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1　

奇
妙
に
も
消
え
て
し
ま
っ
た
歴
史
修
正
主
義

　

フ
ラ
ン
ス
議
会
は
目
下
《
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
憎
悪
》
対
策
法

律
を
審
議
し
て
い
る
。T

w
itter

やFacebook

の
よ
う
な
オ
ン
ラ

イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
対
し
、
一
部
の
刑
罰
規
定
、

そ
の
中
で
も
人
種
差
別
的
憎
悪
の
扇
動
や
テ
ロ
行
為
な
い
し
人
道
に

対
す
る
罪
の
賛
美
を
処
罰
す
る
規
定
に
違
反
す
る
内
容
の
削
除
を
義

務
づ
け
る
こ
と
が
、
そ
の
目
的
で
あ
る
。

　

そ
の
反
面
、
こ
の
法
律
は
歴
史
修
正
主
義
的
表
現
、
す
な
わ
ち
人

道
に
対
す
る
罪
の
存
在
を
否
定
す
る
言
葉
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な

い
。
そ
の
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
し
ば
し
ば
歴
史
修
正
主
義
が
憎
悪
表
現
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
形
態
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
奇

妙
と
も
思
え
る
、〔
法
案
か
ら
歴
史
修
正
主
義
的
表
現
が
〕
消
え
て

い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

司
法
大
臣
や
こ
の
法
律
の
提
案
者
で
あ
る
国
民
議
会
議
員
に
よ
れ

ば
、
そ
の
理
由
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
憎
悪
対
策
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
特
殊
性
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
極
め
て
迅
速
に
行
動
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
二
四
時
間
以
内
に
違
法

な
内
容
を
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
。
プ
ラ
ッ
ト

ト
マ
・
オ
ッ
ク
マ
ン

山　

元　
　
　

一
／
監
訳

橋　

爪　

英　

輔
／
訳

連
続
講
演
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
課
題
―
―
憲
法
裁
判
・
憲
法
改
正
・
表
現
の
自
由
の
限
界
―
―

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
歴
史
修
正
主
義
と
憎
悪
表
現

資 料
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フ
ォ
ー
ム
が
こ
の
任
務
の
達
成
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
削
除
義
務

は
明
白
に
違
法
な
表
現
の
み
を
対
象
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら

の
政
治
家
た
ち
に
よ
れ
ば
、
歴
史
修
正
主
義
の
処
罰
は
常
に
「
評
価

（appréciation

））」
や
「
文
脈
化
（contextualisation

）」
を
前

提
す
る
。
歴
史
修
正
主
義
の
主
張
は
決
し
て
誰
の
目
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
修
正
的
な
言
葉

を
識
別
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
人
道
に
対
す
る
罪
の
賛
美
よ
り
も

複
雑
に
な
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
議
論
は
説
得
的
で
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
表
現
の
自
由
の
制
約
は

ハ
ー
ド
ケ
ー
ス
に
出
会
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
容

易
な
ケ
ー
ス
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
あ
る
主
張
が
明
白
に
ユ

ダ
ヤ
人
を
対
象
と
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、「
シ
オ
ニ
ス
ト

（sionistes

）」
を
対
象
に
し
て
お
り
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
イ
ス
ラ
エ

ル
政
府
の
（
是
認
さ
れ
う
る
）
批
判
と
な
っ
た
り
、
反
ユ
ダ
ヤ
の
憎

悪
へ
の
（
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
）
扇
動
と
な
っ
た
り
す
る
。
同
様
に
、

あ
る
発
言
が
明
白
に
歴
史
修
正
主
義
的
で
あ
っ
た
り
（「
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
で
は
シ
ラ
ミ
し
か
毒
ガ
ス
で
殺
さ
れ
な
か
っ
た
」）、
少
し

入
念
な
分
析
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
り
す
る
（
た
と
え
ば
、

歴
史
修
正
主
義
の
中
心
人
物
で
あ
る
ロ
ベ
ー
ル
・
フ
ォ
リ
ソ
ン

（Robert Faurisson

）
を
参
照
し
て
、「
私
は
フ
ォ
リ
ソ
ン
が
正
し

い
と
は
言
っ
て
い
な
い
、
し
か
し
…
…
」
と
主
張
す
る
こ
と
）。
歴

史
修
正
主
義
が
明
白
で
は
な
い
実
例
は
決
し
て
存
在
し
な
い
の
だ
、

と
い
う
議
論
は
不
正
確
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
国
民
議
会
議
員
や
大
臣
が
、
歴
史
修
正
主
義
に

か
か
わ
る
犯
罪
が
適
用
に
関
す
る
特
有
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と

を
認
め
た
の
は
、
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
難
点
は
議

会
の
審
議
の
際
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
別
の
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
で
歴
史
修
正
主
義
に
よ
る
軽
罪
は
今
日
極
め
て
広
汎
で

あ
り
、
そ
の
輪
郭
は
十
分
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン

ス
で
歴
史
修
正
主
義
を
厳
し
く
規
制
し
て
き
た
歴
史
を
語
る
必
要
が

あ
る
。

　

最
初
の
特
別
法
は
一
九
九
〇
年
に
可
決
さ
れ
た
。

2　

ゲ
ッ
ソ
ー
法
（
一
九
九
〇
年
）

　

ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
人
道
に
対
す
る
罪
の
存
在
へ
の
疑
い

は
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
り
か
ら
、
ポ
ー
ル
・
ラ
ッ
シ
ニ
エ

（Paul Rassinier

）
や
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
専
門
家
・
極
右
活
動
家
で
あ

り
、
国
土
解
放
の
際
に
銃
殺
さ
れ
た
対
独
協
力
者
の
著
述
家
で
あ
る

ロ
ベ
ー
ル
・
ブ
ラ
ジ
ヤ
ッ
ク
（Robert Brasillach

）
の
義
理
の
兄

弟
で
も
あ
る
モ
ー
リ
ス
・
バ
ル
デ
ー
シ
ュ
（M

aurice Bardèche

）
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の
よ
う
な
著
述
家
と
と
も
に
現
れ
た
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す

る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
懐
疑
論
が
興
隆
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
の
終
わ
り

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
著
述
家
に
対
し
て
有
罪
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
と
し
て
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
、
歴
史
修
正
主
義
に
対
す
る
特

別
法
が
採
択
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
（
歴
史
修
正
主
義
と
い
う
言
葉
は
、

フ
ラ
ン
ス
史
学
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ル
ッ
ソ
（H

enry Rousso

）
が
一

九
八
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
著
作
で
用
い
た
表
現
に
由
来
す
る
、
と
さ

れ
る
）。

　

第
一
に
、
現
行
法
が
十
分
で
な
い
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
。
一
九

七
二
年
以
降
、
法
律
は
侮
辱
、
名
誉
毀
損
や
憎
悪
の
扇
動
に
つ
い
て
、

そ
の
発
言
が
個
人
を
狙
い
と
し
て
、
特
定
の
国
や
宗
教
、
あ
る
い
は

ま
た
「
人
種
」
へ
の
帰
属
を
理
由
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
処

罰
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
示
的
に
ユ

ダ
ヤ
人
を
攻
撃
す
る
こ
と
な
し
に
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
（Shoah
）
を

否
定
す
る
に
「
と
ど
ま
る
」
表
現
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
を
免
れ
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
捏
造
し
た
と

非
難
す
る
こ
と
な
く
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
存
在
を
否
定
す
る
表
現
を
、

ど
の
よ
う
に
処
罰
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

第
二
に
、
い
く
つ
か
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
デ
モ
―
―
と
り
わ
け
カ
ル

パ
ン
ト
ラ
の
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
の
墳
墓
盗
掘
―
―
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る

文
脈
に
お
い
て
、
議
会
は
お
そ
ら
く
象
徴
的
意
義
を
有
す
る
決
定
を

望
ん
で
い
た
。
明
示
的
に
歴
史
修
正
主
義
に
反
対
す
る
意
思
が
一
部

の
議
員
を
駆
り
立
て
た
の
で
あ
る
。
あ
る
元
老
院
議
員
が
説
明
し
た

よ
う
に
、
歴
史
修
正
主
義
の
主
張
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
自
体
と
し

て
」
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
故
に
、
一
九
九
〇
年
夏
に
議
会
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ッ
ソ
ー

（Gayssot

）」
法
―
―
ゲ
ッ
ソ
ー
は
法
律
案
を
提
出
し
た
国
民
議
会

議
員
の
名
前
で
あ
る
―
―
を
可
決
し
た
。
こ
の
法
律
は
古
く
か
ら
あ

る
一
八
八
一
年
の
プ
レ
ス
に
つ
い
て
の
法
律
に
、
ナ
チ
ス
や
そ
の
共

犯
者
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
人
道
に
対
す
る
罪
の
存
在
を
否
定
す
る
こ

と
を
処
罰
す
る
第
二
四
条
の
二
を
挿
入
し
た
。

　

こ
の
法
律
が
立
ち
向
か
う
こ
と
を
目
指
し
た
の
は
あ
る
一
つ
の
現

象
、
す
な
わ
ち
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
否
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
法
律
は
こ
の
人
道
に
対
す
る
罪
の
存
在
の
否
定
に
し
か
適
用
さ
れ

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
瞬
く
間
に
歴
史
修
正
主
義
の
拡

大
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

3　
 

歴
史
修
正
主
義
に
関
す
る
罪
の
拡
大
問
題
と
そ

の
憲
法
的
枠
組

　

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
、
歴
史
修
正
主
義
に
関
す
る
罪
が
対
象
と
し
て
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い
る
唯
一
の
人
道
に
対
す
る
罪
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
歴
史
修
正
主

義
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
不
可
分
で
あ
り
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
犯
罪
は
常

に
何
ら
か
の
隠
蔽
が
伴
い
、
常
に
何
ら
か
の
否
定
を
伴
う
と
断
言
す

る
、
一
部
の
論
者
が
存
在
し
て
い
る
。

　

ゲ
ッ
ソ
ー
法
の
制
定
以
降
、
他
の
犯
罪
、
と
り
わ
け
ア
ル
メ
ニ
ア

人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
へ
拡
大
し
よ
う
と
す
る
声
が
聞
こ
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
そ
れ
が
日
本
で
有
名
な
問
題
で
あ
る
か
は
わ

か
ら
な
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
特
に
一
九
一
五
年
、
オ
ス
マ
ン

帝
国
に
お
い
て
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
大
量
殺
戮
が
発
生
し
た
。
こ
の

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
は
常
に
ト
ル
コ
政
府
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
き
た
。

多
く
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
が
暮
ら
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
極
め
て

敏
感
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

歴
史
修
正
主
義
に
関
す
る
罪
を
拡
大
す
る
と
い
う
問
題
は
、
も
っ

ぱ
ら
理
論
的
に
考
え
る
と
、
二
つ
の
方
向
性
が
あ
り
う
る
。
一
つ
は

誤
っ
た
方
向
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
歴
史
否
定
の
表
現
で
は
な

く
否
定
さ
れ
る
犯
罪
の
性
質
を
根
拠
に
し
て
考
え
を
押
し
進
め
て
い

く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
援
用
さ
れ
る
の
は
、
平
等
原
則
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
否
定
が
禁
止
さ
れ
る
な
ら
ば
、
あ

ら
ゆ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
否
定
が
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
。

　

次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
は

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
否
定
は
フ
ラ

ン
ス
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
は
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
。
結
論
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
こ
の
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
の
否
定
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
従
え
ば
、
歴
史
修
正
主
義
的
行
為
の
処
罰

は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
が
現
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
結
果
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
る
。
あ
る
〔
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
〕
犯
罪
の
否
定
行
為
を
禁
止

し
、
他
の
〔
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
〕
犯
罪
の
否
定
行
為
を
禁
止
し
な
い
こ

と
は
、
結
局
後
者
の
存
在
を
疑
う
こ
と
に
等
し
く
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
前
者
よ
り
も
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
等
し
い

こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
論
法
は
誤
謬
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
歴
史
修
正
主
義
の
禁

止
を
正
当
化
す
る
も
の
は
、
否
定
さ
れ
る
犯
罪
の
存
在
で
は
な
く
、

そ
の
否
定
の
も
た
ら
す
危
険
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
歴
史
修
正

主
義
は
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
か
ら
禁
止
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

が
有
害
で
あ
る
か
ら
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

や
は
り
、
歴
史
修
正
主
義
に
関
す
る
罪
の
拡
大
を
検
討
す
る
に
は
、

別
の
方
向
性
、
す
な
わ
ち
憲
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
方
向
性
を
辿
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
一
七
八
九
年
の
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言

は
フ
ラ
ン
ス
で
は
憲
法
的
価
値
を
も
つ
が
、
そ
の
い
く
つ
か
の
規
定

に
よ
っ
て
、
表
現
の
自
由
は
そ
の
行
使
が
有
害
と
思
わ
れ
る
と
き
は
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制
約
し
う
る
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
一
〇
条
は
「
何
人
も
そ
の
意
見
の
表
明
が
法
律
で
定
め
る
公
の

秩
序
を
乱
さ
な
い
限
り
で
、
そ
れ
が
宗
教
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、

そ
の
意
見
に
つ
い
て
不
安
を
も
た
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
」
こ
と
を
保
障
す
る
。
第
一
一
条
は
「
す
べ
て
の
市
民
は
、
法
律

で
定
め
る
場
合
に
そ
の
自
由
の
乱
用
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
ほ
か
は
、

自
由
に
話
し
、
自
由
に
書
き
、
自
由
に
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
示
し
て
い
る
。
よ
り
一
般
的
に
は
、
第
四
条
が
「
自
由
は
他
者
を

害
す
る
こ
と
の
な
い
す
べ
て
の
こ
と
を
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
」
と

示
す
一
方
で
、
第
五
条
に
よ
り
法
律
は
「
社
会
に
と
っ
て
有
害
な
行

為
の
み
を
禁
じ
る
こ
と
」
が
で
き
る
。

　

憲
法
院
は
、
そ
の
行
使
が
「
公
の
秩
序
を
損
な
い
、
第
三
者
の
権

利
を
害
す
る
」
場
合
に
の
み
表
現
の
自
由
が
制
約
さ
れ
う
る
と
判
断

し
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
さ
ら
に
明
確
に
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
的
な
観
点
か
ら
は
、
歴
史
修
正
主
義
に
関
す

る
罪
の
拡
大
の
問
題
は
か
な
り
単
純
で
あ
る
。
他
の
人
道
に
対
す
る

罪
の
否
定
が
憎
悪
表
現
と
共
通
点
を
も
つ
か
ど
う
か
、
そ
の
否
定
行

為
が
、
禁
止
を
正
当
化
す
る
た
め
に
十
分
に
有
害
な
影
響
を
発
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で

は
決
し
て
こ
の
角
度
か
ら
こ
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
む

し
ろ
第
一
の
方
向
性
に
属
す
る
議
論
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
、
歴
史
修

正
主
義
的
表
現
で
は
な
く
否
定
さ
れ
た
犯
罪
の
性
質
に
関
心
が
集
中

し
て
い
る
。

4　

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン

　

二
〇
〇
一
年
、
議
会
は
「
一
九
一
五
年
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す

る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
公
式
に
承
認
す
る
」
法
律
を
議
決
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
は
単
に
確
認
的
な
も
の
で
あ
る
。
法
律
は
い

か
な
る
規
範
も
定
立
せ
ず
、
と
り
わ
け
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
否
定
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
一
〇
年
後
、
議
会
の
多
数
派
は
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
否
定
発
言
を
刑
罰
で
禁
止
す
る
よ
う
に
望
ん
だ
。
し

か
し
な
が
ら
、
議
会
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
名
指
し
し
て
禁
止
す

る
の
で
は
な
く
、「
法
律
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の

存
在
の
否
定
」
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
洗
練
さ
れ
た
立
法
技

術
を
示
そ
う
と
し
た
。
こ
の
無
益
な
ご
ま
か
し
は
、
以
後
の
議
論
の

あ
り
よ
う
を
規
定
す
る
反
応
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

　

二
〇
一
二
年
一
月
、
ま
さ
し
く
元
老
院
で
法
案
が
討
議
さ
れ
る
前

に
、
ロ
ベ
ー
ル
・
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
（Robert Badinter

）
が
ル
・
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モ
ン
ド
誌
に
寄
稿
し
た
。
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、

ロ
ベ
ー
ル
・
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な

人
物
で
あ
る
。
彼
は
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
反
ユ
ダ
ヤ
的
迫
害
か
ら
生
還

し
た
が
、
彼
の
父
親
は
同
政
権
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
強
制
収
容
所

で
死
を
迎
え
た
。
彼
は
ま
ず
弁
護
士
と
な
り
後
に
司
法
大
臣
と
な
っ

て
、
死
刑
の
廃
止
を
成
し
遂
げ
た
。
と
り
わ
け
彼
は
憲
法
院
院
長
を

つ
と
め
た
。
要
す
る
に
、
彼
は
、
卓
越
し
た
発
言
力
を
有
す
る
。

ル
・
モ
ン
ド
に
掲
載
さ
れ
た
彼
の
文
章
は
、
一
定
の
影
響
力
を
も
っ

た
。
元
老
院
議
員
の
一
部
が
議
会
で
の
審
議
の
際
、
彼
の
言
葉
を
振

り
か
ざ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
寄
稿
文
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
議
会
は
裁
判
所
で
な
い
」
で
あ

る
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
と
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
本
質
的
な

差
異
は
、
前
者
に
つ
い
て
の
み
国
際
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判

決
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
の
裁
判
に

お
い
て
は
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
は
ま
っ
た
く
審

理
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
立
法
府
は
裁
判
官
の
代

わ
り
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
の
存
在
を
「
宣
言
（proclam

er

）」
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

憲
法
、
特
に
権
力
分
立
原
則
は
立
法
府
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
認
定
を

禁
止
し
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

ロ
ベ
ー
ル
・
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
文
章
を
詳
細
に
分
析
す
る
余
裕
は

私
に
は
な
い
が
、
そ
こ
に
憲
法
の
い
か
な
る
説
得
的
な
議
論
も
存
在

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
裁
判
官
の
権
限
の
侵
奪
〔
と
い

う
主
張
〕
は
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対

す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
罪
に
問
わ
れ
た
者
に
有
罪
判
決
を
下
す

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
禁
止
は
、
単
に
特
定

の
発
言
を
公
然
と
為
し
た
者
を
処
罰
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
個
別
の
事
例
に
お
い
て
、
公
訴
事
実
と
な
る
表
現
を

審
理
し
、
刑
罰
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
を
確
認
し
、
そ
の
場
合

に
は
個
人
に
対
し
刑
罰
を
宣
告
す
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
権
限
に
帰

属
す
る
。
立
法
府
は
裁
判
官
の
権
限
を
い
っ
さ
い
「
侵
害
」
し
て
い

な
い
。
立
法
府
は
、
い
か
な
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
徹
底
的
な
大
量
殺

戮
も
一
九
一
五
年
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
で
行
わ
れ
て
い
な
い
、
と
主

張
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
官
は
訴
追
さ
れ
た

個
人
が
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
拡
散
し
た
か
に
つ
い
て
、
審
理

す
る
。

　

歴
史
修
正
主
義
的
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
基
準
は
、
歴
史
的
事
実
の
否
定
に
関
す
る
罪
に
し
て
裁
判
所
の
判

決
の
存
在
す
る
か
否
か
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方
を
憲
法
に
よ
っ
て



フランス法における歴史修正主義と憎悪表現

37

正
当
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
上
、
多
く
の
国
に
お
い

て
、
そ
の
よ
う
な
基
準
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
は
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
を
参
照
し
て
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
否
定
を
規
定
し
た

数
少
な
い
国
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
は
そ
う
で
は
な
い
。

裁
判
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
犯
罪
の
場
合
に
の
み
歴
史
修
正
主
義
に

関
す
る
罪
を
規
定
し
う
る
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
論
の
特

殊
性
に
つ
い
て
、
誰
も
う
ま
く
説
明
で
き
て
い
な
い
。

　

憲
法
院
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
要
請
を
憲
法
中
に
確
認
す
る
に
至
っ

て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
院
は
、
実
際
に
は
他
の
要
件
を
根
拠

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
よ

う
な
要
件
で
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
う

ま
く
ほ
の
め
か
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

5　

憲
法
院
の
二
枚
舌

　

ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
関
す
る
二
〇
一
二
年

法
は
、
議
会
に
よ
る
最
終
的
な
採
決
の
後
に
憲
法
院
に
付
託
さ
れ
、

憲
法
院
は
こ
の
法
律
を
違
憲
と
判
断
し
た
。
法
律
に
よ
っ
て
認
定
さ

れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
否
定
を
禁
止
し
、
こ
の
法
律
と
、
ア
ル
メ
ニ

ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
認
定
す
る
法
律
と
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
一
つ
の
規
範
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
否
定
の
禁
止
で
あ
る
。

憲
法
院
は
こ
の
よ
う
な
表
現
が
公
の
秩
序
お
よ
び
他
者
の
権
利
に

と
っ
て
十
分
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
憲
法
院
は
い
か
な
る
理
由
付
け
も
行
っ
て
い
な

い
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
憲
法
院
は
極
め
て
凝
り
す
ぎ
の
、
そ
し
て
矛
盾
を

含
ん
だ
論
理
構
成
を
採
用
し
、
こ
の
判
決
を
憲
法
院
が
こ
れ
ま
で
に

下
し
た
判
決
の
う
ち
、
最
悪
の
も
の
の
一
つ
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
の
論
理
は
、
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

1 

）
法
律
は
規
範
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
法
律
は

行
為
を
禁
止
、
許
可
、
ま
た
は
命
令
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

2 

）
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
認
定
す
る
に
と
ど
ま
る
法
律
は
、
こ
れ
ら

の
う
ち
の
い
ず
れ
を
行
う
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
法
律
は
規
範
的
で
な
い
。

　

3 

）
付
託
さ
れ
た
法
律
は
「
法
律
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
」
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
の
否
定
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
法

律
は
、
法
律
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
認
定
す
る
こ
と
、
言
い
換
え

れ
ば
規
範
的
で
な
い
法
律
の
制
定
と
い
う
違
憲
の
行
為
を
行
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
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こ
の
論
証
は
説
得
的
で
は
な
い
。
憲
法
院
が
付
託
を
受
け
た
法
律

は
、
明
確
に
規
範
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
事
制
裁
の
危
険
を
冒
し

て
何
か
を
発
言
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
か
り
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
を
承
認
す
る
に
留
ま
る
法
律
が
規
範
性
を
欠
い
て
い
る
と
す
る
な

ら
、
こ
の
瑕
疵
は
、
新
た
な
法
律
を
制
定
し
て
処
罰
を
行
い
さ
え
す

れ
ば
、
治
癒
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
憲
法
院
の
よ
う
に
、
表
現
の

自
由
の
制
限
の
違
憲
性
を
指
摘
す
る
た
め
に
規
範
性
の
欠
如
を
援
用

す
る
こ
と
は
、
矛
盾
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
不
合
理
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
論
証
が
判
決

の
唯
一
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。
憲
法
院
が
立
法
府
に
対
し
て
、
立
法

府
自
ら
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
「
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
定
し
、

位
置
づ
け
た
」
こ
と
に
つ
い
て
非
難
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
法

律
に
お
け
る
規
範
性
の
要
請
の
ゆ
え
に
、
で
あ
る
。
決
し
て
憲
法
院

は
裁
判
官
の
役
割
を
侵
奪
し
て
い
る
こ
と
や
、
歴
史
に
つ
い
て
立
場

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
対
す
る
立
法
府
の
無
権
限
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
議
論
が
実
際
に
は
憲
法
院

に
付
託
し
た
国
民
議
会
議
員
た
ち
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
関
し
て
憲
法
院
が
沈
黙
し
た
こ
と
は
、
法

的
に
そ
れ
ら
を
論
拠
付
け
る
こ
と
の
困
難
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
判
決
が
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
が
、
そ

の
力
を
生
み
出
し
て
い
る
。
憲
法
院
の
論
証
は
あ
ま
り
に
不
合
理
な

の
で
、
判
決
を
別
な
形
で
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
憲
法
院
の
論
法

に
従
え
ば
、
議
会
が
自
ら
認
定
し
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
否
定
行
為
を

処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
、
憲
法
に
従
い
、
裁

判
所
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
犯
罪
の
否
定
行
為
の
み
を
刑
罰
の

対
象
と
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
度
繰
り
返
す
が
、
憲
法
院
の

判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
全
く
正
当
化
し
て
は
い
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
憲
法
院
は
自
ら
判
決
の
正
当
化
の
機
会
を
得
る
や
否
や
、

自
ら
誤
解
を
解
消
す
る
よ
り
む
し
ろ
そ
れ
を
強
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

一
九
九
〇
年
の
時
点
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
政
治
状
況
の
ゆ
え
に
、

ゲ
ッ
ソ
ー
法
を
憲
法
院
に
付
託
す
る
た
め
の
要
件
を
充
足
す
る
国
民

議
会
議
員
六
〇
名
ま
た
は
元
老
院
議
員
六
〇
名
は
い
な
か
っ
た
。
憲

法
院
が
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
機
会
を
得
た
の
は
よ
う
や
く
二
〇
一

六
年
の
こ
と
で
あ
り
、
合
憲
性
優
先
問
題
に
基
づ
く
判
断
で
あ
っ
た
。

ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
闇
が
こ
の
事
件
に
及
ん

で
い
た
。
つ
ま
り
、
破
毀
院
が
憲
法
院
へ
の
付
託
を
決
定
し
た
の
は

平
等
原
則
の
侵
害
と
い
う
理
由
で
あ
り
、
一
九
一
五
年
の
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
の
犠
牲
者
の
子
孫
た
ち
が
、
歴
史
修
正
主
義
に
関
す
る
罪
の
拡

大
に
賛
成
し
て
弁
論
す
る
た
め
に
手
続
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

　

二
〇
一
六
年
一
月
に
下
さ
れ
た
憲
法
院
判
決
〔
訳
注
：D

écision 
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nº 2015-512 Q
PC du 8  janvier 2016

〕
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否

定
発
言
の
有
害
性
を
検
討
し
て
い
る
点
で
、
部
分
的
に
は
憲
法
論
を

展
開
し
た
。
憲
法
院
は
、
規
制
対
象
と
な
っ
て
い
る
行
為
は
人
種
差

別
的
で
危
険
な
言
説
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
禁
止
は
憲

法
上
許
容
さ
れ
る
、
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
、
ナ
チ
ス
や
そ
の
共
犯

者
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
人
道
に
対
す
る
罪
の
否
定
に
処
罰
を
限
定
し

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
平
等
に
対
す
る
い
か
な
る
侵
害
も
生
じ
る

と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
論
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
道

に
対
す
る
罪
の
否
定
が
必
然
的
に
相
互
に
類
似
し
た
意
味
や
効
果
を

も
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
院
は
、
上
記
の
十
分
に
満
足
し
う
る
論
証

に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
む
し
ろ
自
ら
の
判
決
に
二
〇
一
二
年
判
決
の
誤

解
を
さ
ら
に
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
判
決
理
由
を
付
け
加
え
た
の
で

あ
る
。
憲
法
院
は
、
繰
り
返
し
〔
一
八
八
一
年
の
プ
レ
ス
に
関
す
る

法
律
の
〕
第
二
四
条
の
二
に
よ
っ
て
否
定
の
禁
止
さ
れ
る
犯
罪
が
、

裁
判
に
よ
る
有
罪
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
こ
だ
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
ど
れ
ほ
ど
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
。
結

局
の
と
こ
ろ
、
憲
法
院
は
、
二
〇
一
二
年
の
判
決
で
既
に
宣
言
し
た

よ
う
に
、
立
法
府
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
否
定
発
言
を
禁
止
す
る
権
限
が
な
い
こ
と
を
言
明

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
や
少
し
も
言
明
し
て
い
な
い
。
裁
判
に
よ
る
認
定
の
基
準
は
、

発
言
の
有
害
性
と
の
関
係
で
憲
法
院
の
論
証
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
い

る
。
裁
判
に
よ
る
有
罪
判
決
の
存
在
は
、
憎
悪
表
現
と
同
様
に
歴
史

修
正
主
義
の
解
釈
に
結
論
を
導
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
つ
の
要
素

で
あ
る
。
憲
法
院
は
そ
の
こ
と
を
明
示
的
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、

「
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
国

際
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
人
道
に
対
す
る
罪
と
認
定
さ
れ
た
事
実

の
否
定
」
と
「
そ
の
他
の
裁
判
所
ま
た
は
法
律
に
よ
っ
て
人
道
に
対

す
る
罪
の
認
定
さ
れ
た
事
実
の
否
定
」
の
区
別
が
人
種
差
別
対
策
と

し
て
規
定
さ
れ
た
ゲ
ッ
ソ
ー
法
の
対
象
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
明

示
し
て
い
る
〔
訳
注
：
判
決
理
由
10
〕。
し
た
が
っ
て
裁
判
所
に
よ

る
犯
罪
の
認
定
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
否
定
発
言
の
人
種
差
別
的
性
格

の
判
定
に
お
い
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
論
証
は
全
く
説
得
的
で
は
な
い
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
の
否
定
発
言
が
憎
悪
の
扇
動
と
類
似
し
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
逆
に
、
一

般
論
と
し
て
、
一
度
も
裁
判
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
の
否
定
発
言
が
有

害
な
影
響
を
増
長
さ
せ
る
可
能
性
を
斥
け
る
、
と
す
る
い
か
な
る
理

由
も
存
在
し
な
い
。
犯
罪
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
と
い
う

事
実
と
、
そ
の
否
定
が
現
代
社
会
に
お
い
て
損
害
を
も
た
ら
す
よ
う

な
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
事
実
と
の
間
に
、
い
か
な
る
論
理
関
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係
も
存
在
し
な
い
。
一
部
の
犯
罪
の
否
定
発
言
が
有
害
な
憎
悪
表
現

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
で
、

古
代
に
犯
さ
れ
た
大
量
殺
戮
の
よ
う
に
、
別
の
犯
罪
の
否
定
発
言
は

そ
れ
と
同
様
の
影
響
力
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ら
の
違
い
は
、
も
っ
ぱ

ら
社
会
的
文
脈
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
否
定
さ
れ
た

犯
罪
の
有
罪
判
決
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
は
、
全
く
左
右
さ
れ
な

い
。

　

憲
法
院
は
、
歴
史
修
正
主
義
的
行
為
の
処
罰
の
可
能
性
が
こ
の
よ

う
な
基
準
に
依
拠
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
た
め
に
、
立
法
府
は
、
憲

法
院
の
言
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
っ
た
。

　

二
〇
一
六
年
一
二
月
に
、
議
会
は
「
ガ
ラ
ク
タ
箱
（fourre-

tout

）」
な
い
し
「
寄
せ
集
め
（pot-pourri
）」
の
法
律
、
実
際
に

は
美
し
く
「
平
等
お
よ
び
市
民
権
」
と
名
付
け
ら
れ
た
法
律
を
制
定

し
た
〔
訳
注
：LO

I nº 2017-86 du 27  janvier 2017 relative à 
lʼégalité et à la citoyenneté

〕。
政
府
の
修
正
に
よ
る
第
一
七
三

条
は
、
一
八
八
一
年
七
月
二
九
日
法
律
第
二
四
条
の
二
に
複
数
の
項

を
追
加
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
人

道
に
対
す
る
罪
、
戦
争
犯
罪
ま
た
は
奴
隷
化
な
い
し
奴
隷
化
さ
れ
た

者
か
ら
の
搾
取
の
罪
を
誇
張
的
な
方
法
で
否
定
（nier

）、
過
小
評

価
（m

inorer

）
ま
た
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ
と
し
た

（banaliser

）
者
が
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
発

言
は
、
以
下
の
二
つ
の
場
合
の
み
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
犯
罪
が
裁
判
に
よ
る
有
罪
判
決
を
受
け
た
場

合
か
、
そ
の
表
現
が
暴
力
ま
た
は
憎
悪
の
扇
動
に
相
当
す
る
場
合
で

あ
る）

1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
単
純
な
歴
史
修
正
主
義
は
そ
の
犯
罪
が
裁
判

に
よ
っ
て
確
定
し
た
場
合
に
禁
止
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
ケ
ー
ス
に
お

い
て
は
、
た
だ
憎
悪
の
扇
動
に
相
当
す
る
と
「
認
定
さ
れ
た
」
歴
史

修
正
主
義
の
み
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
第
二
四
条
の
二
の
改
正
は
明
ら
か
に
二
〇
一
六
年
一

月
八
日
判
決
か
ら
着
想
を
得
て
い
た
。
裁
判
所
の
認
定
の
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
犯
罪
に
対
す
る
否
定
行
為
に
つ
い
て
は
、
法
律
に

よ
っ
て
有
害
性
の
証
明
が
要
求
さ
れ
、
他
方
で
裁
判
所
の
確
定
し
た

犯
罪
に
対
す
る
否
定
発
言
に
つ
い
て
は
〔
有
害
性
が
〕
推
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
院
判
決
の
影
響
下
で
な

さ
れ
た
法
律
改
正
は
、
こ
れ
ま
で
暗
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
憲
法
院

の
理
由
付
け
に
憲
法
院
自
身
を
直
面
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

憲
法
院
は
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
ど
こ
ろ
か
二
〇
一
七
年
一
月
二

六
日
の
判
決
に
お
い
て
婉
曲
的
に
そ
れ
ら
を
強
化
す
る
新
た
な
方
法

を
見
出
し
た
。
憲
法
院
は
沈
黙
す
る
こ
と
で
行
う
の
と
同
様
の
こ
と

を
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
。
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こ
の
法
律
を
公
布
す
る
前
に
付
託
を
受
け
た
憲
法
院
は
、
こ
の
規

定
の
一
部
を
職
権
で
審
査
し
た
〔
訳
注
：D

écision nº 2016-745 
D
C du 26  janvier 2017

〕。
憲
法
院
は
、
憎
悪
の
扇
動
を
構
成
す

る
歴
史
修
正
主
義
的
行
為
の
処
罰
は
、
既
に
一
八
八
一
年
七
月
二
九

日
法
律
二
四
条
が
憎
悪
や
人
種
差
別
的
暴
力
の
教
唆
を
刑
罰
の
対
象

と
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
憲
法
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
と
こ

ろ
が
次
に
憲
法
院
は
、
こ
の
検
討
の
根
拠
に
関
し
て
審
査
さ
れ
た
法

律
に
つ
い
て
、
ま
る
で
こ
の
法
律
が
こ
の
よ
う
な
憎
悪
扇
動
の
基
準

を
含
ん
で
い
な
い
か
の
よ
う
に
語
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
憲
法
院
は
、

そ
の
分
析
を
以
下
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
以
上
の
こ
と
か
ら
、
す
で
に
裁
判
所
の
有
罪
判
決
の
対
象
と
な
っ

て
い
な
い
犯
罪
に
対
す
る
否
定
、
過
小
評
価
な
い
し
取
る
に
足
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
を
罰
す
る
こ
と
で
、
立
法
府
は
必
要
性
も
比
例
性
も

な
い
表
現
の
自
由
の
行
使
の
侵
害
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
七

三
条
二
号
最
終
段
落
は
憲
法
に
違
反
す
る
」

　

お
そ
ら
く
、
憲
法
院
の
判
旨
の
こ
の
一
節
の
み
が
記
憶
に
と
ど
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
立
法
府
が
裁
判
所
の
有
罪
判
決
の
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
犯
罪
に
対
す
る
否
定
行
為
を
処
罰
し
て
い
る
か
ら
、

表
現
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
の
だ
、
と
断
言
さ
れ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
憲
法
院
は
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
憎
悪
教
唆
罪
と
こ
の
法
律

が
処
罰
し
よ
う
と
す
る
行
為
が
同
一
の
行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
と

い
う
理
由
で
、
違
憲
判
断
を
正
当
化
し
て
い
る
。
憲
法
院
は
、
否
定

さ
れ
る
犯
罪
で
あ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
先
立

つ
有
罪
判
決
を
ど
こ
に
も
要
求
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
判
決
の

絶
え
ず
引
用
さ
れ
る
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
巧
妙
に
正
反
対
の
印
象

を
広
め
る
。
裁
判
所
に
よ
る
認
定
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
ま

る
で
法
律
の
違
憲
性
を
直
接
根
拠
付
け
る
か
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

憲
法
院
の
目
的
は
、
明
ら
か
に
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
す

こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
否
定
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
裁
判
所

に
よ
っ
て
有
罪
判
決
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に

排
斥
さ
れ
る
。
し
か
し
、
憲
法
院
が
同
時
に
、
す
べ
て
の
犯
罪
の
否

定
、
過
小
評
価
な
い
し
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
処
罰

す
る
第
二
四
条
の
二
に
挿
入
さ
れ
た
他
の
新
し
い
規
制
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
が
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
ま
た
は
国
際
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
判

決
の
対
象
と
な
る
や
否
や
違
憲
で
あ
る
と
し
た
と
し
た
ら
、
こ
の
よ

う
な
理
由
づ
け
は
い
さ
さ
か
苦
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は
非
常
に
問
題
の
多
い
も
の
で

あ
る
。
表
現
の
自
由
は
そ
の
行
使
が
「
公
の
秩
序
ま
た
は
第
三
者
の
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権
利
」
を
侵
害
す
る
場
合
の
み
制
限
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

歴
史
修
正
主
義
に
関
す
る
罪
の
拡
大
も
、
裁
判
で
確
定
さ
れ
た
犯
罪

の
う
ち
の
一
つ
の
否
定
行
為
が
、
常
に
こ
の
よ
う
な
有
害
な
影
響
を

増
長
さ
せ
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
憲
法
院
が
明
示
的
に
斥
け
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
主

張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
そ
れ
ぞ
れ
の
否
定
行
為
は
、

必
ず
し
も
、「
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
」、
憎
悪
ま
た
は
人
種
差

別
的
暴
力
の
扇
動
に
は
相
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
憲
法

院
は
論
理
的
に
は
こ
の
規
定
を
違
憲
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
何
も
言
及
せ
ず
に
、
憲
法
院
は
判
決
を

下
し
た
。
憲
法
院
の
示
唆
に
忠
実
に
従
っ
た
立
法
府
に
異
論
を
唱
え

る
の
は
、
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

6　

新
第
二
四
条
の
二
に
つ
い
て

　

憲
法
院
の
示
唆
や
部
分
違
憲
の
結
果
は
、
最
悪
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
今
日
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
罪
、

戦
争
犯
罪
、
奴
隷
化
な
い
し
奴
隷
化
さ
れ
た
者
へ
の
搾
取
に
つ
い
て

の
犯
罪
は
い
か
な
る
も
の
で
も
、
そ
れ
が
司
法
に
よ
る
有
罪
判
決
の

対
象
と
な
る
や
否
や
、
そ
の
犯
罪
を
否
定
、
過
小
評
価
あ
る
い
は
取

る
に
足
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。

　

表
現
の
自
由
へ
の
こ
の
よ
う
な
制
約
は
極
め
て
問
題
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　

政
治
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
制
約
が
思
い
が
け
な
い
状
況
を

導
く
。
ず
っ
と
前
か
ら
そ
の
処
罰
が
強
く
望
ま
れ
て
い
た
ア
ル
メ
ニ

ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
極
め
て
大

量
の
表
現
が
禁
止
さ
れ
る
。

　

法
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
制
約
は
は
る
か
に
過
度
広
汎
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
象
と
な
る
表
現
の
全
体
に
つ
い
て
の
処
罰

が
正
当
化
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
十
分
に
公
の
秩
序
や
第
三
者
の
権
利
へ

の
侵
害
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
確
か
で
は
な
い
。

　

イ
ヴ
・
テ
ル
ノ
ン
（Y

ves T
ernon

）
の
例
を
見
て
ほ
し
い
。
こ

の
フ
ラ
ン
ス
の
医
師
は
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に

関
す
る
研
究
を
世
に
伝
え
た
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
分
野
の
比
較
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
植
民
地

主
義
的
犯
罪
や
人
種
差
別
と
一
生
涯
闘
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
最

近
刊
行
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
手
記
の
中
で
、
イ
ヴ
・
テ
ル
ノ
ン

は
ボ
ス
ニ
ア
で
の
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
大
量
殺
戮
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
犯
罪
で
は
あ

る
が
、
女
性
や
子
供
が
救
わ
れ
た
以
上
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
で
は
な
い

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
国
際
司
法
裁
判
所
や
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
国
際
刑
事
裁
判
所
が
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
大
量
殺
戮
を
ジ
ェ
ノ
サ
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イ
ド
と
認
定
し
た
以
上
、
イ
ヴ
・
テ
ル
ノ
ン
の
発
言
は
、
ロ
ベ
ー

ル
・
フ
ォ
リ
ソ
ン
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
譫
妄
と
同
じ
理
由
で
刑
事
的

に
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
！

　

こ
の
事
例
は
、
否
定
行
為
の
処
罰
の
合
憲
性
判
断
に
つ
い
て
、
裁

判
所
の
認
定
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
名
目
で
、
一
般
論
と
し
て
司
法
判
決

を
批
判
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　

新
た
な
立
法
に
よ
っ
て
、
お
よ
そ
い
か
な
る
戦
争
犯
罪
ま
た
は
人

道
に
対
す
る
罪
を
認
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
ま
た
は
国
際
裁
判
所
判

決
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
そ
の
判
決
の
判
断
に
対
し
て
異
議
を
唱

え
る
こ
と
を
直
ち
に
処
罰
し
う
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
し
ま
う
。
た

と
え
ば
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
に
二
人
の
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
の

責
任
者
を
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
罪
で
有
罪
と
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
裁
判
所

内
の
特
別
部
の
判
決
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
そ
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
否
定

行
為
の
処
罰
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。
歴
史
修
正
主
義
対
策
は
こ

の
よ
う
な
や
り
方
で
は
十
分
で
は
な
い
。
所
与
の
社
会
の
内
部
で
危

険
と
判
断
さ
れ
る
明
確
に
定
義
さ
れ
た
発
言
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
問
題
ご
と
の
処
罰
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

私
の
こ
の
指
摘
は
第
二
四
条
の
二
の
他
の
大
き
な
欠
陥
に
も
向
け

ら
れ
る
。
憲
法
院
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
同
様
に
裁
判
所
の
判
決

の
存
在
が
法
律
に
正
確
性
を
一
層
与
え
る
と
主
張
し
、
あ
る
い
は
暗

示
し
て
い
る
。
こ
の
基
準
は
歴
史
修
正
主
義
の
禁
止
の
対
象
と
な
る

表
現
が
何
で
あ
る
か
、
を
正
確
に
知
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
状
況
は
こ
の
よ
う
な
主
張
が
誤
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
裁
判
所
お
よ
び
国

際
裁
判
所
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
有
罪
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
戦
争

犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
奴
隷
化
ま
た
は
奴

隷
化
さ
れ
た
者
へ
の
搾
取
の
罪
の
す
べ
て
を
正
確
に
列
挙
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　

本
法
律
の
非
常
に
複
雑
な
こ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
歴
史
修
正
主
義

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
憎
悪
対
策
を
狙
い
と
す
る
法
律
の
規
制
対

象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
私
が
最
初
に
言
及
し
た
こ
の
法
律
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
対
し
、
明
白
に
違
法
な
内
容
を
二
四

時
間
以
内
に
特
定
し
て
削
除
す
る
こ
と
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
明
白
な
方
法
で
否
定
行
為
の
向
け
ら
れ
た
事
件
が
確
か
に
裁

判
所
の
判
決
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

Facebook
やT

w
itter

が
二
四
時
間
で
特
定
す
る
こ
と
は
い
さ
さ

か
難
し
い
こ
と
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

も
は
や
必
要
な
の
は
、
単
に
否
定
行
為
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
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で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
お
よ
び
国
際
的
な
刑
事
判
決
に
通
暁
し

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
憎
悪
対
策
を
狙
い
と
す
る
法
律
が
歴
史
修
正
主
義
に
関
す
る

罪
を
規
制
対
象
と
し
な
い
の
は
、
憲
法
院
の
考
え
を
押
し
つ
け
ら
れ

た
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
い
つ
も
の
対
処
方
法
の
結
果
で
あ
る
。

　

立
法
府
は
、
歴
史
修
正
主
義
的
行
為
を
処
罰
す
る
か
ど
う
か
を
個

別
的
に
決
定
す
る
た
め
に
、
様
々
な
歴
史
修
正
主
義
を
別
々
に
検
討

し
、
そ
の
重
要
性
や
有
害
性
を
判
断
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
裁
判
に

よ
っ
て
有
罪
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
極
め
て
多
く
の
犯
罪
に
対
す
る

否
定
行
為
を
ま
と
め
て
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
フ

ラ
ン
ス
で
否
定
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
犯
罪
の
明
確
な
概
念
を
作

り
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
要
す
る
に
本
日
私
達

が
見
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
修
正
主
義
の
対
策
の
弱
化
を
招
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
1
）　
「
一
九
九
八
年
七
月
一
八
日
に
ロ
ー
マ
で
調
印
さ
れ
た
国
際
刑

事
裁
判
所
規
程
の
第
六
条
、
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
、
な
ら
び
に
、

刑
事
法
典
第
二
一
一
―
一
条
か
ら
第
二
一
二
―
三
条
、
第
二
二
四

―
一
条
Ａ
か
ら
第
二
二
四
―
一
条
Ｃ
お
よ
び
第
四
六
一
―
一
条
か

ら
第
四
六
一
―
三
一
条
に
規
定
さ
れ
、
前
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ

た
も
の
と
は
別
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
別
の
人
道
に
対
す
る
罪
、

奴
隷
化
な
い
し
奴
隷
化
さ
れ
た
者
へ
の
搾
取
の
罪
を
、
第
二
三
条

に
定
め
ら
れ
た
う
ち
の
一
つ
の
手
段
に
よ
り
誇
張
的
な
方
法
で
否

定
し
、
過
小
評
価
し
、
ま
た
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
し
た
者

は
、
次
の
と
き
に
、
同
様
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

　

1º　

そ
の
犯
罪
が
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
ま
た
は
国
際
裁
判
所
に

よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
有
罪
判
決
の
理
由
と
な
っ
た
と
き
、

　

2º　

そ
の
犯
罪
の
否
定
、
過
小
評
価
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ

と
す
る
こ
と
が
、
自
称
し
た
人
種
、
信
条
、
宗
教
、
門
地
ま
た
は

国
籍
を
も
と
に
定
義
さ
れ
る
集
団
や
そ
の
構
成
員
に
対
す
る
暴
力

ま
た
は
憎
悪
の
扇
動
に
相
当
す
る
と
き
。」


