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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
本
稿
の
目
的

―
「
ラ
イ
オ
ン
」
と
「
亡
霊
」
の
間

　《
憲
法
学
に
亡
霊
が
出
る

―N
ation

と
い
う
亡
霊
で
あ
る
》。『
共
産
党
宣
言
』
冒
頭
の
有
名
な
言（
1
）葉を

も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
「
亡
霊
」
と
い
う
文
言
に
着
目
し
て
論
じ
た
の
が
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
で
あ
っ
た
。
デ
リ
ダ
は
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
に
お
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
政
治
家
た
ち
は
、
見
者
も
し
く
は
幻
視
者
な
の
だ
。
…
…
人
は
、
亡
霊
を
呼
び
出
し
て
は
追
い
祓
い
、
何
か
に
つ
け
て
亡
霊
を
引
き
合
い
に
出
し
て

は
そ
れ
を
厄
祓
い
す
る
。
…
…
そ
れ
は
、
盲
目
の
見
物
者
と
見
者
た
ち
と
を
う
か
が
い
、
観
察
し
、
凝
視
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
亡
霊
を
人
は
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
亡
霊
は
バ
イ
ザ
ー
つ
き
の
鎧
の
し
た
で
、
傷
つ
く
こ
と
な
く
眼
差
し
の
彼
方
に
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
…
…
結
局
の
と

こ
ろ
、
共
謀
者
ど
う
し
自
分
た
ち
が
誰
の
こ
と
を
、
ま
た
何
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
か
わ
か
っ
て
い
な（
2
）い。

　
こ
こ
で
私
は
「
亡
霊
」
の
性
格
に
興
味
が
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
描
く
「
亡
霊
」
は
、
鎧
を
ま
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
目
の
前
に
現

前
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
外
形
で
あ
り
「
亡
霊
自
体
は
現
身
で
現
前
し
て
は
い
な（
3
）い」。

そ
の
眼
差
し
は
常

に
彼
方
に
あ
り
続
け
る
。
そ
れ
は
常
に
我
々
と
の
関
係
で
他
人
と
し
て
存
在
す
る
。

　
な
ぜ
「
亡
霊
」
を
持
ち
出
し
た
か
。
そ
れ
は
、「
市
民
社
会
」
志
向
の
憲
法
学
の
構
築
を
提
示
す
る
山
元
一
の
言
う
「
方
法
論
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ（
4
）ム」

が
、
憲
法
学
の
語
り
が
国
民
国
家
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
指
す
と
す
れ
ば
、「
亡
霊
」
の
性
格
が
国
家
に
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
「N

ation

＝
国
家
と
い
う
亡
霊
」
で
あ
る
。
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ま
た
、
こ
こ
でN

ation

を
国
民
と
し
た
場
合
、
方
法
論
的
国
民
主
義
も
語
り
う
る
。「
人
」
を
主
体
と
す
る
は
ず
の
人
権
を
語
る
際
に
、

そ
の
享
有
主
体
の
論
点
と
し
て
「
外
国
人
」
を
挙
げ
る
と（
5
）き、

そ
こ
に
方
法
論
的
国
民
主
義
は
な
い
だ
ろ
う（
6
）か。

そ
し
て
こ
れ
は
「
国
家

と
い
う
亡
霊
」
に
〝
見
ら
れ
て
い
る
者
〞
と
は
誰
か
、
と
い
う
問
題
と
関
わ
る
。
こ
の
問
い
に
国
民
と
答
え
た
場
合
、
国
家
の
構
成
要
素

と
し
て
国
民
を
挙
げ
る
と
す
れ（
7
）ば、
国
民
も
ま
た
亡
霊
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
我
々
は
〝
見
ら
れ
て
い
る
者
〞
で
は
な

い
。「
国
家
の
要
素
と
し
て
、
国
民
、
す
な
わ
ち
国
籍
を
も
つ
者
と
い
う
限
定
は
、
国
家
の
定
義
段
階
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う

渋
谷
秀
樹
の
注
意
喚（
8
）起に
耳
を
傾
け
、
芦
部
信
喜
に
お
け
る
、
国
家
の
要
素
と
し
て
の
「
人
」
と
国
家
所
属
資
格
と
し
て
の
「
国
籍
」
取

得
者
と
の
〝
は
ざ
ま
〞
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ（
9
）る。

方
法
論
的
国
民
主
義
は
、〈
国
民
を
構
成
要
素
と
し
な
い
国
家
〉
の
可
能
性
を
隠

し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
「N

ation
＝
国
民
と
い
う
亡
霊
」
の
問
題
点
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、「
亡
霊
」
を
、
国
家
の
比
喩
た
る
「
檻
の
中
の
ラ
イ
オ
）
10
（

ン
」
と
の
対
比
に
お
い
て
捉
え
た
い
。
立
憲
主
義
は
、
平
和
裡
に
生

活
す
る
に
は
「
ラ
イ
オ
ン
」
と
い
う
権
力
が
必
要
だ
が
、
権
力
を
野
放
し
に
す
る
の
も
困
る
た
め
、
憲
法
と
い
う
「
檻
」
に
入
れ
て
お
く

と
説
明
す
る
。
し
か
し
、「
檻
」
は
「
ラ
イ
オ
ン
」
を
束
縛
す
る
と
同
時
に
保
護
し
て
い
る
。
立
憲
主
義
は
「
ラ
イ
オ
ン
」
を
生
か
す
こ

と
を
も
必
然
的
に
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
考
え
る
と
、
我
々
は
そ
も
そ
も
「
ラ
イ
オ
ン
」
を
殺
す
術
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

疑
問
が
生
じ
る
。
確
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
幾
つ
も
の
国
家
が
滅
ん
で
き
た
。
国
家
は
有
限
の
存
在
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
国
際
法
学
の
よ
う
に
国
家
を
突
き
放
し
て
観
測
し
な
け
れ
ば
語
れ
な
い
現
象
で
あ
り
、
憲
法
学
が
方
法
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
基
づ
く
と
す
れ
ば
、
憲
法
学
は
国
家
の
滅
亡
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
立
憲
主

義
）
11
（

と
は
異
な
る
（
近
代
）
立
憲
主
義
が
そ
の
よ
う
な
憲
法
学
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、（
近
代
）
立
憲
主
義
お
よ
び
憲
法

学
は
「
ラ
イ
オ
ン
」
を
殺
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
我
々
に
働
き
か
け
て
く
れ
ど
も
殺
せ
な
い
「
ラ
イ
オ
ン
」、
そ
れ
は
も
は
や
「
亡
霊
」

で
あ
る
。「
ラ
イ
オ
ン
」
を
「
亡
霊
」
に
置
き
換
え
た
と
き
、（
近
代
）
立
憲
主
義
は
我
々
の
厄
祓
い
の
試
み
と
し
て
描
か
れ
る
。

　
方
法
論
的
国
家
・
国
民
主
義
、
そ
し
て
「
檻
の
中
の
ラ
イ
オ
ン
」
と
し
て
国
家
を
描
く
（
近
代
）
立
憲
主
義
が
覆
い
隠
し
て
き
た
も
の
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の
一
部
を
、
私
は
本
稿
で
示
し
た
い
。
そ
れ
は
、「
ラ
イ
オ
ン
」
た
る
国
家
で
も
「
亡
霊
」
た
る
国
家
で
も
な
い
、「
人
」
た
る
有
限
の
国

家
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
ラ
イ
オ
ン
」
の
よ
う
に
理
性
を
欠
く
の
で
も
な
く
、「
亡
霊
」
の
よ
う
に
身
体
を
欠
く
の
で
も
な
く
、
そ
の
両
方

を
備
え
た
国
家
像
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、「
人
」
に
お
け
る
「
身
体
／
精
神
」
の
両
方
を
重
視
し
た
オ
ー
リ
ウ
が
制
度
論
に
お

い
て
描
こ
う
と
し
て
い
た
国
家
像
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
我
々
」
に
つ
い
て
は
語
っ
て
こ
な
か
っ
た
。「
我
々
」
と
は
誰
な
の
か
。「
国
民
」
な
の
か
「
住
民
」
な
の
か
。
国

家
の
構
成
員
な
の
か
他
人
な
の
か
。
こ
れ
は
方
法
論
的
国
民
主
義
か
ら
離
れ
、〈
国
民
を
構
成
要
素
と
し
な
い
国
家
〉
の
可
能
性
、
つ
ま

り
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
／
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
と
い
う
区
別
の
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
本
稿
に
関
わ
る
問
題

で
あ
る
。

㈡
　
本
稿
の
概
要

　
以
上
、
私
の
問
題
意
識
と
本
稿
の
目
的
を
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
十
全
に
語
る
力
は
現
在
の
私
に
は
な
い
。
そ
れ
故
本
稿
は

「
試
論
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ュ
ギ
ー
で
も
な
く
ド
イ
ツ
学
説
で
も
な
い
第
三
の
国
家
像
を
提
示
し
た
オ
ー
リ
ウ

の
意
義
を
再
評
価
し
、
現
在
の
憲
法
学
お
よ
び
国
家
像
に
対
す
る
批
判
を
提
示
す
る
だ
け
で
も
十
分
に
価
値
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

　〈「
ラ
イ
オ
ン
」
と
「
亡
霊
」
の
〝
は
ざ
ま
〞
に
あ
る
「
人
」
た
る
有
限
の
国
家
〉
像
を
試
論
的
な
が
ら
示
す
と
い
う
本
稿
の
目
的
の
た

め
、
ま
ず
リ
ン
ダ
ー
ル
に
お
い
て
み
ら
れ
る
集
団
的
自
己
の
存
在
論
を
紹
介
す
る
（
二
）。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
、
一
定
の
限
界
が
あ

り
な
が
ら
変
動
し
つ
つ
維
持
さ
れ
る
「
過
程
」
と
し
て
の
集
団
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い

る
。
そ
し
て
、
か
か
る
生
成
論
も
含
ん
だ
存
在
論
が
、
オ
ー
リ
ウ
制
度
論
と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
次
に
、
オ
ー
リ
ウ
の
著
「
国
民
主
）
12
（

権
」
論
文
を
参
照
し
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
「l

’État／
l

’institution nationale

」
の
区
別
と
一

般
意
思
に
よ
る
架
橋
（passage

）
の
意
味
と
そ
の
総
体
の
存
在
論
の
検
討
を
通
し
て
、
第
三
の
国
家
像
を
提
示
す
る
。
さ
ら
に
、「
住
民
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／
国
民
」
の
区
別
か
ら
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
／
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
と
を
区
別
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
る
（
三
）。

オ
ー
リ
ウ
は
「
国
民
主
権
」
論
文
に
お
い
て
も
「〝
超
主
観
主
義
的
〞
ド
イ
ツ
公
法
理
論
と
デ
ュ
ギ
の
〝
超
客
観
主
義
的
〞
法
理
論
の
揚

棄
）
13
（

」
を
目
指
し
た
が
、
日
本
に
お
け
る
多
く
の
優
れ
た
オ
ー
リ
ウ
研
）
14
（
究
の
中
で
も
同
論
文
に
お
け
る
両
者
の
統
一
を
扱
っ
た
も
の
は
あ
る

が
、
そ
の
総
体
の
存
在
論
を
論
じ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
な
）
15
（
い
。
し
か
し
、
一
者
た
るl

’État

と
多
者
た
るl

’institution nationale

の

〝
は
ざ
ま
〞
と
そ
の
総
体
の
存
在
を
見
据
え
た
オ
ー
リ
ウ
の
描
き
方
は
、
我
々
が
普
段
「
国
家
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
何
者
な
の
か
に

つ
い
て
の
知
見
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

二
　
国
家
制
作
の
方
法

―
芸
術
作
品
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

㈠
　
ハ
ン
ス
・
リ
ン
ダ
ー
ル
の
憲
法
制
定
権
力
論

1　

本
節
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
最
初
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
法
理
論
学
者
ハ
ン
ス
・
リ
ン
ダ
ー
ル
の
憲
法
制
定
権
力
論
を
扱
）
16
（

う
。
リ
ン
ダ
ー
ル
が
言
う
「
集
団
的

自
己
（selfhood

）」
は
本
稿
が
提
示
し
よ
う
と
す
る
国
家
像
に
近
い
も
の
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
節
で
は
、
先
に
「
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
」
論
文
（
二
〇
一
六
年
論
）
17
（

文
）
を
紹
介
す
る
（
2
）。
同
論
文
は
「
憲
法
制
定
権
力
と
再
帰

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
：
集
団
的
自
己
の
存
在
論
に
向
け
て
」
論
文
（
二
〇
〇
七
年
論
）
18
（
文
）
を
よ
り
精
緻
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
論
旨
が

比
較
的
明
瞭
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
二
〇
〇
七
年
論
文
で
引
用
さ
れ
な
が
ら
二
〇
一
六
年
論
文
で
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
存
在
論
が
本
節
の
肝
で
あ
る
（
3
）。
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
、「
何
の
た
め
」
と
い
う
役
割
す
ら
も
持
た
な
い
「
集
団
的
自
己
」

が
生
成
さ
れ
現
前
化
（representat

）
19
（ion

）
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
芸
術
作
品
の
存
在
論
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
「
過
程
」
と
し
て
描
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か
れ
る
存
在
者
で
あ
る
。

2　

二
〇
一
六
年
論
文
の
概
要

　
リ
ン
ダ
ー
ル
に
お
い
て
憲
法
制
定
権
力
（constituent pow

er

）
と
は
「
憲
法
（constitution

）
を
制
定
す
る
能
力
」
で
あ
り
、「
革
命
的

な
方
法
で
あ
ろ
う
が
そ
う
で
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
法
秩
序
が
生
じ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
と
は
、「
法
の

権
威
的
集
団
的
行
為
モ
デ
ル
（the authoritative collective action m

odel of law

〔
以
下
Ａ
Ｃ
Ａ
〕）
に
包
摂
す
る
か
、
そ
こ
か
ら
排
除
す
る

か
に
つ
い
て
の
最
上
規
範
（m

aster rule

）」、
つ
ま
り
「
集
団
の
自
己
（
再
）
同
一
化
と
他
と
の
差
異
化
に
関
す
る
最
上
規
範
」
で
あ
る

（
二
〇
一
六
年
論
文
一
四
七
頁
。
以
下
、
本
項
の
カ
ッ
コ
内
の
頁
数
は
二
〇
一
六
年
論
文
の
も
の
）。
こ
こ
で
「
Ａ
Ｃ
Ａ
」
と
は
、「〝
我
々
（w

e

）〞

と
い
う
一
人
称
複
数
に
最
上
位
の
地
位
を
認
め
る
法
の
モ
デ
ル
」
で
あ
る
（
一
四
一
頁
）。

　
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、〝
我
々
〞
と
い
う
集
団
に
対
す
る
「
包
摂
／
排
除
」
の
規
範
が
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
準
は

「the point of joint action

」
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、〝
我
々
〞
と
い
う
集
団
は
「
そ
の
構
成
員
が
、the point of 

joint action

を
実
現
す
る
と
い
う
目
的
で
共
に
行
動
す
る
こ
と
に
専
心
す
る
限
り
に
お
い
て
、
同
一
（the sam

e

）
で
あ
り
か
つ
自
己
（a 

self

）
で
あ
り
続
け
る
」
の
で
あ
る
か
ら
（
一
四
三
頁
）、
集
団
の
「
包
摂
／
排
除
」
を
最
上
位
に
据
え
る
法
モ
デ
ル
か
ら
す
れ
ば
、「
包
摂

＝
合
法
／
排
除
＝
違
法
」
と
い
う
対
応
に
な
る
。

　
リ
ン
ダ
ー
ル
の
肝
は
、「
包
摂
＝
合
法
／
排
除
＝
違
法
」
で
分
け
ら
れ
る
法
秩
序
の
外
側
に
あ
る
、「
そ
の
法
秩
序
に
と
っ
て
非
―
秩
序

な
（unordered

）
領
域
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
非
―
法
秩
序
の
領
域
を
認
め
た
場
合
、
法
秩
序
は
「
意
に
反
し
て
包
摂
さ
れ
て
き
た

人
々
」
に
よ
る
挑
戦
に
対
し
て
開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
な
る
。
集
団
は
「
合
法
／
違
法
」
の
判
定
に
よ
っ
て
実
践
上
の
問
題
を
処
理
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
挑
戦
は
そ
の
枠
組
み
自
体
を
争
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
実
践
上
の
問
題
の
応
答
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
」

（
一
五
五
頁
）。
つ
ま
り
挑
戦
と
は
非
―
秩
序
か
ら
秩
序
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
挑
戦
へ
の
敗
北
は
旧
秩
序
の
消
滅
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
非
―
法
秩
序
か
ら
の
挑
戦
に
対
し
て
リ
ン
ダ
ー
ル
は
憲
法

制
定
権
力
の
行
使
に
よ
る
対
応
を
一
つ
の
手
段
と
し
て
提
示
は
す
る
が
、
そ
れ
に
は
積
極
的
で
は
な
く
（
一
五
七
頁
）、
代
わ
っ
て
提
示

す
る
の
が
「
法
の
な
い
こ
と
（law

lessness

）
＝
例
外
（exception

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
集
団
に
と
っ
て
奇
妙
で
あ
る
（strange

）」
も

の
と
し
て
現
れ
る
。
リ
ン
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
れ
を
「
敵
」
と
し
た
こ
と
か
ら
集
団
に
と
っ
て
危
険
な
も
の

と
し
て
理
解
し
た
が
、「
奇
妙
な
も
の
」
を
「
敵
」
で
は
な
く
「
例
外
」
と
捉
え
る
こ
と
で
、「
そ
こ
に
お
い
て
は
、
憲
法
秩
序
を
延
期
ま

た
は
妨
害
（violation
）
す
ら
す
る
も
の
が
、
根
本
に
お
い
て
法
的
集
団
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
、
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
維
持
す

る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
、
集
団
の
自
己
抑
制
の
形
態
」
を
目
指
し
て
い
る
（
一
五
八
頁
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、
集
団
的
自
己
の
コ
ー
ド
で
あ
る
「
包
摂
／
排
除
」
と
法
秩
序
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
コ
ー
ド
で
あ
る
「
合
法
／
違
法
」

と
を
重
ね
合
わ
せ
、
か
つ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
敵
」
を
「
法
の
な
い
こ
と
＝
例
外
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
、〝
我
々
〞
を
維
持
し
つ
つ

法
秩
序
の
変
更
を
可
能
と
し
て
い
る
。

3　

二
〇
〇
七
年
論
文
と
集
団
的
自
己

　
⑴
　
二
〇
一
六
年
論
文
と
二
〇
〇
七
年
論
文

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
喪
失

　
Ａ
Ｃ
Ａ
に
は
再
帰
的
構
造
が
あ
）
20
（

る
。
そ
れ
は
憲
法
制
定
権
力
が
必
ず
「〝
我
々
〞
が
…
…
行
使
す
る
」
と
い
う
形
で
〝
我
々
〞
を
既
に

前
提
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
。
再
帰
的
構
造
で
は
、〝
我
々
〞
は
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
を
そ
こ
に
事
後
的
に
帰

属
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
存
在
と
な
る
。
山
元
は
こ
れ
を
「
憲
法
制
定
行
為
は
条
件
付
き
の
遡
及
的
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
行
為
で
あ
る
」

と
理
解
す
）
21
（
る
。
こ
の
〝
我
々
〞
の
存
在
論
に
、
二
〇
一
六
年
論
文
で
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
二
〇
〇

七
年
論
文
は
よ
り
迫
っ
て
い
た
。
本
項
で
は
、
二
〇
〇
七
年
論
文
に
垣
間
見
え
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
の
際
に
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
研
究
に
お
い
て
「
存
在
」
と
「
行
為
」
の
区
別
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
池
田
喬
の
研
究
を
参
照
す
る
。
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⑵
　
二
〇
〇
七
年
論
文
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

　
二
〇
〇
七
年
論
文
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
も
異
な
る
憲
法
制
定
権
力
理
解
を
提
示
す
る
。「
ケ
ル
ゼ
ン
で
あ
ろ
う
と
シ
ュ

ミ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
と
、
憲
法
制
定
行
為
に
従
事
す
る
統
一
体
と
し
て
の
〝
我
々
〞
と
い
う
一
人
称
複
数
の
立
場
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
結
果
と
し
て
、
集
団
の
自
己
統
治
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
政
治
的
組
織
体
の
存
在
態
様
に
関
す
る
問
題
に
、
彼
ら
は
適
切

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
」
と
両
者
の
い
ず
れ
か
ら
も
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
二
〇
〇
七
年
論
文
一
四
頁
。
以
下
、

本
目
の
カ
ッ
コ
内
の
頁
数
は
二
〇
〇
七
年
論
文
の
も
の
）。

　
リ
ン
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
が
〝
我
々
〞
の
存
在
を
説
明
で
き
な
い
の
は
、
い
ず
れ
も
「
自
己
統
治
の
『
自
己
』
を
、
統
治
者
と
被

統
治
者
と
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
（the sam

e

）
と
い
う
意
味
で
解
し
て
」
お
り
、
も
う
一
つ
の
同
一
性
で
あ
る
「
自
己
（selfhood

）」
の

同
一
性
に
着
目
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
前
者
は
「
私
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
に
対
応
し
、
後
者
は
「
私
は
誰
か
」
と
い
う
問

い
に
対
応
す
る
（
一
四
頁
）。
リ
ン
ダ
ー
ル
は
、
こ
の
両
者
の
区
別
か
ら
出
発
し
、〝
我
々
〞
を
し
て
常
に
自
身
の
「goal

」
と
構
成
員
を

問
い
続
け
る
存
在
、
つ
ま
り
自
己
の
同
一
性
を
問
い
続
け
る
存
在
と
し
て
描
く
。〝
我
々
〞
は
、
諸
個
人
の
行
為
に
依
存
す
る
存
在
で
あ

り
、
か
つ
〝
我
々
〞
は
「
憲
法
制
定
権
力
／
被
憲
法
制
定
権
力
」
の
区
別
に
先
立
つ
が
常
に
再
帰
的
に
の
み
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
存

在
で
あ
る
（
二
〇
―
二
一
頁
）。
こ
の
よ
う
な
「
集
団
的
自
己
（collective selfhood

）」
の
存
在
論
は
、「
私
は
な
に
か
／
私
は
誰
か
」
の
区

別
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
の
存
在
論
を
集
団
へ
ア
レ

ン
ジ
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、
検
討
の
た
め
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
を
「
行
為
と
存
在
」
と
い
う
点
か
ら
読
み
解
く
池
田
喬

の
見
解
を
参
照
す
る
。

　
⑶
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
行
為
と
存
在
」

　
池
田
喬
は
そ
の
著
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
：
存
在
と
行
）
22
（

為
』
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
は
、「
私
」
の
存
在
理
解
は
不
要
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
念
に
対
し
、「
そ
の
よ
う
に
考
え
る
者
で
あ
っ
て
も
、『
私
は
で
き
る
』
と
言
う
場
合
の
『
私
』
が
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
居
合
わ
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せ
て
い
る
こ
と
は
当
然
視
し
て
い
る
…
…
し
か
し
、
私
が
私
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、
孤
立
し
た
事
物
的
存
在
者
と
し
て
存
在
す
る
か
ら

で
は
な
く
、
自
他
を
区
別
で
き
、
私
は
他
の
誰
で
も
な
い
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
」
と
応
答
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
同
書

一
〇
四
頁
。
以
下
、
本
目
の
カ
ッ
コ
内
の
頁
数
は
同
書
の
も
の
）。
こ
の
点
は
憲
法
制
定
権
力
に
常
に
付
い
て
回
る
〝
我
々
〞
の
存
在
論
を
語
る

リ
ン
ダ
ー
ル
の
問
題
関
心
と
同
じ
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
「
行
為
す
る
現
存
在
は
、『
…
…
の
た
め
に
』
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
自
ら

の
存
在
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
」
ず
（
八
五
頁
）、「
現
存
在
は
、
道
具
と
し
て
『
何
の
た
め
に
』
あ
る
か
を
示
す
の

で
は
な
く
、
自
ら
の
存
在
を
『
目
的
で
あ
る
も
の
』
と
し
て
指
し
示
す
」（
九
〇
頁
）。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、「
生
活
（
生
存
）
す
る
た
め
」

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
そ
も
そ
も
目
標
と
し
て
私
が
立
て
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
言
え
ば
、
世
界
内
存
在
す
る
限
り
、
課
せ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
存
在
す
る
こ
と
を
達
成
・
完
了
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
八
七
頁
）。
こ
こ
で
「
世
界
」
と
は
、

存
在
者
で
な
い
が
故
に
そ
の
存
在
を
問
う
こ
と
す
ら
無
意
味
な
も
の
で
あ
り
、
い
つ
で
も
現
存
在
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
行
為
し
て
い
る
時
に
も
既
に
常
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
五
六
頁
）。
そ
れ
は
個
々
の
道
具
が
そ
こ
に
帰
属
す
る
全
体
的
連
関
で
あ
る

特
定
の
世
界
と
は
区
別
さ
れ
る
、
そ
の
特
殊
世
界
を
世
界
た
ら
し
め
て
い
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
で
あ
る
（
八
九
頁
）。
そ
の
た
め
、「
世

界
内
存
在
」
と
は
、
そ
れ
は
「
目
的
で
あ
る
も
の
」
と
い
う
在
り
方
が
そ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
か
か
る
本
来
的
な
自
己
は
特
定
の
世
界
に
拘
束
さ
れ
ず
、
特
定
の
職
や
地
位
、
役
割
を
削
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ア
プ
リ

オ
リ
な
構
造
は
「
そ
れ
自
体
と
し
て
開
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
『
世
界
』
に
拘
束
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
（
九
三
頁
）、
そ
こ
に

お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
人
論
が
関
わ
っ
て
く
る
。
特
定
の
世
界
（
日
常
的
世
界
）
で
は
、
現
存
在
は
他
者
を
相
互
に
気
遣
う
共
同
的
行

為
の
中
に
あ
り
、「
目
的
で
あ
る
も
の
」
は
「
複
数
の
人
々
が
相
互
に
気
遣
い
、
行
為
を
調
整
す
る
た
め
の
公
共
的
な
規
範
に
従
う
」
こ

と
に
あ
る
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
特
定
の
世
界
に
没
入
し
て
い
る
「
世
人
」
は
、「
公
共
的
な
規
範
に
従
っ
て
行
為
す
る
主
体
」
で
あ
る

（
一
〇
二
頁
）。
そ
れ
は
共
同
行
為
の
中
で
一
定
の
他
者
と
の
配
慮
の
中
で
行
為
す
る
主
体
で
あ
る
。
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か
か
る
非
本
来
的
な
在
り
方
を
揺
さ
ぶ
る
の
が
「
不
安
」
で
あ
る
。
不
安
と
は
「
日
常
性
が
崩
壊
す
る
経
験
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い

て
は
公
共
的
な
規
範
は
意
味
を
失
い
、「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
の
本
来
的
自
己
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
世
人
自
己
が
例
外

だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。「
最
も
固
有
な
存
在
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
世
人
と
し
て
世
界
内
部
的
存
在
者
の
も
と
に
他
者
と
と

も
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
の
で
あ
り
、
特
定
の
世
界
へ
の
「
拘
束
が
緩
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、『
目
的
で
あ
る
も
の
』
と

し
て
の
存
在
が
表
立
っ
て
問
題
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
一
〇
八
頁
）。

　
⑷
　
再
度
リ
ン
ダ
ー
ル
へ

　
以
上
、
池
田
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
理
解
を
説
明
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
照
ら
せ
ば
、
リ
ン
ダ
ー
ル
の
言
う
集
団
的
自
己

（selfhood

）
は
こ
こ
で
言
う
「
目
的
で
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
存
在
、
し
か
も
世
人
自
己
で
は
な
い
本
来
的
自
己
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
奇
妙
な
も
の
」
は
集
団
的
自
己
に
対
し
て
「
不
安
」
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
、
そ
の
本
来
的
な
在
り
方
自
体
を
問
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
七
年
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
反
逆
罪
は
「
不
安
」
を
抑
圧
す
る
制
度
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
、「goal

」
や
「point

」
も
「
目
的
で
あ
る
も
の
」
の
意
味
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
人
間
た
る
現
存
在
で
は
な

い
集
団
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
は
人
間
に
焦
点
を
当
て
て

お
）
23
（

り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
延
長
で
語
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
存
在
性
格
に
お
い
て
国
家
（
集
団
）
と
同
一
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
る
芸
術
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
人
工
物
に
お
け
る
自
己
（selfhood

）
を
把
握
し
よ
う
。
そ
こ
か
さ
ら
に
リ
ン
ダ
ー
ル
へ
回
帰
し
、

リ
ン
ダ
ー
ル
に
お
い
て
曖
昧
な
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
析
出
す
る
。

㈡
　
芸
術
作
品
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

1　

本
節
に
つ
い
て

　
本
節
で
は
、
人
格
の
な
い
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
芸
術
作
品
の
存
在
論
は
国
家
な
ど
の
社
会
的
存
在
と
そ
の
存
在
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構
造
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
た
め
、
人
格
の
な
い
国
家
（
集
団
的
自
己
）
を
把
握
で
き
る
。
以
下
で
は
、
芸
術
作
品
の
生
成
を
中
動
態

に
着
目
し
て
説
明
す
る
森
田
亜
紀
の
議
論
を
紹
介
し
（
2
）、
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
な
存
在
論
を
提
示
す
る
倉
田
剛
の
議
論
を
紹
介
す

る
（
3
）。

2　
「
過
程
」
と
し
て
の
芸
術
作
品

　
森
田
が
『
芸
術
の
中
動
）
24
（
態
』
で
論
じ
た
の
は
、「『
作
品
』
と
同
時
に
『
作
者
』
も
成
立
し
て
く
る
動
的
な
過
程
」
で
あ
る
（
同
書
一
七

七
頁
。
以
下
カ
ッ
コ
内
の
頁
数
は
同
書
の
も
の
）。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　
中
動
態
と
は
、
歴
史
的
に
は
能
動
態
に
対
置
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
能
動
態
に
お
い
て
は
主
語
が
あ
る
過
程
の
外
に
あ
る
の
に
対

し
、
中
動
態
に
お
い
て
は
主
語
が
そ
の
過
程
の
中
に
あ
る
（
六
四
）
25
（

頁
）。
例
え
ば
、「
彼
は
馬
を
つ
な
ぎ
か
ら
外
す
」
と
い
う
文
は
、
そ
れ

が
能
動
態
で
あ
る
場
合
に
は
「
彼
」
以
外
の
他
人
が
乗
馬
す
る
こ
と
を
含
意
し
、
中
動
態
で
あ
る
場
合
に
は
「
彼
」
が
そ
の
ま
ま
乗
馬
す

る
こ
と
ま
で
含
意
す
）
26
（
る
。
こ
の
よ
う
に
中
動
態
は
出
来
事
を
表
す
の
で
あ
り
、
中
動
態
の
主
語
は
そ
の
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
出
来
事
が
変
化
の
過
程
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
動
態
は
「
過
程
の
中
で
全
体
が
変
化
す
る
、
差
異
が
生
じ
、
変
化
が
起
こ
る
と

い
う
よ
う
に
、
事
態
を
表
現
す
る
」。
そ
の
た
め
森
田
は
、
中
動
態
の
主
語
は
「
過
程
の
中
で
生
成
変
化
す
る
場
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ

り
「
場
に
出
来
事
が
起
こ
り
、
出
来
事
を
通
じ
て
場
が
変
化
す
る
、
そ
う
い
う
場
」
で
あ
る
と
す
る
（
七
二
頁
）。

　
こ
の
よ
う
な
中
動
態
の
理
解
を
背
景
と
し
て
制
作
過
程
を
分
析
す
れ
ば
、
作
者
は
権
威
（authority

）
た
る
作
者
（author

）
の
立
場
か

ら
芸
術
作
品
を
創
造
す
る
の
で
は
な
い
。「
つ
く
り
手
は
、
つ
く
る
過
程
を
超
越
的
な
位
置
か
ら
能
動
的
に
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
過

程
の
中
動
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
」、
作
品
が
出
来
上
が
っ
て
か
ら
事
後
的
に
作
者
と
な
る
の
で
あ
る
（
一
九
二
頁
）。
作
者
を
「
人
＝
実
在

の
作
者
」
と
「
作
者
＝
作
品
に
内
在
す
る
作
者
」
に
分
け
る
と
す
れ
ば
（
一
八
一
頁
）、
芸
術
作
品
の
制
作
と
い
う
出
来
事
の
過
程
に
お

い
て
、「
人
」
は
「
作
者
」
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
初
め
か
ら
「
作
者
」
な
る
も
の
が
存
在
し
芸
術
作
品
を
作
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
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芸
術
作
品
は
「
過
程
」
と
し
て
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
「
実
在
の
作
者
」
か
ら
自
立
し
て
い
る
芸
術
作
品
は
、
素
材
等
の
物
質
的
な
も
の
と
し
て
実
在
す
る
が
、
そ
れ
を
介
し
て

芸
術
作
品
の
精
神
的
内
容
（
意
味
や
意
図
）
が
理
解
可
能
と
な
る
。
芸
術
作
品
と
は
、
前
景
と
し
て
の
物
質
的
な
も
の
を
介
し
て
、
後
景

と
し
て
精
神
的
内
容
を
提
示
す
る
よ
う
な
二
層
構
造
を
成
す
一
つ
の
全
体
で
あ
る
（
一
八
三
頁
）。
も
っ
と
も
、
精
神
的
内
容
は
「
受
容

者
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
」（
一
八
六
頁
）。
そ
の
た
め
、「
作
者
」
も
ま
た
そ
の
精
神
的
内
容
か
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
も
の
と
し
て

受
容
者
と
の
関
係
で
発
生
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、〈
芸
術
作
品
の
制
作
〉
と
は
制
作
（
素
材
を
加
工
す
る
等
の
行
為
）
お
よ
び
受
容
を
も
含
ん
だ
一
つ
の
出
来
事
で
あ

り
、
そ
こ
に
お
い
て
「
作
者
」
が
事
後
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
出
来
事
」
こ
そ
が
、
森
田
の
著
作
に
付
さ
れ
た
「
受
容
／

制
作
の
基
層
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

3　

作
品
と
国
家
の
存
在
論
に
お
け
る
類
似
性

　
次
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
流
れ
を
汲
む
形
而
上
学
者
で
あ
る
倉
田
剛
の
主
張
す
る
、
作
品
や
社
会
的
対
象
、
制
度
対
象
と
い
っ
た
抽
象
的

人
工
物
に
関
す
る
存
在
論
を
示
す
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
倉
田
は
抽
象
的
人
工
物
を
「
間
志
向
的
タ
イ
プ
的
対
象
」
と
し
て
理
解
す
る
。

こ
の
こ
と
は
「
芸
術
作
品
や
広
く
『
文
化
的
対
象
』
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
、
さ
ら
に
は
『
社
会
的
、
制
度
的
対
象
』」
に
当
て
は
ま
）
27
（

る
。

　「
志
向
的
対
象
」
と
は
、
我
々
の
志
向
（
欲
求
・
信
念
・
意
図
な
ど
あ
ら
ゆ
る
心
的
作
用
を
指
す
と
思
わ
れ
）
28
（
る
）
に
依
存
し
、
か
つ
対
象
と
し

て
存
在
す
る
存
在
者
を
言
う
。
倉
田
は
さ
ら
に
そ
れ
を
「
タ
イ
プ
」
的
と
い
う
。「
タ
イ
プ
」
と
は
、「
そ
の
個
々
の
現
れ
（
こ
れ
を
そ
の

『
ト
ー
ク
ン
』
と
呼
ぶ
）
に
よ
っ
て
例
化
な
い
し
具
体
化
さ
れ
る
よ
う
な
抽
象
者
」
で
あ
）
29
（
る
。
例
え
ば
、「
エ
リ
ー
ゼ
の
た
め
に
」
と
い
う
音

楽
作
品
は
、
複
数
の
演
奏
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
倉
田
が
「
対
象
」
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
対
象
に
付
随
す
る
「
性
質
」

（「
赤
さ
」
な
ど
）
や
例
化
さ
れ
な
い
「
個
体
」
と
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
）
30
（

る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
タ
イ
プ
的
対
象
」
で
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あ
る
作
品
は
、
作
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
現
前
し
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
作
者
の
志
向
的
作
用
（
創
作
行
為
な
ど
）
に
歴
史
的
に
依

存
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
が
「
志
向
的
タ
イ
プ
的
対
象
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
中
身
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
倉
田
は
、
作
品
は
「〝
間
〞
志
向
的
タ
イ
プ
的
対
象
」
で
あ
る
と
言
う
。
作
品
は
制
作
者
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く

「
常
に
作
品
は
完
成
の
『
途
上
』
に
あ
る
と
言
っ
た
方
が
良
い
」
も
の
で
あ
り
需
要
者
を
含
め
た
「『
間
主
観
的
』
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

で
同
定
さ
れ
る
対
象
で
あ
）
31
（

る
」。「〝
間
〞
志
向
的
」
と
は
、「
受
容
者
の
志
向
的
作
用
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
倉
田
は
、
作
品
等
の
人
工
物
の
抽
象
性
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
不
完
全
対
象
で
あ
る
と
言
う
。「
不
完
全
対
象
」
と
は
「
そ
の

内
実
に
関
し
て
不
完
全
に
し
か
規
定
さ
れ
な
い
対
象
」
を
言
う
。
例
え
ば
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
は
「
ベ
ー
カ
ー
街
に
住
ん
で
い
る
探

偵
で
あ
る
」
が
、「
右
肩
に
赤
い
あ
ざ
が
あ
る
」
か
ど
う
か
は
何
ら
の
規
定
も
な
く
、
そ
の
意
味
で
不
完
全
だ
と
い
う
の
で
あ
）
32
（
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
抽
象
的
人
工
物
が
「
間
志
向
的
タ
イ
プ
的
対
象
」
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
、
そ
れ
を
時
空
間
上
で
実
現
す
る

人
・
物
・
出
来
事
に
よ
っ
て
そ
の
現
前
を
支
え
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
制
作
者
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
を
受
容
す
る
不
特
定
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
お
い
て
同
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
継
続
が
支
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
内
実
に
関
し
て
不
完
全
に
し
か
規
定
さ
れ
な
い
タ
イ
プ

的
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
物
理
的
存
在
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
単
な
る
観
念
的
存
在
で
は
な
い
。
も
っ

と
も
、「
タ
イ
プ
」
は
不
完
全
で
あ
り
、
内
実
拡
張
の
余
地
が
常
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
志
向
性
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
私
た
ち

が
知
覚
し
て
い
る
の
は
そ
の
ト
ー
ク
ン
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
介
し
て
「
タ
イ
プ
的
対
象
」
た
る
社
会
的
存
在
が
現
前
（
表
象
）
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
論
は
、
先
の
変
動
す
る
「
過
程
」
た
る
芸
術
作
品
の
在
り
方
の
説
明
と
整
合
的
で
あ
る
。

㈢
　
リ
ン
ダ
ー
ル
の
再
分
析

　
森
田
お
よ
び
倉
田
で
み
た
抽
象
的
人
工
物
の
存
在
論
を
リ
ン
ダ
ー
ル
の
主
張
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
は
〈
芸

術
作
品
の
制
作
〉
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、〝
我
々
〞
は
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
と
い
う
出
来
事
の
中
で
〝
我
々
の
構
成
員
〞
と
共
に
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生
成
さ
れ
る
存
在
者
で
あ
る
。
ま
た
、〈
芸
術
作
品
の
制
作
〉
が
「
受
容
」
も
含
む
過
程
で
あ
っ
た
よ
う
に
、〝
我
々
〞
も
ま
た
、
憲
法
制

定
権
力
を
具
体
的
に
行
使
す
る
「
人
」
を
「
受
容
」
す
る
人
々
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
人
」
は
「
国
民
」
と
し
て
「
国
家
」
を
創

る
の
で
は
な
い
。「
人
」
は
「
国
家
」
を
制
作
・
受
容
す
る
過
程
で
「
国
民
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
〝
我
々
〞
の
再
帰
的
構
造

（
集
団
的
自
己
）
の
全
容
で
あ
ろ
う
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
「
不
安
」
に
よ
っ
て
本
来
的
自
己
が
立
ち
現
れ
た
。
で
は
、
作
品
の
存
在
論
に
お
け
る
「
不
安
」
と
は
何
だ

ろ
う
か
。
絵
画
で
も
音
楽
作
品
で
も
多
く
の
〈
ア
レ
ン
ジ
〉
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
実
際
に
は
「
作
者
」
の
制
作
し
た
も
の
と
は

異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
作
品
の
ト
ー
ク
ン
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
不
安
」
を
も
た
ら
さ
な
い
。
し
か

し
、〈
ア
レ
ン
ジ
を
超
え
た
も
の
〉
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
が
現
れ
た
場
合
、〈
そ
の
作
品
を
そ
の
作
品
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
＝

「
作
者
・
受
容
者
」
を
「
作
者
・
受
容
者
」
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
〉
が
直
截
に
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
集
団
的
自

己
に
即
し
て
い
え
ば
、〈
集
団
を
集
団
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
＝
構
成
員
を
構
成
員
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
〉
が
問
わ
れ
る
事
態
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
集
団
の
目
的
＝
役
割
」
は
何
ら
判
断
の
基
準
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
目
的
を
有
し
て
い
る
当
の
も
の
の
存
在
が
問
わ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
私
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
、「
自
／
他
」
の
差
異
以
前
の
地
点
で
あ
り
、「
友
／
敵
」
の
区
別
が

問
わ
れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
。

　
リ
ン
ダ
ー
ル
の
主
張
は
、「goal

」
や
「point

」
と
い
っ
た
「
行
為
目
的
＝
役
割
」
と
も
と
れ
る
よ
う
な
単
語
を
し
て
「
包
摂
／
排

除
」
の
基
準
と
し
て
い
る
が
故
に
曖
昧
さ
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「goal

」
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
「
目
的
で
あ
る
も
の
」
で
あ
り
、

「the point of joint action

」
も
「
共
同
行
為
の
目
的
」
で
は
な
く
「
共
同
行
為
の
結
節
点
」
と
解
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
憲
法
制
定
権

力
の
行
使
は
こ
の
よ
う
な
「
目
的
＝
結
節
点
」
と
相
容
れ
な
い
場
合
、
た
と
え
当
該
集
団
の
構
成
員
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
行
使
だ
っ

た
と
し
て
も
、
別
個
の
集
団
の
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
憲
法
制
定
権
力
の
（
存
在
論
的
）
限
界
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
の
み
解
す
る
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
大
差
な
い
。
リ
ン
ダ
ー
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
分
か
つ
も
の
は
「
奇
妙
な
も
の
」
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の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
友
／
敵
」
の
差
異
の
前
に
あ
っ
て
集
団
に
対
し
て
「
刷
新
か
断
絶
」
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
確
か

に
集
団
的
自
己
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
奇
妙
な
も
の
」
に
対
し
て
と
る
集
団
の
権
威
的
対
応
と
し
て
の
二
次
的
な
憲
法

制
定
権
力
の
行
使
も
始
原
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
）
33
（
う
。
た
だ
し
、
リ
ン
ダ
ー
ル
は
も
う
一
つ
「
法
の
な
い
こ
と
＝
例
外
」
を
掲
げ
て

い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
包
摂
／
排
除
」
の
構
造
そ
れ
自
体
で
あ
る
集
団
的
自
己
を
変
更
（
断
絶
）
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
内
実
の
刷
新

と
し
て
語
れ
る
こ
と
と
な
る
。
二
〇
〇
七
年
論
文
に
お
い
て
、「
懐
疑
可
能
性
（questionability

）
と
応
答
（responsiveness

）」
と
し
て

示
さ
れ
た
の
は
集
団
の
そ
の
よ
う
な
性
質
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
こ
れ
を
先
の
存
在
論
の
点
か
ら
分
析
す
れ
ば
、
集
団
と
は
「
変
化
の
過
程
」
に
あ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
外
部
か
ら
〈
集
団
を
集
団
た

ら
し
め
て
い
る
も
の
＝
構
成
員
を
構
成
員
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
〉
が
問
わ
れ
る
事
態
が
生
じ
る
が
、
集
団
は
あ
く
ま
で
「
不
完
全
対

象
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
こ
れ
ま
で
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
し
て
そ
れ
を
取
り
込
む
余
地
が
予
め
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
集
団

は
「
過
程
」
に
あ
る
限
り
「
完
成
」
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
至
る
場
合
に
「
完
成
」
が
垣
間
見
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
存
在
の

存
在
は
死
亡
に
よ
っ
て
完
了
す
る
よ
う
）
34
（

に
、
そ
の
終
焉
が
伴
う
場
合
に
「
旧
集
団
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
」
と
し
て
「
完
成
形
」
に
な

る
（
歴
史
に
な
る
）
の
で
あ
る
。

㈣
　
オ
ー
リ
ウ
の
制
度
と
「
過
程
」
と
し
て
の
国
家

　
以
上
の
議
論
は
オ
ー
リ
ウ
の
制
度
に
も
通
じ
る
。
制
度
の
設
立
は
、
ま
ず
客
観
的
理
念
（idée

）
に
導
か
れ
て
人
々
が
集
い
意
思
決
定

機
関
を
中
心
と
す
る
機
関
が
形
成
さ
れ
（
化
体
段
階
）、
理
念
を
概
念
化
す
る
と
こ
ろ
の
規
約
を
起
草
す
る
な
ど
し
た
の
ち
に
構
成
員
に

よ
る
一
体
性
の
表
出
が
な
さ
れ
る
（
人
格
化
段
階
）
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
）
35
（
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
生
成
と
先
の
国
家
像
と
を
照
ら
し

合
わ
せ
る
と
、
オ
ー
リ
ウ
は
「
化
体
／
人
格
化
」
と
段
階
を
区
別
し
て
い
る
が
、
両
段
階
を
併
せ
て
国
家
（
制
度
）
の
自
己
（selfhood

）

が
生
成
さ
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
家
（
制
度
）
と
構
成
員
は
同
時
に
生
成
さ
れ
）
36
（
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
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は
、
オ
ー
リ
ウ
の
「
理
念
」
は
〈
集
団
を
集
団
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
〉、
リ
ン
ダ
ー
ル
の
言
う
「
共
同
行
為
の
結
節
点
」
に
対
応
す
る

と
解
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
制
度
に
つ
い
て
オ
ー
リ
ウ
が
「une institution est une idée d

’œuvre ou d

’entreprise qui se réalise et dure 

juridiquem
ent dans un m

ilieu social

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ
）
37
（
る
。
制
度
は
〝「
理
念
」
で
あ
り
（est une idée

）〞、

制
度
は
「
実
現
さ
れ
る
」
理
念
な
の
で
あ
る
（
以
下
【
制
度
＝
理
念
】
と
す
る
）。
例
え
ば
そ
れ
は
選
挙
・
議
会
の
討
議
・
公
開
集
会
に

よ
っ
て
現
前
化
（representation

）
さ
れ
る
が
、【
制
度
＝
理
念
】
は
現
前
化
さ
れ
て
い
な
い
潜
在
態
を
も
含
め
た
全
体
を
指
）
38
（
す
。
現
前
化

さ
れ
た
理
念
を
ト
ー
ク
ン
と
す
れ
ば
、
そ
の
潜
在
態
も
含
め
た
【
制
度
＝
理
念
】
は
タ
イ
プ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
解
さ
れ
）
39
（

る
。
こ
こ

で
留
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
は
決
し
て
現
前
化
（representation

）
が
実
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
ー
リ

ウ
はrepresentation

の
譬
え
と
し
て
「
光
」
を
挙
げ
て
い
る
）
40
（

が
、
そ
こ
で
の
焦
点
は
事
物
を
伝
達
す
る
作
用
に
あ
っ
た
。「
光
」
は
あ

く
ま
で
事
物
と
私
（
視
覚
）
を
繫
ぐ
媒
介
作
用
と
い
う
力
能
で
あ
っ
て
、
実
在
で
は
な
い
。
同
様
に
、
実
在
す
る
の
は
「
現
前
化
さ
れ
た

も
の
／
潜
在
的
な
も
の
」
の
総
体
た
る
【
制
度
＝
理
念
】
で
あ
っ
て
、
現
前
化
そ
れ
自
体
が
実
在
す
る
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
理
念
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、「〔
各
々
の
構
成
員
（adhérents

）
の
〕
主
観
的
解
釈
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
環
境
に
お
い
て
生
じ

る
事
業
の
理
念
は
客
観
的
存
在
を
保
持
す
る
が
、
こ
の
実
在
性
に
よ
っ
て
こ
そ
、〔
事
業
の
理
念
は
〕
溶
け
た
り
消
え
て
な
く
な
っ
た
り
す

る
こ
と
な
く
、
一
方
の
精
神
か
ら
他
方
の
精
神
へ
と
移
り
な
が
ら
も
各
々
に
異
な
っ
て
屈
折
す
る
」
と
説
明
さ
れ
）
41
（
る
。
理
念
は
常
に
現
前

化
か
ら
滲
出
す
る
た
め
、【
制
度
＝
理
念
】
に
は
変
動
の
余
地
が
常
に
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
変
動
が
可
能
な
の
は
「
懐
疑
可
能
性
」

が
あ
る
か
ら
だ
が
、
オ
ー
リ
ウ
に
落
と
し
込
め
ば
そ
れ
は
制
度
内
部
の
差
異
の
存
在
で
あ
る
。
も
し
【
制
度
＝
理
念
】
内
部
が
均
一
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
懐
疑
可
能
性
は
生
じ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
差
異
は
「
諸
力
の
う
ち
の
1
つ
が
他
に
優
越
す
）
42
（
る
」
事
態
と
な
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
今
関
源
成
の
言
う
「
理
念
を
め
ぐ
る
権
力
と
同
意
の
絶
え
ざ
る
葛
藤
か
ら
均
衡
へ
と
向
か
う
運
動
」（
動
態
的
均
衡
）
が
生

じ
る）
43
（

。
こ
こ
で
は
「
絶
え
ざ
る
」
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
内
部
の
葛
藤
が
途
切
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
均
衡
へ
向
か
う
運
動
も
途
切
れ



【l’État／l’institution nationale】の制作・試論

53

る
こ
と
は
な
い
。
オ
ー
リ
ウ
に
見
ら
れ
る
均
衡
は
停
止
で
は
な
い
の
で
あ
る
。【
制
度
＝
理
念
】
は
そ
の
「
運
動
」
に
お
い
て
あ
る
。
こ

の
事
態
を
先
の
国
家
像
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、【
制
度
＝
理
念
】
は
「
過
程
」
と
し
て
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
理

解
は
、
先
の
制
度
に
つ
い
て
の
一
文
で
「réalise

」
で
は
な
く
「se réalise

」
と
い
う
再
帰
動
詞
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
説
明
で
き

る
。「
過
程
」
を
表
す
中
動
態
は
現
代
で
は
こ
の
よ
う
な
再
帰
動
詞
に
そ
の
残
滓
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
現
実
化
と
い
う
過
程
」
を
示

す
も
の
と
し
て
的
確
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、【
制
度
＝
理
念
】
の
設
立
は
「
人
」
が
そ
の
過
程
に
巻
き

込
ま
れ
な
が
ら
【
制
度
＝
理
念
】
の
構
成
員
と
な
る
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。【
制
度
＝
理
念
】
と
構
成
員
が
同
時
に
生
成
さ
れ
る

と
い
う
の
は
そ
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
オ
ー
リ
ウ
が
別
の
論
文
で
「
設
立
者
は
設
立
さ
れ
た
も
の 

（l

’éstablissem
ent

）
に
お
い
て
有
効
な
意
思
を
有
し
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
設
立
者
の
死
後
に
し
か
始
ま
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、「
設
立
者
」
を
「
実
在
の
作
者
＝
人
」
と
す
れ
ば
、「
実
在
の
作
者
」
の
死
と
「
作
品
中
の
作
者
」
の
生
成

に
よ
っ
て
作
品
が
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
、【
制
度
＝
理
念
】
は
「
人
」
の
ま
ま
で
は
な
く
「
構
成
員
」
に
移
行
す
る
過
程
に
お
い
て
生
成

さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
解
さ
れ
）
44
（

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
人
格
の
な
い
芸
術
作
品
と
同
様
に
「
過
程
」
と
し
て
変
動
し
続
け
る
存
在
と
し
て
記
述
で
き
る
【
制
度
＝
理
念
】
は

（
オ
ー
リ
ウ
は
「
人
格
化
段
階
」
と
呼
ぶ
が
）
人
格
者
た
る
制
度
で
は
な
く
集
団
的
自
己
を
語
っ
て
お
り
、
主
観
的
に
は
変
動
が
あ
り
な
が
ら

も
客
観
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
続
け
「
均
衡
へ
と
向
か
う
運
動
」
の
行
く
先
と
し
て
制
度
を
維
持
す
る
理
念
（idée

）
は
「
共
同
行

為
の
結
節
点
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
理
念
は
〈【
制
度
＝
理
念
】
を
【
制
度
＝
理
念
】
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
〉
で
あ

る
。
そ
の
理
念
が
失
わ
れ
れ
ば
、
当
該
【
制
度
＝
理
念
】
は
消
失
す
る
。

　
次
章
で
は
こ
の
理
解
を
オ
ー
リ
ウ
の
国
家
像
へ
と
照
射
し
、
国
家
と
い
う
存
在
を
分
析
し
よ
う
。
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三
　
オ
ー
リ
ウ
と
【l

’État／
l

’institution nationale

】

㈠
　
本
章
に
つ
い
て

　
前
章
に
お
い
て
、
リ
ン
ダ
ー
ル
の
憲
法
制
定
権
力
論
を
契
機
と
し
、「
奇
妙
な
も
の
」
の
挑
戦
に
開
か
れ
な
が
ら
常
に
自
己
を
問
い
直

し
つ
つ
づ
け
る
「
過
程
」
に
あ
る
集
団
と
い
う
像
を
提
示
し
、
そ
れ
が
オ
ー
リ
ウ
の
制
度
論
に
も
通
用
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
本
章
で
は
、
オ
ー
リ
ウ
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
制
度
の
一
つ
た
る
国
家
に
「
役
割
＝
人
格
＝
行
為
者
性
」
が
付
与
さ
れ
る
現
場
を
見
る

（
㈡
）。
そ
れ
は
主
観
た
るl
’État
と
客
観
た
るl

’institution nationale

と
を
区
別
し
そ
れ
を
統
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
両
者

の
区
別
の
基
底
に
あ
る
視
点
の
差
異
か
ら
、「
住
民
共
同
体
／
領
土
管
理
団
体
」
と
い
う
区
別
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
（
㈢
）。

㈡
　【l

’État／
l
’institution nationale

】
と
一
般
意
思
に
よ
る
架
橋

1　
【l

’État／
l

’institution nationale

】
と
国
民
の
主
権

　
本
節
で
扱
う
の
は
、
オ
ー
リ
ウ
の
「
国
民
主
権
」
論
文
で
あ
る
（
後
に
抜
き
出
さ
れ
単
行
本
化
し
て
い
）
45
（
る
）。
オ
ー
リ
ウ
は
、
同
論
文
と

「
デ
ュ
ギ
ー
氏
の
思
想
」
論
）
46
（

文
と
を
併
せ
て
、
デ
ュ
ギ
ー
的
な
汎
客
観
主
義
（panobjectivism

e

）
で
も
ド
イ
ツ
的
な
汎
主
観
主
義

（pansubjectivism
e

）
で
も
な
い
も
の
を
示
し
て
い
る
。
バ
ル
テ
ル
ミ
に
対
し
て
オ
ー
リ
ウ
は
両
論
文
の
参
照
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の

や
り
取
り
に
お
い
て
オ
ー
リ
ウ
は
「l

’État

と
い
う
主
観
的
人
格
が
採
用
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
管
理
的
な
（adm

inistratives

）
要
素
と
、

そ
れ
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
構
成
的
な
（constitutionnelles

）
要
素
と
の
区
別
」
が
必
要
で
あ
）
47
（

り
、
そ
の
区
別
か
ら
す
れ
ば
「
国
家

団
体
（la corporation Étatique

）
の
構
成
組
織
お
よ
び
管
理
組
織
は
客
観
的
視
点
に
お
い
て
非
常
に
よ
く
描
か
れ
、
他
方
で
管
理
権
限
の

行
使
は
、
国
家
間
の
権
利
の
行
使
と
同
様
に
、
主
観
的
観
点
に
お
い
て
描
か
れ
る
」
た
め
、
客
観
主
義
か
主
観
主
義
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
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は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
）
48
（
る
。
オ
ー
リ
ウ
は
両
者
の
対
立
を
対
立
と
し
て
見
な
い
地
平
に
立
っ
て
い
る
。

　「
国
民
主
権
」
論
文
は
、
そ
の
第
三
の
国
家
像
が
「l

’État／
l

’institution nationale

」
の
区
別
と
一
般
意
思
（la volonté générale

）

に
よ
る
両
者
の
架
け
橋
（passage

）
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
）
49
（
る
。
以
下
そ
の
概
要
を
説
明
す
る
（
以
下
、
本
節
に
お
い
て
カ
ッ
コ
内
の
頁
数
は

同
論
文
の
も
の
）。

　
ま
ず
オ
ー
リ
ウ
は
、
国
家
（l

’État

）
の
中
）
50
（

に
、「
無
体
で
（incorporelle

）
か
つ
不
可
分
（indivisible

）」
な
「
倫
理
的
お
よ
び
法
的
人

格
」
と
、「
有
体
で
か
つ
寄
せ
集
め
（com

posite

）」
で
あ
る
が
故
に
可
分
な
「
国
民
の
制
度
（une institution nationale

）」
が
あ
る
と
す

る
。
オ
ー
リ
ウ
が
咎
め
る
の
は
こ
の
両
者
の
混
同
で
あ
る
。
オ
ー
リ
ウ
に
よ
れ
ば
、「
国
民
と
統
治
者
の
対
立
と
い
う
の
は
、
寄
せ
集
め

で
あ
り
か
つ
可
分
な
国
民
の
制
度
の
観
点
か
ら
把
握
可
能
な
現
象
で
あ
り
、
そ
の
統
一
体
が
不
可
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
法
的
人
格
と
し
て

の
国
家
（l

’État

）
の
観
点
か
ら
は
全
く
も
っ
て
把
握
で
き
な
い
」
と
論
ず
る
（
七
頁
）。
こ
れ
以
降
、
オ
ー
リ
ウ
の
表
記
も
若
干
混
乱
が

見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
制
度
と
人
格
を
両
方
含
むl

’État

を
【
国
家
】、
そ
の
人
格
的
側
面
を
単
に
国
家
と
表
記
す
る
。

　
こ
の
区
別
に
基
づ
い
て
、
オ
ー
リ
ウ
は
、「
伝
統
的
な
主
権
論
は
…
…
国
民
主
権
と
国
家
（l

’État

）
主
権
と
を
混
同
し
て
い
る
が
故
に
、

そ
し
て
そ
の
た
め
国
民
主
権
を
分
解
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
が
故
に
、
普
通
選
挙
に
よ
る
多
数
意
思
を
国
民

の
一
般
意
思
と
同
一
視
し
、
ま
た
一
般
意
思
を
国
民
主
権
と
同
一
視
し
て
き
た
」
と
非
難
す
る
（
七
頁
）。
オ
ー
リ
ウ
に
と
っ
て
国
民
主

権
と
は
「
外
的
人
格
に
対
し
て
、
つ
ま
り
服
従
主
体
（sujet
）
ま
た
は
外
国
に
対
し
て
行
使
す
る
支
配
権
で
は
な
い
」。
国
民
主
権
は
、

組
織
の
力
で
あ
る
か
ら
、
国
民
の
制
度
が
可
分
で
あ
る
以
上
は
そ
れ
も
ま
た
寄
せ
集
め
故
に
可
分
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
成
や
分
配

に
つ
い
て
は
当
該
組
織
内
部
に
お
い
て
探
求
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
一
〇
頁
）。
後
者
の
点
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
組
織
内
部
で
の
力

の
分
配
、
つ
ま
り
権
力
分
立
原
理
は
「
生
き
た
（vivante

）
制
度
内
部
の
秩
序
の
要
素
た
る
力
の
均
衡
原
理
に
帰
着
す
る
」（
五
二
頁
）。

そ
し
て
、
オ
ー
リ
ウ
に
お
い
て
権
力
分
立
は
「
立
法
権
、
執
行
権
、
選
挙
権
」
の
分
立
で
あ
り
、
司
法
は
そ
れ
ら
政
治
的
権
力
に
対
抗
し

均
衡
を
目
指
す
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
）
51
（
る
。
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2　

一
般
意
思
の
現
前
と
潜
在

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
組
織
内
の
力
関
係
と
一
般
意
思
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
オ
ー
リ
ウ
の
理
解
で
は
、
い
ず
れ
の
権
力
も
そ

の
存
在
お
よ
び
力
の
行
使
は
単
な
る
事
実
で
あ
っ
て
、
一
般
意
思
に
よ
る
承
諾
（adhésion

）
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
る
（
一
七
頁
）。
こ

こ
で
「
承
諾
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
能
動
的
な
も
の
で
は
な
い
。
オ
ー
リ
ウ
に
よ
れ
ば
、
能
動
的
な
行
動
を
す
る
た
め
に
は
組
織
化
が

必
要
で
あ
る
が
、
組
織
化
を
す
る
た
め
に
は
「
自
／
他
」
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
も
は
や

「
一
般
（générale
）」
に
値
し
な
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
三
九
）
52
（
頁
）。
組
織
化
さ
れ
た
選
挙
団
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
意
思
は
多

数
意
思
で
あ
っ
て
決
し
て
一
般
意
思
と
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
理
屈
と
同
じ
で
あ
る
。
確
か
に
、
承
諾
は
意
思
表
示
で
あ
る
以
上
能
動
的

た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、「
受
動
的
な
承
諾
」
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
リ
ウ
が

「
受
動
的
な
承
諾
」
と
述
べ
た
と
き
「
能
動
／
受
動
」
の
い
ず
れ
に
も
収
ま
ら
な
い
一
般
意
思
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

「
不
完
全
な
タ
イ
プ
」
た
る
「
過
程
」
と
し
て
の
一
般
意
思
の
在
り
方
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
説
明
す
る
。

　
ま
ず
、「
選
挙
団
の
意
思
は
一
般
意
思
と
同
一
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
統
治
機
関
に
よ
る
現
前
と
組
み
合

わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
一
つ
の
《
現
前
》
を
形
成
す
る
だ
け
で
あ
る
」（
三
二
頁
）
と
い
う
一
文
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
意
思
と

は
常
に
統
治
機
関
に
よ
っ
て
現
前
化
（representation
）〝
さ
れ
る
〞
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
意
思
は
自
ら
現
前
〝
す
る
〞
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
一
般
意
思
の
在
り
方
は
、
ト
ー
ク
ン
に
よ
る
現
実
化
を
待
つ
「
タ
イ
プ
」
の
在
り
方
と
言
え
る
。
ま
た
、
一
般
意
思
の
承
諾

と
い
う
が
、
オ
ー
リ
ウ
の
人
間
観
か
ら
す
れ
ば
、
我
々
は
決
し
て
一
般
意
思
そ
れ
自
体
を
直
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
オ
ー
リ
ウ
が

「【
国
家
】
に
属
す
る
人
間
（L

’hom
m
e d

’État

）
は
、
何
が
一
般
意
思
な
の
か
を
究
極
的
な
形
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、

彼
は
近
似
の
理
念
を
作
る
、
つ
ま
り
、
彼
は
自
身
が
向
か
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
の
で
あ
る
」（
一
一
八
頁
）
と
言
う
と
き
、

「hom
m
e

」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
の
は
恐
ら
く
そ
の
趣
旨
で
あ
る
。
我
々
が
一
般
意
思
の
「
近
似
」
し
か
語
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
常
に
懐
疑
可
能
性
が
あ
り
、
変
動
可
能
性
が
あ
る
。
一
般
意
思
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
当
代
に
お
い
て
善
い
と
さ
れ
る
「
生
き
た
、
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実
践
的
な
意
思
」
で
あ
り
、
変
動
す
）
53
（
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
一
般
意
思
は
、
一
つ
の
「
不
完
全
対
象
」
た
る
「
タ
イ
プ
」
で
あ
り
、

か
つ
人
々
が
常
に
そ
れ
を
制
作
し
続
け
る
「
過
程
」
た
る
存
在
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
、
現
前
化
さ
れ
た
一
般
意
思
、
つ
ま
り
近
似
の
一

般
意
思
と
区
別
す
べ
く
、
近
似
の
一
般
意
思
を
も
含
ん
だ
全
体
を
【
一
般
意
思
】
と
表
記
す
る
。
我
々
は
【
一
般
意
思
】
の
近
似
を
知
る

だ
け
な
の
だ
か
ら
、【
一
般
意
思
】
の
変
動
を
知
る
べ
く
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
オ
ー
リ
ウ
が
変
動
す
る
と
述
べ
る
と
き
、
そ
れ
は
一
般

意
思
の
変
動
で
あ
っ
て
、【
一
般
意
思
】
は
た
だ
不
完
全
な
ま
ま
「
過
程
」
と
し
て
存
在
す
る
。

3　
【l

’État／
l

’institution nationale

】
と
【
一
般
意
思
】

　
主
観
（l

’État

）
は
不
可
分
の
統
一
体
で
あ
り
、
客
観
（l

’institution nationale

）
は
可
分
の
統
一
体
で
あ
っ
て
、
両
者
を
無
邪
気
に
統

合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、【
一
般
意
思
】
が
架
橋
す
る
。

　
主
観
と
客
観
を
分
け
る
と
い
っ
て
も
、
オ
ー
リ
ウ
は
両
者
を
別
個
の
実
体
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
組
織
化
さ
れ
た
国
民

〔
＝
国
民
の
制
度
〕
…
…
は
客
観
的
な
制
度
と
し
て
見
ら
れ
た
国
家
に
他
な
ら
な
い
し
、
国
家
は
国
民
の
人
格
化
、
換
言
す
れ
ば
諸
権
利
の

主
体
（sujet

）
と
し
て
見
ら
れ
た
国
民
に
他
な
ら
な
い
。
国
民
〔
の
制
度
〕
は
国
家
で
あ
り
、
国
家
は
国
民
〔
の
制
度
〕
で
あ
る
。
た
だ
し
、

国
家
が
不
可
分
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
国
民
〔
の
制
度
〕
は
要
素
に
分
割
で
き
る
」（
一
四
九
）
54
（
頁
）。
そ
の
意
味
で
そ
れ
ら
は

「
同
一
の
実
体
（réalité

）
の
二
つ
の
側
面
」
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
「
主
観
＝
客
観
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
（
八
頁
）。
本
稿
で
は
こ
の
「
同
一
の
実
体
」
を
【
国
家
】
と
呼
ん
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
【
国
家
】
を
「
主
観
／
客
観
」
の
分
断
に
陥

る
こ
と
な
く
統
合
さ
せ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
、
両
者
を
架
橋
す
る
【
一
般
意
思
】
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、「
国
民
主

権
」
論
文
に
お
い
て
【
国
家
】
と
【
一
般
意
思
】
の
関
係
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
と
し
て
も
、【
一
般
意
思
】
は
〈【
国
家
】
を
【
国
家
】

た
ら
し
め
て
い
る
も
の
〉、
リ
ン
ダ
ー
ル
の
言
い
方
で
は
「
共
同
行
為
の
結
節
点
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
先
述
の
よ
う
に

【
一
般
意
思
】
は
「
過
程
」
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
現
前
化
さ
れ
る
（
さ
れ
う
る
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
も
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
は
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制
度
に
お
け
る
理
念
（idée

）
と
構
造
的
に
同
一
の
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
オ
ー
リ
ウ
に
お
い
て
国
家
も
ま
た
制
度
の
一
種
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
先
の
【
制
度
＝
理
念
】
理
解
を
投
影
し
て
【
国
家
＝
一
般
意
思
】
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
制
度
に
関
す
る
オ
ー
リ

ウ
の
言
葉
を
捩
れ
ば
、「【l

’État

】 est 

【une volonté générale de la nation

】qui se réalise et dure juridiquem
ent dans un 

m
ilieu social

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。【
国
家
】
は
【
一
般
意
思
】
の
現
前
化
さ
れ
た
側
面
で
あ
り
、
潜
在
的
な
側
面
も
含
め
た
総
体
が

【
国
家
＝
一
般
意
思
】
で
あ
る
。【
国
家
＝
一
般
意
思
】
は
政
治
機
関
（
権
力
）
に
よ
っ
て
現
前
化
さ
れ
る
タ
イ
プ
的
存
在
で
あ
り
、
変
動

も
そ
の
特
徴
と
す
る
「
過
程
」
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。

　
オ
ー
リ
ウ
に
お
け
る
「
同
一
の
実
体
」
が
こ
の
よ
う
な
【
国
家
＝
一
般
意
思
】
だ
と
す
れ
ば
、「l

’État／
l

’institution nationale

」
は

【
国
家
＝
一
般
意
思
】
の
二
つ
の
側
面
で
あ
り
、
我
々
に
対
す
る
現
前
の
仕
方
、
視
点
の
違
い
で
あ
）
55
（
る
。【
国
家
＝
一
般
意
思
】
が
「
図
／

地
」
の
反
転
図
形
の
関
係
だ
と
す
れ
ば
、「l

’État／
l

’institution nationale

」
は
、
前
章
で
扱
っ
た
森
田
の
書
籍
に
出
て
く
る
「
ア
ナ
モ

ル
フ
ォ
ー
ズ
（
歪
像
、anam

orphose

）」
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
「
わ
ざ
と
歪
め
ら
れ
た
像
」
で
あ
り
「
或
る
特
定
の
方
法
で
…
…
見
た

時
に
の
み
、『
正
し
い
』
歪
ま
な
い
像
が
見
え
る
と
い
う
も
の
」
で
あ
）
56
（

る
。
森
田
の
示
す
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ハ
ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン
作

「
大
使
た
ち
」（
一
五
三
三
年
）
が
そ
れ
に
当
た
る
。
正
面
か
ら
見
れ
ば
二
人
の
人
物
が
立
っ
て
い
る
絵
で
あ
る
が
、
右
側
面
か
ら
見
る
と

頭
蓋
骨
が
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
絵
画
で
あ
る
。
反
転
図
形
は
同
一
視
点
に
一
つ
の
全
体
が
〝
正
し
く
〞
立
ち
現
れ
て
き
て
い
る
が
、

歪
像
は
視
点
を
変
え
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
し
、
一
方
を
見
た
時
に
他
方
は
〝
正
し
く
〞
は
見
え
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
歪
像
と
し
て
の
在
り
方
は
、「l

’État／
l

’institution nationale
」
を
「
観
点
（la perspective

）」
の
差
異
と
し
て
語
る
オ
ー
リ
ウ
と

も
適
合
的
で
あ
る
（
七
頁
）。

　
そ
し
て
、
こ
の
視
点
の
相
違
が
「
国
家
と
い
う
亡
霊
」
か
ら
解
き
放
た
れ
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、「
国
民

と
い
う
亡
霊
」
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
「
我
々
」
の
分
析
へ
と
つ
な
が
る
。
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㈢
　【l

’État／
l

’institution nationale

】
と
「
住
民
共
同
体
／
領
土
管
理
団
体
」

1　

視
点
の
相
違

―
「
住
民
／
国
民
」
と
い
う
区
別

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「l

’État／
l

’institution nationale

」
の
区
別
は
、【
国
家
＝
一
般
意
思
】
の
現
前
の
仕
方
の
二
様
で
あ
り
、

そ
れ
は
視
点
の
相
違
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
両
者
の
区
別
の
基
底
に
あ
る
視
点
の
相
違
、
そ
の
視
点
を
有
し
て
い
る
者
の
相
違
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
オ
ー
リ
ウ
が
、

「
法
的
人
格
者
と
し
て
の
国
家
に
お
け
る
主
権
論
／
国
民
の
制
度
に
お
け
る
主
権
論
」
を
区
別
し
、
前
者
は
「
国
家
の
人
格
と
は
区
別
さ

れ
る
人
格
を
と
し
て
の
国
家
の
服
従
主
体
に
対
し
て
（sur

）
や
外
国
に
対
し
て
（vis-à-vis

）」
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
「
組

織
の
力
で
あ
り
、
組
織
に
お
い
て
探
求
さ
れ
る
べ
き
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
）
57
（

る
。
こ
の
相
違
は
「
外
／
内
」
の
区

別
で
あ
り
、
視
点
の
相
違
と
し
て
捉
え
る
と
「
人
格
者
＝
服
従
主
体
の
視
点
／
構
成
員
＝
統
治
者
の
視
点
」
の
区
別
で
あ
る
。
人
格
者
と

し
て
の
国
家
は
他
の
人
格
者
か
ら
見
た
場
合
の
【
国
家
＝
一
般
意
思
】、
国
民
の
制
度
は
構
成
員
か
ら
見
た
場
合
の
【
国
家
＝
一
般
意

思
】
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
人
格
者
／
構
成
員
」
は
資
格
（la qualité

）
の
相
違
で
し
か
な
く
同
一
個
人
の
内
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
個

人
は
国
家
の
権
力
行
使
を
受
け
る
（
受
動
的
な
）「
人
格
者
た
る
服
従
主
体
」
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
行
使
す
る
（
能
動
的
な
）「
構
成
員
＝

統
治
者
」
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
国
民
は
、
同
時
に
は
統
治
者
た
り
（governante

）
か
つ
服
従
主
体
た
る
（sujette

）
こ
と
は

で
き
な
）
58
（

い
」。「
人
格
者
＝
服
従
主
体
／
構
成
員
＝
統
治
者
」
は
同
一
の
視
点
で
は
な
く
相
違
の
視
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
オ
ー
リ
ウ
は
「
外
＝
人
格
者
＝
服
従
主
体
／
内
＝
構
成
員
＝
統
治
者
」
と
い
う
視
点
の
相
違
に
起
因
す
る
【
国
家
＝
一
般

意
思
】
の
現
前
の
仕
方
の
相
違
と
し
て
「l

’État／
l

’institution nationale
」
の
区
別
を
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
リ
ウ

は
国
民
（nation

）
を
「
フ
ラ
ン
ス
の
服
従
主
体
個
人
（individus sujets français
）」
で
あ
る
と
）
59
（

し
、
視
点
の
相
違
を
示
す
先
の
一
文
も

「
国
民
」
が
主
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
人
格
者
＝
服
従
主
体
／
構
成
員
＝
統
治
者
」
を
「
国
民
（nation

）」
と
い
う
一
方
の
資
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格
が
架
橋
し
、
視
点
の
相
違
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
オ
ー
リ
ウ
は
両
者
を
含
む
【
国
民
】
を
想
定
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
の
よ
う
な
想
定
は
端
的
に
誤
り
ま
た
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
の
領
土
た
る
土
地
に
は
国
民
以
外
も
存
在
し
、
領

土
内
に
居
住
す
る
外
国
人
は
「
人
格
者
＝
服
従
主
体
」
と
し
て
人
格
者
た
る
国
家
と
対
峙
す
る
存
在
で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
し
外
国
人
を
含
む
こ
と
な
く
人
格
者
た
る
国
家
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
オ
ー
リ
ウ
に
見
ら
れ
る
「
外
＝
人

格
者
＝
服
従
主
体
／
内
＝
構
成
員
＝
統
治
者
」
の
区
別
を
維
持
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
現
在
の
憲
法
学
の
知
見
を
踏
ま
え
、「【
国
家
＝
一

般
意
思
】
の
構
成
員
資
格
（
国
籍
）
の
取
得
者
」
を
「
国
民
」
と
し
、「
領
土
内
に
居
住
す
る
者
」
を
「
住
民
」
と
記
す
。
そ
れ
は
、

オ
ー
リ
ウ
に
お
け
る
「
国
民
（individus sujets français

）」
を
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
服
従
主
体
（
外
）
／
フ
ラ
ン
ス
の
臣
民
（
内
）」
に

分
け
る
こ
と
に
等
し
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
国
民
」
を
分
け
る
と
、
オ
ー
リ
ウ
は
【
一
般
意
思
】
は
国
民
に
内
在
す
る
と
言
う
）
60
（
が
、
そ
れ
は
「
国
家
構
成
員
資
格

者
」
に
内
在
す
る
【
国
民
の
一
般
意
思
】
と
、「
住
民
」
に
内
在
す
る
【
住
民
の
一
般
意
思
】
に
分
か
れ
る
。

　
そ
し
て
、
権
力
が
【
一
般
意
思
】
の
承
諾
を
得
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
正
統
性
を
得
る
よ
う
に
活
動
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
と
言
わ
れ

る
と
）
61
（
き
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
二
つ
の
【
一
般
意
思
】
に
対
応
し
て
二
つ
の
事
態
を
含
ん
で
い
る
と
解
さ
れ
る
。
第
一
に
、
国
民
の
制
度
に
お

い
て
〝
政
治
的
権
力
が
〞【
国
民
の
一
般
意
思
】
を
現
前
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
第
二
に
、〝
国
家
が
〞【
住
民
の
一

般
意
思
】
を
現
前
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

2　
「
住
民
共
同
体
／
領
土
管
理
団
体
」
と
い
う
区
別

　
こ
の
と
き
、【
住
民
の
一
般
意
思
】
を
理
念
と
す
る
も
う
一
つ
の
【
制
度
＝
理
念
】
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る

た
め
、
オ
ー
リ
ウ
に
お
け
る
「
人
格
」
へ
と
少
し
寄
り
道
す
る
。

　
オ
ー
リ
ウ
に
は
「
精
神
／
身
体
」
や
「
主
観
／
客
観
」
の
区
別
と
統
合
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
が
、
オ
ー
リ
ウ
に
よ
れ
ば
法
学
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者
は
主
観
の
検
討
に
と
ど
ま
り
客
観
の
検
討
を
疎
か
に
し
て
い
る
。「
客
観
か
ら
主
観
へ
と
い
う
方
法
は
、
法
的
人
格
の
問
題
を
扱
う
法

学
者
に
よ
っ
て
一
般
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
反
対
の
方
向
へ
進
む
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
は
、
彼
ら
は
客
観

的
な
組
織
へ
向
か
う
図
を
描
き
な
が
ら
も
、
本
当
に
は
そ
の
意
向
を
実
行
し
な
い
の
で
あ
り
、
ま
る
で
魔
法
陣
に
い
る
か
の
よ
う
に
、
純

粋
な
主
観
的
な
構
想
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
と
非
難
す
る
の
で
あ
）
62
（
る
。
こ
の
文
章
自
体
は
『
公
法
原
理
〔
第
二
版
〕』（
一
九
一
六
年
）
の

も
の
で
あ
る
が
、「
国
民
主
権
」
論
文
（
一
九
一
二
年
）
で
「l

’État／
l

’institution nationale

」
に
分
け
た
の
も
同
様
の
動
機
に
基
づ
い

て
い
る
と
考
え
て
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。「
主
観
／
客
観
」
と
い
う
区
別
を
踏
ま
え
た
上
で
、
先
述
の
よ
う
に
「
国
民
主
権
」
論
文
に

お
い
て
「
倫
理
的
お
よ
び
法
的
人
格
」
を
「
無
体
で
」
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
『
公
法
原
理
〔
第
二
版
〕』
に
お
い
て
「
法

人
（personnes m

orales

）
の
主
観
的
実
体
は
、
政
治
的
関
係
の
側
面
よ
り
も
む
し
ろ
経
済
的
関
係
の
側
面
に
見
出
す
べ
き
で
あ
）
63
（
る
」
と

述
べ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
オ
ー
リ
ウ
に
お
い
て
経
済
と
は
法
的
取
引
一
般
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、

オ
ー
リ
ウ
に
お
い
て
「
人
格
＝
主
観
」
は
そ
れ
自
体
が
個
体
と
し
て
存
在
す
る
団
体
組
織
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
他
者
と
の
水

平
関
係
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
関
係
的
存
在
（
関
係
に
お
い
て
あ
る
も
の
）
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
人
格
者
た
る
国
家
を
語
る
時
点
で
既
に
「
他
者
」
と
の
人
格
者
同
士
の
関
係
（
水
平
関
係
）
が
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
先
の
第
二
の
事
態
は
こ
の
水
平
関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
【
住
民
の
一
般
意
思
】
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
住
民
」
と
【
国
家
】
を
構
成
員
と
し
た
別
の
【
制
度
＝
理
念
】
の
生
成
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
渋
谷
秀
樹
に
寄
せ

て
私
が
序
論
で
示
し
た
〈
国
民
を
構
成
要
素
と
し
な
い
国
家
〉
で
あ
り
、「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
漠
然
と

【
国
家
＝
一
般
意
思
】
と
し
て
論
じ
て
き
た
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
住
民
共
同
体
に
お
い
て
「
住
民
」
と
対
峙
す
る
と
こ
ろ
の
【
国
家
＝

国
民
の
一
般
意
思
】
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
オ
ー
リ
ウ
が
「
権
力
と
は
、
秩
序
や
法
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
集
団
の
統
治
事

業
を
引
き
受
け
る
自
由
な
意
思
の
力
」
あ
り
、「
人
間
集
団
の
統
治
を
ひ
と
つ
の
事
業
と
し
て
扱
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
る
と

き
）
64
（

、
こ
れ
は
【
国
家
＝
国
民
の
一
般
意
思
】
に
よ
る
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」（【
国
家
＝
住
民
の
一
般
意
思
】）
の
統
治
（
管
理
）
事
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業
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、【
国
家
＝
住
民
の
一
般
意
思
】
を
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」、【
国
家
＝
国
民
の
一

般
意
思
】
を
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
と
整
理
し
、
そ
の
上
で
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
に
は
「
住
民
共
同
体
と
し

て
の
国
家
」
の
統
治
（
管
理
）
事
業
と
い
う
「
役
割
（
行
為
の
目
的
）」
が
あ
り
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
際
に
現
れ
る
（「
住
民
」
か
ら
見
え

る
）
の
が
人
格
の
側
面
（l

’État

）
だ
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
き
、「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
は
、
一
方
で
そ
の
行
為
は
常
に
統
治
（
管
理
）
事
業
と
い
う
「
役

割
」
の
中
で
の
み
、
換
言
す
れ
ば
【
住
民
の
一
般
意
思
】
に
よ
り
承
諾
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
そ
の
行
為
が
正
統
化
さ
れ
る
行
為
者
で
あ

る
。
他
方
で
そ
れ
は
【
国
家
＝
国
民
の
一
般
意
思
】
と
い
う
間
志
向
的
な
不
完
全
タ
イ
プ
的
存
在
と
し
て
、
変
動
可
能
性
の
あ
る
有
限
な

「
過
程
」
と
し
て
存
在
す
る
存
在
者
で
あ
る
。
ま
た
、「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
の
活
動
は
、〝「
役
割
」
に
沿
っ
た
〞
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
そ
れ
が
〝
国
民
の
意
思
に
基
づ
く
〞
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
あ
る
「
人
」
の
行
為
が
「
領
土
管
理
団
体
と

し
て
の
国
家
」
の
行
為
で
あ
る
と
同
定
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
が
、【
国
民
の
一
般
意
思
】
に
よ
る
承
諾
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
領

土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
が
【
住
民
の
一
般
意
思
】
に
よ
り
承
諾
さ
れ
る
事
態
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の

国
家
」
を
「
政
治
機
関
（
立
法
、
執
行
、
選
挙
団
）」
に
、【
住
民
の
一
般
意
思
】
を
【
国
民
の
一
般
意
思
】
に
置
換
す
れ
ば
そ
の
構
造
は
同

じ
で
あ
り
、
ス
ケ
ー
ル
が
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

四
　
お
わ
り
に

㈠
　
本
稿
の
ま
と
め

　
本
稿
で
は
、「
ラ
イ
オ
ン
」
で
も
「
亡
霊
」
で
も
な
い
〈「
人
」
た
る
有
限
の
国
家
〉
の
提
示
を
試
み
た
。
そ
の
行
程
に
お
い
て
、
リ
ン
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ダ
ー
ル
に
垣
間
見
ら
れ
る
集
団
の
存
在
論
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
森
田
お
よ
び
倉
田
の
所
説
か
ら
分
析
し
、「
共
同
行
為
の
結
節
点
」
を
要
と

し
、「
奇
妙
な
も
の
」
を
契
機
と
し
て
「
法
の
な
い
こ
と
＝
例
外
」
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
で
自
己
を
維
持
し
つ
つ
変
動
す
る
「
過
程
」

と
し
て
の
集
団
像
を
析
出
し
た
。
か
か
る
像
が
オ
ー
リ
ウ
制
度
論
と
重
な
る
こ
と
を
論
じ
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
【
制
度
＝
理
念
】
と
表

記
し
た
。
そ
れ
は
「
役
割
」
を
剝
ぎ
取
ら
れ
た
次
元
に
あ
る
有
限
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
人
格
者
た
る
国
家
（
制
度
）
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
そ
の
よ
う
な
国
家
自
体
と
人
格
者
た
る
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
主
観
（l

’État

）
／
客
観
（l

’institution nationale

）」
と
を
区

別
し
、
一
般
意
思
が
両
者
を
架
橋
す
る
と
述
べ
る
オ
ー
リ
ウ
の
「
国
民
主
権
」
論
文
を
分
析
し
た
。
国
家
も
ま
た
制
度
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
か
ら
【
制
度
＝
理
念
】
に
倣
っ
て
【
国
家
＝
一
般
意
思
】
と
理
解
し
、【
国
家
＝
一
般
意
思
】
が
反
転
図
形
だ
と
し
た
ら
「l

’État／
 

l

’institution nationale

」
は
歪
像
で
あ
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
歪
像
は
【
国
家
＝
一
般
意
思
】
を
「
住
民
／
国
民
」
と
い
う
視

点
の
区
別
に
よ
る
と
し
て
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
／
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
を
示
し
た
。

㈡
　
本
稿
の
可
能
性
と
今
後
の
課
題

　
か
か
る
検
討
を
通
じ
て
、
憲
法
学
で
語
ら
れ
て
き
た
「
国
家
」
は
基
本
的
に
は
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
と
混
同
さ
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
故
に
統
治
の
場
で
あ
っ
て
人
格
者
で
は
な
い

「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
ま
で
も
無
批
判
に
人
格
者
と
し
て
想
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
こ
の
指
摘
が
的
を
外
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
〝
人
格
化
さ
れ
た
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」〞
こ
そ
が
「
国
家
と

い
う
亡
霊
」
の
正
体
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
「
舞
台
」
と
「
役
者
」
を
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
65
（

い
。
付
言
す
れ
ば
、「
領
土
管
理
団
体
と
し

て
の
国
家
」
も
ま
た
一
つ
の
「
舞
台
」
で
あ
り
、
諸
政
治
機
関
は
「
役
者
」
で
あ
っ
て
、
権
力
分
立
は
「
配
役
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
を
「
舞
台
」
と
し
て
見
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
役
者
」
と
し
て
は
現
れ
て
こ
な
い
。「
役
者
（
人
格
）
／
舞
台
（
身
体
）」

は
【
制
度
＝
理
念
】
の
よ
う
な
反
転
図
形
で
は
な
く
歪
像
な
の
で
あ
る
。
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ま
た
、「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
と
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
の
混
在
と
後
者
へ
の
視
点
の
集
中
故
に
、「
国
民
」
と

い
う
一
方
の
資
格
に
よ
っ
て
「
住
民
／
国
民
」
の
区
別
の
覆
い
隠
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
も
で
き
る
。
こ
の
指
摘
が
的
を
外

し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
「
国
民
と
い
う
亡
霊
」
の
正
体
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
れ
に
対
し
て
「
住
民
／
国
民
」
の
区
別
を
提
示
し

た
。

　
さ
ら
に
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
／
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
お
よ
び
「
住
民
／
国
民
」
の
区
別
は
（
国
際
）
人
権
と
憲

法
に
関
わ
る
議
論
の
見
通
し
を
少
し
ば
か
り
よ
く
す
る
と
思
わ
れ
る
。
憲
法
（constitution

）
が
一
定
の
集
団
に
お
け
る
ル
ー
ル
だ
と
す

れ
ば
、「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
と
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
の
各
々
に
憲
法
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
区
分
か
ら

す
れ
ば
、
従
来
の
憲
法
学
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
の
憲
法
を
探
求
し
て
き
た
。
他
方
、「
住
民
共
同

体
と
し
て
の
国
家
」
の
憲
法
は
、
山
元
が
ド
ミ
ニ
ク
・
ル
ソ
ー
の
憲
法
観
と
し
て
示
す
、「
統
治
諸
機
関
の
関
係
を
規
律
す
る
た
め
の

ル
ー
ル
」
で
は
な
い
市
民
社
会
に
お
け
る
共
生
の
ル
ー
ル
た
る
憲
法
に
相
応
す
）
66
（
る
。
本
稿
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
一
国
に
お
い

て
併
存
し
て
い
る
。
種
を
明
か
せ
ば
、
オ
ー
リ
ウ
が
『
憲
法
精
義
〔
第
二
版
〕』
に
お
い
て
「
社
会
の
憲
法
（la constitution sociale

）
／

政
治
の
憲
法
（la constitution politique

）」
と
い
う
区
別
を
し
て
お
り
、
こ
の
発
想
は
決
し
て
私
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
。
そ
の

コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
は
大
要
、「
社
会
の
憲
法
」
に
は
営
業
の
自
由
と
い
っ
た
個
人
権
が
、「
政
治
の
憲
法
」
に
は
権
力
分
立
の
ほ
か
政
治

的
自
由
と
い
っ
た
能
動
的
国
民
と
し
て
の
活
動
に
関
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
国
に
憲
法
が
二
つ
あ
る
と
理
解
し
た

場
合
、
裁
判
所
の
役
割
は
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
の
憲
法
の
審
査
に
束
縛
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
の

役
割
が
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
の
維
持
で
あ
り
、「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
の
動
向
の
監
視
は
そ
の
役
割
の
一
部
で

あ
る
と
す
れ
）
67
（
ば
、「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
の
憲
法
か
ら
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
の
行
動
を
制
限
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
の
憲
法
が
「
住
民
」
に
よ
り
制
作
さ
れ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
ナ

シ
ョ
ナ
ル
（
国
民
的
）
な
憲
法
上
の
権
利
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
権
を
含
ん
で
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
な
お
、【
住
民
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の
一
般
意
思
】
と
【
国
民
の
一
般
意
思
】
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
内
容
が
異
な
る
と
は
言
え
な
い
。
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
お
い
て
は
【
国
民
の
一
般
意
思
】
と
【
住
民
の
一
般
意
思
】
と
の
内
容
上
の
差
異
は
減
少
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
の
行
動
が
よ
り
一
層
【
住
民
の
一
般
意
思
】
に
適
合
す
る
蓋
然
性
が
高
ま
る
に
す
ぎ
ず
、
構
造
上
の

差
異
が
消
失
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
最
後
に
、「
住
民
／
国
民
」
を
「
経
済
人
／
国
民
」
と
す
る
こ
と
で
【
経
済
人
の
一
般
意
思
】
を
「
共
同
行
為
の
結
節
点
」
と
す
る
経

済
秩
序
に
ア
ク
タ
ー
と
し
て
巻
き
込
ま
れ
た
国
家
像
も
提
示
で
き
る
。
か
か
る
経
済
秩
序
に
お
け
る
ル
ー
ル
を
経
済
法
と
す
れ
ば
、
経
済

法
と
憲
法
と
の
新
た
な
タ
ッ
グ
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
可
能
性
を
含
ん
だ
議
論
を
〈【l

’État／
l

’institution nationale

】
の
制
作
〉
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
論
じ
た
。
そ

れ
は
、
①
【
国
家
】
は
「
過
程
」
に
あ
る
こ
と
、
②
【
国
家
】
は
歪
像
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
。
本
稿
は
、
そ
の
執
筆
が
オ
ー
リ
ウ

の
「l

’État／
l

’institution nationale
」
や
「
社
会
の
憲
法
／
政
治
の
憲
法
」
の
区
別
を
契
機
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
オ
ー

リ
ウ
に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
主
観
と
客
観
の
総
体
た
る
【
国
家
】
の
存
在
論
を
オ
ー
リ
ウ
は
必
ず
し
も
示
し
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
飯
野
や
高
橋
の
読
み
方
が
む
し
ろ
正
統
で
あ
り
、
本
稿
は
異
端
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
リ
ン
ダ
ー
ル
等
の
現
在
の
知
見
か
ら
そ

の
よ
う
な
理
解
の
道
筋
を
開
拓
し
て
み
た
が
、
そ
の
作
業
は
や
は
り
粗
が
あ
る
。
今
後
は
こ
の
読
み
方
を
、
従
来
の
読
み
方
と
対
照
さ
せ

な
が
ら
、
並
行
し
て
よ
り
具
体
的
な
憲
法
問
題
と
絡
め
て
そ
の
有
用
性
を
示
し
、
精
緻
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
本

稿
で
い
う
「
亡
霊
」
が
全
く
あ
り
え
な
い
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
ど
こ
ま
で
真
に
迫
っ
た
も
の
な
の
か
も
、
よ
り
一
層
の
検
証
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
の
探
索
の
た
め
の
枠
組
み
を
構
築
し
た
の
で
あ
り
、
日
本
憲
法
学
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
論
者
の
一
言

一
句
を
よ
り
深
く
探
る
こ
と
も
ま
た
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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（
1
）  

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
幽
霊
が
出
る

―
共
産
主
義
と
い
う
幽
霊
で
あ
る
」（
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
（
大
内
兵
衛
＝
向
坂
逸
郎
訳
）『
共
産
党
宣

言
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
一
年
）
三
七
頁
）。

（
2
）  

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（
増
田
一
夫
訳
）『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
二
一
五
―
二
一
六
頁
。

（
3
）  
同
右
・
二
一
八
頁
。

（
4
）  
山
元
一
「
覚
書
：
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
『
市
民
社
会
』
志
向
の
憲
法
学
の
構
築
に
向
け
て
」
法
時
九
〇
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）

七
七
頁
。

（
5
）  

例
え
ば
、
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
〔
第
七
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
九
二
頁
、
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文

堂
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
二
頁
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
〔
第
七
版
〕』（
新
世
社
、
一
一
七
頁
）、
渡
辺
康
行
＝
宍
戸
常
寿
＝
松
本
和
彦
＝
工
藤
達

朗
『
憲
法
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
六
頁
な
ど
。

（
6
）  

な
お
、
憲
法
学
が
「
国
民
」
か
ら
語
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
側
面
も
あ
り
う
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
は
触
れ
な
い
。

（
7
）  

例
え
ば
、
憲
法
学
の
教
科
書
で
は
、
高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
四
頁
、
阪
本
昌
成
『
憲

法
Ⅰ
〔
全
訂
第
三
版
〕』（
有
信
堂
、
二
〇
一
一
年
）
五
頁
、
長
谷
部
・
前
掲
注
（
5
）
四
頁
が
、
明
示
的
に
国
民
が
国
家
の
要
素
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
幸
治
は
国
籍
を
「
国
家
を
構
成
す
る
人
た
る
の
資
格
」
と
し
（
佐
藤
・
前
掲
注
（
5
）
一
〇
六
頁
）、
大
石
眞
も
「
特
定

国
家
の
構
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
法
的
資
格
」
と
す
る
（
大
石
眞
『
憲
法
講
義
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
七
八
頁
）。
国
際

法
学
の
教
科
書
で
は
「
住
民
」
と
い
う
名
称
で
、「
永
久
的
住
民
（
国
民
）」
と
の
説
明
や
（
小
寺
彰
＝
岩
沢
雄
司
＝
森
田
章
夫
『
講
義
国
際
法

〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
一
三
三
頁
〔
小
寺
彰
担
当
〕）、
国
籍
取
得
者
の
集
団
を
指
す
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
（
山
本
草
二

『
国
際
法
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
一
二
四
頁
）。

（
8
）  

渋
谷
秀
樹
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
八
頁
。

（
9
）  

芦
部
・
前
掲
注
（
5
）
三
頁
お
よ
び
二
四
一
頁
。

（
10
）  

例
え
ば
、
辻
村
み
よ
子
『
比
較
の
な
か
の
改
憲
論

―
日
本
国
憲
法
の
位
置
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
二
二
―
二
四
頁
、
楾
大
樹
『
檻

の
中
の
ラ
イ
オ
ン
』（
か
も
が
わ
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。

（
11
）  

「
グ
ロ
ー
バ
ル
立
憲
主
義
」
の
内
容
は
多
様
で
あ
り
う
る
が
、
こ
こ
で
は
方
法
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
言
説
に
基
づ
く
立
憲
主
義

と
し
て
捉
え
て
お
く
。

（
12
）  M

aurice H
auriou, «La souveraineté nationale», Recueil de Légistation de Toulose, 1912, pp. 1 -156. 

本
論
文
に
つ
い
て
は
同
雑
誌
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か
ら
抜
き
出
し
て
同
年
に
出
版
さ
れ
た
同
名
の
書
籍
版
（Ibid., La souveraineté nationale, extrait du Recueil de Légistation de Toulose, 

Paris, Librairie de la société du Recueil Sirey, 1912

）
が
あ
る
。
今
回
は
雑
誌
掲
載
の
論
文
を
用
い
る
が
、
頁
番
号
に
つ
い
て
は
書
籍
版

と
一
致
す
る
。

（
13
）  
今
関
源
成
「
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
、
モ
リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ
に
お
け
る
『
法
に
よ
る
国
家
制
限
』
の
問
題
（
二
）」
早
稲
田
法
学
五
八
巻
一
号
（
一

九
八
三
年
）
一
一
〇
頁
〔
同
『
法
に
よ
る
国
家
制
限
の
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
〕。

（
14
）  
近
年
の
も
の
と
し
て
は
特
に
、
時
本
義
昭
『
法
人
・
制
度
体
・
国
家
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
お
よ
び
小
島
慎
司
『
制
度
と
自
由
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

（
15
）  

今
関
・
前
掲
注
（
13
）、 

飯
野
賢
一
「
モ
ー
リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ
の
公
法
学
説
研
究
（
二
）」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
八
八
号
（
一
九
九
八

年
）
九
頁
以
下
、
高
橋
和
之
『
現
代
憲
法
理
論
の
源
流
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
三
四
八
頁
以
下
。
特
に
、
高
橋
は
本
稿
の
読
み
方
と
近
い
。

も
っ
と
も
、
主
観
と
客
観
が
架
橋
さ
れ
た
総
体
自
体
の
存
在
へ
の
視
点
は
恐
ら
く
欠
け
て
い
る
。

（
16
）  

日
本
の
憲
法
学
者
に
よ
る
リ
ン
ダ
ー
ル
憲
法
制
定
権
力
論
の
紹
介
と
し
て
、
山
元
一
「
近
未
来
の
憲
法
理
論
を
考
え
る
」
辻
村
み
よ
子
＝
長
谷

部
恭
男
（
編
著
）『
憲
法
理
論
の
再
創
造
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
九
六
―
九
八
頁
が
あ
る
。

（
17
）  H

ans Lindahl, 

“Constituent Pow
er and the Constitution

”, D
avid D

yzenhaus &
 M
alcolm

 Thorburn 

（ed.

）, P
h

ilo
so

ph
ica

l 
F

o
u

n
d

atio
n

s o
f C

o
n

stitu
tio

n
al L

aw, O
xford U

niversity Press, 2016, pp. 141 -159.

（
18
）  H

ans Lindahl, 

“Constituent Pow
er and Reflexive Identity: Tow

ards an O
ntology of Collective Selfhood

”, M
. Loughlin &

 N. 
W
alker （ed.

）, T
h

e P
arad

o
x o

f C
o

n
stitu

tio
n

alism, O
xford U

niversity Press, 2007 （paperback 2008

）, pp. 9 -24.

（
19
）  

哲
学
者
山
内
志
朗
に
よ
れ
ば
、
レ
プ
レ
セ
ン
タ
チ
オ
のre

に
反
復
の
意
味
は
な
く
、「
再
現
前
化
」
は
適
訳
で
は
な
い
（
同
『「
誤
読
」
の
哲

学
』（
青
土
社
、
二
〇
一
三
年
）
八
五
頁
）。
そ
の
た
め
本
稿
で
も
「
再
現
前
化
」
と
い
う
訳
を
避
け
る
。

（
20
）   Lindahl, supra note

（17

）, p. 147.

（
21
）  

山
元
・
前
掲
注
（
16
）
九
七
頁
。

（
22
）  

池
田
喬
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
：
存
在
と
行
為
』（
創
文
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
23
）  

こ
の
点
池
田
は
、
現
存
在
は
人
間
と
一
致
す
べ
き
と
説
く
（
同
右
・
六
七
頁
）。

（
24
）  

森
田
亜
紀
『
芸
術
の
中
動
態
：
受
容
／
制
作
の
基
層
』（
萌
書
房
、
二
〇
一
三
年
）。

（
25
）  

参
照
、
國
分
功
一
郎
『
中
動
態
の
世
界
：
意
思
と
責
任
の
考
古
学
』（
医
学
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
八
八
頁
。
森
田
も
國
分
も
ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ニ



法学政治学論究　第121号（2019.6）

68

ス
ト
の
研
究
成
果
を
承
け
て
い
る
。

（
26
）  

同
右
・
九
二
頁
。

（
27
）  

倉
田
剛
「
志
向
的
対
象
を
再
考
す
る
」
哲
学
学
会
編
『
志
向
性
と
因
果
（
哲
学
雑
誌
一
二
六
巻
七
九
八
号
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
頁
、

一
九
頁
。

（
28
）  
倉
田
剛
「
日
常
的
世
界
の
形
而
上
学
」
哲
学
論
文
集
五
二
巻
（
二
〇
一
六
年
）
二
二
頁
。

（
29
）  
倉
田
剛
『
現
代
存
在
論
講
義
Ⅱ
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
七
年
）
四
五
頁
。

（
30
）  

同
右
・
五
〇
頁
参
照
。

（
31
）  

倉
田
・
前
掲
注
（
27
）
一
八
頁
。

（
32
）  

同
右
・
一
五
頁
。

（
33
）  Lindahl, supra note
（17

）, p. 157.

（
34
）  

池
田
・
前
掲
注
（
22
）
八
七
頁
。

（
35
）  M

aurice H
auriou, «La théorie de l

’institution et de la foundation. Essai de vitalism
e social», Cahiers de la nouvelle journée 

N
o 4, 1925, pp. 2 -45, p. 21.

（
36
）  

小
島
・
前
掲
注
（
14
）
一
六
三
頁
。
た
だ
し
、
小
島
は
「
人
格
」
が
同
時
に
生
成
さ
れ
る
と
す
る
点
で
本
稿
の
理
解
と
異
な
る
。

（
37
）  H

auriou, supra note

（35

）, p. 10.

（
38
）  Ibid., pp. 30 -31.

（
39
）  

小
島
慎
司
が
オ
ー
リ
ウ
に
見
出
し
た
「
表
象
＝
代
表
実
在
論
」
の
内
実
は
こ
れ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
（
小
島
・
前
掲
注
（
14
）
一
五
六
―
一

五
七
頁
）。

（
40
）  M

aurice H
auriou, «Lecçon sur le m

ovem
ent social», Paris, Larose, 1899, réunis par F. Audren et M

. M
ilet, Écrit sociologique, 

Paris, D
alloz, 2008, p. 58.

（
41
）  H
auriou, supra note （35

）, p. 15.

（
42
）  

長
谷
部
恭
男
「
モ
ー
リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ
国
家
論
序
説
」『
憲
法
の
論
理
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
一
八
八
頁
〔
初
出
二
〇
一
六
年
〕。

（
43
）  

今
関
・
前
掲
注
（
13
）
一
一
〇
頁
。

（
44
）  M

aurice H
auriou, «D

e la personnalité com
m
e élém

ent de la réalité sociale», Revue générale du droit, de la législation et de la 
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jurisprudence en France et à l

’étranger, 1898, pp. 5 -23 et pp. 119 -140, p. 128.

（
45
）  H

auriou, supra note （12

）. 
（
46
）  M

aurice H
auriou, «Les idées de M

. D
uguit», Recueil académ

ique de legislation de Toulouse, 1911, pp. 1 -40.
（
47
）  M

aurice H
auriou, «Le fondem

ent de l

’autorité politique, Lettre du Professeur H
auriou et du Professeur Berthélém

y», RD
P, 

1916, pp. 20 -25, p. 21.

（
48
）  Ibid., p. 25.

（
49
）  

「
我
々
は
、
一
般
意
思
の
要
素
が
そ
の
架
橋
（passage

）
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
法
的
人
た
る
国
家
の
主
権
の
不
可
分
性
と
、

寄
せ
集
め
た
る
国
民
の
主
権
に
分
割
さ
れ
る
複
数
の
主
権
と
し
て
こ
れ
を
扱
う
こ
と
と
を
両
立
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
」（H

auriou, supra 
note （12

） p. 11.
）。

（
50
）  

こ
の
点
、
高
橋
・
前
掲
注
（
15
）
はl

’État

を
国
民
の
制
度
と
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
国
家
と
し
て
の
み
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
理
解
はl

’État

の
中
に
（dans

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
の
整
合
性
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。

（
51
）  

「
裁
判
官
が
も
は
や
他
の
政
治
的
権
力
と
の
均
衡
を
形
成
す
る
政
治
的
権
力
で
は
な
い
と
し
て
も
、
裁
判
官
が
政
治
的
諸
権
力
の
全
体
に
均
衡

を
形
成
す
る
裁
判
的
権
力
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
」（M

aurice H
auriou, Précis de droit constitutionnel 2

déd, Sirey, 1929; rééd., 
D
alloz, 2015, p. 238

）。

（
52
）  

参
照
、
高
橋
・
前
掲
注
（
15
）
三
四
九
頁
。

（
53
）  

例
え
ば
オ
ー
リ
ウ
は
、「
奴
隷
制
」
は
か
つ
て
そ
れ
が
当
時
は
善
い
も
の
と
し
て
一
般
意
思
の
内
容
と
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
る
（H

auriou, 
supra note （12

）, p. 35

）。

（
54
）  

オ
ー
リ
ウ
は
『
憲
法
精
義
〔
第
二
版
〕』
で
も
「
国
家
（l
’État

）
は
国
民
（N

ation

）
の
組
織
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り

（H
auriou, supra note （51

）, p. 80

）、
基
本
的
な
枠
組
み
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
55
）  

高
橋
・
前
掲
注
（
15
）
三
四
八
頁
。

（
56
）  

森
田
・
前
掲
注
（
24
）
二
三
頁
。

（
57
）  H

auriou, supra note 

（12

）, pp. 10 -11. 

な
お
、「sur

」
と
「vis-à-vis
」
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
箇
所
よ
り

や
や
先
の
箇
所
で
「
外
の
人
格
者
に
対
し
て
（sur des personnes exterieures
）、
つ
ま
り
服
従
主
体
や
外
国
に
対
し
て
（vis-à-vis de sujets 

ou d

’États étrangers

）」
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
使
い
分
け
に
特
段
の
意
味
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
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（
58
）  Ibid., p. 14.

（
59
）  Ibid., p. 16.

（
60
）  Ibid., p. 17.

（
61
）  
「
自
由
な
自
然
人
た
る
服
従
主
体
自
身
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
秩
序
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
（être conform

es á l

’ordre

）
よ
う
に
見
え
る
命

令
に
し
か
自
発
的
に
は
従
わ
な
い
…
…
継
続
を
望
む
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
、
し
た
が
っ
て
、
服
従
主
体
を
反
抗
に
ま
で
押
し
や
る
ほ
ど
に
自
然
法
か

ら
逸
脱
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
物
の
秩
序
（un ordre des chose

）
と
実
定
法
を
創
出
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
」（H

auriou, 
supra note （51

）, p. 16

）。
こ
れ
が
服
従
主
体
主
権
の
内
実
だ
ろ
う
。

（
62
）  M

aurice H
auriou, Principes de droit public 2

eéd, Paris, Sirey, 1916, p. 85.

（
63
）  Ibid., p. 106.

（
64
）  H

uriou, supra note （51
）, pp. 14 -15.

（
65
）  

例
え
ば
、
長
谷
部
恭
男
「
国
家
は
そ
も
そ
も
必
要
な
の
か
？
」（
同
『
比
較
不
能
な
価
値
の
迷
路
〔
増
補
新
装
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
八
年
）
一
頁
〔
初
出
一
九
九
七
年
〕）
に
お
い
て
、「
国
家
」
と
「
政
府
」
が
特
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
（
な
お
、
国
際

法
学
上
、「
国
家
承
認
」
と
「
政
府
承
認
」
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
7
）
一
七
一
頁
お
よ
び
一
八
八
頁
以
下
、
杉
原
高

嶺
『
国
際
法
学
講
義
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
二
〇
二
頁
お
よ
び
二
二
三
頁
）。
長
谷
部
は
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
の

統
治
（
管
理
）
事
業
を
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
に
委
ね
る
こ
と
の
是
非
と
範
囲
を
論
じ
、「
調
整
問
題
」
の
解
決
に
「
領
土
管
理
団

体
と
し
て
の
国
家
」
の
役
割
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
が
必
要
な
い
と
し
て
も
、「
住
民
共
同
体
と
し
て

の
国
家
」
は
存
続
し
う
る
。
他
方
、
長
谷
部
恭
男
「
国
境
は
な
ぜ
、
そ
し
て
、
い
か
に
引
か
れ
る
べ
き
か
？
」（
同
『
憲
法
の
境
界
』（
羽
鳥
書
店
、

二
〇
〇
九
年
）
二
九
頁
〔
初
出
二
〇
〇
七
年
〕）
も
「
領
土
管
理
団
体
と
し
て
の
国
家
」
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
領
土
は

統
治
（
管
理
）
権
限
の
空
間
的
限
界
と
し
て
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
猫
の
「
ト
ム
」
が
ど
こ
ま
で
肉
体
を
失
っ
た
ら
「
ト
ム
」
で
な
く
な
る
の

か
と
い
っ
た
自
己
同
一
性
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
、
領
土
は
同
時
に
「
住
民
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
の
同
一
性
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
66
）  

山
元
一
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
に
お
け
る
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
」
同
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
理
論
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
五
三

頁
〔
初
出
二
〇
〇
二
年
〕。
ド
ミ
ニ
ク
・
ル
ソ
ー
は
、
人
権
宣
言
に
お
け
る
「
権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
権
力
の
分
立
が
定
め
ら
れ
て
い
な

い
す
べ
て
の
社
会
は
、
憲
法
を
も
た
な
い
」
の
「
社
会
は
」
に
着
目
し
て
い
る
。

（
67
）  

裁
判
所
を
政
治
機
関
か
ら
除
外
し
た
オ
ー
リ
ウ
の
構
想
は
再
評
価
に
値
す
る
。
ま
た
、
棟
居
快
行
が
「
司
法
は
も
と
も
と
…
…
私
人
間
の
司
法
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的
紛
争
の
処
理
を
本
来
の
守
備
範
囲
と
心
得
て
き
た
」
と
い
う
記
述
（
同
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
と
憲
法
」
山
元
一
＝
横
山
美
夏
＝
髙
山
佳
奈
子

（
編
著
）『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
法
の
変
容
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
六
三
頁
）
も
よ
り
深
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

大
野　

悠
介
（
お
お
の
　
ゆ
う
す
け
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
助
教

　
　
　
　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
修
了
。
法
務
博
士
（
専
門
職
）

所
属
学
会
　
　
日
本
公
法
学
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法

主
要
著
作
　
　「
秩
序
に
彩
ら
れ
る
国
家

―
小
売
市
場
判
決
再
訪
」『
慶
應
法
学
』
第
三
四
号
（
二

〇
一
六
年
）

　
　
　
　
　
　「《
自
由
な
経
済
活
動
に
起
因
す
る
弊
害
》
と
憲
法
22
条
1
項
」『
慶
應
法
学
』
第
四

一
号
（
二
〇
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　「「
場
」
と
し
て
の
国
家
／
「
人
」
と
し
て
の
国
家
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一

九
号
（
二
〇
一
八
年
）


