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を
翻
訳
す
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も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
は
、
二
〇
〇
五
年

一
月
に
ア
ン
ジ
ェ
大
学
（
d
鑑
く
興
ω
騨
⑪
鳥
、
〉
紹
巽
ω
）
で
二
露
間
に

わ
た
り
開
催
さ
れ
た
研
究
会
の
報
告
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
　
帰
責
原
理
の
必
要
性

二
　
雲
叢
原
理
の
今
日
的
危
機

　
　
　
欧
州
憲
法
条
約
案
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

料
　
が
提
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
あ
る
も
の
は
「
政
治
的
」
と
言
わ
れ

資
　
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
も
の
は
「
法
的
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
政
治
的
な
議
論
が
法
的
な
議
論
に
依
存
す
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
民
主
政
や
主
権
に
言
及
さ
れ
る
場
合
が
そ

れ
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
単
一
か
つ
同
一
の
問
題
を

扱
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
と
は
い
え
、
「
法
的
議
論
」
と
り
わ
け
「
適
切
な
法
的
議
論
」
と

い
う
語
に
よ
っ
て
何
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、

正
確
を
期
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
文
脈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
一
九
日
の
憲
法
院
判
決
の
以
前

と
以
後
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
判
決
以
前
に
お
い

て
は
、
法
的
議
論
と
は
た
ん
に
条
約
案
が
な
ん
ら
か
の
憲
法
規
範
に

適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
論
証
す
る
こ
と
の
み
を
企
図
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
ひ
と
た
び
憲
法
院
が
同
条
約
の
あ
る
規
定
が
憲

法
に
適
合
し
、
ま
た
あ
る
規
定
が
そ
う
で
は
な
い
と
判
断
し
、
さ
ら

に
憲
法
が
改
正
の
対
象
と
さ
れ
て
以
降
は
、
も
は
や
同
条
約
の
憲
法

と
の
関
係
に
お
け
る
妥
当
性
を
議
論
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
条
約
の
批
准
を
可
能
と
す
る
た

め
に
フ
ラ
ン
ス
憲
法
が
改
正
さ
れ
た
以
上
、
ま
た
、
定
め
ら
れ
た
諸

手
続
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
主
張
し
え
ず
、
強
行
法
規
（
、
謎

q
隻
語
）
の
規
範
が
侵
害
さ
れ
た
と
も
主
張
し
え
な
い
以
上
、
同
条

約
の
妥
当
性
は
争
わ
れ
ず
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
必
要
も
ま
た
存
在
し
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な
い
の
で
あ
る
。

　
憲
法
改
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
同
条
約
は
定
義
上
憲
法
に
適

合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
同
条
約
を
憲
法

と
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
原
理
、
た
と
え
ば
国
民
主
権
と
か
、
法

治
国
、
権
力
分
立
と
い
っ
た
も
の
と
衝
突
す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
場
合
の
法
的
議
論
と
は
、
た
と
え

ば
、
条
約
は
正
規
に
批
准
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
原
理
に
違

背
す
る
か
ら
、
あ
る
い
は
逆
に
こ
れ
ら
の
原
理
を
尊
重
し
て
い
る
か

ら
、
と
い
う
理
由
で
「
法
的
に
」
批
判
し
う
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
決
や
憲

法
改
正
法
律
を
批
判
す
る
際
に
多
く
の
法
学
者
が
な
す
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
行
論
は
、
そ
れ
自
体
が
批

判
し
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
理
由
に

よ
っ
て
、
完
全
に
無
駄
な
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
が
無
駄
で

あ
る
の
は
、
こ
う
い
つ
た
行
論
が
、
妥
当
し
て
お
り
、
現
に
効
力
を

有
し
て
お
り
、
そ
し
て
無
効
と
な
し
え
な
い
あ
る
規
範
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
法
に
違
背
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
憲
法
改
正
の
後
に
承
認
さ
れ
た
条

約
が
憲
法
上
の
原
理
に
違
背
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
超

憲
法
的
価
値
を
有
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
自
然
法
に
属
す
る
も
の

で
あ
る
、
と
の
前
提
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
前
提
を
拒
否
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
条
約

案
の
妥
当
性
や
、
あ
る
い
は
そ
の
憲
法
適
合
性
の
非
存
在
を
論
証
し

よ
う
と
す
る
議
論
を
提
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
法
的
議
論
は
妥
当
性
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

法
は
た
し
か
に
規
範
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
範
は
概

念
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
概
念
は
そ

れ
自
体
で
ま
た
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
る
。
法
の
科
学
の

任
務
の
一
つ
は
こ
れ
ら
の
概
念
と
そ
の
変
容
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
改
正
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ

れ
に
よ
っ
て
条
約
が
憲
法
に
違
背
す
る
リ
ス
ク
の
す
べ
て
を
除
去
す

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
憲
法
上
の
諸
概
念
の
シ
ス
テ
ム
を

根
本
的
に
変
容
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ

ら
ゆ
る
憲
法
改
正
に
共
通
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
と
り
わ
け
条
約

の
批
准
を
可
能
に
す
る
た
め
の
憲
法
改
正
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

変
容
が
非
常
に
明
白
と
な
る
。
た
と
え
ぼ
、
憲
法
院
が
、
条
約
の
あ

る
規
定
が
憲
法
三
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
「
国
の
主
権
行
使

の
本
質
的
条
件
（
0
8
駅
馬
。
濤
①
ω
ω
①
富
鉱
鉱
囲
Φ
ω
q
①
×
霞
鼠
8
留
富

ω
○
瓢
く
Φ
正
直
Φ
菰
轟
賦
○
欝
巴
の
）
」
を
侵
害
す
る
と
確
認
し
、
さ
ら
に
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
憲
法
三
条
の
文
言
に
は
手
を
触
れ
な
い
憲
法
改
正
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に
よ
っ
て
条
約
の
批
准
が
可
能
に
な
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

憲
法
三
条
が
禁
止
し
て
い
る
こ
と
が
ら
が
、
以
後
は
認
め
ら
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
に
な
っ
た
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
同

条
の
文
言
の
意
味
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ

の
こ
と
に
伴
っ
て
、
同
条
が
用
い
る
概
念
の
意
味
が
変
化
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
同
条
に
対
す
る
一
つ
の
例
外
が
付
け
加
え
ら
れ
、

か
つ
、
国
の
主
権
は
人
民
に
属
し
て
い
る
と
し
て
も
、
欧
州
連
合
に

そ
の
行
使
が
移
譲
さ
れ
た
諸
権
限
は
主
権
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い

と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
人
民
は
自
己
の
主
権
を
そ
の
代
表
者
に

よ
っ
て
、
ま
た
国
民
投
票
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
欧
州

連
合
諸
機
関
の
声
を
通
し
て
行
使
す
る
と
考
え
る
か
の
、
い
ず
れ
か

に
よ
ら
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
新
し
い
意
味
を
決
定
し
、
新
た
な
概
念
と
同

じ
シ
ス
テ
ム
に
属
す
る
そ
れ
以
外
の
概
念
と
の
関
係
を
分
析
す
る
こ

と
は
、
法
解
釈
学
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
て
法
解
釈
学
は
、

条
約
も
し
く
は
条
約
案
を
正
当
化
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
を

目
指
す
法
的
議
論
を
根
拠
付
け
う
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
妥
当
性
を

も
た
な
い
と
か
、
超
憲
法
原
理
に
違
背
す
る
と
か
主
張
す
る
の
で
は

な
い
。
す
で
に
妥
当
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
諸
原
理
と
新
し
い
諸
概

念
と
が
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
し
た

が
っ
て
、
新
し
い
諸
概
念
が
法
的
議
論
の
一
貫
性
を
構
成
あ
る
い
は

維
持
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
の
み
な
の
で
あ

る
。　

こ
の
見
地
か
ら
し
て
、
欧
州
建
設
が
主
権
原
理
に
及
ぼ
す
影
響
の

あ
り
方
は
、
ま
さ
に
こ
の
タ
イ
プ
の
議
論
に
適
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

数
多
く
の
優
れ
た
分
析
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン

ス
語
で
は
単
一
か
つ
同
一
の
術
語
で
示
さ
れ
る
主
権
に
は
、
い
く
つ

か
の
概
念
が
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
と
く
に
欧
州
連
合

に
お
け
る
規
範
生
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
欧
州
法
と
国
内
法
と
の

関
係
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
が
、
帰
馬
原
理
と
し
て

の
主
権
で
あ
り
、
必
ず
し
も
常
に
十
分
に
他
の
主
権
概
念
と
区
別
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
の
、
そ
し
て
実
に
有
用
な
区
別
が
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

「
原
初
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
主
権
の
語
は
、
国
家
権
力
の

最
高
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
意
味
す
る
。
第
二
の
意
味
で
は
、

国
家
権
力
に
含
ま
れ
る
諸
心
隈
の
総
体
を
意
味
し
、
そ
れ
ゆ
え

そ
れ
は
国
家
権
力
の
同
義
語
と
な
る
。
第
三
に
、
国
家
権
力
の

最
高
の
所
持
者
が
国
家
に
お
い
て
占
め
る
地
位
を
特
徴
づ
け
る

た
め
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
主
権
の
語
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

…
機
関
の
権
力
と
同
一
化
す
る
。
」
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カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
は
、
こ
れ
ら
三
種
の
意
味
が
ド
イ
ツ
語

で
は
異
な
っ
た
三
種
の
語
に
対
応
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、

第
一
の
意
味
・
に
お
け
る
主
権
が
G
り
§
ミ
ミ
冒
慧
ミ
、
す
な
わ
ち
国
家
の

国
内
関
係
お
よ
び
国
際
関
係
に
お
け
る
最
高
性
で
あ
り
、
第
二
の
そ

れ
が
⑦
ミ
黛
冬
ミ
ミ
味
、
す
な
わ
ち
国
家
権
力
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三

の
そ
れ
が
寒
検
誘
忘
ミ
噌
、
す
な
わ
ち
…
機
関
の
支
配
権
力
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
「
主
権
の
真
の
性
質
」
を
理
解

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
果
た
し
て
か
か

る
主
権
の
真
の
性
質
な
る
も
の
が
存
在
す
る
か
は
明
白
で
は
な
い
が
、

こ
の
区
別
に
よ
っ
て
、
通
常
混
乱
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か

の
問
題
を
明
確
に
し
う
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
主
権
は
分
割
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
の

が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
答
え
は
主
権
の
語
に
与
え
ら
れ
る
意

味
に
依
存
す
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
が
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
上
位
に
在
る

者
の
性
質
と
し
て
の
主
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は

語
の
固
有
の
意
味
に
お
い
て
分
割
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
分
割
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ぼ
、
も
は
や
主
権
者
は
存
在
し
な
く
な
る
。
反
対

に
、
も
し
国
家
権
力
、
す
な
わ
ち
国
家
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
う
る
権

限
の
総
体
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
分

割
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
様
々
な
あ
り
方
で
分
割
さ
れ
う
る
。
こ
れ

ら
の
権
限
は
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
、
戦
争
を
す
る
権
力
、
貨
幣
を
鋳

造
す
る
権
力
、
一
般
的
な
規
則
を
制
定
す
る
権
力
、
裁
判
す
る
権
力

等
々
に
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
異
な
っ

た
機
関
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
権
限
を
そ

れ
が
実
行
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
行
為
の
種
類
に
よ
っ
て
区
別
す
る

こ
と
も
で
き
、
た
と
え
ば
法
律
と
法
律
執
行
行
為
の
よ
う
に
区
別
し

て
、
そ
れ
ら
を
同
様
に
複
数
の
機
関
に
配
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

権
力
分
立
と
は
ま
さ
に
こ
の
タ
イ
プ
の
分
割
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

法
規
範
の
妥
当
性
の
領
域
に
よ
っ
て
権
限
を
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
、

こ
れ
ら
の
規
範
を
作
り
だ
す
権
限
を
、
た
と
え
ば
分
権
化
の
進
ん
だ

国
家
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
ま
た
連
邦
国
家
に
お
け
る
よ
う
に
、
分

配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
国
家
で
は
、
正
当

に
も
、
権
力
あ
る
い
は
主
権
の
垂
直
的
分
立
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言

わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
分
析
に
よ
っ
て
、
複
数
の

命
題
が
、
互
い
に
両
立
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
同
時
に
真
で
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
い
く
つ
か
の
混
乱

を
解
消
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
共
和
台
下
に

あ
っ
て
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
国
家
は
主
権
者
で
あ
る
」
と
も
、
「
議
会
は

主
権
者
で
あ
る
」
と
も
、
ま
た
「
法
律
は
主
権
者
で
あ
る
（
法
律
は

主
権
的
で
あ
る
）
」
と
も
完
全
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
の

命
題
に
お
い
て
は
、
主
権
は
国
家
権
力
の
最
高
性
を
意
味
し
、
ま
さ
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に
そ
の
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
て
い
る
も

の
で
あ
っ
た
。
第
二
の
命
題
に
お
い
て
は
、
最
高
位
の
職
能
す
な
わ

ち
立
法
機
能
を
行
使
す
る
機
関
の
性
質
が
示
さ
れ
て
お
り
、
第
三
の

命
題
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
の
最
高
性
そ
の
も
の
が
示
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
区
別
に
よ
っ
て
は
、
い

く
つ
か
の
命
題
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
の

命
題
は
し
ぼ
し
ぼ
、
憲
法
典
に
お
い
て
、
ま
た
法
学
者
の
言
説
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
「
人
民
は
主
権
者
で
あ

る
」
と
か
、
「
主
権
は
フ
ラ
ン
ス
臣
民
に
属
す
る
」
と
い
っ
た
も
の

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
が
フ
ラ
ン
ス
国

内
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
集
団
や
あ
ら
ゆ
る
…
機
関
に
対
す
る
支
配
権
力

を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
人
民
が
国
際
法
の
主
体
で
あ
る
と
か
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
…
機

関
の
上
位
に
位
置
す
る
…
機
関
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
も
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
な
お
の
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
が
諸

権
限
の
総
体
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
は
、
実

際
に
は
、
「
主
権
者
」
や
「
主
権
」
と
い
っ
た
語
が
現
れ
る
他
の
文

を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、

「
議
会
は
主
権
者
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
議
会
は
、
人
民
を

代
表
す
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
、
自
己
に
属
し
て
は
い
な
い
も
の
の
ぞ

の
淵
源
が
人
民
の
み
に
在
る
主
権
を
行
使
す
る
が
ゆ
え
に
最
高
…
機
関

で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
「
主
権
者
」
な
る
語
の
第
四
の
意
味
、
あ
る
い
は
「
主

権
」
の
第
四
の
概
念
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
先
の
三
つ
の
意
味
に
お
け
る
主
権
が
そ
の
名
に
お
い
て
行
使
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
存
在
の
性
質
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
代
表
民
主
政
に

お
い
て
は
、
立
法
権
は
人
民
の
名
に
お
い
て
行
使
さ
れ
、
人
民
が
主

権
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
人
民
が
人
民
自
身
で

主
権
を
行
使
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
人
民
は
「
そ
の
代
表
者
に

　
　
つ
こ

よ
っ
て
」
主
権
を
行
使
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
権
が
人
民
に
属

す
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
代
表
民
主
政
と
い
う
呼
び
方
を
正
当
化
す

る
た
め
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
あ
る
帰
責
原
理
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
帰
責
原
理
は
今
日
、
危
機
に
瀕

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

単
語
原
理
の
必
要
性

（
黒
鼠
8
ω
ω
触
点
、
藝
嘆
貯
。
甘
①
蜘
、
ぎ
℃
露
語
8
）

法
規
則
の
理
責
点
と
し
て
主
権
者
の
概
念
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、

159　（74－1－159）



資料

法
を
義
務
的
命
令
の
総
体
で
あ
る
と
認
め
る
あ
ら
ゆ
る
法
理
論
に

と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、

そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
理
論
が
法
規
則
に
正
統
性
を
与
え
よ
う
と
す

る
場
合
に
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
た
だ
そ
れ
を
定
義
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
も
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
が
、
法
規
則
を
主
権
者
の
命
令
で
あ
る
と
か
、
主
権
者
の
命
令
か

ら
直
接
あ
る
い
は
問
接
に
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
定
義
す
る
の
が

そ
の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
主
権
者
に
つ
い
て
は
、
個
人
で
あ
れ
集
団

で
あ
れ
、
人
々
が
従
属
す
る
習
慣
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
自
身
は
通

常
誰
に
も
従
属
し
な
い
者
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
鎖
ト
●
｝
ハ
ー
ト
の
有
名
な
批
判
を
受
け

た
。
ハ
ー
ト
は
従
属
の
習
慣
に
よ
る
定
義
の
弱
点
を
強
調
す
る
。
イ

ギ
リ
ス
人
は
土
曜
の
夜
に
は
バ
ー
に
出
か
け
る
習
慣
を
有
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
言
え
る
。
し
か
し
誰
も
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
義
務
を

有
し
て
い
る
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
人
々
が
あ
る
個
人
に
従
う
習

慣
を
有
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
に
従
う
義
務
を
有
し
て
い
る

と
か
、
彼
は
命
令
す
る
「
権
利
」
を
有
し
て
い
る
と
言
う
で
あ
ろ
う

か
。
彼
に
従
う
習
慣
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
す
ら
、
実
は
真
実

で
は
な
い
。
主
権
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
そ
も
そ
も
の
仮
定
か
ら

し
て
誰
も
そ
の
後
継
者
に
従
う
習
慣
を
有
し
て
は
い
な
い
は
ず
で
あ

る
。
つ
ま
り
な
ぜ
後
継
者
が
命
令
権
限
を
有
す
る
の
か
、
ま
た
な
ぜ

後
継
者
に
従
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
一
そ
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
も
同
種

の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
が
一
、
実
際
に
は
、
主
権
と
生
の
権
力
と

を
区
別
し
、
ま
た
従
属
す
る
習
慣
と
他
の
習
慣
と
を
区
別
す
る
た
め

に
は
、
命
令
権
限
と
い
う
概
念
と
従
属
義
務
と
い
う
概
念
と
を
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ミ
　

で
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
は
ま
さ
し
く
正
当
で
あ
り
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の

主
権
者
概
念
が
根
拠
を
欠
き
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
ま
た
、
法
を
義
務
的
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
以
上
は
こ
の
義
務
的
性
質
の
根
拠
を
探
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
ご
と
く
根
本
規
範
に

よ
っ
て
か
か
る
根
拠
を
前
提
す
る
か
、
あ
る
い
は
義
務
的
性
質
を
放

棄
し
て
、
ハ
ー
ト
の
ご
と
く
法
を
法
律
家
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
総
体

と
し
て
定
義
す
る
か
、
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
の
推
論
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
真
に
実
証
主
義
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
採
る
場
合
に
の
み
、

根
拠
の
探
究
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
は
そ
の
総
体
に
お
い

て
客
観
的
に
も
絶
対
的
に
も
妥
当
す
る
も
の
も
し
く
は
義
務
的
な
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
存
在
す
る
も
の
は
文
（
Φ
鋤
O
ゆ
6
Φ
）
で
し
か

な
く
、
さ
ら
に
、
か
か
る
文
は
互
い
に
相
対
的
に
し
か
妥
当
す
る
も

の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
法
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秩
序
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
が
重
要
と

な
る
べ
き
言
説
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
ま
さ

に
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
根
拠
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
客
観
的
に
義
務
的
な
性
質
ー
ー
そ
れ
は

存
在
し
な
い
一
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
の
で
は
も
は
や
な
く
、
法

的
な
言
説
に
よ
り
援
用
さ
れ
て
い
る
根
拠
こ
そ
が
問
題
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
問
題
は
、
主
権
者
が
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
権
限
や
権
限
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か
を
探

究
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
法
律
家
が
こ
の
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
、
そ
し
て
な
ぜ
彼
ら
は
こ
の
概
念
を
必
要
と
し
て
い
る
の

か
を
探
究
す
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
楚
々
は
な
ぜ
従
う

の
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
国
家

に
お
い
て
は
、
統
治
者
が
、
彼
ら
の
命
令
権
力
お
よ
び
被
支
配
者
に

の
し
か
か
る
従
属
義
務
を
正
当
化
す
る
た
め
に
主
権
を
援
用
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
主
権
の
語
は
一
そ
し
て
そ
れ
が
意
味
す
る
様
々
な

概
念
は
一
、
さ
ら
に
異
な
っ
た
目
的
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
皇
帝
や
教
皇
、
あ
る
い
は
今
日
で
は
、
特

に
重
要
な
領
域
に
お
い
て
加
盟
国
の
過
半
数
で
決
定
を
行
う
国
際
機

構
な
ど
へ
の
従
属
を
拒
否
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
第
一

の
意
味
に
お
け
る
主
権
が
援
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
分
野
に

お
い
て
規
範
を
作
り
出
す
権
利
や
、
戦
争
遂
行
や
貨
幣
鋳
造
の
権
利

を
肯
定
す
る
た
め
に
、
第
二
の
意
味
に
お
け
る
主
権
が
援
用
さ
れ
る
。

た
と
え
ぼ
、
最
高
位
の
規
範
を
生
成
す
る
権
利
を
正
当
化
す
る
た
め

に
は
、
自
身
が
た
し
か
に
そ
の
制
定
者
で
あ
る
と
す
る
か
、
あ
る
い

は
自
身
の
意
思
で
は
な
く
他
の
何
者
か
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
と

す
る
か
の
い
ず
れ
か
が
必
要
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
に
、
最
高
位
の

規
範
を
生
成
す
る
者
は
そ
の
何
者
か
の
名
に
お
い
て
語
り
、
最
高
規

範
は
そ
の
何
者
か
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
第
四
の

意
味
に
お
け
る
主
権
が
援
用
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
支
配
者
が
言
う

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
私
に
従
う
べ
き
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
私
は

主
権
者
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
か
、
あ
る
い
は
、
「
私
に
従
う

べ
き
で
あ
る
、
私
は
主
権
者
で
は
な
い
が
、
私
の
な
す
こ
と
は
主
権

者
の
意
思
の
執
行
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
の
み

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
四
の
意
味
に
お
け
る
主
権
は
、
最
高
位

の
規
範
お
よ
び
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
規
範
を
、

実
在
の
あ
る
い
は
仮
想
の
一
そ
れ
は
重
要
で
は
な
い
i
何
者
か

に
帰
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
式
な
の
で
あ
る
。

　
主
権
の
所
持
考
、
す
な
わ
ち
、
帰
責
点
と
し
て
用
い
ら
れ
る
存
在

は
、
実
に
様
々
で
あ
る
。
時
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
や
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
議
会
の
よ
う
に
そ
れ
は
制
定
者
自
身
で
あ
る
し
、
ま
た
時
と
し
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て
、
ナ
シ
オ
ン
や
プ
ー
プ
ル
、
あ
る
い
は
国
家
の
よ
う
に
そ
れ
は
仮

想
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
規
範
が
帰
せ
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
存
在
を
何
者
と
す
る
か
は
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
み
に
依

存
す
る
の
で
は
な
く
、
法
シ
ス
テ
ム
の
構
造
自
体
お
よ
び
諸
権
限
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ァ
　

配
分
の
あ
り
方
に
依
存
す
る
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
簡
単
な
例
を

挙
げ
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
下
に
お
い
て
は
、
立
法
権
は
一
般

意
思
を
表
明
す
る
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
一
般
意
思
の
主
体
は
誰
な
の

か
。
立
法
権
が
選
挙
さ
れ
た
議
会
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
プ
ー
プ
ル
や
ナ
シ
オ
ン
　
　
こ
れ
ら
二
つ
の
術
語
は
同
義
語

で
あ
っ
た
　
　
が
そ
れ
で
あ
る
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
七
九
一
年
憲
法
の
よ
う
に
、
立
法
権
が
混
合
構
造
を
も

つ
場
合
、
つ
ま
り
民
主
運
営
要
素
と
王
政
的
要
素
と
を
併
せ
も
つ
場

合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
正
当
化
は
も
は
や
…
機
能
し
な
い
。
と
い
う
の

も
、
人
民
が
主
権
者
と
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
人
民
自
身

が
主
権
を
行
使
し
て
そ
の
結
果
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
民
主
政
と
な
る
か
、

あ
る
い
は
人
民
は
そ
の
行
使
を
委
任
す
る
か
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、

人
民
は
主
権
の
行
使
と
委
任
と
を
同
時
に
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
あ
る
混
合
機
関
は
、
主
権
が
不
可
分
で
あ
る
以
上
、
三

人
の
主
権
者
の
名
に
お
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
人

民
が
主
権
者
で
あ
る
な
ら
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
混
合
政
体
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
以
上
、
人
民
の
名
に
お
い
て
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ゆ

え
に
、
こ
の
機
関
は
ま
た
別
の
主
権
者
の
名
に
お
い
て
語
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
抽
象
的
存
在
で
あ
る
ナ
シ
オ
ン
と
さ

れ
、
人
民
は
そ
の
一
方
の
構
成
要
素
で
し
か
な
く
、
他
方
の
構
成
要

素
が
国
王
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
立

法
権
は
一
つ
の
混
合
…
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ

の
混
合
機
関
は
二
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
立
法
府
と
国
王
と
か
ら
構

成
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
立
法
府
と
国
王
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、

ナ
シ
オ
ン
の
二
つ
の
構
成
要
素
に
対
応
し
つ
つ
も
、
両
者
相
ま
っ
て

ナ
シ
オ
ン
全
体
を
代
表
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
決
定
は
直
接
あ

る
い
は
間
接
に
主
権
者
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
決
定
が
、
一

般
意
思
を
表
明
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
律
で
あ
る
場
合
に
は
直
接
に
、

そ
し
て
そ
れ
が
法
律
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
問
接
に
、

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
権
力
の
正
当
化
の
方
法
が
、

今
臼
危
…
機
に
瀕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
帰
責
原
理
の
今
日
的
危
機

　
（
ピ
鋤
q
δ
①
霧
豊
Φ
＝
Φ
α
麟
鷺
｛
麟
。
甘
①
鳥
、
凶
B
O
薄
鋤
鉱
。
ゆ
）

こ
の
よ
う
な
危
機
は
、
決
定
を
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
そ
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れ
を
下
し
た
者
以
外
の
者
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
に
由
来
す
る
。
国
内
法
に
お
い
て
も
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
欧
州
法
と
い
う
特
異
な
文
脈
に
お
い
て
、
そ
れ
は
い
つ
そ

う
顕
著
で
あ
る
。

　
国
内
法
に
お
い
て
は
、
法
律
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
律
よ

り
下
位
の
存
在
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
法
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
生

じ
る
、
二
種
類
の
困
難
　
　
そ
の
深
刻
さ
は
同
じ
で
は
な
い
　
　
に

突
き
当
た
る
。

　
立
法
権
の
行
使
を
正
当
化
す
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
法
律
よ
り
下

位
に
あ
る
規
範
の
生
成
を
正
当
化
す
る
た
め
に
も
、
帰
す
る
こ
と
は

必
要
で
あ
る
。
あ
る
決
定
が
、
法
律
を
大
前
提
と
す
る
三
段
論
法
の

結
果
で
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
の
決
定
自
身
も
立
法
権
に
帰
す

る
こ
と
が
で
き
、
ゆ
え
に
主
権
者
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

が
、
「
ナ
シ
オ
ン
、
法
律
、
国
王
し
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
革
命
初
期
の

標
語
や
、
今
治
で
は
「
法
律
の
名
に
お
い
て
」
と
か
「
フ
ラ
ン
ス
人

民
の
名
に
お
い
て
」
と
い
っ
た
謂
い
が
表
明
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。

　
あ
る
個
々
的
な
決
定
が
三
段
論
法
の
結
論
に
還
元
で
き
な
い
と
き
、

つ
ま
り
一
定
の
裁
量
権
限
が
存
在
す
る
す
べ
て
の
場
舎
一
た
い
て

い
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
　
　
で
さ
え
、
か
か

る
裁
量
権
が
法
律
に
よ
る
授
権
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
決
定
を
主
権
者
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
つ
ま
り
問
題
が
実
際
に
生
じ
る
の
は
、
立
法
権
に
よ
る
授
権
な
し

に
あ
る
決
定
が
下
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
国
際
関
係

上
の
行
動
に
関
す
る
決
定
の
よ
う
に
、
憲
法
に
よ
っ
て
直
接
授
権
さ

れ
て
い
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
こ
れ
ら
の
決
定
が

主
権
者
の
意
思
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
三
種
の
異
な
っ
た
方
法

に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
の
方
法
は
、
こ
の
よ
う
な
決
定
を
法
律
の
執
行
行
為
あ
る
い

は
準
立
法
行
為
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
期

に
お
い
て
、
国
王
が
国
際
関
係
あ
る
い
は
戦
争
に
関
す
る
行
動
に
つ

い
て
な
す
行
為
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
今
日
に
お

い
て
は
、
憲
法
三
七
条
の
デ
ク
レ
が
同
様
で
あ
っ
て
、
国
務
院
判
例

は
こ
れ
を
法
律
に
従
属
せ
し
め
て
い
る
。
そ
れ
は
一
般
意
思
の
表
明

た
る
法
律
に
よ
っ
て
認
容
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
一
般
意

思
を
見
誤
り
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
方
法
は
、
そ
れ
を
機
関
同
士
の
関
係
に
つ
い
て
の
行
為
で

あ
る
と
考
え
、
実
際
の
行
為
主
体
に
帰
せ
し
め
う
る
が
ゆ
え
に
、
そ

れ
を
主
権
者
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
必
要
は
な

い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
家
元
首
に
よ
る
議
会
の
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解
散
が
そ
う
で
あ
る
。

　
第
三
の
方
法
は
、
そ
れ
が
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
と
の
推
定
を

憲
法
が
設
定
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
間
接
的
に
主
権
者
へ
と
帰
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
と
し
て
の
性
質
を
も
ち

な
が
ら
、
一
九
五
八
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
規
定
に
よ
っ
て
議
会
で
は

な
い
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
決
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
〔
旧
〕
九
二
条

の
定
め
る
経
過
期
間
に
お
け
る
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
や
、
一
六
条
が
発
動

さ
れ
て
い
る
期
間
に
お
い
て
大
統
領
の
な
す
一
定
の
決
定
の
よ
う
に
。

そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の
決
定
が
法
律
で
あ
り
、
そ
の
結
果
一
般
意
思

を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
民
に
帰
せ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
大
統
領
が
代
表
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
最
良
の
正
当
化
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
帰
責
原
理
が
国
内
法
の
領
域
で
当
面
し
て
い
る
第
二
の
困
難
は
、

違
憲
審
査
制
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、

違
憲
審
査
…
機
関
の
決
定
が
、
法
律
の
適
用
を
無
効
に
し
た
り
、
ま
た

は
妨
げ
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
決
定
は
そ
れ
自
体
が

法
律
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

が
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
は
い
な
い
機
関
に
よ
っ
て
籍
せ
ら
れ
、

し
か
も
憲
法
は
か
か
る
…
機
関
が
一
般
意
思
を
表
明
す
る
と
も
、
ま
た
、

人
民
を
代
表
す
る
と
も
述
べ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ

る
。

　
と
は
い
え
違
憲
審
査
制
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
必
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
様
々
に
、
違
憲
審
査
…
機
関
の
決
定
を
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
人
民
へ
と
帰
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
困
難
さ
の
度
合
い
は
、
ア
メ
リ
カ
的
制
度
と
フ
ラ
ン
ス
的
制
度
に

お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
で
は
な
い
。

ゆ
え
に
代
表
者
は
、
主
権
者
人
民
の
で
は
な
く
、
そ
の
固
有
の
意
思

を
一
授
権
に
よ
っ
て
一
表
明
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

主
権
者
人
民
の
意
思
は
憲
法
に
お
い
て
の
み
表
明
さ
れ
る
も
の
と
さ

　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
ゆ
　
　
　
の

れ
て
い
る
（
「
我
ら
人
民
」
）
。
し
た
が
っ
て
違
憲
審
査
は
、
憲
法
に

適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
た
法
律
は
た
し
か
に
人
民
の
授
権
に
よ
っ
て

制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
目
的
で
、
代
表

者
の
意
思
と
人
民
の
意
思
と
を
対
峙
さ
せ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。　

こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
も
ち
ろ
ん
、
反
多
数
決
主
義
の
難
点

（
ら
ミ
ミ
9
§
ミ
。
ミ
ミ
適
§
§
ミ
N
耐
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
解
決
し

う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
裁
判
官
の
決
定
を
憲
法
に
、
す
な
わ
ち
憲

法
を
採
択
し
、
ま
た
改
変
し
う
る
…
i
改
正
手
続
に
従
っ
て
形
式
的

に
、
も
し
く
は
非
形
式
的
に
i
人
民
に
、
帰
す
る
こ
と
を
可
能
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
解
決
策
を
フ
ラ
ン
ス
に
移
植
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
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な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
シ
ス
テ
ム
の
特
殊
な
性
質
が
そ
の
理
由
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人
民
の
意
思
を
表
明
す
る
と
さ

れ
る
の
は
憲
法
の
み
な
ら
ず
、
通
常
の
法
律
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
有
名
な
人
権
宣
言
六
条
の
表
現
に
よ
れ
ぽ
、
法
律
は
一

般
意
思
の
表
明
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
律
を
人
民
の
意
思
の
表

明
で
あ
る
と
し
続
け
る
た
め
に
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
構
成
を
採

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
真
に
満
足
の
い
く
も

の
で
は
な
い
。

　
ま
ず
、
法
律
は
必
ず
し
も
常
に
、
ま
た
必
然
的
に
一
般
意
思
の
表

明
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

方
向
で
の
試
み
は
よ
く
あ
る
も
の
で
あ
る
（
と
り
わ
け
、
憲
法
院
の

次
の
よ
う
な
有
名
な
定
式
が
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
議
会
に

よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
法
律
は
、
憲
法
を
尊
重
し
て
い
る
場
合
に
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
意
思
を
表
明
す
る
」
）
。
つ
ま
り
、
憲
法
に
違
背
す
る
と
宣
言
さ

れ
た
法
律
は
、
人
民
の
意
思
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
違
憲
審
査
の
こ
の
よ
う
な

正
当
化
は
、
憲
法
を
尊
重
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
統
制
が
た
ん
な
る

確
認
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
す
る
た
め
に
は
解
釈
が
必
要
で

あ
る
し
、
解
釈
は
意
思
の
作
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
問
題
は
先
送
り
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た

意
思
が
人
民
自
身
に
帰
せ
ら
れ
う
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
だ
と
す
る
と
そ
れ
は
、
裁
判
官
が
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
、
そ
れ
ゆ
え
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
主
政
で
あ
る
と
さ
れ
る
シ
ス

テ
ム
に
お
い
て
、
選
挙
で
選
ば
れ
て
は
い
な
い
機
関
に
よ
っ
て
人
民

が
代
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

　
ま
た
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
デ
ル
の
よ
う
に
、
主
権
者
人
民
は
ラ
ス

ト
ワ
；
ド
を
握
っ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ば
「
親
臨
法
廷
（
岡
沖

　
　
　
　
　
　

鋤
①
冒
ω
鉱
8
ご
を
開
く
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
憲
法
改
正
法
律
を
用
い

る
こ
と
で
、
よ
し
と
し
な
い
裁
判
宮
の
決
定
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
人
民
が
そ
う
し
な
い

の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
れ
は
人
民
が
憲
法
裁
判
官
の
決
定
に
同
意
し
て
い

る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
決
定
は
人
民
に
帰
せ
ら
れ
う
る
こ
と
に
な

る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
正
当
化
は
、
憲
法
改
正
と

い
う
現
実
的
な
困
難
に
突
き
当
た
る
の
み
な
ら
ず
、
親
臨
法
廷
と
の

比
較
は
、
憲
法
裁
判
官
が
ま
ず
第
一
段
階
に
お
い
て
主
権
者
と
対
立

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
憲
法

院
が
な
し
て
き
た
努
力
は
す
べ
て
、
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法

律
に
対
抗
し
な
が
ら
も
、
主
権
者
の
意
思
に
対
抗
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
ま
さ
に
否
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親

臨
法
廷
と
い
う
正
当
化
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
者
に
対
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抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
は
主
権
者
に
対
抗
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

こ
と
と
、
主
権
者
は
、
こ
の
対
抗
関
係
を
解
消
す
る
た
め
に
、
荘
厳

さ
を
伴
っ
て
、
つ
ま
り
憲
法
制
定
権
者
と
し
て
、
出
現
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
を
認
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
し
か
し
親

臨
法
廷
と
は
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
か
。
旧
体
制
の
制
度

に
お
い
て
は
、
主
権
者
に
対
抗
し
て
い
る
高
等
法
院
（
パ
ル
ル
マ

ン
）
の
意
思
を
打
ち
砕
く
た
め
に
行
動
す
る
の
は
主
権
者
自
身
で

あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
の
用
例
に
お
い
て
は
、
次
の
二
種
類
の
解
釈

の
い
ず
れ
が
良
い
の
か
戸
惑
う
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、
立
法
者
お

よ
び
憲
法
制
定
権
者
が
と
も
に
主
権
者
の
代
表
者
で
あ
る
と
す
る
解

釈
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
両
者
と
も
に
主
権
者
の
名
に
お

い
て
語
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
一
方
が
他
方
に
優
位
す
る
こ
と

に
な
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
も
う
一
つ
は
、

立
法
者
と
憲
法
制
定
権
者
は
主
権
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
代

表
す
る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
い
か
に
し

て
主
権
な
る
も
の
が
、
絶
対
的
権
力
で
も
あ
り
、
か
つ
同
時
に
異
な

る
レ
ベ
ル
を
含
む
も
の
と
し
て
も
観
念
さ
れ
う
る
の
か
を
理
解
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
シ
ェ
の
よ
う
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
ド
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

ニ
ク
・
ル
ソ
ー
の
よ
う
に
、
二
種
類
の
主
権
者
を
区
別
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
憲
法
裁
判
官
は
、
「
超
越
的
な
」
あ
る

い
は
「
永
遠
の
」
人
民
、
唯
一
の
真
の
主
権
者
た
る
人
民
の
意
思
を
、

現
実
の
人
民
の
意
思
に
優
越
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ゴ
シ
ェ
は
、
現

実
の
人
民
は
、
「
選
択
し
、
投
票
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
は
、

永
遠
の
人
民
、
つ
ま
り
世
代
を
超
え
て
自
己
自
身
と
の
同
一
性
を
永

続
さ
せ
る
人
民
、
そ
し
て
主
権
の
真
の
所
持
者
と
な
る
人
民
の
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
だ
　

を
、
一
時
的
に
代
表
す
る
者
で
し
か
な
い
し
と
言
う
。

　
こ
れ
は
つ
ま
り
、
古
典
的
憲
法
学
説
に
よ
っ
て
一
般
利
益
と
か
死

者
と
生
者
の
継
続
性
と
し
て
定
義
さ
れ
た
、
伝
統
的
な
ナ
シ
オ
ン
概

念
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
実
際
に
は
帰
責
点
の

変
化
で
は
な
く
、
帰
せ
ら
れ
る
決
定
の
類
型
の
違
い
で
あ
る
。
実
際

ゴ
シ
ェ
は
、
憲
法
裁
判
官
の
決
定
を
永
遠
の
人
民
な
る
主
権
者
に
帰

す
る
こ
と
を
提
案
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の

は
そ
の
よ
う
な
憲
法
裁
判
官
の
決
定
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
す
べ

て
の
規
範
で
は
な
い
。
規
範
の
す
べ
て
が
裁
判
官
の
決
定
か
ら
生
じ

る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ゴ
シ
ェ
の
主
張
は
先

に
見
た
説
が
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
と
同
様
な
困
難
に
逢
着

す
る
。
す
な
わ
ち
、
永
遠
の
人
民
は
、
そ
の
意
思
を
優
越
さ
せ
る
と

こ
ろ
の
憲
法
裁
判
官
と
現
実
の
人
民
と
い
う
二
種
の
代
表
者
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
代
表
者
の
う
ち
の
一
方
が
な

ぜ
他
方
に
対
し
て
優
越
し
う
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
い
ず
れ
の
説
も
完
全
に
は
；
嚇
し
た
も
の
で
な
く
、
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
が
主
権
者
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
そ
の
名
に
お
い
て
最
高
の

決
定
が
下
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
存
在
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
が
代
表

者
と
す
る
と
こ
ろ
の
機
関
に
執
着
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
違
い
の
ゆ
え
に
こ
そ
、

帰
責
点
な
し
で
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
欧
州
建
設
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
問
題
は
、
ま
る
で

解
決
不
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
九
五
八
年
憲
法
以
前
の
状
況
に
お
い
て
は
、
帰
責
原
理
は
国
際

法
と
国
内
法
の
関
係
を
完
全
に
理
解
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
条
約
は
法
律
と
し
て
承
認
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
条
約
も
ま
た

一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
条
約
は
そ

れ
よ
り
以
前
の
法
律
に
は
優
越
す
る
も
の
の
、
そ
れ
よ
り
以
後
の
法

律
一
そ
れ
は
よ
り
新
し
い
一
般
意
思
を
表
明
す
る
　
　
に
は
優
越

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
八
年
憲
法
の
五
五
条

に
よ
っ
て
す
べ
て
が
変
わ
っ
た
。
同
条
は
、
条
約
（
お
よ
び
欧
州
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
だ
　

生
法
）
を
事
後
の
法
律
に
さ
え
優
越
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
以
降
、
よ
り
新
し
い
一
般
意
思
が
よ
り
古
い
一
般
意
思
に
よ
っ
て

拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
一
般
意
思
が
そ
れ
自
身
拘
束
さ

れ
う
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
も
は
や

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
条
約
に
基
づ
い
て
欧
州
の
機
関
が
生
成
す
る
法
に
つ
い
て
は
、
困

難
は
さ
ら
に
大
き
な
も
の
と
な
る
。
い
っ
た
い
誰
を
、
こ
れ
ら
の
欧

州
機
関
に
よ
り
表
明
さ
れ
た
意
思
の
主
体
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
明
ら
か
に
、
現
在
効
力
を
有
す
る
諸
条
約
も
、
ま
た
憲
法
条
約
案

で
さ
え
も
主
権
者
に
言
及
し
て
は
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
欧
州
の
諸

機
関
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
諸
決
定
が
直
接
間
接
に
帰
せ
ら
れ
う
る
よ

う
な
何
ら
か
の
存
在
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。
あ
る
一
国
に
お
い
て

法
律
や
裁
判
所
の
決
定
が
そ
の
国
の
人
民
に
帰
せ
ら
れ
る
の
と
同
様

に
、
欧
州
の
立
法
的
決
定
が
欧
州
人
民
な
る
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
誰
も

そ
の
よ
う
な
欧
州
人
民
な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
は
主
張
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
か
と
い
っ
て
こ
れ
ら
の
欧
州
の
決
定
を
加
盟
国
の
諸
国
民
に
帰
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
欧
州
法
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
優
越

し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
意
思
に
反
し
て
採
択
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
欧
州
法
を
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
意
思
の
表
明
で
あ
る
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
唯
一
の
解
法
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
加
盟
国
の
憲
法
が
法
律
に
対
す
る

欧
州
法
の
優
越
性
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
加
盟
国
の
憲
法
の
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み
が
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
欧
州
の

立
法
が
フ
ラ
ン
ス
法
に
優
越
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
が
そ
れ
を

望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
こ

と
の
代
償
は
大
き
く
な
る
。
つ
ま
り
、
法
律
を
一
般
意
思
の
表
明
で

あ
る
と
す
る
理
論
の
放
棄
で
あ
る
。
憲
法
院
が
結
局
の
と
こ
ろ
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

〇
四
年
六
月
｝
○
日
の
判
決
に
お
い
て
支
払
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

か
っ
た
代
償
が
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
解
法
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
欧
州
法
が
通
常
法

律
の
み
な
ら
ず
憲
法
そ
の
も
の
に
も
優
越
す
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
満
足

の
い
く
も
の
で
あ
る
と
言
う
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
周
知
の
よ
う
に
、
憲
法
条
約
は
そ
の
亙
i
6
条
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
優
越
性
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

同
条
は
、
「
欧
州
連
合
の
…
機
関
が
採
択
し
た
憲
法
お
よ
び
法
は
、
機

関
に
与
え
ら
れ
た
権
限
の
行
使
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
法
に
優
位
す

る
」
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
加
盟
国
の
法
」
に
は
、
加
盟
国

の
憲
法
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
憲
法
院
は
、
二
〇
〇
四
年
一
↓
月
一
九
日
の
判
決
に
お
い
て
、
同

条
が
フ
ラ
ン
ス
憲
法
、
と
り
わ
け
そ
の
三
条
に
適
舎
す
る
と
い
う
こ

と
を
、
ま
さ
に
心
界
原
理
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
た
。
こ
の

判
決
は
、
き
わ
め
て
巧
み
な
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
も
し
憲
法
院

が
憲
法
違
反
を
宣
言
し
て
い
た
と
す
る
と
、
憲
法
は
改
正
さ
れ
、
そ

し
て
憲
法
条
約
の
批
准
に
際
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
対
す
る
欧

州
法
の
優
越
性
は
同
条
約
の
亙
1
6
条
に
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
な

り
、
つ
ま
り
連
邦
制
国
家
に
お
け
る
ご
と
く
、
欧
州
憲
法
そ
の
も
の

か
ら
帰
結
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
で
は
な
く
、
憲
法
院
は
、
同
条
約
は
憲
法
三
条
の
宣
言
す
る

国
民
主
権
原
理
を
侵
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
確
認
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
対
す
る
欧
州
法
の
優
越
性
の
根
拠
を
、

フ
ラ
ン
ス
憲
法
そ
の
も
の
の
う
ち
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
結
果
、
憲
法
に
対
す
る
条
約
の
優
越
性
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
に

帰
せ
し
め
う
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
解
法
は
、
主
権

を
保
守
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
利
点
を
有
し
て
い
る
の
み

な
ら
ず
、
巨
大
な
実
際
上
の
利
点
を
も
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
憲
法
規
定
が
な
し
う
る
こ
と
（
欧
州
法
の
優
越
性
を
定
め
る
こ

と
）
を
、
別
の
憲
法
規
定
が
否
定
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

憲
法
院
が
六
月
一
〇
日
の
判
決
の
な
か
で
述
べ
て
い
た
の
が
ま
さ
に

こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
欧
州
指
令
の
国
内
法
へ
の
移

植
は
、
憲
法
上
の
要
請
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
請

に
対
し
て
は
、
憲
法
の
別
の
規
定
が
明
示
的
に
反
対
の
趣
旨
を
述
べ

て
い
る
場
合
に
し
か
障
害
が
生
じ
え
な
い
」
と
。

　
し
た
が
っ
て
、
欧
州
法
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
対
す
る
優
越
性
を
、

憲
法
条
約
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
、
し
た
が
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
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民
そ
の
も
の
に
帰
す
る
こ
の
よ
う
な
解
法
は
、
い
く
つ
か
の
基
本
的

な
原
理
を
、
必
要
と
あ
ら
ぼ
欧
州
法
に
対
し
て
で
も
維
持
す
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
憲
法
院
が
な
し
た
こ

と
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
そ
の
有
名
な
一
九
七
四
年
判
決

お
よ
び
八
六
年
判
決
（
⑦
o
ミ
悉
N
お
よ
び
G
っ
偽
ミ
鑓
鳴
濤
）
に
お
い

て
な
し
た
こ
と
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
国
務
院
が
た
と
え
ぼ
サ
ラ
ン
訴

　
あ
　

訟
に
お
い
て
な
し
た
こ
と
の
移
植
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
あ
る
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
最
高
位

の
規
範
を
主
権
者
の
意
思
に
帰
す
る
こ
と
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
ひ
と
た
び
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

巧
み
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
い
つ
た
解
法
は
論
理
的
問
題
と
し

て
の
帰
営
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
な
い
。
お
そ
ら
く
、
欧
州
法

を
フ
ラ
ン
ス
法
に
優
越
せ
し
め
・
る
よ
う
命
じ
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
人
民

な
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
フ
ラ
ン
ス
群
民
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
、
そ

し
て
憲
法
の
う
ち
に
し
か
、
そ
の
意
思
を
表
明
し
な
い
者
で
あ
る
か

ら
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
に
、
も
し
入
民
が
．
憲
法

に
お
い
て
意
思
を
表
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
の
明
示
的
な
規
定

に
対
し
て
法
律
が
優
越
す
る
と
い
う
こ
と
を
人
民
が
命
じ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
結
局
、
人
民
が
自

ら
の
意
思
を
理
解
し
誤
る
と
い
う
こ
と
か
、
あ
る
い
は
人
民
が
自
ら

の
意
思
に
従
わ
な
い
よ
う
に
命
じ
る
と
い
う
不
条
理
を
導
く
か
ら
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
明
示
的
で
な

い
規
定
か
ら
生
じ
る
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
規
範
に
対
し
て
欧
州
法
が
優

越
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
憲
法
の
解
釈
か
ら
生
じ
た
規
範
や
、

よ
り
重
要
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
規
範
、
さ
ら
に
不
文
の
憲
法
原

理
と
い
う
三
種
の
場
合
が
あ
り
う
る
が
、
い
ず
れ
の
内
含
も
、
憲
法

規
範
な
の
で
あ
っ
て
、
主
権
者
人
民
の
意
思
へ
と
帰
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
こ
で
す
で
に
述
べ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
主
権
者
人
民
は
、
明
示
的
規
定
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て

い
る
憲
法
規
範
に
従
わ
な
い
こ
と
を
禁
止
す
る
一
方
で
、
他
の
憲
法

規
範
一
主
権
者
人
民
が
そ
の
よ
う
な
規
範
を
欲
し
た
と
さ
れ
る

一
に
は
従
わ
な
い
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
形
式
的
な
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
こ
の
難
点
は
実
際
に
は
非
常
に
深
刻
な
も
の
で
あ
り
、

民
主
政
の
シ
ス
テ
ム
の
ま
さ
に
核
心
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
代
表

民
主
政
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
次
の
二
つ
の
要
素
か
ら
な
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。

　
（
a
）
有
権
者
が
主
権
者
人
民
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　
（
b
）
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
者
は
、
法
律
を
採
択
す
る
こ
と

　
　
に
よ
り
、
主
権
者
人
民
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
意
思
を

i69　（74－1－169）



資 料

表
明
す
る
｡

し
ば
し
ば
､
正
当
に
も
､
欧
州
に
お
け
る
民
主
的
赤
字
-

つ
ま

り
､
選
挙
さ
れ
た
者
自
身
が
果
た
す
役
割
が
過
小
で
あ
る
か
ら
､
ま

た
は
､
市
民
が
彼
ら
に
対
し
て
微
少
な
影
響
力
し
か
持
た
な
い
か
ら
､

決
定
過
程
に
お
い
て
市
民
が
実
際
に
果
た
す
役
割
が
不
十
分
で
あ
る

と
い
う
こ
と
-

が
嘆
か
れ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
主
張
は
､

加
盟
各
国
の
統
治
に
お
け
る
民
主
的
赤
字
を
観
察
す
る
な
ら
ば
､
よ

り
薄
弱
な
も
の
と
な
る
｡
た
だ
し
､
加
盟
各
国
に
お
い
て
は
､
代
表

民
主
政
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
､
少
な
-
と
も
､
権
力
は

主
権
者
人
民
に
よ

っ
て
行
使
さ
れ
て
い
る
､
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
主

権
者
人
民
の
名
に
お
い
て
そ
う
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
と
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ

っ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
欧
州
憲
法
の
登
場
に
よ

っ
て
､
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
要
素
が
す
べ
て
溶
解
す
る
こ
と
に
な
る
｡
欧
州
議
会
の
選

挙
人
は
欧
州
人
民
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
O
諸
決
定
は
､

一
部
は

選
挙
で
選
ば
れ
て
は
い
な
い
者
に
よ
っ
て
下
さ
れ
､

1
部
は
選
挙
で

選
ば
れ
た
者

(欧
州
議
会
)
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
が
､
そ
れ
ら
は
人

民
の
決
定
で
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
加
盟
国
議
会
の
選
挙

人
に
つ
い
て
言
え
ば
､
彼
ら
は
人
民
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の

で
は
あ
る
が
､
し
か
し
こ
の
場
合
の
人
民
は
も
は
や
主
権
者
で
あ
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
名
に
お
い
て
下
さ
れ
た
決
定

が
､
欧
州
規
範
に
従
属
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
唯

一
存
続
す
る
の
は
憲
法
制
定
権
者
た
る
人
民
と
い
う
幻
で
あ
る
が
､

し
か
し
､
自
ら
に
従
わ
な
い
よ
う
に
命
じ
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
は
､

や
は
り
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
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憲
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0や
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D
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0

(2
)

(訳
者
注
)
憲
法
院
は
､

1
九
九
二
年
四
月
九
日
の
い
わ
ゆ
る

｢
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
第

山
判
決
｣
に
お
い
て
､
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条

約
の
規
定
の
う
ち
二
種
類
の
も
の
が

｢国
の
主
権
行
使
の
本
質
的
条

件
｣
を
侵
害
す
る
と
し
て
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
た
｡
そ
こ
で
､
同

条
約
の
批
准
の
た
め
同
年
六
月
二
五
日
に
憲
法
が
改
正
さ
れ
た
が
､

主
権
原
理
を
定
め
る
憲
法
三
条
に
は

一
切
の
変
更
が
加
え
ら
れ
な

か
っ
た
｡
そ
の
た
め
､
同
条
約
は
改
正
後
の
憲
法
に
も
な
お
違
反
し

て
い
る
と
主
張
す
る
議
員
ら
に
よ
っ
て
違
憲
審
査
が
求
め
ら
れ
た
｡

こ
れ
に
対
し
憲
法
院
は
､
同
年
九
月
二
日
の
い
わ
ゆ
る

｢
マ
ー
ス
ト

リ
ヒ
ト
第
二
判
決
｣
に
お
い
て
､
｢憲
法
制
定
権
力
は
主
権
約
で
あ

る
｣
と
し
て
､
同
条
約
は
改
正
後
の
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
判
断
し

た
｡
以
上
に
つ
い
て
､
参
照
､
南
野
森

｢欧
州
統
合
と
主
権
論

-

フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
の
場
合
｣
(本
郷
法
政
紀
要
五
号
､

1
九
九

六
年
､
二
三
九
-

二
七
四
貢
)｡
ま
た
､
憲
法
院
判
決
の
解
説
と
し
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p
p
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T
R
O
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l'E
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P
a
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P
U
F
,
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p
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X
V
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L
e
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d
e
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u
v
e
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p
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〝
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H
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ミ
纏

珂
埋

草
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悪
輝
)｣

整
慮
海

鮮
刷

り
静

思
恥

(1
10

0
1]姓

)
1
1悌

厭
zS
ト
○

(tLrtふト)tLt



草 ､ド

(8
)
B
.
A
c
K
E
R
M
A
N
,
W
e

th
e
P
e
o
p
le
,
C
a
m

br
id
g
e
,
H
a
r
v
a
r
d

U

P

,

1
9
9
1
,

tr
a
d
u
c
t
io
n

fr
a
n
の
a
ise

‥

A
u

m
o
m

d
u
Pe
a
l
)le
,

P

ar
i

s}
C
at
m
a
n
nト

evy
,
1

9
9
8
.

(
9
)

(訳
者
注
)
こ
れ
は
､

憲
法
院
が
そ
の

〟
九
八
五
年
八
月
二
三

日
判
決
の
な
か
で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
｡
同
判
決
の
解
説
と
し
て
､

フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編

(辻
村
み
よ
子
編
集
代
表
)
『
フ
ラ

ン
ス
の
憲
法
判
例
』
(信
山
社
､
二
〇
〇
二
年
)
所
収
の
今
関
源
成

解
説

(四
二
六
-
四
三

1
頁
)
が
あ
る
｡

(10
)

(訳
者
注
)
｢絶
対
王
政
下
で
は
国
王
が
立
法
権
を
行
使
し
て
い

た
が
､
そ
の
王
令
は
各
最
高
法
院
の
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
な
い
限
り

当
該
最
高
法
院
の
管
轄
区
域
内
で
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
｡
最
高
法
院

は
､
王
令
の
適
用
を
阻
害
す
る
と
い
う
消
極
的
な
か
た
ち
で
も
､
立

法
権
の
行
使
に
関
与
し
え
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
国
王
は
､

自
ら
赴
い
て
親
臨
法
廷

()it
d
e
jtiStice
)
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ

り
､
そ
の
適
用
を
強
い
る
こ
と
が
で
き
た
が
､
最
高
法
院
は
そ
の
有

効
性
を
争
う
な
ど
し
て
抵
抗
し
た
｣
(滝
沢
正

『
フ
ラ
ン
ス
法

〔第

二
版
〕
』
三
省
堂
､
二
〇
〇
二
年
､
田

山
頁
)｡
ま
た
､
よ
り
詳
細
に

は
､
野
田
良
之

『
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
上
巻

〔再
版
〕』
(有
斐
閣
､

1

九
七
〇
年
)
四

一
四
頁
以
下
を
参
照
｡
野
田
は

｢親
裁
座
｣
と
和
訳

し
て
い
る
｡

(1
)

M

arce
l
G

AUCrtET
〉
L
a

r
e/u
o
lu
iio
n

d
e
s

Z'
o
u
v
oirs.
L
a

s
o
u
v
e
r
a
in
e
te/,
le
p
e
u
p
le

e
t
la

p,ei
)7TeJs
e
n
ia
tio
n
,
]
7
8
9
･
]
7:9

9
,

Paris)G
a
llim
a
rd
,
)9
95
;
D
om
ini
que
R

oussE
A
U
,
D
ym
.i
d
u

c
o
n
te
n
tie
u
x

c
o
n
st
i
t

u
tio
n
n
e
l
,
P

ar
i
s}M
o
n
t
c
h
r
e
st
ie
n
,
5
e
6
d
.}

1999,notam
m
ent
p
.
4
6
9
A
70.

(1
)

M
.
G
A
U
C
liE
T
,
OP.
c
i
t
.,
p

.

4
5
.
(訳
者
注
)
邦
訳
と
し
て
､
富

永
茂
樹
=
北
垣
徹

-

前
川

貴
行

訳

『代
表
制
の
政
治
哲
学
』
(み
す

ず
書
房
､
二
〇
〇
〇
年
)
三
八
頁
を
参
照
｡
た
だ
し
本
稿
で
は
そ
の

訳
文
に
従
っ
て
い
な
い
｡

(13
)

(訳
者
注
)

一
九
五
八
年
憲
法
五
五
条

‥
｢適
法
に
批
准
さ
れ

ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
も
し
-
は
協
定
は
､
他
方
当
事
国
に
よ
る

各
条
約
も
し
-
は
各
協
定
の
施
行
を
留
保
条
件
と
し
て
､
公
示
後
直

ち
に
､
法
律
に
優
越
す
る
権
威
を
も
つ
｣
(初
宿
正
典

-1
辻
村
み
よ

子
編

『新
解
説
世
界
憲
法
集
』
三
省
堂
､
二
〇
〇
六
年

〔辻
村
み
よ

子
訳
〕
)0

(班
)

(訳
者
注
)
C
o
n
seit
c
on
stitu
tio
n
n
e
l,
D
ecisio
n
n
.
2
0

0
4

ふ

9
6
D
C
du
l
O

ju
in
2
004

.

(1
)

C
o

nse
il
d
}抄
ta
t
}
A
ssem
b
16
e
〉
3
0
o
c
t
o
b

re
19
9

8,M
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S
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r
-

7,a
n
,
L
e
u
a
c
h
e
r

e
t
a
u
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