な
、
す
な
わ
ち
特
定
の
宗
教
と
の
関
係
を
絶
っ
た
価
値
や
原
理

に
基
づ
き
、
普
遍
的
な
正
義
に
基
づ
い
た
共
生
を
目
指
す
政
治
で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
無
限

へ
の
渇
望
」
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
特
定
の
宗
教

0

0

と
は
区
別
さ
れ
た
神
学
的

0

0

0

な
も
の

0

0

0

の
次
元
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
神
学
的
な
も
の
は
つ
ね
に
特
定
の
宗
教
の
語
彙
に
よ
っ

て
誘
惑
さ
れ
、
し
ば
し
ば
そ
の
語
彙
を
通
じ
て
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
ラ
イ
シ
テ
の
要
請
も
ま
た
、
上
記
の
無
限
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
無
限
に
由
来
し
、
か
つ
そ
の
無
限
に
比

肩
し
う
る
普
遍
的
正
義
を
目
指
す
限
り
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
要
請
は
け
っ
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
完
成

さ
れ
た
ラ
イ
シ
テ
は
存
在
し
え
ず
、
存
在
し
う
る
の
は
ラ
イ
ッ
ク
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
み
で
す
。
そ
の
深
い
自
覚
が
、「
21
世
紀

世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
」
の
起
草
者
た
ち
に
、
一
定
の
謙
虚
さ
を
強
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
は
、
す
で
に
存
在
す

る
ラ
イ
シ
テ
の
視
点
か
ら
ラ
イ
シ
テ
が
成
立
し
て
い
な
い
社
会
に
向
け
て
号
令
を
く
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な

社
会
に
も
見
出
し
う
る
「
ラ
イ
シ
テ
の
要
素
」
を
育
て
る
よ
う
促
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
か
り
に
ま
だ
「
宣
言
」
が
あ

ま
り
に
も
西
洋
的
な
語
彙
で
語
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
適
切
な
語
彙
で
書
き
な
お
す
よ
う
要
請
し
て
い
る
の
で

す
。

（
19
）
こ
の
演
説
の
原
文
は
、
以
下
の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。http://w

w
w.elysee.fr/docum

ents/index.php?m
ode=cview

&
cat_id=7&

press_id=819


