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フランスにおける政治生活

J
・
ロ
ベ
ー
ル
氏
は
、
一
九
二
八
年
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ア
ル
ジ
ェ
に
生
れ
、
ァ
ル
ジ
ェ
法
学
部
を
卒
業
、
パ
リ
法
経
学
部
博
士
過
程
を
終
了
、
一
九
五
四

年
に
は
、
そ
の
論
文
戸
2
5
0
F己
O
E
去
F
E
u
R広

-
E
-
i
L
5
Z
0
8
5
5呂
田
宮
門
勺
〉

L
5
5一ω
可
巳
5
ロ
(
戸
命

Y
D
Z
ι
V
5
0
仏

E
『

g
旬。ロ
Er--EV)

(
一
九
五
六
年

F
・
O-
ロ
・
』
・
社
よ
り
出
版
)
は
、
可
国
己
ロ
g
n
y自
己
賞
を
受
け
た
。
一
九
五
六
年
法
学
部
公
法
教
授
資
格
試
験
に
合
格
、
ァ
ル
ジ
工
法

学
部
教
授
と
な
り
、
一
九
六

O
年
に
至
る
。
後
モ
ロ
ヅ
コ
の
首
都
ラ
バ
の
法
経
社
会
科
学
部
の
教
授
に
転
任
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
二
年
グ
ル
ノ
ー

プ
ル
法
経
学
部
教
授
に
転
じ
、
今
日
に
至
る
。
一
九
六
二
一
年
に
、
戸
回
目
。
E
R
r
-巾
自
民

2
2
5
を
出
版
(
「
の
・
ロ
・
ご
し
た
ほ
か
、
多
数
の
論
文
が
あ

る
。
一
九
六
六
年
四
月
よ
り
、
東
京
の
日
仏
会
館
フ
ラ
ン
ス
入
学
長
と
な
っ
て
来
日
さ
れ
、
精
力
的
な
活
躍
を
し
て
お
ら
れ
る
。

本
稿
原
文
は
、
ロ
ベ
ー
ル
教
授
が
一
九
六
六
年
七
月
一
六
日
、
北
海
道
大
学
法
学
部
主
催
で
行
な
わ
れ
た
講
演
の
原
稿
に
手
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
目

前
に
迫
っ
た
一
九
六
七
年
国
民
議
会
総
選
挙
理
解
の
た
め
に
絶
好
の
す
ぐ
れ
た
解
説
と
な
ろ
う
。
原
文
全
部
も
本
号
に
別
に
掲
げ
、
ま
た
、
懇
談
会
の
内
容

の
要
約
は
、
九
月
の

M
・
デ
且
ヴ
ヱ
ル
ジ
ェ
教
授
講
演
・
演
習
の
要
約
と
と
も
に
資
料
と
し
て
収
録
し
た
。
多
忙
中
、
本
誌
に
貴
重
な
論
稿
を
寄
せ
て
下
さ

っ
た
ロ
ベ
ー
ル
教
授
に
深
く
感
謝
し
た
い
(
訳
者
)
。
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説

こ
の
六
ヶ
月
来
の
フ
ラ
ン
ス
が
、
政
治
面
で
、

、
、
、
、
、
、
、

ニ
ュ
ー
ス
の
話
題
に
こ
と
欠
か
な
か
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
大
統
領
選
挙
戦
、
そ

2)376 

5命

の
選
挙
が
決
選
投
票
に
も
ち
込
ま
れ
た
こ
と
、
ベ

γ
・
バ
ル
カ
事
件
、
北
太
西
洋
条
約
機
構
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
、
ド
ゴ
l
ル
将

軍
の
モ
ス
ク
ワ
旅
行
の
発
表
等
々
。
そ
の
よ
う
に
多
く
の
出
来
事
が
次
か
ら
次
へ
と
観
察
者
の
注
意
を
ひ
き
、
世
論
の
深
刻
な
関
心
を
喚

び
起
し
ま
し
た
。

北法17(3・

も
ち
ろ
ん
、
現
代
世
界
は
一
般
的
に
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
単
調
さ
に
慣
れ
っ
こ
に
さ
せ
る
よ
う
に
は
殆
ん
ど
な
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、

ま
た
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
は
注
意
を
喚
起
し
釘
付
け
に
す
る
よ
う
な
何
ら
か
の
重
要
な
事
実
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
か
し
な
が
ら
、
現
時
点
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
状
況
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
世
論
が
争
う
余
地
な
く
覚
醒
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
構
造
が
革
新
さ
れ
た
と
か
綱
領
お
よ
び
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
斬
新
な
も
の
が
で
て
き
た
と
い
っ
た
よ
う
な
状
況
に
直
面

フ
ラ
ン
ス
国
民
が
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
と
い
う
一
人
の
人
聞
に
、
思
考
す
る
重
荷
を

プ
レ
ザ
&

委
ね
て
し
ま
っ
て
白
か
ら
思
考
す
る
荷
を
負
う
こ
と
を
や
め
た
八
年
間
の
後
に
、
世
論
が
そ
の
仮
眠
状
態
か
ら
ぬ
け
出
し
、
自
己
の
現
状

ポ
λ
チ
ユ
ラ

に
つ
き
自
問
し
、
そ
れ
ま
で
承
認
さ
れ
て
き
た
公
理
に
改
め
て
疑
問
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
争
い
え
な
い
の
で
す
。
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
覚
醒
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
そ
れ
は
本
質
的
に
は
、
去
る
二
一
月
の
大
統
領
選
挙
が
ブ
ラ
シ
ス
人
の
精
神
に
与
え
た
衝
撃
に
よ

し
た
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、

る
、
と
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。

ま
ず
三
週
間
の
問
、

つ
い
で
一
五
日
間

(
二
回
の
投
票
の
聞
の
)
、

フ
ラ
ン
ス
人
は
既
得
の
真
理
の
よ
う
に
み
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
が

改
め
て
問
題
に
さ
れ
る
の
を
み
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
の
再
吟
味
は
、
総
じ
て
い
え
ば
、
数
人
の
立
候
補
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自

分
の
力
伺
に
し
た
が
い
、
自
分
を
支
持
す
る
人
達
の
た
め
に
働
ら
き
、
自
分
の
ス
タ
イ
ル
と
自
分
の
個
性
を
ひ
っ
さ
げ
、
争
い
よ
う
の
な

い
風
貌
を
も
っ
て
相
た
た
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ
た
の
で
し
た
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ァ

ン

パ

グ

ト

決
選
投
票
が
必
要
と
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
選
挙
戦
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
こ
の
「
対
決
」
の
意
義
を
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
が
や
や
軽
視



し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
?

フ

フ
γ 

ス
共
和
国
大
統
領
カミ

立
候
補
者
と
な
る

と
を
フ

フ
γ 

つス
ま人
り民

大、対
統、し
領、て
選、公
挙、表
は、し
人、た
民、際
投、 十こ
E室、、
河て・

で、「
は、私
な、か
L 、、し
カミ カ斗

ら ら
で ず
すん
。v'f

虚
無
カ込
」ー

と
い
う
表
現
を
用
い
た
こ
と
は
、

一
つ
の
政
治
的
誤
り
で
し
た
o

「
賛
成
」

ま
た
は
「
反
対
」
に
よ
っ
て
し
か
解
答
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
民
投
票
の
場
合
な
ら
ば
、
否
定
的
な
解
答
が
あ
っ
た
場
合
は
「
虚
無
」

だ
と
い
う
議
論
が
容
易
に
説
得
力
を
働
ら
か
せ
え
た
で
し
ょ
う
o

し
か
し
多
く
の
立
候
補
者
が
対
決
し
合
い
、

し
た
、
が
っ
て
代
り
の
解
決

策
が
存
在
す
る
よ
う
な
場
合
、
あ
る
個
人
を
選
挙
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
議
論
の
説
得
力
を
働
ら
か
せ
る
こ
と
は
は
る
か
に
困
難
な
の
で

す・・・・・・。

こ
の
選
挙
戦
は
フ
ラ
ン
ス
に
、
こ
の
時
以
来
撤
回
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
を
創
り
出
し
ま
し
た
。

フ
ア
ス
・
ア
・
フ
ア
λ

フ
ラ
ソ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ヨ

γ
・
放
送
の
自
由
主
義
的
な
新
ら
し
い
態
度
、
「
対
面
式
」
の
放
送
は
、
こ
の
深
刻
な
変
化
を

証
明
し
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
人
は
新
た
に
、
公
的
な
事
柄
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
大
論
争
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
o

で
は
い
っ
た
い
、
現
在
ま
き
起
っ
て
い
る
論
争
の
中
心
に
位
置
し
、
そ
の
議
論
が
今
日
の
政
治
生
活
す
]
方
向
づ
け
て
い
る
よ
う
な
大
間

フラソスにおける政治生活

題
と
は
何
で
し
ょ
う
か
?

、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
は
、
何
と
い
っ
て
も
園
内
政
治
の
問
題
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
要
す
る
に
、
対
外
政
策
に
は
決
し
て
興
味
を
も
た
な
か
っ
た
し
、

現
在
も
興
味
を
も
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
政
治
生
活
の
不
変
数
が
あ
り
ま
す
。
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フ
ラ
ン
ス
は
第
一
次
大
戦
前
に
、

イ
ス
ラ
エ
ル
系
プ
ラ
ゾ
ス
将
校
が
売
国
行
為
を
し
た
か
否
か
を
知
ろ
う
と
し
て
深
刻
な
分
裂
を
み
ま

リ

ー

グ

し
た
(
有
名
な
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
で
す
)
o

そ
の
後
、
「
直
接
行
動
連
盟
」
が
議
会
主
義
の
襲
撃
に
突
進
し
た
と
き
フ
ラ
ン
ス
は
あ
や
う
く

北法17(3・

内
戦
に
陥
っ
て
崩
壊
し
そ
う
に
な
り
ま
し
た
(
一
九
三
四
年
)

0

最
近
で
は
、

信
仰
告
白
的
学
校
に
補
助
金
を
賦
与
す
る
こ
と
に
対
す
る



説

非
難
の
動
議
が
(
純
然
た
る
園
内
政
治
の
問
題
)
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
数
百
万
の
署
名
を
集
め
る
に
至
っ
て
い
ま
す
:
:
:
。

」
れ
に
反
し
、

第
二
次
大
戦
の
少
し
前
の
、

エ
チ
オ
ピ
ヤ
派
兵
に
対
す
る
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ヤ
を
制
裁
す
る
国
際
連
盟
の
議
決

論

や

一
九
三
八
年
に
お
け
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
や
、

ド
ゴ

l
ル
将
軍
の
政
府
に
よ
る
共

よ
り
わ
れ
わ
れ
に
近
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、

産
主
義
中
国
の
承
認
あ
る
い
は
共
和
国
大
統
領
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
へ
の
旅
行
な
ど
:
:
:
は
、
殆
ん
ど
情
熱
を
わ
き
た
た
せ
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
甚
だ
重
大
な
も
の
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

せ
い
ぜ
い
何
日
か
の
間
新
聞
が
語
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
の
で
す
。

、

、

、

、

、

、

、

「
非
植
民
地
化
」
と
「
ヨ

l

対
外
政
策
の
諸
問
題
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
世
論
が
こ
の
よ
う
に
不
熱
心
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

、
、
、

ロ
ッ
バ
」
と
い
う
こ
つ
の
劇
的
な
問
題
を
提
起
し
て
反
論
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
わ
れ
わ
れ
の
主
張
の
弱
点
を
突
か
れ
た
と
は
思
わ
な
い
の
で
す
。

ア

ン

・

テ

ル

ム

-

F

い
て
は
国
内
政
治
と
の
関
係
に
お
い
て
「
思

な
ぜ
な
ら
非
植
民
地
化
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
は
フ
ラ
ソ
ス
に
お

(
訳
者
註
1
〉

考
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

一
般
的
に
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
先
ず
国
際
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
植
民

非
植
民
地
化
は
、

地
保
有
諸
列
強
が
、
後
衛
的
戦
闘
に
従
事
す
る
場
合
に
は
い
つ
も
、
世
界
の
面
前
で
、
自
分
達
は
自
由
世
界
の
防
衛
の
た
め
に
共
産
主
義

に
対
し
て
戦
っ
て
い
る
の
だ
と
か
、
自
分
達
の
戦
い
は
|
|
l
人
聞
を
仲
介
と
す
る
|
|
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
戦
い
で
あ

り
、
ま
た
自
分
達
の
敗
北
は
自
由
の
敗
北
で
あ
る
:
:
:
と
叫
び
た
て
る
こ
と
に
気
を
つ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
フ
ラ

γ
ス
も
こ
の
規
則
か
ら

免
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、

フ
ラ
ン
ス
は
海
外
の
所
有
領
地
に
あ
っ
て
遅
延
作
戦
の

行
動
を
正
当
化
し
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
圏
内
の
世
論
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
対
外
的
に
用
い
る
場

合
に
の
み
役
立
つ
べ
き
も
の
で
し
た
。
国
内
世
論
に
と
っ
て
は
、
非
植
民
地
化
は
何
よ
り
も
ま
ず
国
の
内
部
の
問
題
で
す
。
た
し
か
に
、

フ
ラ
ン
ス
人
民
が
苦
汁
に
み
ち
た
イ
ン
ド
支
那
の
抗
争
に
当
初
か
ら
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

L

4) 378 北法17(3・



か
し
フ
ラ

γ
ス
の
人
民
が
自
分
に
関
係
し
て
い
る
と
ほ
ん
と
う
に
身
に
し
み
て
感
ず
る
に
至
っ
た
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
政
府
が
イ
ン
ド
支
那

に
「
徴
兵
定
員
」
を
送
る
こ
と
を
考
え
は
じ
め
た
時
に
で
し
た
。
職
業
軍
人
だ
け
が
死
ん
で
い
る
聞
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
結
局
こ
の

戦
争
は
「
傭
兵
」
の
戦
争
だ
と
考
え
て
割
切
っ
て
い
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
息
子
達
が
そ
の
生
命
を
危
険
に
曝
し
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た

そ
の
時
か
ら
こ
の
戦
争
は
、
人
々
の
精
神
と
世
論
と
そ
の
態
度
と
を
一
変
さ
せ
た
の
で
す
。
イ

γ
ド
支
那
戦
争
は
、

フ
ラ

γ
ス
の
青
年
達

が
そ
の
手
を
白
か
ら
「
汚
す
」
こ
と
に
な
る
の
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
は
じ
め
て
、
「
汚
な
く
」
な
っ
た
の
で
す
:
:
:
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
つ
い
て
も
、
行
動
様
式
は
そ
れ
に
近
い
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
軍
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
文
民
政
権
に
と
っ

て
危
険
な
存
在
と
な
る
こ
と
な
く
叛
乱
を
軍
事
的
に
制
圧
で
き
る
左
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ま
た
と
り
わ
け
こ
の
戦
争
が
国
家

パ
シ
イ
プ
イ
カ
シ
オ
ン

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
鎮
圧
作
戦
を
承
認
し
ま
し
た
。
ア
ル

予
算
に
重
圧
と
な
り
過
ぎ
る
こ
と
な
く
維
持
で
き
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

ジ
エ
リ
ア
軍
が
パ
リ
の
政
府
に
対
し
重
大
な
圧
力
を
政
治
的
に
働
ら
か
せ
は
じ
め
た
時
、
す
な
わ
ち
共
和
的
諸
制
度
に
と
っ
て
危
険
な
も

の
と
な
り
は
じ
め
た
時
に
は
じ
め
て
、
財
政
的
な
議
論
が
一
歩
進
ん
で
こ
の
戦
争
は
や
め
る
べ
き
だ
と
い
う
世
論
に
な
っ
た
の
で
す
。
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
戦
争
の
終
結
が
世
論
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
の
は
、
国
際
政
治
上
の
理
由
に
よ
る
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
っ

ば
ら
世
論
が
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
部
隊
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
増
税
さ
れ
る
の
が
厭
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
た
し
か
に

フランスにおける政治生活

非
植
民
化
は
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
外
交
政
策
の
問
題
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、

フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
を
容
易
に
確
認
で
き
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
フ
ラ
ン
ス
人
は
、

'
1
1少
な
く
と
も
主
要
な
政

治
的
指
導
者
の
声
明
に
よ
っ
て
判
断
す
る
か
ぎ
り
、

ロ
ッ
バ
に
つ
い
て
の
極
め
て
明
確
な
観
念
と
い
う
も
の
を
殆
ん
ど
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
大
い
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
|
|
こ
の
ヨ

l

つ
け
加
え
て
お
き
ま
し
ょ

ぅ
。
こ
の
大
陸
的
機
構
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
な
お
非
常
に
遠
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
、

そ
し
て
恐
ら
く
は
そ
の
実
現
が
決
し
て
目
前
の
も
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の
で
は
な
い
の
で
、
彼
ら
は
そ
の
あ
り
方
の
態
様
に
関
す
る
議
論
に
は
、
基
本
的
な
関
心
を
全
く
示
し
て
い
な
い
の
で
す
。

例
え
ば
、

一
九
六
五
年
一
二
月
の
大
統
領
選
挙
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
め
ぐ
っ
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
、

真
違
い
で

6)380 

論

す
。
実
際
上
は
正
面
切
っ
て
の
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
者
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

J
・
L
・
テ
ィ
ク
シ
エ
・
ヴ
イ
ニ
ヤ
ン
ク
1
ル
氏

北法17(3・

(
国
粋
主
義
極
右
)
か
ら
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
(
共
産
主
義
者
を
含
め
た
左
翼
統
一
候
補
)
に
至
る
ま
で
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
を

含
め
て
|
|
将
軍
自
身
も
ま
た
そ
れ
な
り
の
や
り
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
者
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
|
|
あ
ら
ゆ
る
立
候
補
者
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
い
っ
た
い
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
は
、
祉
の
底
で
狙
っ
て
い
る
現
実
の
内
容

に
深
刻
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
蔽
い
か
く
し
た
ま
ま
で
同
じ
言
葉
を
使
用
し
、
誰
も
か
も
好
意
的
な
発
言
を
し
て
い
る
よ
う
な
問
題
に
対

し
て
、
ど
う
し
て
ほ
ん
と
う
の
関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
;
:
。
誰
一
人
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
何
で
あ
り
ま
た
ど
の
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
か
に
つ
い
て
ほ
ん
と
う
に
知
っ
て
い
る
者
は
い
ま
せ
ん
。
も
し
こ
の
問
題
に
い
ま
少
し
接
近
し
て
研
究
す
る
こ
と
を
試

み
よ
う
と
す
る
な
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
来
性
質
的
に
異
な
っ
た
二
つ
の
観
念
を
区
別
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
す
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
観
念
と
法
律
的
観
念
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
観
念
の
各
々
が
そ
れ
自
身
二
つ
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

わ
ち
、政

治
的
意
味
で
の
ヨ

l
ロ
ヅ
バ
は
、
要
す
る
に
、
厳
密
に
「
大
陸
的
」
な
地
理
的
関
連
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
地
球
的
関
連
に
お
い
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
建
設
の
目
的
は
、
経
済
的
に
再
び

カ

ナ

リ

ゼ

強
力
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
を
自
由
世
界
の
機
構
の
中
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
ド
イ
ツ
を
「
運
行
づ
け
」
る
こ
と
で
あ

考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
空
間
」

に
限
定
す
る
場
合
に
は
、

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、

ド
イ
ツ
が
東
側
の
誘
惑
、
す
な
わ
ち
平
和
条
約
の
問
題
の
最
終
的
な
解
決
へ
の
招
待
と

い
う
形
態
に
本
質
が
表
わ
れ
て
い
る
誘
惑
に
屈
す
る
よ
う
な
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
世
界
的
な
視
野
か
ら
す
る
と
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
東
・
西
の
大
い
な
る
抗
争
の
な
か
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
身
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
の
建
設
は
、
二

つ
の
影
響
圏
に
世
界
を
分
割
し
て
そ
の
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
夫
々
分
け
前
を
持
と
う
と
地
球
規
模
の
論
議
を
夢
み
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ
っ



の
ブ
ロ
ッ
グ
の
聞
に
第
三
の
や
ブ
ロ
ッ
ク
を
樹
立
し
、
安
定
と
平
和
の
契
機
と
し
て
有
益
な
一
つ
の
バ
ラ

γ
サ
ー
と
な
る
で
し
ょ
う
。
ド
ゴ

ー
ル
将
軍
の
政
治
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
:
:
:
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
こ
の
選
択
と
「
太
西
洋
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ウ
ラ
ル
ま
で
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統
領
が
屡
々
用
い
る
表
現
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
?

要
す
る
に
、
も
し
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
の
中
に
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
を
包
含
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ

っ
て
ま
さ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
そ
の
中
間
に
位
置
せ
し
め
よ
う
と
し
た
二
つ
の
事
フ
ロ
ッ
ク
の
一
つ
を
廃
止
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

東
の
陣
営
が
将
来
中
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ー
i
l
そ
れ
は
な
お
一
つ
の
解
決
で
は
あ
り
ま
す
が
1
1
1
考
え
で
も
し
な

い
か
ぎ
り
は
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
恐
ら
く
共
同
戦
糠
を
は
る
で

し
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
仮
設
に
よ
れ
ば
、

ソ
同
盟
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
包
含
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
要
す
る
に
も
は
や
二
つ
の
陣
営
し
か

な
い
で
し
ょ
う
o

こ
の
こ
と
は
「
仲
裁
者
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
解
決
を
無
に
帰
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。

よ
り
厳
格
に
法
律
的
な
次
元
に
移
る
と
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
は
、
選
択
さ
れ
る
視
点
次
第
で
、
非
常

、

、

、

に
異
な
っ
た
二
つ
の
途
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
連
合
の
途
ま
た
は
連
邦
の
そ
れ
で
す
。

き
て
政
治
の
次
元
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
と
政
治
的
理
論
が
久
し
い
以
前
か
ら
確
定
し
て
い
る
憲
法
的
諸
機
構
を
、

ヨ

l
ロ

フランスにおける政治生活

ッ
バ
の
た
め
に
欲
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
連
合
構
成
諸
国
か
ら
委
任
を
受
け
た
代
表
者
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

デ

イ

エ

1
ト

員
一
致
」
の
基
礎
に
基
づ
き
機
能
す
る
と
こ
ろ
の
「
連
合
議
会
」
の
原
則
で
す
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
連
合
構
成
国
も
白
か
ら
明
示
的
に

同
意
し
て
い
な
い
議
決
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
目
に
会
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
ゴ

l
リ
ス
ト
の
構
想
は

そ
こ
に
あ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
現
が
可
能
だ
と
想
像
す
る
こ
と
は
、
最
も
古
典
的
な
歴
史
の
教
訓
を
馬

鹿
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
局
、
連
合
形
態
を
と
っ
て
極
め
て
輝
や
か
し
い
運
命
を
赴
っ
た
例
は
殆
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
連
合
は
弱

体
さ
に
よ
っ
て
影
が
う
す
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
最
も
意
欲
的
な
グ
ル
ー
プ
の
権
力
に
よ
っ
て
急
速
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま 「全
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う
か
で
す
。
例
と
し
て
引
用
で
き
る
の
は
、
国
際
機
構
が
そ
の
制
度
を
全
員
一
致
に
基
づ
い
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
の
そ
れ
ら
国

際
機
構
の
赴
っ
た
|
|
あ
ま
り
激
励
的
と
は
い
え
な
い
|
|
経
験
、

ま
た
、
別
な
考
え
の
次
元
で
い
う
と
、

ド
イ
ツ
帝
国
布
告
以
前
の
プ

弓a晶
画制

ロ
シ
ヤ
が
あ
り
ま
す
。

実
際
に
は
連
合
は
最
も
屡
々
、
相
当
速
や
か
に
連
邦
に
変
遷
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
ス
イ
ス
に
と
っ
て
、
連
合
的
法

形
態
は
、
連
邦
に
到
達
す
る
た
め
の
|
|
と
び
こ
え
る
こ
と
の
必
要
な
|
|
前
段
階
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
「
前
段
階
と
し
て
の
連
合
」
と
い
う
こ
の
考
え
方
が
、
現
在
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
っ
て
再
び
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ン

ス
に
と
っ
て
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
は
今
日
で
は
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
、

し
た
が
っ
て
必
然
的
に
そ
の
以
前
に
連
合
段
階
を
通
過
す
べ
き

だ
ろ
う
と
o

し
か
し
こ
の
構
想
は
実
際
に
は
一
切
の
真
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
建
設
を
延
期
す
る
:
:
:
と
い
う
既
定
の
決
断
を
隠
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
疑
問
に
す
る
こ
と
が
で
ま
す
。
連
邦
的
解
決
方
法
が
「
熟
し
て
」
い
な
い
と
公
言
し
、

ま
た
そ
の
実
現

ま
で
の
猶
予
期
聞
を
|
|
近
似
的
な
も
の
す
ら
|
|
決
め
る
こ
と
を
避
け
て
、
問
題
を
「
'
無
期
限
」
に
延
期
し
て
い
る
ノ
の
で
す
か
ら
。

こ
れ
と
は
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
世
界
に
モ
デ
ル
が
数
多
く
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
は
る
か
に
よ
く

練
ら
れ
た
憲
法
的
構
造
に
組
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
連
邦
構
成
国
が
、
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
そ
の
決
定
を
強

制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
、

ま
た
指
導
さ
れ
る
|
|
構
成
国
が
多
く
の
分
野
に
お
い
て
異
論
の
余
地
の
な
い
自
主
性
を
ど
ん
な
に
認
め
ら

れ
て
い
よ
う
と
|
|
こ
と
を
承
諾
す
る
こ
と
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
住
民
に
よ
っ
て
普
通
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
た
連
邦
議
会
が

ま
た
、

多
数
決
に
基
づ
い
て
議
決
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
共
通
の
国
籍
、
単
一
の
軍
隊
、

一
致
し
た
外
交
に
も
、

な
じ
く
同
意
す
る
こ
と
で
す
。

誰
が
現
時
点
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、

そ
こ
ま
で
行
く
気
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
?

フ
ラ
ン
ス
だ
け
に
つ
い
て
語
る
と
し
て

も
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
う
ち
で
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
が
彼
ら
の
国
籍
を
や
め
て
し
ま
い
、
独
立
の
軍
隊
を
も
は
や
も
た
ず
、
彼
ら
の
外
交
を

8)382 北法17(3・
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他
国
の
外
交
に
右
へ
な
ら
え
さ
せ
、
彼
ら
の
国
民
的
個
性
を
一
般
的
利
益
の
溶
鉱
炉
の
中
に
溶
解
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
気
持
に
な
れ

る
で
し
ょ
う
か
ワ

こ
の
よ
う
に
し
て
、
真
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
を
全
然
希
望
し
な
い
が
放
に
連
合
を
欲
し
て
い
る
人
達
と
、
真
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
を
望

む
け
れ
ど
も
連
邦
設
立
に
よ
る
避
け
ら
れ
ぬ
帰
結
を
恐
れ
て
い
る
人
達
と
の
間
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
が
そ
の
性
格
を

真
に
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
?

実
を
い
う
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

ド
ゴ

l
ル
将
軍

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
こ
れ
も
ま
た
、

と
い
う
一
人
の
人
間
に
反
対
せ
ん
が
た
め
振
り
ま
わ
さ
れ
る
国
内
政
治
の
選
挙
戦
用
の
議
論
で
し
た
。

「
も
し
あ
な
た
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主

義
者
で
あ
る
な
ら
、

ド
ゴ

i
ル
将
軍
に
反
対
投
票
し
な
さ
い
」
と
好
ん
で
言
わ
れ
ま
し
た
o

し
か
し
実
は
誰
一
人
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
共

ま
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
を
、
正
確
に

和
国
大
統
領
が
欲
し
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
り
、

知
っ
て
い
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

で
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
世
論
を
熱
狂
さ
せ
、

ま
た
政
治
の
檎
舞
台
を
占
め
て
い
る
真
の
問
題
と
は
何
で
あ
り
ま
し

ょ
う
か
?

ま
ず
第
一
に
は
、
次
期
国
民
議
会
選
挙
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
次
に
は
、

フ
ラ

γ
ス
の
政
治
制
度
の
将
来
と
い
う
深
刻
な
問

題
で
す
。

フラ γスにおける政治生活

* 
*キ

一
九
六
七
年
春
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
は
ず
の
次
期
国
民
議
会
選
挙
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
は
次
の
三
つ
の
問
題
を
検
討

し
ま
し
ょ
う
o

選
挙
の
成
り
行
き
、
現
存
す
る
政
治
的
諸
勢
力
、
そ
し
て
こ
れ
ら
諸
勢
力
の
戦
術
。

次
期
総
選
挙
の
結
果
が
ど
う
出
る
か
は
非
常
に
単
純
な
も
の
で
す
。

「ゴ

l
リ
ス
ム
」
が
維
持
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
以
上
で
も

以
下
で
も
な
い
か
ら
で
す
。
も
し

U
-
N

・R
(
新
共
和
国
連
合
)
が
総
選
挙
戦
で
勝
利
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
も
し
同
連
合
の
旗
色
の
下
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説

に
選
出
さ
れ
た
代
議
士
が
議
会
に
お
い
て
絶
対
多
数
を
獲
得
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
フ
ラ

γ
ス
に
お
い
て
来
る
四
年
間
ゴ
!
リ
ス
ト
の

経
験
を
引
続
い
て
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
諸
政
党
が
改
め
て
野
党
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、

論

ゴ
ー
ル
将
軍
が
そ
の
第
二
回
目
の
大
統
領
の
任
期
満
了
ま
で
在
職
し
な
い
と
決
め
る
よ
う
な
場
合
に
、
辞
職
す
る
大
統
領
の
支
援
を
え
て

い
る
候
補
者
が
共
和
国
大
統
領
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
を
予
見
さ
せ
ま
す
。

も
し
逆
に
、

U
・
N
・
R
が
総
選
挙
戦
に
お
い
て
敗
北
し
た
と
す
る
と
、
二
つ
の
発
生
可
能
状
態
が
あ
り
え
ま
す
。

-
R
が
議
会
に
お
い
て
絶
対
多
数
を
獲
得
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
議
会
に
お
け
る
最
も
重
要
な
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
、
し
た
が
っ
て
絶
対

一
つ
は
、

U

・N

多
数
獲
得
の
た
め
に
は
若
干
議
員
の
支
持
票
し
か
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
政
治
的
に
多
数
党
と
反
対
党
と
の
境
界
線
上
に
位

置
す
る
若
干
の
代
議
士
の
協
力
を
う
る
こ
と
は

U
-
N
・
R
に
と
っ
て
容
易
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、

ギ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
氏
の
共

和
独
立
派
党
員
は
そ
の
よ
う
な
多
数
へ
の
支
持
の
役
割
を
果
す
も
の
と
な
り
え
ま
し
ょ
う
し
、

ま
た
、

ド
ゴ

l
ル
将
軍
の
政
策
に
全
面
的

に
と
は
い
え
な
く
て
も
そ
の
人
格
に
忠
実
で
あ
る
M
・
R
・
P
(
人
民
共
和
派
)
傾
向
の
若
干
の
代
議
士
も
、
同
様
で
し
ょ
う
。
よ
り
流

動
的
な
政
治
的
関
連
の
な
か
に
お
い
て
は
、
第
一
の
状
況
と
か
な
り
類
似
し
た
状
況
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

U
-
N
・
R
が
代
議
士
数
を
激
減
さ
せ
る
う
き
目
に
あ
い
、
そ
の
多
数
党
の
地
位
を

そ
う
で
は
な
く
、
第
二
の
発
生
可
能
性
と
し
て
、

完
全
に
喪
失
し
て
し
ま
う
。
そ
う
な
っ
た
時
は
反
対
派
が
勝
利
し
、
そ
し
て
ゴ

l
リ
ス
ト
体
制
の
政
治
的
志
向
性
に
対
し
敵
対
的
な
多
数

派
が
議
会
に
出
現
す
る
の
で
す
。
そ
の
時
に
は
、
国
の
元
首
の
地
位
に
な
お
留
っ
て
い
る
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
(
彼
は
一
九
六
五
年
一
二
月
に

七
年
の
任
期
で
再
選
さ
れ
た
ば
か
り
で
す
)
と
、
将
軍
の
構
想
に
全
く
同
調
し
な
い
多
数
派
が
議
席
を
占
め
る
と
こ
ろ
の
議
院
と
の
聞
に

微
妙
な
対
立
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
ド
ゴ
!
ル
将
軍
が
そ
こ
で
採
用
し
う
る
だ
ろ
う
の
は
三
つ
の
解
決
に
限
ら
れ
ま
す
。
第
一
に
は
、

辞
職
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
疑
も
な
く
フ
ラ

γ
ス
に
お
け
る
体
制
の
危
機
を
惹
起
す
る
で
し
ょ
う
〈
憲
法
は
共
和
国
大
統
領
の
辞
職
の

場
合
を
規
定
し
て
い
る
け
れ
ど
〉
。
そ
れ
と
も
、

選
挙
人
の
審
判
を
法
的
に
認
め
て
屈
伏
す
る
か
。
と
い
う
こ
と
は
政
治
の
平
面
で
は
共 ド
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和
国
大
統
領
が
多
数
派
の
列
の
中
か
ら
首
相
を
指
名
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
(
し
か
し
ド
ゴ

l
ル
将
軍
が
白
か
ら
の
意
見
に
対
し
基

本
的
な
同
意
を
全
く
示
し
て
い
な
い
よ
う
な
議
院
と
首
相
に
協
力
で
き
る
な
ど
と
思
っ
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
?
)
。

と
も
、
彼
の
掌
中
に
あ
る
憲
法
装
置
を
用
い
て
議
院
を
解
散
す
る
か
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
再
び
フ
ラ
ン
ス
人
民
に
発
言
の
機
会
を
与
え

る
こ
と
に
帰
し
、
し
た
が
っ
て
世
論
が
何
週
間
か
あ
と
に
な
っ
て
意
見
を
変
え
る
わ
け
が
あ
る
と
は
殆
ん
ど
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た

場
合
に
は
第
一
次
投
票
の
結
果
の
確
認
、
す
な
わ
ち
共
和
国
大
統
領
に
対
す
る
二
度
目
の
拒
否
ま
で
待
っ
て
み
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

が
、
今
度
こ
そ
大
統
領
が
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
o

以
上
に
よ
っ
て
、
次
期
選
挙
戦
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
み
た
わ
け
で
す
。
で
は
「
ゴ

l
リ
ス
ム
」
の
将
来
に
と
っ
て
決
定

的
な
結
果
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
こ
の
た
た
か
い
を
目
標
と
し
て
、
政
治
的
諸
勢
力
は
い
か
な
る
態
勢
を
と
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
?

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
政
党
が
流
動
的
で
数
が
多
い
こ
と
を
も
っ
て
長
い
間
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
現
在
に
お
い
て
は
プ
ラ
ン

ス
の
政
治
的
な
諸
々
の
家
族
が
一
定
の
再
編
成
を
し
だ
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
諸
勢
力
の
伝
統
的
な
細
分
化
の
あ
と
を
受
け
て
、
現

フラソスにおける政治生活

在
で
は
政
治
的
な
配
置
の
再
結
合
が
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
新
ら
し
い
進
化
は
、
全
く
疑
え
な
い
こ
と
で
す
が
、

一
二
月
の
大
統
領
選
挙
に
際
し
て
諸
政
党
が
順
応
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
必
要
性
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
元
首
の
普

通
選
挙
に
よ
る
指
名
が
か
ぎ
り
な
く
良
い
効
果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
の
選
挙
制
度
は
、
諸
政
党
が
若
干
の
大
き
な
傾
向
ご
と
に
大
同

一
九
六
五
年

団
結
し
ブ
ロ
ッ
グ
を
形
成
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
ぜ
ま
し
た
。
最
初
か
ら
大
し
た
将
来
性
が
全
く
な
い
よ
う
に
み
え
た
最
高
職
に
対
す

る
若
干
の
立
候
補
者
を
別
と
す
れ
ば
、

フ
ラ
ヅ
ス
の
世
論
を
ひ
き
つ
け
た
の
は
三
つ
の
大
潮
流
だ
け
だ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
見
分
け
が
つ

き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

U
-
N
-
R
が
推
進
力
と
な
っ
て
い
る
ゴ

I
リ
ス
ト
の
流
れ
お
よ
び
そ
の
同
盟
者
達
、

M
-
R
・
P
お
よ
び
独
立

派
の
全
国
セ
ン
タ
ー
の
支
持
を
同
時
に
受
け
て
い
る
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
に
代
表
さ
れ
る
中
道
右
派
、
そ
し
て
長
年
月
の
後
は
じ
め
て
大
同
団

結
し
(
共
産
党
、
社
会
党
お
よ
び
急
進
社
会
党
)
プ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
を
指
導
者
に
た
て
た
左
翼
で
す
。

そ
れ

北法17(3・11)385 



IDI. 

と
こ
ろ
が
現
時
点
に
お
い
て
は
、
共
産
党
が
(
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
は
左
翼
単
一
候
補
者
を
細
心
か
つ
誠
実
に
支
持
し
た
の
で
す

が〉、

「
民
主
社
会
主
義
左
翼
連
合
」

に
対
し
改
め
て
距
離
を
お
く
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の
で
、

む
し
ろ
四
政
党
主
義
に
向
い
つ
つ
あ
る

論

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
0

フ
ラ
ン
ス
社
会
党
書
記
長
ギ
ィ
・
モ
レ
氏
の
こ
の
点
に
関
す
る
政
治
分
析
を
信
用
す
る
と
す
れ
ば
、
現
在
四
つ
の

重
要
な
政
治
的
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、

国
家
主
義
的
で
権
威
的
な
右
翼

(
U
-
N
・
R
!独
立
共
和
派
〉
、
中
道
右
派

(
M
・
R
・
p
と
急
進
社
会
党
の
一
分
派
お
よ
び

C
-
N
・
I
の
独
立
派
の
大
部
分
を
再
編
成
し
、

ジ
ャ
ン
・
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
に
よ
っ
て

共
和
制
度
協
定
、

活
発
に
さ
れ
て
い
る
民
主
主
義
者
セ
ン
タ
ー
)
、
中
道
左
派
(
社
会
党
、
急
進
社
会
党
家
族
の
大
部
分
お
よ
び
い
ず
れ

は
恐
ら
く
若
干
の
留
保
づ
き
で
加
入
す
る
だ
ろ
う
統
一
社
会
党
を
衆
合
し
た
民
主
社
会
主
義
左
翼
連
合
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
)
、

て
最
後
に
共
産
党
。

さ
て
こ
れ
ら
の
現
存
勢
力
に
応
じ
て
、
来
る
べ
き
春
の
選
挙
の
結
果
政
府
が
ど
の
よ
う
な
方
式
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
か
の
考
察

を
試
み
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
実
際
上
三
つ
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。
ゴ

l
リ
ス
ト
の
多
数
方
式
か
、
そ
れ
と
も

中
道
諸
派
の
政
府
か
、
そ
れ
と
も
中
道
右
派
の
支
持
を
う
け
た
ゴ

l
リ
ス
ト
の
多
数
の
形
成
か
。
こ
の
=
一
つ
の
可
能
な
方
式
を
眼
中
に
お

い
て
、
政
治
的
諸
勢
力
が
今
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
術
を
選
ん
で
い
る
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
現
時
点
で
は
四
つ
の
政
治
勢
力
が
存

在
す
る
の
で
す
か
ら
、
必
然
的
に
今
の
う
ち
か
ら
四
つ
の
選
挙
戦
術
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。

、
l
共
産
党
の
戦
術
は
も
ち
ろ
ん
最
も
明
快
な
も
の
で
す
。
同
党
は
出
発
当
初
か
ら
左
翼
連
合
を
し
て
同
党
と
協
調
し
共
同
の
政
綱
を
作

成
さ
せ
る
よ
う
働
ら
き
か
け
ま
し
た
。
こ
の
綱
領
に
基
づ
い
て
左
翼
の
統
一
立
候
補
者
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い

う
の
で
す
。
共
産
党
が
こ
の
綱
領
中
に
と
く
に
掲
ぐ
べ
き
も
の
と
し
て
提
案
し
た
の
は
、
経
済
面
で
は
、
資
本
主
義
的
巨
大
独
占
の
固
有

化
、
小
中
納
税
者
の
課
税
の
軽
減
、
社
会
面
で
は
、
国
に
よ
る
教
育
の
優
先
お
よ
び
六

O
万
の
住
宅
を
建
設
し
う
ち
三

O
万
は
低
廉
家
賃

住
宅
、
対
外
政
策
面
で
は
、
軍
事
的
，
フ
ロ
ッ
ク
に
対
す
る
非
介
入
、
ヨ

l

ロ
ッ
バ
集
団
安
全
保
障
体
制
の
実
現
、
核
打
撃
軍
の
廃
棄
、
同

北法17(3・12)386. 
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時
的
か
つ
管
理
さ
れ
た
軍
縮
の
一
般
化
。
し
か
し
共
産
党
の
司
令
部
は
、
そ
の
よ
う
な
綱
領
を
作
成
し
よ
う
と
同
党
と
交
渉
す
る
は
ず
の

民
主
社
会
主
義
左
翼
連
合
に
話
し
を
つ
け
る
こ
と
に
完
全
に
失
敗
し
ま
し
た
。
そ
れ
の
み
か
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
の
仲
間
達
は
自
分
達
|
|

そ
し
て
仲
間
違
だ
け
|
|
の
間
で
一
つ
の
綱
領
を
作
成
し
、
そ
れ
を
共
産
党
指
導
者
に
た
だ
「
通
知
」
し
た
だ
け
で
し
た
。
な
お
、
厳
密

な
選
挙
の
平
面
に
限
っ
て
も
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
な
ん
ら
の
合
意
も
成
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
も
し
共
産
党
が
左
翼
連
合
に
対
し
て
l
l
I
そ

し
て
も
し
後
者
が
遂
に
共
同
綱
領
の
討
議
を
承
諾
し
た
と
し
て
|
|
最
上
位
の
左
翼
候
補
者
の
た
め
に
第
二
次
投
票
に
お
い
て
相
互
に
候

補
者
の
取
下
げ
を
し
よ
う
と
い
う
提
案
に
固
執
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
考
え
方
は
実
際
上
実
現
し
う
る
次
元
の
問
題
と
し
て
は
殆
ん

ど
進
ん
で
い
な
い
の
で
す
。
結
局
共
産
党
は
、
既
に
多
数
の
選
挙
区
で
多
く
の
候
補
者
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
単
独
行
為
を
と
ろ
う
と

し
て
い
る
よ
う
で
す
。

左
翼
連
合
は
、

共
産
党
と
ど
の
よ
う
な
討
論
の
機
会
が
あ
ろ
う
と
改
め
て
問
題
に
す
る
こ
と
を
全
然

同
様
に
、

考
え
て
い
な
い
よ
う
な
綱
領
に
基
づ
い
て
、

日
々
新
た
な
立
候
補
者
名
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

は
、
友
好
的
な
雰
囲
気
の
中
で
の
意
見
の
交
換
が
、
論
争
に
な
り
直
接
的
な
攻
撃
に
か
わ
る
と
い
う
点
に
ま
で
達
し
て
い
ま
す
。
要
す
る

今
の
時
点
で
は
、

両
者
の
立
場
の
遊
離

に
共
産
党
は
今
日
で
は
、

ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
の
綱
領
、
が
ゴ

l
リ
ス
ト
の
立
場
の
あ
る
も
の
に
す
ら
及
ん
で
い
な
い
(
と
り
わ
け
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

問
題
に
つ
い
て
)
と
か
、
徹
底
の
仕
方
が
不
充
分
で
あ
る
(
例
え
ば
、
国
有
化
す
べ
き
企
業
の
範
囲
に
つ
い
て
)
と
か
い
っ
て
非
難
す
る

フランスにおける政治生活

」
と
に
、
全
然
障
踏
を
示
し
て
い
な
い
の
で
す
。

実
際
上
、
共
産
党
の
大
き
な
関
心
の
的
は
そ
の
孤
立
状
態
か
ら
脱
出
し
て
、
左
翼
の
家
族
に
再
統
合
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
前
の
大
統

領
選
挙
に
お
い
て
左
翼
の
統
一
候
補
を
非
常
に
誠
実
に
支
持
し
た
共
産
党
は
、
こ
の
政
策
を
総
選
挙
に
も
継
続
し
よ
う
、

た
だ
し
そ
れ
に

よ
っ
て
単
な
る
支
持
勢
力
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
是
認
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

ー
中
道
左
派
(
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
)
の
戦
術
は
は
る
か
に
微
妙
で
す
。

そ
れ
は
、

共
産
党
と
も
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
の
中
道
右
派
と
も
縁
を
切

ら
な
い
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
ま
す
。
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
は
要
す
る
に
、
去
る
一
二
月
の
大
統
領
選
挙
に
際
し
て
共
産
主
義
者
の
票
が
大
量
に
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説

彼
め
名
前
に
投
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
決
し
て
無
視
し
て
い
ま
せ
ん
。
彼
に
よ
う
て
獲
得
さ
れ
た
七
百
万
票
の
う
ち
、
誇
張
な
し
で
、
そ
ゅ
う

ち
三
百
万
票
|
|
こ
の
数
は
恐
ら
く
現
実
の
数
以
下
で
し
ょ
う
ー
ー
が
共
産
党
に
投
、
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
し
た
が

論

っ
て
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
に
と
っ
て
、
次
期
議
会
選
挙
に
お
い
て
こ
の
支
持
者
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
で

彼
は
そ
の
共
産
主
義
の
友
人
達
の
こ
と
を
頭
に
お
い
て
友
愛
の
声
明
を
繰
り
返
え
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
穏
健
な
選

挙
民
に
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
な
い
た
め
に
は
、
共
産
党
と
あ
ま
り
結
び
つ
き
す
ぎ
た
り
ま
た
は
共
産
党
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
作
戦
を
誤
る
と
、
去
る
大
統
領
選
挙
で
第
一
次
投
票
に
お
い
て
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
に
投
票
し
た

が
、
第
二
次
投
票
に
お
い
て
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
に
投
票
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
た
右
寄
り
の
選
挙
民
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ

ぅ
。
そ
の
う
え
、
も
し
反
対
派
が
総
選
挙
に
お
い
て
勝
利
す
る
に
至
っ
た
場
合
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
は
い
か
な
る
政
治
勢
力
も
単
独
で
は
多

数
を
占
め
え
な
い
こ
と
を
非
常
に
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
新
た
な
多
数
派
は
、
分
散
的
な
反
対
派
を
糾
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
形
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
今
の
う
ち
か
ら
、
同
盟
者
に
な
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
人
達
と
は
決
し
て
縁
を
切
ら

な
い
こ
と
が
好
都
合
で
す
が
、
「
最
も
な
っ
て
く
れ
そ
う
な
」
同
盟
者
は
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
な
の
で
す
。

そ
こ
で
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
は
、

形
式
的
に
せ
よ
同
盟
を
結
び
う
る
す
べ
て
の
者
に
提
示
す
る
三
つ
の
条
件
を
、
意
識
的
に
省
略
的
な
言
葉
使
い
で
規
定
す
る
と
い
う
配
慮

を
め
ぐ
ら
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
断
乎
と
し
て
個
人
独
裁
的
権
力
に
対
し
て
闘
争
す
る
こ
と
、
新
た
な
多
数
党
を
意
欲
的
に
実
現
さ

せ
る
こ
と
、
左
翼
連
合
の
綱
領
を
尊
重
す
る
こ
と
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
綱
領
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
多
く
の
点
に
お
い
て
ル
カ
ニ

ュ
エ
氏
の
そ
れ
に
非
常
に
近
い
こ
と
が
た
だ
ち
に
わ
か
り
ま
す
。
諸
々
の

の
改
革
の
情
熱
と
、

S

・F
・I
・0
(
社
会

「
ク
ラ
ブ
」

党
)
の
教
義
的
厳
格
さ
と
、
理
論
家
達
の
実
用
的
自
由
主
義
と
の
妥
協
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
左
翼
連
合
の
綱
領
は

i
l制
度
の
将
来
の
計

画
に
つ
い
て
、
自
由
の
将
来
に
つ
い
て
、
経
済
政
策
に
つ
い
て
、
|
|
民
主
主
義
セ
ン
タ
ー
の
政
治
的
構
想
と
殆
ん
ど
違
わ
な
い
の
で
す
。

大
い
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
ー
ー
と
い
っ
て
も
す
べ
て
の
予
測
は
政
治
に
あ
っ
て
は
幻
影
で
し
ょ
う
け
れ
ど
ー

l
ー
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
は
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地
方
め
次
元
で
は
共
産
党
と
も
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
の
仲
間
と
も
戦
術
的
な
同
盟
を
排
斥
し
な
い
だ
ろ
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に

共
産
主
義
者
が
ど
ん
な
報
賞
が
あ
っ
て
も
欲
し
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
す
。
も
し
共
産
主
義
者
が
そ
の
票
を
左
翼
連
合
の
候
補
者
に
投
じ

た
と
こ
ろ
が
、
成
功
の
あ
か
つ
き
に
左
翼
連
合
は
1

1
共
産
主
義
者
を
の
け
も
の
に
し
て
|
|
民
主
主
義
者
セ
ン
タ
ー
と
と
も
に
統
治
す

る
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
な
ん
と
い
う
べ
テ

γ
商
売
に
ひ
っ
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
/

ー
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
に
と
っ
て
も
選
挙
戦
術
を
的
確
に
判
定
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
複
雑
で
す
。
組
む
人
々
は
違
う
と
は
い

ぇ
、
同
氏
の
や
り
方
は
ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
の
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
す
。
同
氏
に
と
っ
て
は
、
ミ
ッ
テ
ラ

γ
氏
と
も
l
|
成
功
し
た
場
合
に

は
、
彼
と
と
も
に
恐
ら
く
統
治
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
|
|
、
ゴ

I
リ
ス
ト
と
も
縁
を
切
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
お
よ
び
彼
と
と
も
に
民
主
主
義
者
セ
ン
タ
ー
は
、
右
翼
で
あ
る
ゴ

l
リ
ス
ト
と
左
翼
連
合
と
の
間
の
新
た
な
戦
闘
の
仲
裁

者
を
も
っ
て
任
ず
る
一
種
の
第
三
勢
力
と
な
る
こ
と
が
、
政
治
的
に
非
常
に
賢
明
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
民

わ
れ
こ
そ
ド
ゴ
l
ル
将
軍
を
大
統
領
選
挙
に
あ
た
り
決
選
投
票
へ
の
追
い
込
み
に
成
功
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
こ

と
を
、
非
常
に
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
同
党
は
議
会
選
挙
に
あ
っ
て
も
同
様
の
戦
利
品
を
再
び
え
よ
う
と
欲
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
二

大
対
抗
勢
力
が
ど
ち
ら
も
議
会
に
お
い
て
絶
対
多
数
に
達
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
い
て
、
し
か
る
後
同
党
が
仲
裁
を
提
案
し
よ
う
と
い
う

主
主
義
者
セ
ン
タ
ー
は
、

フヲ γスにおける政治生活

の
で
す
:
:
:
。
こ
の
事
情
か
ら
い
っ
て
、
そ
れ
は
ゴ

l
リ
ス
ト
と
の
正
面
切
っ
て
の
敵
と
も
ま
た
左
翼
の
そ
れ
と
も
み
え
て
は
な
ら
な

ぃ
。
こ
れ
が
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
が
、
穏
健
な
選
挙
民
相
手
の
運
動
に
お
い
て
、
態
度
を
既
に
決
め
て
い
る
諸
勢
力
に
慎
重
に
対
処
し
つ
つ
、

ま
た
そ
の
競
走
者
達
か
ら
遊
離
し
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、

カ
ト
リ
ヅ
グ
教
お
よ
び
ヨ
l
ロ
ヅ
パ
主
義
の
選
挙
民
の
顧
客
か
ら
な
る
聴
衆

を
見
出
す
よ
う
努
力
し
つ
つ
、
用
い
て
い
る
戦
術
な
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
反
対
派
の
、
雑
然
と
詰
め
わ
合
さ
れ
、
巧
妙
で
あ
る
と
同
時
に
危
険
で
も
あ
る
選
挙
戦
術
を
前
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に
ゴ

l

リ
ス
ト
達
は
そ
の
戦
闘
を
指
揮
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
?

北法17(3・15)389



考託

ゴ
l
リ
ス
ト
の
戦
略
は
一
見
意
表
を
つ
く
も
の
が
あ
り
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
他
の
政
治
的
諸
勢
力
の
進
化
の
方
向
に
対
し

そ
れ
は
、

て
ま
つ
こ
う
か
ら
逆
流
す
る
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
他
の
諸
勢
力
が
現
在

l
l困
難
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
た
し
か

E命

で
す
が
|
|
融
合
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
再
集
結
の
試
み
を
実
行
し
は
じ
め
て
い
る
時
に
、
ゴ
1
リ
ス
ト
政
党
は
反
対
に
「
多
集
団
化
」

し
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
そ
の
目
標
は
要
す
る
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
人
に
諸
々
の
政
治
的
選
択
を
包
括
す
る
充
分
ひ
ろ
い
全
音
階
を
提
供

す
る
た
め
、

最
大
限
多
様
的
に
な
る
こ
と
で
す
。

U
-
N
・R
は、

世
論
全
体
に
向
っ

公
然
と
あ
ら
ゆ
る
一
本
岩
主
義
を
排
斥
し
て
、

て
、
ゴ

1
リ
ス
ト
の
旗
の
下
に
極
め
て
諸
々
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
す
べ
て
の
傾
向
の
人
々
が
全
く
安
心
し
て
支
持
で

き
る
と
説
得
し
、
他
党
の
選
挙
区
へ
の
「
喰
い
込
」
み
を
策
し
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
ゴ

l
リ
ス
ト
の
家
族
に
所
属
す
る
た
め
に
は

-

1

最
近
首
相
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ポ
ン
ピ
ド
ウ
氏
が
想
起
さ
せ
た
よ
う
に
!
|
|
、
第
五
共
和
制
の
諸
制
度
お
よ
び
そ
の
運
用
の
実
態
を
承
認

し
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
外
交
政
策
に
同
意
を
与
え
、
そ
し
て

l

|園
内
政
治
に
お
い
て
は
|
|
市
民
の
自
由
と

国
家
に
と
っ
て
必
要
な
権
威
と
を
和
解
さ
せ
る
大
原
則
に
賛
同
す
る
、

と
い
う
こ
と
す
べ
て
が
同
時
に
要
求
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
の
こ

と
、
が
明
確
と
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
必
ら
ず
同
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く
な
い
。
ゴ

ー
リ
ス
ト
の
家
族
に
は
、
同
じ
血
の
つ
な
が
り
は
あ
っ
て
も
理
論
的
に
は
他
の
兄
弟
達
と
秩
を
分
ち
つ
つ
、

な
お
所
属
し
て
い
る
こ
と
が

充
分
可
能
で
す
0

・
コ
1
リ
ス
ム
は
そ
の
支
持
者
に
若
干
の
大
目
標
に
対
す
る
忠
誠
を
要
求
す
る
で
し
ょ
う
が
、
他
方
彼
ら
の
思
想
上
の
百

家
喋
鳴
を
自
由
に
放
任
し
ま
す
。
こ
の
点
ゴ

l
リ
ス
ト
の
戦
術
は
き
わ
め
て
巧
み
で
あ
っ
て
、
世
論
に
対
し
て
、

U

・N
・R
の、

し
よ
り
正
確
に
は
ゴ
1
リ
ス
ト
の
多
数
派
の
旗
の
下
で
、
様
々
の
精
神
的
家
族
が
完
全
に
共
存
で
き
る
こ
と
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
現
在
ゴ

1
リ
ス
ト
筋
で
は
、
多
数
派
勢
力
の
内
部
に
お
い
て
既
に
様
々
の
変
化
あ
る
政
治
的
諸
傾
向
が
存
在
す

る
こ
と
を
、
強
調
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

エ
ド
ガ
1
・
フ
ォ
ー
ル
氏
や
ピ
ザ
ニ
民
の
よ
う
な
人
物
は
、
ゴ

l
リ
ス
ム
内
部
に
お
い
て
急

進
社
会
党
の
家
族
を
代
表
し
て
い
よ
う
し
、
他
方
真
正
進
歩
主
義
は

E
・
ダ
ス
テ
イ
エ
・
ド
・
ラ
・
ヴ
ィ
ヂ
ュ
リ

l
、
ア
ソ
ド
レ
・
フ
ィ
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リ
ッ
プ
、

ア
ン
ド
レ
・
ル
ッ
セ
お
よ
び
J
・
M
・
ド
メ
ナ
シ
ュ
の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
し
、

「
左
翼

化
的
」
と
は
い
え
よ
う
が
よ
り
穏
健
な
流
れ
は
ダ
ヴ
ィ
ド
・
ル
ッ
セ
氏
お
よ
び
ル
イ
・
ジ
ヨ
ッ
ク
ス
氏
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
だ
ろ

ぅ
。
モ

l
リ
ス
・
シ
ュ

l

マ
ン
民
は
と
い
う
と
、
ゴ

1
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
内
部
で
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
を
代
表
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
:
:
:
。
こ
れ
ら
の
種
々
の
傾
向
に
伝
統
的
ゴ
I
リ
ス
ト
の
大
集
団
お
よ
び
ギ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
氏
を
中
心
に
集
合
し
て
い
る

独
立
共
和
派
(
右
派
ゴ

l
リ
ス
ト
)
を
加
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ゴ

l
リ
ス
ト
の
天
幕
が
包
み
込
ん
で
い
る
政
治
的
多
様
性
が
ど
ん
な
に

大
き
い
も
の
か
を
容
易
に
測
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
し
て
ゴ
!
リ
ス
ト
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
向
い
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
深
い
と
こ
ろ
で
の
理
論
的
志
向
性
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ゴ

l
リ
ス
ト
の
戦
列
に
完
全
に
合
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
右
翼
の
人
も
左
翼
の
人
も
中

道
の
人
も
、

ド
ゴ
I
ル
将
軍
の
大
目
標
に
対
す
る
同
じ
忠
誠
心
に
お
い
て
相
た
ず
さ
え
て
進
む
こ
と
に
な
り
う
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
首
相
・
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
ポ

γ
ピ
ド
ウ
氏
が
最
近
の
声
明
で
、
完
全
に
浮
彫
り
に
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
で
す
。
す
な
わ
ち
、

と
り
わ
け
同
氏
が
強
調
し
た
の
は

「
も
し
国
家
的
独
立
と
平
和
政
策
と
を
和
解
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
も
し
あ
ら
ゆ
る

市
民
の
た
め
の
自
由
の
政
策
と
ハ
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
秩
序
お
よ
び
国
家
の
一
定
の
権
威
の
政
策
と
を
和
解
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な

フラ γ スにおける政治生活

い
と
す
る
な
ら
ば
、
も
し
わ
れ
わ
れ
の
経
済
を
進
歩
せ
し
め
る
健
全
な
経
済
政
策
と
不
平
等
を
減
殺
せ
し
め
る
社
会
的
進
歩
の
政
策
と

を
和
解
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
存
在
し
う
る
政
策
は
左
翼
と
右
翼
と
の
旧
来
の
諸
傾
向
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
ほ

そ
し
て
一
九
六
六
年
六
月
二
六
日
ポ
ワ
チ
エ
に
お
け
る

U
・
N
・
R
i
u
・
D
・
T
(
C
E
g
o
b
H
H
M
o
n
s同

2
5
F

、‘
+
4
h
p

ふ、一

o

'刀

'bu
チ
J

」

、H
，

B
S己
・
労
働
民
主
連
合
の
略

。コ

l
リ
ス
ト
左
派
1

訳
者
註
)
の
全
国
評
議
会
で
の
演
説
に
お
い
て
首
相
は
、

ゴ
l
リ
ス
ム
の

l
l非
常
に
明

瞭
な
l
i
次
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
ま
し
た
。
「
ゴ
l
リ
ス
ム
と
は
、
右
翼
と
左
翼
と
の
諸
々
の
伝
統
の
う
ち
に
あ
る
よ
り
良
い
も
の
を
綜

合
し
よ
う
と
い
う
未
曾
有
の
企
だ
て
で
あ
る
:
:
:
、
右
翼
と
左
翼
と
の
、
す
な
わ
ち
秩
序
と
運
動
と
の
綜
合
で
あ
る
。
ゴ

l
リ
ス
ム
は
、
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説

あ
ら
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
友
和
の
回
復
と
、
す
べ
て
の
者
の
為
に
フ
ラ
ン
ス
を
統
治
す
る
こ
と
の
可
能
性
と
を
表
わ
す
の
で
あ
る
:
:
:
」
。

E命

以
上
が
、
議
会
選
挙
前
夜
に
お
け
る
ゴ

l
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
提
示
し
て
い
る
野
心
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
的
多
様
性
の

全
体
を
、
自
分
の
陣
営
の
中
に
結
集
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
戦
術
の
次
元
に
お
い
て
、
こ
の
着
想
は
巧
妙
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
反
対
派

の
不
明
確
な
逃
げ
口
上
に
倦
き
倦
き
さ
せ
ら
れ
、

ま
た

U
-
N
-
R
と
対
抗
し
う
る
よ
う
な
勢
力
の
う
ち
と
れ
一
っ
と
し
て
明
快
で
・

論
理
的
で
・
底
意
の
な
い
綱
領
を
ま
と
も
に
提
供
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
世
論
を
誘
惑
す
る
に
足
る
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
こ
の
包
容
作
戦
に
若
干
の
困
難
が
伴
な
わ
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
ギ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
民
を
中
心
に
集

ま
っ
て
い
る
独
立
共
和
派
は
、
こ
の
前
の
立
法
期
全
体
に
わ
た
っ
て
常
に
彼
ら
の
票
を
ゴ
1
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
に
投
じ
て
い
た
の
で
す

が
、
彼
ら
の
忠
実
さ
の
維
持
に
対
し
将
来
報
酬
を
払
わ
せ
る
と
い
う
程
で
は
な
い
に
し
て
も
、

少
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
彼
ら
の
重

要
性
を
感
ぜ
さ
せ
よ
う
と
欲
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ギ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
氏
は
、
諸
衛
星
に
よ
っ
て
固
ま
れ
て
い
る
単
一

の
政
党
と
い
う
ゴ

l
リ
ス
ト
の
構
想
に
か
ん
す
る
ポ
ン
ピ
ド
ウ
氏
の
見
解
に
は
全
然
同
意
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、

ま
た
、
あ
る
危
ぶ
な

っ
か
し
い
、
彼
に
よ
れ
ば
不
満
足
な
ゴ

i
リ
ス
ト
が
指
名
さ
れ
た
た
め
多
数
を
と
れ
る
選
挙
区
で
多
数
派
が
敗
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
時
は

た
と
え
U
-
N
-
R
の
前
代
議
士
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
彼
ら
の
候
補
者
を
出
す
こ
と
を
留
保
す
る
だ
ろ
う

い
つ
で
も
、

と
、
は
っ
き
り
公
言
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
立
場
を
と
れ
ば
、
各
選
挙
区
に
お
い
て
多
数
派
の
単
一
候
補
者
だ
け
を
出
そ
う
と
い
う

ポ
ン
ピ
ド
ウ
氏
の
希
望
に
は
、
断
然
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
:
:
:
。

実
際
に
は
ゴ

1
リ
ス
ト
の
戦
術
は
、
二
つ
の
目
標
を
ね
ら
っ
て
決
定
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
総
選
挙
で
勝
つ

の
が
目
標
で
す
が
、
も
し
ゴ

l
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
が
議
会
に
お
い
て
絶
対
多
数
を
獲
得
で
き
な
い
場
合
に
即
応
し
て
、
同
盟
関
係
を
つ

く
り
出
す
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
後
者
の
場
合
に
は
、
ゴ

l
リ
ス
ム
の
内
部
に
あ
っ
て
、
政
治
的
に
中
央
に
位
置
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
エ
ド
ガ
l

・
フ
ォ
ー
ル
氏
や
ピ
ザ
ニ
氏
の
よ
う
な
人
物
が

ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
の
民
主
主
義
者
セ
ン
タ
ー
と
連
繋
を
つ
け
交
渉
す
る
こ
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と
が
で
き
ま
し
ょ
う
ひ
そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、

モ
I
リ
ス
・
デ
ュ
ヴ
エ
ル
ジ
ェ
氏
の
表
現
を
再
録
す
れ
ば
、
現
在
ゴ

1
リ
ス
ム
が
「
急

進
社
会
党
化
」
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ゴ

l
リ
ス
ム
は
、
自
己
単
独
で
政
治
的
選
択
肢
の
あ
ら
ゆ
る
傾
向
を
代
表
し
よ
う

と
欲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
共
和
制
下
の
急
進
社
会
党
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
無
限
の
理
論
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
苧
み
つ
つ
も

殆
ん
ど
す
べ
て
の
政
治
的
地
平
線
か
ら
や
っ
て
き
た
人
物
達
を
共
存
さ
せ
て
い
た
一
つ
の
陣
容
に
似
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
氏
は
と
い
う
と
、

さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
、
伝
統
的
な
諸
政
党
は
消
滅
し
て
し
ま
い
、
政
治
的
舞
台
に
は
ゴ
l
リ
ス
ト

フ
ラ
ン
ス
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
家
族
が
集
ま
る
よ
う
に
な
る
日

政
党
だ
け
が
残
り
、
広
く
開
放
的
で
あ
り
自
由
化
さ
れ
た
そ
の
党
内
に
、

と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

が
く
る
で
あ
ろ
う
、

今
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
理
論
上
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
し
か
し
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

γ
は
少

な
く
と
も
、

「
政
治
的
革
命
」
の
l

|
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
現
在
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
り
、

ま
た
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
的
お
よ
び
政
治

的
将
来
の
す
べ
て
が
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

γ
に
今
か
ら
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
が
ー
ー
ー
そ
の
規
模
が
ど
ん
な
に
大
き
い
も
の
か
を
示

す
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

ブラ γスにおける政治生活

キ

キキ

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
制
度
の
将
来
は
要
す
る
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
現
時
点
に
お
い
て
政
治
的
論
議
と
討
論
の
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
、
第
二

の
問
題
で
す
。

独
裁
制
の
問
題
は
、
屡
々
一
吉
わ
れ
る
の
を
聴
く
の
で
す
が
、
独
裁
者
の
継
承
の
問
題
で
す
。
独
裁
制
に
と
っ
て
真
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も

の
は
、
権
力
が
個
人
化
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
制
度
に
と
っ
て
も
同
様
に
真
で
あ
り
ま
す
。
或
る
国
の
政
治
制
度
が
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
て
レ
る
程
度
が
、
制
度
自
体
が
彼
に
よ
っ
て
の
み
存
続
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
点
に
ま
で
達
し
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
そ
の
人
間
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説

が
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
最
も
重
大
な
憲
法
問
題
を
生
む
こ
と
が
不
可
避
的
と
な
り
、

ま
た
、
制
度
が
そ
の

人
聞
が
い
な
く
な
っ
て
も
持
ち
こ
た
え
う
る
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
制
度
が
生
き
残
る
た
め
に
は
予
め
そ
の
制
度
を
変
革
し
て
お
く
こ
と

論

が
前
提
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
が
必
然
的
に
提
起
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
す
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

政
治
機
構
の
将
来
す
な
わ
ち

ド
ゴ

I
ル
将
軍
の
個
性
が
制
度
を
多
分
に
圧
倒
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

「
ゴ
l
リ
ス
ム
以
後
」
の
機
構
の
問
題
が
次
第
に
公
然
と
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
鷲
ろ
く

に
は
あ
た
り
ま
せ
ん
。

こ
の
憂
慮
す
べ
き
問
題
に
つ
い
て
よ
く
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
仮
設
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

ー
一
九
五
八
年
憲
法
を
全
面
的
に
残
す
が
、
第
五
共
和
制
下
に
屡
?
ぞ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
機
構
装
置
が
わ
ず
ら
わ
し
い
も
の

に
な
っ
た
時
そ
れ
を
適
用
し
な
い
で
も
構
わ
ぬ
こ
と
に
す
る
か
。

ー
そ
れ
と
も
、

一
九
五
八
年
憲
法
を
維
持
し
、
少
な
く
と
も
一
度
は
、
そ
れ
を
誠
実
か
つ
完
全
に
適
用
し
て
み
る
か
。

ー
そ
れ
と
も
一
九
六
五
年
の
普
通
選
挙
に
よ
る
大
統
領
の
選
出
に
出
発
し
、
真
の
大
統
領
制
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
路
線
に
フ
ラ
ソ
ス
の

政
治
制
度
を
お
し
進
め
る
か
。

ー
そ
れ
と
も
、

よ
り
根
元
的
に
、
人
民
に
発
言
権
を
与
え
憲
法
問
題
を
全
体
と
し
て
据
え
な
お
す
か
o

こ
れ
ら
四
つ
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
、
相
異
な
る
政
治
勢
力
の
立
場
が
す
で
に
結
品
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

i
「
既
成
事
実
」
の
維
持
賛
成
者
、
す
な
わ
ち
、

一
九
五
八
年
以
来
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ゴ

l
リ
ス
ト
の
思
い
つ
き
ゃ
気
分
の
ま

ま
に
憲
法
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
を
つ
ず
け
よ
う
と
希
望
す
る
者
達
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
U

・N
・R
の
隊
列
か
ら
で
て
い
ま
す
。
新
共

和
国
連
合
に
と
っ
て
は
、

一
九
五
八
年
憲
法
は
、

ド
ゴ

l
ル
将
軍
の
要
望
と
指
示
に
正
確
に
従
っ
て
起
草
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
政
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治
的
変
動
に
応
じ
て
解
釈
さ
れ
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
治
家
が
す
べ
て
憲
法
に
対
す
る
宗
教
的
尊
敬
を
も
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
で
の
状
況
と
違
っ
て
、
一
七
八
九
年
の
革
命
以
来
相
当
多
数
に
の
ぼ
る
憲
法
を
つ
く
り
か
え
て
き
た
フ
ラ

γ
ス
は
、
法
律
的
条
文
は

政
治
的
な
必
要
性
に
従
が
う
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
か
、
少
な
く
と
も
あ
き
ら
め
が
現
在
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
第
五
共
和
制
は
フ
ラ

γ
ス
人
に
随
分
悪
い
例
を
示
し
ま
し
た
o

第
三
お
よ
び
第
四
共
和
制
に
つ
い
て
ど
ん
な
風
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
体
制
の
も
と
で
は
一
八
七
五
年
お
よ
び
一
九
四
六
年
の
憲
法
が
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
適
用
せ
ら
れ
た
こ

と
は
争
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
起
源
に
お
い
て
は
議
院
制
的
な
そ
れ
ら
の
制
度
を
結
局
議
会
万
能
制
に
堕
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
遺
憾
な
政
治
の
慣
行
が
居
坐
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
す
が
、
し
か
し
ど
ん
な
時
に
も
、
内
閣
総
理
大
臣
あ
る
い
は

共
和
国
大
統
領
が
白
か
ら
の
計
画
を
実
現
す
る
た
め
、
憲
法
の
条
文
を
ふ
み
に
じ
る
意
図
を
も
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
o

残
念

な
が
ら
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
第
五
共
和
制
の
指
導
者
達
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

度
々
繰
り
返
え
し
て
、

一
九
五
八
年
憲
法
は
適
用
さ
る
べ
き
仕
方
で
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
窟
法
の
条
文
が
ふ
み
に
じ
ら
れ
た

り
、
憲
法
の
精
神
が
歪
曲
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
若
干
の
も
の
の
み
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、

ド
ゴ
l
ル
将
軍
は
、

憲
法
に
よ
れ
ば
議
員
の
一
定
数
の
署
名
が
集
ま
っ
た
時
た
だ
ち
に
大
統
領
の
義
務
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
国
民
議
会
臨
時
会
の
招
集
を
拒

フランスにおける政治生活

否
し
ま
し
た
。
憲
法
第
八
九
条
は
明
文
を
も
っ
て
改
正
の
手
続
と
し
て
事
前
に
両
院
に
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
将
軍
は
憲
法
改
正
を
た
だ
人
民
投
票
手
続
だ
け
で
や
っ
て
の
け
る
こ
と
に
も
、
賠
賠
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ほ
か
に
も
、

憲
法
第
二

O
条
が
「
政
府
は
国
家
の
政
策
を
決
定
し
指
揮
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
は
フ
ラ
ン
ス
の

国
際
面
に
お
け
る
と
同
様
圏
内
面
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
の
重
大
な
選
択
に
つ
い
て
な
ん
ら
障
る
と
こ
ろ
な
く
白
か
ら
決
定
し
て
い
ま

す
。
最
後
に

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
問
題
は
、
正
確
に
は
共
和
国
大
統
領
が
人
民
投
票
に
よ
っ
て
国
民
に
問
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
問

題
の
う
ち
に
決
し
て
這
入
っ
て
は
い
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
は
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
が
不
可
分
で
あ
る
こ
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説

と
を
明
確
に
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
共
和
国
の
一
部
分
そ
の
も
の
(
海
外
県
は
要
す
る
に
共
和
国
の
不
可
分
的
一
部
を
な
し
て
い
る
の
だ

論

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ゴ
l
リ
ス
ト
筋
は
、
率
直
に
公
一
一
一
目
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
憲
法
の
文
字
を
こ
の
よ
う
に
ね

qd 

に
与
え
ら
れ
る
独
立
は
、
事
前
に
合
法
的
形
式
で
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
を
疑
問
に
で
き
ま
す
j

o

m
qδ 

巧

t法

か
ら
)

じ
ま
げ
た
こ
と
も
全
体
と
し
て
み
る
と
結
局
よ
い
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
歪
曲
を
敢
て
し
た
か
ら
こ

そ
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
を
終
結
せ
し
め
え
た
の
み
な
ら
ず
、

フ
ラ

γ
ス
人
民
を
し
て
普
通
選
挙
に
よ
り
元
首
を
選
出
す
る
原
則
を
採
用
せ

し
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
だ
と
。
彼
ら
は
、

一
九
五
八
年
憲
法
が
ド
ゴ
l
ル
将
軍
が
権
力
の
座
に
つ
い
て
以
来
度
?
ぞ
の
条
文

を
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
直
面
し
て
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
障
害
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
何
故
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
権
力
組
織
の
基
礎
と
し
て
全
く
役
に
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
:
・

そ
ん
な
わ
け
は
な
い
と
み
る
の
で
す
。

と
わ
い
え
、
権
力
の
側
近
筋
で
は
、
!
ー
ー
憲
法
の
条
文
を
全
体
と
し
て
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
な
が
ら
|
|
憲
法
に
よ
っ
て
設
置
さ

れ
て
い
る
若
干
の
制
度
を
修
正
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
と
り
わ
け
元
老
院
が
ね
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
ゴ

l
リ

ス
ト
筋
が
元
老
院
に
向
け
て
い
る
非
難
は
、
保
守
的
で
あ
る
と
同
時
に
世
論
の
種
々
の
傾
向
に
対
し
て
代
表
性
が
不
充
分
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
モ

l
リ
ス
・
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
氏
は
、
久
し
く
以
前
か
ら
、
元
老
院
選
挙
に
お
け
る
代
表
の
仕
方
に
不
平
等
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
元
老
院
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
区
域
よ
り
も
農
村
地
帯
の
方
が
よ
り
大
き
く
代
表
さ
れ
て
い
る
:
:
:
こ
と
を
遺
憾
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
元
老
院
が
数
ヶ
月
来
権
力
に
対
し
組
織
的
な
反
対
的
態
度
を
と
り
硬
化
し
て
き
た
事
実
は
、
権
力
と
第
二
院
と
の
聞
に
信
頼
の

タ

リ

マ

雰
囲
気
|
l
そ
れ
は
元
老
院
議
長
・
ガ
ス
ト

γ
・
モ
ネ
ル
ヴ
ィ
ル
氏
が
い
だ
い
て
い
る
制
度
の
性
質
に
か
ん
す
る
若
干
の
所
信
に
よ
っ

て
、
既
に
異
状
な
変
容
を
み
て
い
た
の
で
す
が
l
l
を
樹
立
す
る
こ
と
に
全
然
貢
献
し
て
い
ま
せ
ん
。

実
際
に
は
ゴ
l
リ
ス
ト
筋
で
は
、
元
老
院
を
全
部
廃
止
し
て
し
ま
わ
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
経
済
的
諸
勢
力
、
国
民
の
種
々
異
な



っ
た
社
会
層
お
よ
び
国
の
「
知
名
人
達
」
を
よ
り
代
表
さ
せ
る
よ
う
な
議
院
に
つ
く
り
か
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
簡
単
に

言
え
ば
、
元
老
院
を
多
様
な
職
能
に
よ
る
経
済
議
院
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
た
ん
に
経
済
的
部
門
に
属
す
る
問
題
の

み
に
つ
き
意
見
を
表
明
す
る
任
務
を
も
っ
一
種
の
評
議
会
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
、
元
老
院
の
政
治
的
性
格
を
維
持
し
つ
つ
、
た

だ
議
席
の
半
数
の
み
が
普
通
選
挙
の
方
法
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
他
の
半
数
が
職
業
的
諸
範
時
お
よ
び
経
済
的
諸
利
益
の
代
表
者
達
に
留

保
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
つ

そ
れ
と
も
元
老
院
を
し
て
「
諸
地
域
」
か
ら
の
派
生
院
と
し
、
諸
地
域

経
済
開
発
委
員
会
の
一
種
の
全
国
的
代
表
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?

未
だ
何
も
決
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
若
干
の
政
府
当

局
者
の
最
も
最
近
の
声
明
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
改
革
問
題
は
ご
く
近
い
将
来
に
お
い
て
は
実
行
さ
れ
は
す
ま
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
の

で
す
。し

か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
改
革
の
原
則
自
体
が
既
に
世
論
の
う
ち
多
く
の
部
分
で
、
正
当
な
憂
慮
と
激
し
い
反
対
と
を
ひ
き
起
し
て

い
ま
す
。
乙
の
改
革
の
反
対
者
に
と
っ
て
は
、
元
老
院
は
、
逆
行
的
要
素
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
反
対
に
、
あ
ら
ゆ
る
民
主
的
制
度
に
不
可

欠
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
い
か
な
る
代
価
を
払
っ
て
も
立
法
的
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
な
議
院
と
し
て
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
立

法
の
平
面
で
は
、
参
議
院
の
常
設
性
は
要
す
る
に
議
決
さ
る
べ
き
法
案
を
二
重
に
審
議
す
る
こ
と
を
確
保
し
(
こ
の
こ
と
は
合
理
的
に
作

プランスにおける政治生活

業
、
か
な
さ
れ
る
こ
と
を
担
保
す
る
)
、
そ
し
て
政
治
的
平
面
で
は
参
議
院
は
均
衡
の
不
可
欠
の
要
素
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
、

と
O 

ク
レ
マ
ソ
ソ
ー
が
既
に
よ
く
語
っ
て
い
た
こ
と
で
す
が
、

「
私
の
生
涯
の
或
る
期
間
に
お
い
て
は
、
現
実
よ
り
も
歴
史
に
よ
り
接
近
し

て
い
た
。
そ
し
て
人
民
の
感
情
の
直
接
の
派
生
体
で
あ
る
単
一
の
議
院
に
対
す
る
信
仰
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
私
は
そ
れ
を
は
な
れ
て

戻
っ
て
き
た
。
色
々
な
出
来
事
に
よ
っ
て
私
は
、
人
民
に
は
反
省
の
時
聞
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
。

反
省
の
時

問
、
そ
れ
が
元
老
院
で
あ
る
」
0

ど
の
仮
設
が
と
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、

元
老
院
の
改
革
を
実
行
す
る
に
は
、
憲
法
改
正
を
必
要
と
す
る
厄
介
な
手
続
問
題
が
起
る
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説

で
し
ょ
う
。
今
度
は
、
憲
法
第
八
九
条
に
規
定
さ
れ
た
手
続
を
尊
重
す
る
だ
ろ
う
か
(
し
か
し
そ
れ
は
改
革
の
問
題
自
体
が
元
老
院
に
提

一
市
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
元
老
院
が
白
か
ら
の
変
革
に
好
意
的
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
疑
が
わ
し
い
か
ら
、
そ
こ
で
改
革
手

論

続
は
阻
止
さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
〉
、
そ
れ
と
も
反
対
に
、
今
一
度
、

人
民
投
票
に
訴
え
、

憲
法
第
一
一
条
に
規
定
す
る
「
公
権
力
の

組
織
」
に
関
す
る
問
題
だ
と
弁
解
す
る
の
で
し
ょ
う
か
ワ

そ
の
よ
う
な
一
切
の
問
題
は
な
お
長
い
月
日
の
間
停
止
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り

そ
う
で
す
。

し
た
が
っ
て
元
老
院
の
構
造
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
だ
け
を
留
保
し
つ
つ
、
ゴ

l
リ
ス
ト
筋
は
憲
法
の
平
面
で
は
現
状
維
持
の
断
乎
た

る
意
思
を
表
明
し
て
い
る
の
で
す
。

ー
他
の
筋
で
は
、
事
物
を
異
っ
た
見
地
か
ら
み
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
の
法
文
上
共
和
国
大
統
領
職
に
与
え
ら
れ
た
あ
ま
り
に
も
法

外
な
若
干
の
特
権
の
削
除
を
目
的
と
す
る
若
干
の
改
正
は
留
保
す
る
が
、
憲
法
典
を
誠
実
か
つ
真
実
に
適
用
す
る
仕
方
で

|
lそ
れ
は
今

日
ま
で
未
だ
に
全
然
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
が
ー
ー
ー
、

一
九
五
八
年
憲
法
の
条
文
を
保
存
し
て
ど
う
し
て
い
け
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う

か
、
と
考
え
ま
す
。
も
し
一
九
五
八
年
憲
法
を
要
す
る
に
そ
の
全
条
項
に
つ
い
て
(
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
若
干
の
行
き
過
ぎ

た
条
項
は
別
と
し
て
)
適
用
す
れ
ば
、
憲
法
に
よ
っ
て
欲
せ
ら
れ
た
制
度
が
、
議
会
主
義
の
教
典
通
り
に
完
全
に
機
能
で
き
る
こ
と
に
気

付
く
の
で
す
。
憲
法
の
な
か
に
要
す
る
に
そ
の
よ
う
な
制
度
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
か
ら
:
:
:
。
少
な
く
と
も
こ
れ

ヵ:

ミ
ッ
テ
ラ
ン
氏
の
よ
う
な
人
達
の
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
し
憲
法
第
一
六
条
を
削
除
し
、
も
し
大
統
領
が
人
民
投
票
に
訴
え

う
る
場
合
を
注
意
深
く
限
定
し
、
も
し
現
在
ま
で
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
解
散
権
を
規
律
す
る
な
ら
ば
、
完
全
に
生
存
可
能
な
議
院
制

が
容
易
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
言
う
人
が
あ
る
で
し
ょ
う
、
第
四
共
和
制
の
例
は
お
よ
そ
奨
励
で
き
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、

ま
た
議
会
主
義
を
改
め
て
試
み
れ
ば
新
た
に
内
閣
の
不
安
定
を
惹
起
す
る
だ
ろ
う
、
と
。
し
か
し
議
会
に
お

け
る
グ
ル
ー
プ
の
細
分
化
や
世
論
の
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
分
散
の
弊
害
は
、
政
府
を
形
成
す
る
時
に
首
相
と
彼
を
支
持
す
る
グ
ル
l
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プ
と
の
間
で
締
結
す
る
「
多
数
派
の
契
約
」
の
制
度
、
そ
し
て
こ
の
契
約
の
破
棄
は
た
だ
ち
に
選
挙
人
の
前
に
帰
え
る
こ
と
を
惹
き
起
こ

す
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
、
矯
正
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
?

こ
れ
が
制
度
面
に
お
い
て
、
左
翼
連
合
の
綱
領
が
提
案
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
構
想
は
、
全
く
疑
い
よ
う
も
な
く
、

フ
ラ

γ
ス
の
憲
法
的
伝
統
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
形
態
の
現
状
の
掘
り
下
げ

た
研
究
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ソ
ス
は
要
す
る
に
ナ
ポ
レ
オ

γ
の
英
雄
詩
時
代
に
続
く
「
王
制
復
帰
」
以
来
、
若
干
の
権
威
主
義
的

な
挿
入
期
聞
を
別
と
す
れ
ば
、
議
会
主
義
の
路
線
に
決
然
と
し
て
従
っ
て
き
た
固
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
今
日
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
既
に

長
い
過
去
を
も
っ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
忠
実
さ
を
棄
て
去
っ
て
他
の
経
験
に
と
び
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
理
性
に
か
な
っ
た
こ
と

で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
?

ま
た
別
に
、
次
第
次
第
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
構
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
時
点
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

す
べ
て
が
採
用
し
て
い
る
政
治
形
態
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
時
誼
に
か
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
議
院
制
は
要
す
る
に
す
ぐ
れ
て
ヨ

l

ロ
ッ
パ
の
制
度
な
の
で
す
。
何
故
に
フ
ラ
ン
ス
は
丁
度
こ
の
現
時
点
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
だ
け
そ
の
隣
人
達
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
を
選

ぽ
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
?

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
価
値
の
な
い
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
、

フ
ラ

γ
ス
に
お
い
て
日
日
多
数
と
な

フランスにおける政治生活

り
つ
つ
あ
る
、
大
統
領
制
の
賛
同
者
を
説
伏
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
は
い
ま
せ
ん
。

!
こ
れ
ら
大
統
領
制
賛
同
者
は
、
そ
の
論
拠
を
、
共
和
国
大
統
領
の
普
通
選
挙
に
よ
る
選
出
を
フ
ラ
ン
ス
に
設
定
し
た
一
九
六
二
年
の

人
民
投
票
の
結
果
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
日
付
以
来
大
統
領
制
の
路
線
に

従
が
う
こ
と
に
決
め
た
以
上
、
中
途
で
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
ま
す
。
要
す
る
に
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
そ
の
時
以
来
彼
ら
の
元
首

を
国
民
の
投
票
に
よ
っ
て
直
接
指
名
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
北
ア
メ
リ
カ
型
の
制
度
の
方
向
に
重
要
な
一
歩
を
印
し
た
こ

と
は
疑
が
い
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

ど
う
し
て
そ
の
歩
み
を
継
続
し
な
い
の
か
?

と
若
干
の
人
々
に
考
え
る
の
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説

で
す
。

自命

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
は
種
々
の
反
対
論
が
な
さ
れ
る
で
し
ょ
う
o

市
民
の
投
票
に
よ
り
個
人
的
に
信
任
投
票
さ
れ
た
一

人
の
人
聞
の
権
力
が
憂
慮
す
べ
き
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
諸
州
の
独
立
性
に
よ
っ
て
償
な
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
制
に
対

し
、
そ
の
よ
う
な
抑
制
力
を
も
た
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
中
央
集
権
主
義
は
ち
が
う
と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
同
様
に
、
元
首
と
政

府
の
首
長
と
の
職
務
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
大
統
領
制
の
構
造
の
中
で
は
排
除
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
人

も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
最
後
に
は
、
国
民
か
ら
選
挙
さ
れ
た
大
統
領
と
同
じ
く
国
民
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
議
会
と
の
聞
に
権
力
が
分
割
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
抜
け
道
の
な
い
衝
突
の
芽
を
苧
ん
で
い
る
、
な
ぜ
な
ら
一
方
(
大
統
領
に
は
)
い
か
な
る
政
治
責
任
も
な
く
、
他
方

い
か
な
る
解
散
も
な
く
、
試
練
を
経
た
手
続
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
衝
突
を
解
決
す
る
方
法
が
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い

(
議
会
に
は
)

か
ら
で
あ
る
、

と
考
え
る
人
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
大
統
領
制
の
利
点
と
難
点
に
つ
い
て
の
理
論
的
論
議
に
は
、

わ
れ
わ
れ
の
主
題
の
限
界
を
超
え
る
の
で
、

た
ち
入

り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
れ
ら
一
切
の
憂
慮
も
、

ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
機
能
の
実
際
に
お
い
て
は
い
か
な
る
重
大
な
危
機
も
経
験
さ
れ
て

お
ら
ず
、

ま
た
さ
し
た
る
困
難
も
な
く
衝
突
と
無
秩
序
と
を
解
消
し
て
い
る
:
:
:
こ
と
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
鎮
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
こ
と
を
一
言
う
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
o

た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
は
ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
し
、

ジ
ョ
ソ
ソ
ン
大
統
領
は
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ

γ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
似
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
ど
う
し
て
、

フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
大
統
領
制
の
誠
実
か
つ
真
実
の
経
験
を
少
な
く
と
も

一
度
は
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
魔
払
い
を
や
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
?

こ
れ
が
と
り
わ
け
現
時
点
に
お
い
て
ル
カ
ニ
ュ
エ
氏
を
中
心
と
す
る
民
主
主
義
セ
ン
タ
ー
の
指
導
者
達
の
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

(
訳
者
註

2
)

り
ま
す
。

残
る
最
後
の
グ
ル
ー
プ
は
主
と
し
て
共
産
党
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
ま
す
、
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共
産
党
は
、

一
九
四

O
年
と
一
九
五
八
年
に
二
度
崩
壊
し
た
「
表
面
だ
け
の
」
議
会
主
義
と
同
時
に
、
独
裁
制
の
危
険
を
自
国
す
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
大
統
領
制
を
、
拒
否
し
ま
す
。
共
産
主
義
の
指
導
者
達
は
う
む
こ
と
な
く
他
の
政
治
勢
力
に
向
っ
て
、
政
治
の
舞
台
か
ら
立

法
権
を
、
同
党
に
よ
る
と
、
根
絶
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
:
:
:
大
統
領
制
に
傾
む
く
あ
ら
ゆ
る
屈
折
に
対
し
て
警
戒
を
呼
び
か
け
て

い
ま
す
。

実
際
に
は
、
共
産
党
が
フ
ラ
ソ
ス
に
大
統
領
制
を
導
入
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
真
の
理
由
は
、
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

理
由
は
、
民
主
主
義
社
会
の
マ
ル
グ
ス
主
義
的
分
折
に
由
来
し
ま
す
。
共
産
党
に
よ
る
と
、
普
通
選
挙
に
よ
る
共
和
国
大
統
領
の
選
出
の

装
置
は
、
資
本
主
義
と
保
守
的
勢
力
と
を
有
利
な
ら
し
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
元
首
は
1

1

そ
し
て
共
産
主
義
者
は
こ
こ

で
好
ん
で
ド
ゴ
ー
ル
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
す
が

l
l現
時
点
に
お
い
て
は
独
占
企
業
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
、
そ
の

政
治
的
地
位
を
よ
り
増
強
し
、
さ
ら
に
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
資
本
主
義
者
の
利
益
の
優
越
性
を
強
化
す
る
よ
う
な
正
当
性
を
補
充
的
に
与

え
る
こ
と
に
な
る
:
:
:
。
モ
l
リ
ス
・
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
氏
は
、
こ
の
分
析
の
ど
こ
に
正
し
そ
う
な
誤
り
が
あ
る
か
を
、
適
確
に
指
摘
し

て
い
ま
す
。
お
よ
そ
資
本
主
義
的
独
占
企
業
の
不
可
避
的
象
徴
で
あ
る
の
と
は
違
っ
て
、
共
和
国
大
統
領
は
逆
に
経
済
的
勢
力
に
対
し
抵

フランスにおける政治生活

普
通
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
政
府
の
首
長
ま
た
は
元
首
は
結
局
、
経
済
的
な
諸
々
の

力
に
対
し
て
、
変
動
す
る
議
会
の
多
数
に
支
持
さ
れ
て
い
る
首
相
よ
り
も
よ
り
大
き
な
自
由
を
掌
中
に
納
め
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
?

抗
す
る
最
適
任
の
人
間
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

少
な
く
と
も
明
ら
か
な
こ
と
は
、
選
挙
民
の
全
体
は
、
相
互
に
孤
立
し
た
議
会
議
員
よ
り
も
、
諸
々
の
資
本
主
義
的
力
に
よ
っ
て
よ
り
操

縦
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
共
和
国
大
統
領
の
普
通
選
挙
に
よ
る
選
出
は
、
左
翼
諸
勢
力
を
経
済
的
独
占
の

圧
力
に
抵
抗
す
る
よ
う
動
員
す
る
た
め
有
利
に
役
立
ち
う
る
だ
ろ
う
と
す
ら
、
考
え
る
こ
と
、
が
で
き
ま
す
。

実
際
に
は
、
共
産
主
義
者
の
立
場
は
、
そ
の
正
当
化
の
議
論
に
は
明
ら
か
に
争
そ
い
の
余
地
が
あ
る
け
れ
ど
、
相
当
力
強
い
一
貫
性
を

レ
3
1
ム
・
ダ
ヤ
シ
ブ
レ

フ
ラ
ン
ス
に
議
会
支
配
制
を
再
導
入
し

示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
論
は
、

一
九
四
五
年
l
一
九
四
六
年
に
も
同
じ
だ
っ
た
も
の
で
す
が
、
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説

ょ
う
と
い
う
試
み
に
常
に
関
係
し
て
い
ま
す
o

共
産
党
は
し
た
が
っ
て
極
め
て
論
理
的
に
、
憲
法
構
造
の
全
面
的
再
構
成
に
着
手
す
る
こ

と
を
提
案
し
、

ま
た
、
普
通
・
比
例
代
表
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
単
一
の
議
会
に
権
力
を
集
中
し
、
そ
の
議
会
に
対
し
責
任
を
負
う
と

ヮ“nU
 

A
せQo 

q
L
 

一
言
も
説
明
し
な
い
と
す
れ
ば
、
議
会
支
配
制
を
実
施
す
る
こ
と
を
提
承
し
て
い
ま
す
。
日
山法Lru 

v寸
イ

ささb.
6岡

」
ろ
の
政
治
制
度
、
す
な
わ
ち
非
常
に
正
確
に
、

以
上
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
制
度
の
改
革
問
題
に
か
ん
す
る
、
現
在
に
お
け
る
諸
々
の
政
治
的
立
場
の
図
式
的
な
要
約
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
事
情
か
ら
、
次
期
国
民
議
会
選
挙
が
ど
ん
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
か
を
容
易
に
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
o

そ
の
選
挙
結
果
に
こ

そ
、
フ
ラ
ン
ス
の
将
来
の
政
治
が
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
す
。

た
し
か
に
、

ド
ゴ
l
ル
将
軍
が
国
の
頭
首
と
し
て
留
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
憲
法
問
題
は
そ
れ
程
強
い
尖
鋭
さ
を
お
び
る
こ
と
は
な
い
で

し
よ
う
0

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統
領
は
、
彼
の
人
格
と
彼
の
身
長
を
も
っ
て
す
れ
ば
フ
ラ

γ
ス
人
民
に
ど
ん
な
政
治
制
度
で
あ
れ

l
i選

挙
民
に
そ
れ
が
決
し
て
独
裁
制
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
|
|
承
認
さ
せ
る
能
力
が
あ
る
か
ら
で
す
:
:
:
。
し
か
し
ド
ゴ

ー
ル
以
後
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
つ

(
原
文
脱
稿
は
、

一
九
六
六
年
九
月
二
一
一
一
日
)

ヲ

イ

ジ

テ

(
訳
者
註

l

)

G
・
ヴ
デ
ル
・
パ
リ
法
経
学
部
長
は
、
大
統
領
選
挙
直
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
解
答
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
非
宗
教
性
の
問
題
が
争

点
か
ら
消
え
た
こ
と
に
注
目
、
他
方
、
「
選
挙
に
お
い
て
何
ら
の
役
割
を
演
じ
な
い
と
伝
統
的
に
言
わ
れ
て
き
た
外
交
政
策
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
策
の
問

題
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
境
界
線
上
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
な
影
響
を
も
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
」
と
解
答
し
て
い
る

Q
5
5巾
lm，
D
E
B
-

Y
ロ
i
R
広
三
百
巴
窓
口
0
・
由
申
ー
さ
・
℃
・

ω。
)
。
ロ
ベ
ー
ル
教
授
は
、
こ
の
ヴ
デ
ル
教
授
の
観
察
は
知
識
人
の
レ
ベ
ル
で
の
問
題
で
、
民
衆
の
レ
ベ
ル
で
は
、

自
分
は
そ
う
は
忽
わ
な
い
と
私
に
答
え
て
い
た
。
本
文
の
以
下
の
分
析
は
、
ま
こ
と
に
鮮
や
か
で
あ
っ
て
、

l
i異
論
を
も
っ
人
も
あ
ろ
う
が
|
|
、
ロ
ベ

ー
ル
教
授
の
こ
の
論
稿
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
切
れ
味
の
よ
い
ほ
り
の
深
さ
と
個
性
的
な
解
釈
を
う
か
が
わ
し
め
る
。

(
訳
者
註
2
〉
ロ
ベ
ー
ル
教
授
自
身
も
大
統
領
制
に
賛
成
し
て
お
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
ル
カ
ニ
ユ
エ
氏
支
持
と
は
無
関
係
。
次
掲
資
料
、

ヴ
エ
ル
ジ
ェ
教
授
と

J
・
ロ
ベ
ー
ル
教
授
を
迎
え
て
」
中
、
二

ωを
参
照
さ
れ
た
い
。

「
M
・
デ
ユ



LA VIE POLITIQUE EN FRANCE 

Jacques RORER'.r 

Professeur a la Faculte de 
Droit et des Sciences economiques 
de Grenoble， 
Directeur francais de la Maison franco-
japonaise a Tokyo 

Traduction japonaise 

Tadakazu FUKASE 

Professeur a la Facult岳 deDroit de 
l'Universit岳deHokkaido 

Ce ne sont， certes pas， -sur 1e p1an po1itique-1es sujets 

d' actualite qui ont manque en France depuis 6 mois. La cam-

pagne presidentielle， 1es 2 tours de scrutin de l'e1ection， l'affaire 

Ben Barka， l'attitude de la France face a L'O. T. A. N.， l'annonce 

du voyage du Genera1 de Gaulle主Moscou. . . Autant d'evene-

ments qui ont， tour a tour， retenu l'attention des observateurs 

.et int合esseprofondement l'opinion. 

Bien sur， le monde moderne， d'une maniさreg合lerale，ne 

nous a guere accoutum自主 1amonotonie et l'on peut dire de 

chaque periode de l'histoire qu'elle a sollicite et retenu l'atten-

tion par que1que fait important. 

Ce qui， pourtant， caracterise 1a situation po1itique en France 

a l'heure actuelle， c'est l'incontestable reveil de l'。ρinion
Publique. Non point que l'on assiste a un renouvellement des 

structures ou a un rajeunissement des programmes etdes slo-

gans . .. Mais apres 8 annees pendant 1esquelles 1a nation fran-

caise a decharge le fardeau de penser pour le confier a un hom-

me， 1e Genera1 de Gaulle， i1 est incontestab1e que l'opinion est 

sortie de sa lethargie， qu'elle s'interroge sur son present， qu'elle 

remet en question des postu1ats jusqu'a1ors admis . .. A quoi 
~st du ce reveil ? Essentiellement， nous semb1e-t-i1， au choc 

qu'a produit sur l'esprit des Francais 1a campagne presidentielle 
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de Decembre dernier. 

Pendant 3 semaines d'abord， puis 15 jours (entre les 2 tou-

rs)， les Francais ont vu remettre en cause ce qui semblait etre 

des verit白 acquiseset cette remise en cause a etιd'une mani-

ere g合lerale，oper白 pardes hommes qui， chacun， selon ses 

moyens et en fonction de ses appuis， dans son style et avec 

sa personna li tιavait une incontestable pr色ence.

L'une des raisons du ballotage， n'est-elle d'ailleurs pas 

une certaine meconnaissance par le General de Gaulle de cet 

“impact"伺 usepar la campagne ? 

L' expression“Moi ou le neant" qui fut prononcee par le 

President de la Republique francaise au moment ou il annoncait 

au peuple francais qu'il serait candidat fut une faute politique-

Une election Presidentielle n'est Pas un referendum. Lors 

d'un referendum qui n'invite a repondre que par“oui" ou par 

“non"， on peut facilement faire jouer l'argument du “vide" en 

cas de reponse negative; on le peut plus difficilement lors d'une 

election personnalisee quand plusieurs candidats s'affrontent et 

qu'il existe par consequent des solutions de rechange. . . 

Cette campagne electorale a cree en France une situation 

d白ormaisirreversible. 

Le liberalisme nouveau de l'ORTF， des emissions comme 

“Face主Face"attestent ce changement profond. 

Les Fran写aisse sont a nouveau interesses a la chose pub-

lique et ont pris gout aux vastes debats. 

Quels sont les grands problemes a propos desquels naissent 

actuel1ement les controverses， dont la discussion oriente la vie 

politique d'aujourd'hui ? 

Essentiellement des Problemes de ρolitique interieure. 
Les Fran伊 isne se sOnt en effet jamais interesses et ne s'in-

teressent pas a la politique exterieure. C'est la une constante 

de la vieρolitique francaise. 
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La France s'est divisee gravement avant la premiere guerre-

mondiale sur le point de savoir si un officier francais d'origine 

israelite avait ou non trahi (ce fut la fameuse affaire Drey-

fus) elle a failli sombrer plus tard dans la guerre civile 

lorsque les“Lignes" se lancerent a l'assaut du parlementarisme 

(1934) dernierement une motion condamnant l'octroi de sub-

ventions aux ecoles confessionnelles (question de pure politique 

interieure) arrivait a reunir en France plusieurs millions de. 

slgnatures. . . 

Par contre le vote par la Societe des Nations -peu avant la 

seconde guerre mondiale -de sanctions contre l'Italie fasciste主

propos de l'expedition ethiopienne， la conference de Munich 

en 1938， plus pr色sde nous， la reconnaissance par le gouverne-. 

ment du General de Gaulle de la Chine communiste ou le 

voyage du President de la Republique en Amerique Latine... 

rピontguere dechaine de passions A peine les journaux ont-

ils parle pendant quelques jours de ces evenements qui pourtant 

furent considerables 

A cette d白affectionde l'opinion fran伊 isepour les pro. 

bJをmesde poJitique ext合ieure，on peut， certes， opposer les deux 

dramatiques questions de la “出colonisation"et de l"'Euro-

Pe". Mais nous ne pensons pas que ce soit la infirmer notre 

these car la decolonisation et l'Europe sont "pensees" en France 

en termes de poJitique interieure. 

La decolonisation est evidemment -主 enexaminer les im・+

pJications d'une maniereg合lerale-un phenomene avant tout 

international. Toutes les puissances colonisatrices ont pris soin，. 

quand elles livraient leurs combats d'arriere-garde -de clamer a 

la face du monde qu'elles luttaient contre le communisme pour 

la defense du monde libre， que leur combat etait -par personnes 

interposees -celui des deux grands blocs ideologiques et que 
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leur defaite serait ceIIe de 1a 1iberte ... La France n'a point 

，echappe a cette reg1e: c'est de cette facon qu'elle a justifie 1a 

conduite de ses operations de retardement dans ses possessions 

d'Outre Mer. Mais， en fait， pour l'opinion interieure francaise， 

ces arguments ne devaient servir qu'主 l'usage externe. Pour 

elle， 1a deco10nisation etait avant tout un prob1eme national 

interne. On ne peut， certes， pas dire que 1e peup1e fran伊isne 

s' est pas interessιdes 1e debut， a l'amer conflit indochinois; 

mais on peut affirmer qu'i1 ne s'est vraiment senti concerne par 

1ui que lorsque 1e gouvernement francais songea a envoyer en 

lndochine le "contingent". Tant que ne mouraient que des mi-

1itaires de carriere， le peuple francais garda sa bonne conscience 

en pensant qu'apres tout， cette guerre etait cel1e de“merce司

nairesぺApartir du moment ou les fils de France allaient risquer 

leur vie， 1e combat changeait d'ame et l'opinion， d'attitude. La 

guerre d'lndochine ne devint“sale" que 10rsque les jeunes fran-

cais eurent peur de se“salir" personnelIement les mains.. . 

A propos de l' Algerie， 1es comportements furent voisins. 

Le peuple francais accepta 1es operations de pacification en Alge・

rie tant qu'il crut que l' Armee pouvait vaincre militairement 

1a rebellion sans constituer un peri1 pour le pouvoir civil en 

France et surtout tant que cette guerre put etre soutenue sans 

trop alourdir le budget de l'Etat. Ce n'est qu'au moment 0む

l' Armee d' Alg合iecommen伊主 exercerpolitiquement une pres-

sion importante sur le gouvernement主Paris，c'est-主-dire主de-

venir un risque pour 1es institutions republicaines que l'argument 

financier fut avance pour convaincre l'opinion qu'il fallait ar-

reter cette guerre. La fin de 1a guerre d' Alg合iene fut point 

acceptee par l'opinion pour des raisons de politique internatio・

nale mais uniquement parce qu'elle avait eu peur des parachuti-

stes et qu' elle tenait a ne point voir augmenter ses impδts. La 
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decolonisation fut， certes， pour beaucoup， un problらmede poli-

tique etrang色re，mais pas pour les Fran写ais.

En ce qui concerne l'Europe， on pourrait aisement faire la 

meme constatation en ajoutant d'ailleurs que les Francais -qui 

semblent parler beaucoup de l'Europe， si l'on en juge du moins 

par les declarations des principaux leaders politiques -n'ont guere 

une notion tres precise de cette Europe. Cette construction con-

tinentale semble pour eux encore tres lointaine et c'est peut-etre 

parce que 阻止alisationn'est point immediate qu'ils n'attachent 

point d'interet fondamental a la discussion de ses modalit白.

Il est faux， par exemple， de pretendre que 1モlectionprι 

sidentielle de Decembre 1965 s'est jouee sur l'Europe. Il n'y 

avait en fait point d'anti-Europeens declar白.Tous les candi-

dats se reclamaient de l'Europe， de M. J. L. Tixier-Vignancour 

(extreme-droite nationaliste) 色M.Fran写oisMitterand (candidat 

de toute la gauche， communistes compris) en passant par le Ge・

neralde Gaulle qui， lui aussi， a sa maniere， peut etre consid台6

comme europeen. Comment des lors l'opinion publique fran伊 ise

se serait・ellevraiment interessee a un probleme sur lequel tout 

le monde se prononcait -favorablement -en employant en ge-

neral les memes termes qui recouvraient pourtant des realites 

profondement dissemblables ... Personne ne sait vraiment ce. 

qu'est et ce que sera l'Europe. Si l'on veut tenter d'etudier 

d'un peu prらscette question， force est de distinguer deux 

notions bien distinctes de l'Europe: une notion Politique et 

une notion juridique de l'Europe， chacune de ces deux notions 

se decomposant elle-meme en deux. 

L'Europe， au sens politique， peut etre envisagee en effet 

soit dans un contexte geographique strictement“continental" soit 

dans un contexte plan白aire.Si l'on se limite a 川 espaceeuro司

peen"， le but d'une construction europeenne semble devoir etre 
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"3.vant tout de “canaliser" une Allemagne redevenue economique-

ment puissante en l'integrant dans les structures d'un monde 

1ibre ; ainsi eviterait-on que l'Allemagne ne succombe aux se-

.ductlons de l'Est， celles-ci se manifestant essentiellement sous la 

forme d'une invitation a regler definitivement le probleme du 

Traite de Paix. Dans une optique mondiale， l'Europe prend sa 

place dans le grand conflit Est・Ouest.La construction de l'Euro-

pe reviendrait a etablir entre les deux blocs qui revent d'une 

discussion planetaire ou le monde serait divise eロ2zones d'in・

fluence qu'ils se partageraient， un troisi色mebloc qui constituerait 

un utile contrepoids， facteur de stabilite et de paix. Il semble 

que ce soit la la vision politique du General de Gaulle . 

Mais， des lors， COrnment concilier cette option avec l'expression 

souvent employee par le President de la Republique fran写alse

de “l'Europe de l'Atlantique主l'Oural"? En effet， si l'on 

englobe l'URSS dans la nouvelle construction europeenne， on 

supprime par la meme l'un des deux blocs entre lesquels pre-

cisement on voulait situer l'Europe. A moins que l'on considere-

ce qui est encore une solution -que le bloc de l'Est sera， demain， 

constitue par la Chine; mais， dans cette eventualite， Europe et 

USA feraient sans doute cause commune et puisque， par hypo-

these， l'URSS serait englobee dans l'Europe， il n'y aurait plus， 

en fait， que deux blocs -ce qui reduiraitらneantla solution 

d'une“Europe-compromis" . 

Si d'un plan politique， on passe主unplan plus strictement 

juridique， la construction europeenne parait -selon l'optique 

choisie -pouvoir emprunter deux voies tres diff台entes: celle de 

la confederation ou celle de la Federation. 

Vouloir une Europe confederee， c'est vouloir pour el1e des 

structures constitutionnelles que l'experience et la theorie po・

litique ont depuis longtemps fixees: a savoir le principe d'une 
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-“Diete" composee exclusivement des representants mandates des 

Etats membres de la confederation， fonctionnant sur la base de 

“l'unanimiteぺCelasignifie qu'印 cunEtat membre de la con-

federation ne pourra se voir imposer des decisions auxquelles 

il n'aurait pas explicitement acquiesce. 11 semble que ce soit 主

la conception gaulliste. Mais imaginer possible la realisation 

d'une telle Europe revient a faire fi des le写onsde l'histoire la 

plus classique. Les confederations n'ont en effet guere connu 

de destins tres brillants . . . Elles ont soit sombre dans l'impuis司

sance soit ete dominees rapidement par la puissance du groupe 

la plus entreprenante. A tItre d'exemple， on peut citer l'experien-

ce - guere encourageante - des organisations internationales 

lorsqu'elles ont voulu faire fonctionner leurs institutIons sur la 

base de l'unanimite ou， dans un autre ordre d'idees， la Prusse 

avant la Proclamation de l'Empire Allemand. 

En fait， le plus souvent， Ies confederations se sont assez 

vite transformees en Federations. Pour les Etats司Unisd'Ame-

rique et la Suisse， la forme juridique confederale n'a constitue 

.qu'une etape -necessaire主franchir-pour arriver a la Federation. 

Cette idee de la “Confederation -Etape" est d'ailleurs a 

l'heure actuelle reprise par le gouvernement fran写ais.Pour la 

France， l'Europe federale serait aujourd守lUiprematuree et il 

faudrait necessairement passer par une phase confederale pre-

alable. Mais l'on peut se demander si cette conception ne cache 

pas en fait une resolution arretee de diff合ertoute construction 

veritable de l'Europe . . . En proclamant， que la solution fede-

rale n' est pas“mure" et en omettant de fixer un delai -meme 

approximatif -主 sarealisation， on renvoit le probleme“sine 

die" 

Vouloir au contraire une Europe fed合ee，c' est se prononcer 

pour une structure constitutionnelle beaucoup plus elaboree dont 
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1es modら1essont actuellement nombreux dans 1e monde; c'est 

accepter que 1es Etats membres de 1a Federation soient dirig白-

quelle que soit p訂 ailleurs，dans de nGmbreux domaines， 1eur 

indiscutab1e autonomie -par un gouvernement fωera1 qui pourra 

1eur imposer ses decisions， et que l' Assemb1ee federa1e e1ue au 

suffrage universe1 par l'ensemb1e de 1a popu1ation prenne ses 

decisions sur 1a base de 1a majorite; c'est ega1ement consentir 

a une nationa1ite commune， a une seu1e armee， a une dip1o-

matie concertee. 

Qui， en Europe， a l'heure actuelle， est dispose 主 aller

jusque-1a ? Pour ne parler que de la France， combien de Fran-

cais sont-i1s disposes a abdiquer 1eur nationa1ite， a n'avoir plus 

庄町meeindependante， a aligner leur diplomatie sur celle des 

autres， a fondre leur personnalite nationale dans le creuset de 

l'int合etcommun ? 

Ainsi， entre ceux qui veulent une conf記erationparce qu'ils、

ne souhaitent point une veritable Europe et ceux qui desirent 

une veritable Europe mais redoutent les ineluctables consequen-

ces de la federation， comment l'opinion publique francaise 

s'y reconnaitrait-elle vraiment ? En fait， en France， une fois 

de plus， l'Europe est un argument electoral de politique int合ieu-

re que l'on brandit contre un homme: le General de Gaulle. 

“Si vous etes europeen" dit-on volontiers，“votez contre le Gene-

ral de Gaulle"; mais personne，主 vraidire， ne sait exactement 

ce que veut le President de la Republique francaise ni ce que 

signifie“etre europeen." 

Alors， en definitive， quelles sont les veritables questions qui 

passionnent l'opinion et occupent， en France， le devant de la 

scene poIitique? Avant tout les prochaines elections legislatives 

et， p紅白la，l'avenir profond du r匂imepolitique francais. 
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A propos des prochaines elections legislatives qui doivent 

se derouler en France au printemps de l'annee 1967， trois pro-

blemes seront ici examines l'enjeu des elections les for-

ces Politiques en Presence ; et la tactique de ces forces_ 

L'enjeu des elections prochaines est tres simple: il s'agit -ni 

plus 'ni moins -du maintien ou non du “Gaullisme". Si I'UNR 

(Union pour la nouvelle Republique) gagne la bataille des白ec-

tions， c'est-a-dire si les deput白 elussous ses couleurs obtien・

nent la majorite absolue au Parlement， c'est la poursuite en 

France de l'experience gaulliste pour 4 ans et un nouveau rejet 

dans l'opposition des partis politiques. C'est aussi l'election pre-

visible主laPresidence de la Republique -pour le cas ou le Gene-

ral de Gaulle deciderait de ne point aller jusqu'a l'expiration 

de son second mandat -d'un candidat se reclamant du President 

sortant 

Si au contraire， I'U. N. R. perd la bataille des elections， 

deux eventualit色 peuventse presenter. Ou bien l'U.N.R.， sans 

obtenir la majorite absolue au Pば lement，constitue le groupe 

le plus important a I'Assemblee et n'a besoin que de quelques 

voix par1ementaires d'appoint pour obtenir cette majorite; dans 

ce cas， il lui sera aise d'obtenir le concours de quelques deputes 

situ白 politiquementaux frontieres de la majorite et de l'oppo司

sition: les republicains independants de M. Giscard d'Estaing 

pourraient continuer a jouer ce rδle d'appoint a la majorite 

aussi bien d'ailleurs que quelques d匂utesde tendance M. R. P. 

(Mourement republicain populaire) restes fidさlesa la personne 

sinon totalement a la politique du General de Gaulle. Dans 

un contexte politique plus fluide， on se retrouverait dans une 

situation sensiblement analogue a la premiere. 

Ou bien -deuxiらmeeventualite -l'UNR perd completement 
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sa majorite en voyant son nombre de deput色 diminuerconside-

rablement. C'est alors le triomphe de l'opposition et l'arrivee 

au Parlement d'une majorite hostile aux orientations politiques 

du regime gaulliste. On assisterait alors a une confrontation 

de1icate entre le General de Gaulle toujours主latete de l'Etat 

(il vient， en effet， en Decembre 1965 dもtrereelu pour 7 ans) et 

une Assemblee parlementaire qui， dans sa majorite， ne partage-

rait point ses conceptions. Le General de Gaulle ne pourrait 

alors adopter que trois solutions: soit se demettre， ce qui -sans 

nul doute -entrainerait une crise de regime en France (encore que 

la constitution prevoit le cas de demission du President de la 

Repub1ique); soit se soumettre en prenant acte du verdict des 

electeurs， ce qui， sur le plan politique， aboutirait a la d色19na-

tion p訂 lePresident de la Repub1ique d'un Premier Ministre 

pris dans les rangs de la majorite， (mais concoit-on que le Ge-

neral de GauIle puisse coIlaborer avec une Chambre et un Pre-

mier Ministre qui ne partageraient point fondamentalement ses 

opinions ?); soit user des mecanismes constitutionnels qu'il a主

sa disposition en dissolvant Ia Chambre， mais ceci reviendrait a 

redonner la parole au peuple francais et l'on ne voit guere pour-

quoi l'opinion publique se dejugerait主quelquessemaines d'in-

tervalle. Il faudrait alors s'attendre主laconfirmation du pre-

mier scrutin， c'est-主-direa un second desaveu du Pr合identde 

la Republique， ce qui l'obligerait cette fois a demissionner. 

On voit par la tout ce que met en jeu la prochaine batail1e 

electorale. En vue de ce combat qui s'annonce decisif pour 

l'avenir du “gaullisme"， comment se presentent les formations 

politiques ? 

Si， pendant longtemps， les partis politIques se sont caracte-

rises en France par leur f1uidite et leur multiplicite， il semble 

que l'on assiste actueIlement a un certain regroupement des fa-
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mil1es politiques francaises. A l'emiettement traditionnel des 

formations succede actuellement un resserrement du dispositif 

politique. Cette nouvelle evolution tient -a n'en point douter-

aux necessites auxquelles les partis politiques ont du se plier au 

moment de l'election presidentielle de Decembre 1965. A cet 

egard， la designation au suffrage universel du chef de l'Etat a 

ete infiniment salutaire. Elle a ob1ige les partis politiques 

ら s'unirautour de quelques grandes tendances et主seconstituer 

en blocs. Si l'on met a p訂 t1es que1ques candidatures a 1a 

magistrature supreme qui， des Ie depart， ne semb1aient point de-

voir etre promises a un bien grand avenir， on s'apercoit aisement 

que l'opinion politique francaise n'a白esoIIicitee que par 3 

grands courants: Ie courant gaulliste anime par l'U. N. R. et 

ses aIIi白 1ecentre-droit represente par M. Lecanuet qui avait 

le soutien tout a la fois du M. R. P. et du Centre National des 

Independants; et la gauche qui， pour la premiere fois depuis 

longtemps， se trouvait rassemblee (Parti communiste， Parti socia-

liste et parti radical) derriere M. Francois Mitterand. 

A l'heure actuelle， il semble que l'on s'oriente plutδt vers 

un quadripartisme politique， Ie parti communiste (qui avait scru-

puleusement et 10yalement soutenu Ie candidat unique de la gau-

che aux elections presidentieIles) ayant tendance a reprendre ses 

distances par rapport a la “Federation de la Gauche democrate 

et socialiste". A en croire l'analyse politique de M. Guy Mol-

let， Secretaire General du Parti socialiste fran写ais，on serait ac-

tuellement en presence de 4 group巴spolitiques importants: une 

droite nationaliste et autoritaire (U.N.R.-Republicains-indepen-

dants) ; un centre droit (Centre des Democrates anime par M. Jean 

Lecanuet， regroupant le IM.R.P.， une fraction des radicaux et la 

plupart des independants du C. N. 1.); un centre gauche (reprι 

sente par la Fed白吐ionde la Gauche democrate et socialiste 
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qui rassemb1e 1e parti socia1iste， la Convention des Institutions 

repub1icaines， une large fraction de 1a famille radicale et， un 

jour sans doute， avec quelques reserves， le P. S. U); enfin le 

partl commumste. 

Si， en fonction de ces forces en presence， l'on essaie d'en-

visager， par de1a les elections du printemps prochain， les formules 

possibles de gouvernement， on s'apercoit tres vite qu'il n'en 

existe， en fait， que trois: soit une formule majoritaire gaulliste， 

soit un gouvernement des centres， soit une formation a majorite 

gaulliste qui aurait le soutien du centre-droit. C'est en vue de 

ces trois formules possibles que les forces politiques choisissent 

des a present leur tactique. Puisqu'i1 y aー主 l'heureactuelle 

en France -quatre formations po1itiques， il y a necessairement des 

maintenant quatre tactiques electorales. 

- La tactique du parti -communiste est certainement la plus 

claire. 11 s'est agi， des le depart， pour lui， d'amener la Fedι 

ration de la Gauche a mettre au point， de concert avec lui， un 

programme politique commun. Sur la base de ce programme， 

des candidatures uniques de la gauche pourraient alors etre pre-

sent合s. Le parti communiste proposait de faire notamment 

figurer dans ce programme， sur le plan economique， la nationa・

lisation des grands monopoles capitalistes et l'allegement de la fis-

calite des petits et moyens contribuables， sur le plan socia1， une 

priorite a l'Education Nationale et la construction de 600.000 

logements dont 300.000 H. L. M， sur 1e p1an de 1a po1itique 

exterieure， un d色engagement主l'egard des b10cs mi1itaires， la 

realisation d'un systeme de securite collective en Europe， l'aban-

don de la force de frappe et la g合leralisationd'un desarmement 

simultane et controle. L'Etat-Major du parti communiste n'a 

point reussi主obtenirde la Federation de la gauche democrate 

et socialiste qu'elle negocie avec lui la mise au point d'un sem-

北法17(3・149)523 12': 



blable programme. Bien plus， les amis de M. Mitterand ont 

ela:もoreentre eux -et eux seuls -un programme qui a simplement 

ete“communique" aux leaders communistes. Par ailleurs， 

.aucun accord n'est jusqu'主presentintervenu sur le plan stricte・

ment electoral. Si le parti communiste persiste a proposer a la 

Federation de la Gauche -si celle-ci acceptait enfin la discussion 

d'un programme commun -un desistement reciproque au second 

tour au profit du candidat de gauche le mieux place， l'idee 

n'a guere fait de progrらssur le plan de la realisation prati-

que. On peut meme dire qu'on s'en eloigne chaque jour en 

effet le parti communiste semble vouloir faire cavalier seul en 

presentant dejきdenombreux candidats dans de multiples cir-

conscriptions ; de meme， la Federation de la Gauche， sur la base 

.d'un programme qu'elle n'entend point remettre en cause a l'oc-

C証siond'une discussion quelconque avec le parti-communiste， an-

nonce chaque jour de nouveaux noms de candidats. Les positions 

-pour l'instant -sont色 cepoint eloignees qu'aux echanges de 

vues dans une atmosphらrecordiale ont su∞記eles polemiques 

et les attaques directes. Le parti communiste n'hesite point， en 

effet， aujourd'hui， a reprocher au programme de M. Mitterand 

dモtreen deφmeme de certaines positions gaullistes (sur le pro-

bl色medu Vietnam notamment) ou insuffisamment evolutif (par 

.exemple sur l' etendue d田 entreprisesa nationaliser). 

En fait， la grande preoccupation du parti communiste est de 

sortir de son isolement et de 託integrerla famille de la gauche. 

Ayant tr白 honnetementsoutenu le candidat unique de la gau-

・cheaux dernieres elections presidentielles， le parti communiste 

entend continuer cette politique pour les elections sans pour au-

tant accepter de nもtrequ'une simple force .d'appoint. . . 

- La tactique du centre-gauche (M. Mitterand) est beaucoup 

plus subtile. Elle consiste a ne se couper ni du parti communi-
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ste ni du centre-droit deお1.Lecanuet.お1.おlitterandn'ignore en 

effet point que， lors de l'election presidentielle de Decembre-

dernier les suffrages communistes se sont port白 en masse 

sur son nom. Sur les 7 millions de voix obtenues par lui， 

on peut， sans exageration， en attribuer au moins 3 millions -et 

le chiffre est sans doute au-dessous de la realite -au parti 

communiste. Pour M. Mitterand il est donc hors de question， 

aux prochaines elections legislatives， de se priver de cet apport. 

Aussi multiplie-t-il les declarations de fraternite a l'intention 

de ses amis communistes. Mais， par ailleurs， il ne faut point-

afin d'ふriterd'effaroucher 1百lectoratfrancais modere -apparaitre 

trop lie au parti communiste ou domine par lui; une fausse ma-

noeuvre sur ce point rejetterait vers la droite des electeurs qui， 

ayant vote au premier tour des elections presidentielles， pour M. 

Lecanuet， avaient accepte， au second tour， de porter leurs voix 

sur M. Mitterand. De plus， si l'opposition venait主gagnerles 

elections， M. Mitterand sait tres bien qu'aucune formation a elle 

seule ne serait majoritaire. La nouvelle majorite ne pourrait 

resulter que d'un rassemblement d'oppositions eparses. Il con-

vient donc， des maintenant， de ne point se couper d'eventuels. 

alli白 etl'allie "le plus eventuel" semble etre M. Lecanuet. 

Aussi M. Mitterand a-t-il pris soin de definir en termes volon-

tairement elliptiques les trois conditions qu'il pose主toutealliance 

formelle avec lui etre determine a lutter contre le pouvoir per-

sonnel， vouloir l'avenement d'une majorite nouvelle， respecter le-

programme de la Federation de la Gauche. Or， lorsque l'on 

examine ce programme， on s'apercoit tres vite qu'il est -sur de 

nombreux points -trらsproche de celui de M. Lecanuet. Com-

promis entre l'ardeur reformatrice des “clubs"， la rigidite doct旬

rinale de la S. F. 1. 0 et le lib合alismepragmatique des doctri-

naux， le programme de la Federation de la Gauche n'est guere 
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eloigne -sur le plan de l'avenir des institutions， sur celui des 

libert色 etsur la politique economique -des conceptions politiques 

du Centre des Democrates. 

Il y a fort a penser -mais tout pronostic， en politique， n'est-

il pas illusoire ? -que M. Mitterand ne repugnerait point -au 

plan Iocaト主 desalIiances tactiques aussi bien avec Ie parti com-

muniste qu'avec les amis de M. L巴canuet. C'est precisement ce 

que les communistes ne veulent a aucun prix. Quel marche 

de dupes auraient-ils fait si， apportant leurs voix aux candidats 

de la Federation de la Gauche， ils voyaient， en cas de succさs，

celIe-ci gouverner -sans eux -avec le Centre des Democrates 

- Pour M. Lecanuet， la mise sur point d'une tactique electorale 

est tout ainsi complexe. Quoiqu'avec des partenaires differents， 

sa demarche est la meme que celle de M. Mitterand. Il s'agit 

pour lui de ne se couper ni de乱1.Mitterand -avec lequel， en 

cas de succes， il serait peut-etre amene a gouverner ni des 

gaullistes. M. Lecanuet et， avec lui， Ie Centre des Democrates 

n'ignore point qu'il serait politiquement tres habile de constituer 

une sorte de troisieme force qui se poserait en arbitre d'un nou-

veau combat entre la droite gaulliste et la Federation de la 

Gauche. Le Centre des Democrates sait tres bien que c'est lui 

qui a rさussia mettre le general de Gaulle en ballottage lors des 

elections presidentielles. Il voudrait reediter un exploit semb-

lable主proposdes elections legislatives. Obtenir qu'aucune des 

deux grandes formations rivales ne parvienne a la majorite par-

lementaire absolue et proposer alors son arbitrage... De ce 

fait， il ne faut apparaitre ni l'adversaire declare des gauIIistes 

ni celui de la gauche. C'est ce a quoi s'emploie M. Lecanuet 

dans une campagne electorale mod白ゼe，menageant Ies forces 

engagees et tachant， sans s'aliener ses concurrents， de trouver 

l'audience d'une clientele electorale catholique et europeenne. 
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Face a ces tactiques electorales de l'opposition tout主lafois 

feutrees， adroites et dangereuses， comment les gaullistes envisa-

gent-ils de mener leur combat ? 

_ La strategie gaulliste peut apparemment surprendre car 

elle se situe deliberement主 contre-courantde l'evolution des 

autres formations politiques fran写aises. Alors que celles-ci 

proc色dentactuellement -non sans difficult白 certes一色 des

tentatives de regroupement， sinon de fusion， le parti gaulliste 

au contraire “se degroupeぺ Sonobjectif est en effet de se 

diversifier au maximum afin d'offrir a l'electeur francais une 

gamme assez large d'options politiques. Rejetant apparemment 

tout monolithisme， I'U. N. R. veut t~cher de“mordre" sur les 

autres electorats en persuadant l'opinion publique dans son ensem-

ble qu'elle peut trouver sous l'etiquette gaulliste une grande va-

riete de tendances lui permettant de se sentir tout主faita l'ai-

se. Certes， pour appartenir主lafami1le gaulIiste， il faut tout a 

la fois -comme le rappelait recemment le Premier Ministre， M. 

Georges Pompidou， -approuver les institutions de la Veme Re-

publique et leur fonctionnement， donner son accord a la politique 

exterieure menee par le General de Gaulle et faire siens -en 

politique interieureー lesgrands principes qui concilient la li-

berte des citoyens et la necessaire autorite de l'Etat. Mais ceci 

precise， point n'est besoin de partager necessairement une ideo・

logie commune. On peut fort bien appartenir a la famiIle 

gaulliste tout en se separant doctrinalement de ses freres natu幽

reIs. Le gaullisme imposerait込sespartisans une fidelite主

quelques grands objectifs， en les laissant par aiIIeurs libres de se 

diversifier sur le plan des idees. A cet egard， la tactique gaul-

liste est tres habile: elIe tend主persuaderl'opinion que sous le 

drapeau de l'u. N. R.， ou， plus exactement de la majorite gauI-

liste， peuvent parfaitement cohabiter des familIes spiritueIles di-
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verses. Ainsi insiste-t-on beaucoup actuelIement dans les mi. 

1ieux gaulIistes sur les tendances po1itiques variees que l'on trouve 

deja au sein de la formation majoritaire. Des hommes comme 

M. Edgar Faure et M. Edgar Pisani representeraient， par exem-

ple， au sein du gaullisme， la famille radicale un v台itablepro. 

gressisme serait par ailleurs en train de se constituer autour de 

personnalit自 comme E. d' Astier de la Vigerie， Andre Philip， 

Andre Rousset et J. M. Domenach : un courant -encore“gauchi-

sant" mais plus modむe-serait conduit par M. David Rousset et 

M. Louis Joxe. M. Maurice Schuman representerait， quant主

lui， a l'interieur du groupe gaulliste une sorte de catholicisme 

social. . . Si l'on ajoute a ces diverses tendances le groupe 

massif des gaulIistes traditionnels et les republicains independants 

(gaullistes de droite) groupes autour de M. Giscard d'Estaing， 

・onmesure aisement la grande diversite politique que recouvrirait 

le pavillon gauIIiste. 

Ainsi veut-on persuader le Francais que -quelle que soit 

son orientation doctrinale profonde -il peut parfaitement rallier 

les rangs gau11 istes. L'homme de droite， l'homme de gauche et 

l'homme du c巴ntrepeuvent se retrouver cote a cote dans une 

meme fidelite aux grands objectifs du General de Gaulle. 

C'est ce que le Premier Ministre， M. Georges Pompidou a 

parfaitement mis en relief dans une recente declaration: 

“S'il faut concilier" a-t-il notamment declare“l' ind ependance 

nationale et une politique de paix， s'il faut concilier une politi-

que de liberte pour tous les citoyens et n色anmoinsd' ordre et 

.d'une certaine autorite de l'Etat， s'il faut concilier une politique 

economique saine permettant le progres de notre economie et 

une politique de progrらssocial permettant de reduire les inega-

lites， il ne peut y avoir de politique que par la conciliation des 

vieilles tendances de la gauche et de la droite"... Et dans 
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un discours au conseil national de l'U. N. R -U. D. T.主Poitiers

le 26 ]uin 1966， le Premier Ministre donnait cette definition-

tres explicite -du gaullisme :“ Le gau日ismeest une tentative 

exceptionnelle de faire la synthさsede ce qu'il y a de meilleur 

dans les traditions de la droite et de la gauche. . .， la synthese 

de la droite et de la gauche c'est-a-dire de 1'ordre et du mou司

vement. Le gaullisme represente bien la reconciliation de tous. 

les Francais et la possibilite de gouverner la France au b合lefice

de tous...." 

Telle est l'ambition que se propose le groupe gaulliste a la 

vei1le des elections legislatives rふmirsous sa barriさrel'白色

町 mbledes diversites politiques francaises. Sur le plan tactiqueテ

l'idee est ingenieuse et capable de seduire une opinion publique 

que lassent les tergiversations de l'opposition et 註 laquelleaucune 

formation rivale de l'UNR n'offre vraiment un programme clairテ

logique， et sans arriらre-pensee. Mais cette manoeuvre d'enver司

gure ne va point sans quelque difficulte. Les Republicains 

independants notamment， -groupes autour deお1.Giscard d'Es-

taing -qui， pendant toute la duree de la derniere legislature， 

ont toujours apporte leurs voix au groupe gaulliste -semblent 

vouloir actuellement -sinon faire payer pour l'avenir le main-

tien de leur fidelite - du moins faire sentir leur importance. 

M. Giscard d'Estョinga clairement laisse entendre qu'il n'etait 

point d'accord avec M. Pompidou sur la conception gaulliste d'un 

parti unique entoure de satellites et qu'il se reservait de pr自白』

ter des candidats -fut-ce contre un depute U. N. R. sortant-

chaque fois que la designation d'un gaulliste menace ou selon 

lui insu日isant，risquerait de faire perdre主lamajorite une cir-

conscription qu'elle detient. Cette prise de position va resolu・

ment a l'encontre du d白irde M. Pompidou de ne presenter 

qu'un seul candidat de Ia majorite dans chaque circonscription. . . 
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En fait la tactique gaulliste parait avoir白earrete en vue唱

de deux objectifs gagner certes les elections mais menager 

eventueIlement des alliances si la majorite absolue n'etait pas 

obtenue， au Parlement， par le groupe. A cet egard， des hommes 

situ白-au sein du gau日isme-politiquement au centre comme 

M. Edgar Faure et M. Pisani pourraient， dans cette hypoth色se，

faire le lien avec le Centre des Democrates de M. Lecanuet et 

negocier avec lui. Ainsi， pour reprendre une expression de 

M. Maurice Duverger， on assisterait actuellement a une“radica-

lisation" du gaullisme. Le gaullisme， dans son d色irde repre・

senter主luitout seul toutes les tendances de l'eventail politiqueト

tendrait主ressemblera ce qu'etait sous 1a IIIeme Republique le 

parti radical， a savoir une formation ou -sous d'infinies nuan・

ces doctrinales - cohabitaient des personnalit白 venantd'主 peu

pres tous les horizons politiques. 

M. Rene Capitant va， pour sa part， encore plus loin en 

pensant qu'un jour viendra 0む1espartis traditionnels disparait-

ront， ne laissant sur 1a scene politique qu'un parti gaulliste qui， 

largement ouvert et liberalise grouperait en son sein toutes les 

familles spirituelles de la France. 

Ce n'est 1a， certes， pour l'instant， qu'une vision theorique. 

Elle a， du moins， 1e merite de montrer l'amp1eur de la “revo1u-
tion politique" qui s'opere actuellement sur nos yeux et en quoi， 
par elle， tout notre avenir constitutionnel et politique est dさs.

mamtenant concernι 

* 
*時4

L'avenir du regime politique francais est en effet le second 

probleme qui se trouve， en France，主 l'heureactuelle， au centre、

des discussions et des debats politiques. 

Le probleme de la dictature， entend司on souvent dire， est 

celui de la succession du dictateur. Ce qui est vrai pour les 
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.dictatures l'est aussi pour tous les rらgimespersonnalises. Des 

l'instant que les institutions politiques d'un pays sont主cepoint 

dominees par un homme qu'elles ne paraissent durer que par 

lui， il est inevitable que la perspective d'un depart de l'homme 

cree un probleme constitutionnel de la plus grande importance 

et que se pose necessairement la question de savoir si les instItu-

tions resisteront au depart de l'homme or si leur survie n'est 

point conditionnee par leur transformation. 

Des lors， n'est-il point etonnant de constater qu'en France 

ou la personnalite du General de Gaulle ecrase quelque peu les 

institutions， l'avenir des structures politiques， c'est-a-dire， celles 

de l"'apres-gaullisme" soit de plus en plus ouvertement discutι 

11 semble -si l'on veut bien reflechir a cet inquietant pro-

bleme -que quatre hypotheses soient concevables 

soit conserver integralement la Constitution de 1958 quit-

te， comme ce fut souvent le cas sous la Veme Republique，主

ne pas l'appliquer quand ses mecanismes apparissent genants. 

-soit conserver le texte de 1958 en faisant -au moins une 

fois -l'application loyale et integrale.-

-soit， a partir de l'election presidentielle au suffrage uni-

versel de 1965， faire evoluer les institutions politiques fran-

.caises dans la voie d'un veritable regime presidentiel. 

-soit， plus radicalement， reposer， dans son ensemble， le pro-

bleme constitutionnel en redonnant la parole au peuple.-

Autour de ces 4 possibilites， se sont deja cristallisees les 

positions des differentes formations politiques. 

-Les partisans du maintien du “statu quo"， c'est-a-dire 

ceux qui souhaitent que l'on continue， comme cela s'est fait 

depuis 1958， a faire fonctionner la constitution au gre de l'in-

spiration et des humeurs gaullistes se recrutent evidemment 

dans les rangs de 1'U. N. R. Pour l'Union pour la Nouvelle 
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Republique， la Constitution de 1958， redigee selon les desirs: 

et les instructions precises du General de Gaulle， doit etre 

interpretee et app1iquee en fonction de la conjoncture po-

litique. A 1a diff合encede ce qui se passe aux U. S. A. 0白tout

homme po1itique a 1a re1igion de la constitution， la France -qui， 

depuis la Revolution de 1789， a connu un nombre assez respec-

tab1e de constitutions -semble estimer ou du moins accepter，主

l'heure actuelle， que les textes juridiques se plient aux necessit色

politiques. A cet egard， la Veme Republique a donne aux Fran-

cais un assez mauvais exemple. Quoiqu'on puisse penser de Ia 

IIIeme et de la IV色me Republique， il n'est pas contestable 

que sous ces 2 r匂imes，les constitutions de 1875 et de 1946 ont 

白escrupu1eusement appliquees. Certes， des pratiques po1itiques 

regrettables ont pu s'instaurer qui ont fini par faire degenerer 

ces regimes一主 l'origineparlementaires -en regimes d'Assem-

blee. . _ Mais， a aucun moment， les Presidents du Conseil ou les 

Presidents de la Republique n'ont eu l'intention de violer les 

textes constitutionnels pour realiser leurs desseins. On ne peut 

ma1heureusement pas en dire autant des dirigeants de la V eme 

Republique. 

A de nombreuses reqrises， la Constitution de 1958 n'a point 

ete appliquee comme elle l'aurait du. On a soit vio1e son texte， 

soit deforme son esprit. Ainsi， pour ne citer que quelques exem-

ples， le Genera1 de Gaulle a refuse de convoquer l' Assemblee 

Nationale en session extraordinaire alors que la constitution lui 

en faisait le devoir des l'instant qu'un certain nombre de signa-

tures parlementaires avaient ete reunies il n'a pas hesite 

egalement a operer une revision de la constitution par 1a seu1e 

procedure du referendum a10rs que l'article 89 de la Constitution 

qui prevoit exp1icitement le mecanisme de revision obligeait a 

une consultation prealable des chambres le General de白 Gaulle
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ne se fait point en outre scrupule de determiner lui-meme les 

grandes options de la politique francaise aussi bien au plan in-

t合ieurqu'au plan international alors que l' Art_ 20 stipule que 

“le gouvernement determine et conduit la politique de la Na-

tionぺ Enfin，on peut estimer que la question de l'independance 

de l'Alg合ien'entrait point exactement dans celles qui permettent 

au President de la Republique d'interroger la Nation par refe-

rendum. Bien plus， la Constitution precisant que la Republi-

que francaise est indivisible， on peut se demander si l'indepen-

dance accordee a une portion meme de cette Republique (les 

，departements d'Outre Mer faisaient en effet partie int匂rantede 

la Republique) n'exigeait pas， au pr・ealable，une revision consti-

tutionnelle dans les formes legales.. 

Quoiqu'il en soit， les milieux gaullistes pensent -sans l'a-

vouer tout主fait-que ces entorses主lalettre de la constitution 

'ont白esomme toute b合lefiquespuisqu'elles ont permis， non 

seulement de mettre un terme a la guerre d' Alg合iemais de faire 

adopter par le peuple francais le principe de l'election du chef 

de l'Etat au suffrage universel. Ils ne voient pas， dans ces 

conditions， pourquoi la constitution de 1958， remaniee dans son 

texte plusieurs fois depuis l'accession du General de Gaul1e au 

pouvoir， ne continuerait point a servir de base a l'organisation 

des pouvoirs publics en France des lors qu'elle ne saurait etre 

un obstacle impossible a franchir.. . . 

Neanmoins il semble que dans les spheres proches du 

pouvoir on veuille -tout en conservant le texte constitution-

nel-modifier certaines institutions mises en place par elle. Le 

Senat est actuellement particulierement vise. On lui reproche， 

，dans les milieux gaullistes， dモt民主 la fois conservateur 

et insuffisamment representatif des differentes tendances de 

l'opinion. M. Maurice Duverger a depuis longtemps montre les 
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inegalites de representation dans les elections senatoriales et de・

plore que le Senat soit plus representatif des zones rurales fran-

caises que des cites urbaines. .， De plus， le fait que le Senat， 

depuis quelques mois， se soit raidi dans une attitude systemati-

.quement opositionnelle n'a point contribue a etablir entre le 

pouvoir et la seconde Chambre un climat de confiance qu'avaient 

deja singuli色rementalt合ecertains propos tenus sur la nature 

du regime par le President du Senat， M. Gaston Monnervil1e. 

En fait， les milieux gaul1istes souhaiteraient， sinon suppri-

mer totalement le Senat， du moins en faire une assemblee rep-

resentant davantage les forces economiques， les differentes cou-

ches sociales de la Nation et les“illustrations" du pays. En 

bref， il s'agirait d'台igerle Senat en Chambre economique a 

vocations multiples. Sera-t-il simplement une sorte de conseil 

-charge de se prononcer sur les seuls problさmesqui ressortiraient 

au domaine economique ou， au contraire， s'agira十 ilde conserver 

~u Senat son caractらrepolitique quitte主prevoirque la moitie 

.des sieges seulement seraient pourvus par la voie du suffrage 

universel， l'autre moitie etant r色erveea des representants des 

-categories professionnelles et des interets economiques? Se pro-

pose-t-on de faire du Senat une emanation des “見gions" et 

une sorte de representation nationale d田 C.O. D. E. R. (Commis-

sions de developpement economique regional)? Rien n'est eロ-

core decide. 11 apparait meme que cette reforme ne doive pas 

.etre entreprise dans un avenir immediat si l'on en juge par les 

declarations les plus recentes de certaines personnalit白 gouver-

nementales. 

Mais le principe meme d'une tel1e reforme soulさve deja 

-dans de nombreux secteurs de l'opinion -de legitimes inquie-

tudes et de violentes oppositions. Pour les adversaires de cette 

reforme， le Senat， loin d'etre un element retrograde， est， au 
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contraire， indispensable主 toutregime democratique et doit a 

tout prix demeurer une Assemblee主lafois legislative et poli-

tique. Sur le plan legislatif， sa permanen田 assureen effet un 

double examen des textes a vδter (ce qui est un gage de travail 

raisonnablement fait) et sur le plan politique， le Senat constitue 

un indispensable element d'equilibre. 

“Pendant une partie de ma vie， plus pres de l'histoire que 

de la realite" disait deja Clemenceau，“ j'ai eu foi en la Cham-

bre unique， emanation directe du sentiment populaire. J'en suis 

revenu. Les evenements m'ont appris qu'il fal1ait donner au 

peuple le temps de la ref1exion. Le temps de la r白lexion，

c'est le Senat". 

En toute hypothese， la mise en oeuvre d'une reforme sena-

toriale poserait un probleme procedural epineux necessitant une 

rふTisionconstitutionnelle. Respectera-t-on， cette fois， les meca-

nismes prevus par l'article 89 (mais cela supposerait que la 

question meme de la reforme soit posee au Senat et l'on doute 

que celui-ci donne une reponse favorable a sa transformation， c岱e 

qui b凶10伺qu田1肥er肥erai比talors le meca叩nlsme同)ou au contraire r民eo∞our江rra仕a-tぺt
O∞n， une fois de plus， au referendum en arguant qu'il s'agit d'une 

question relative a “l'organisation des pouvoirs publics" prevue 

a l'article 11 de la Constitution? Il semble que tout cela doive 

demeurer encore de Iongs mois en suspens. 

Sous reserve donc d'une simple modification de la struc-

ture du Senat， les milieux gaul1istes se prononcent delib台ement

au plan constitutionnel -pour le maintien du statu quo. 

-Dans d'autres milieux， on envisage les choses sous un jour 

different. Pourquoi -pense司t.on-ne pas conserver sous reser-

ve， bien sur， de quelques modifications destinees a faire dispa-

raitre de son texte certaines prerogatives p訂 tropexorbitantes 

conferees a la Presidence de la Republique -le texte constitu-
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tionnel de 1958， mais en l'appliquant loyalement et vraiment， ce 

qui n'a point encore 白efait jusque-la? Si l'on applique en 

effet， dans toutes ses dispositions (mis a part-certaines， excessives， 

que l'on supprimerait) la constitution de 1958， on s'aper写oitque 

Ie r匂imevoulu par eIIe peut parfaitement fonctionner selon Ies 

canons classiques du parlementarisme. II s'y trouve en effet 

toutes les caract台istiquesd'un semblable r・egime.. . . C'est du 

moins ce que pensent des hommes comme M. Mitterand. Si 

l'on supprimait l'article 16， si l'on limitait soigneusement les 

cas de recours presidentiels au referendum， si on reglementait un 

droit de dissolution jusqu'主 present discretionnaire un regime 

parlementaire parfaitement viable pourrait aisement fonctionner. 

On dira， bien sur， que l'exemple de IVeme Republique n'est 

guere encourageant et qu'une nouvelle experience de parlemen-

tarisme entrainerait une nouvelle instabilite ministrielIe， mais ne 

pourrait-on pas corriger les abus d'un emiettement des groupes 

parlementaires et d'une dilution par trop grande des opinions 

politiques， par l'institution d'un“∞ntrat de majorite" passe au 

moment de la formation du gouvernement par le Premier Mini-

stre avec les groupes qui le soutiennent， contrat dont la rupture 

entrainerait immediatement un retour devant les electeurs ? 

C'est ce que propose sur le plan institutionnel le programme de 

la Federation de la Gauche. 

Une semblable conception repose -主 n'enpoint douter -sur 

une etude approfondie de la tradition constitutionnelle fran♀aise 

et l'etat actuel des formes politiques en Europe. La France， en 

effet， est depuis la “Restauration" qui suivit l'epopee napoleo-

nienne un pays qui -mis a part quelques parentheses autoritai-

res -s'est engagee de1iberement sur la voie du parlementarisme. 

ElIe a maintenant， sur ce point， un passe deja long. Serait-il 

raisonnable qu'elle abandonne cette fi必litepour配 lancerdans 
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d'autres experiences ? En outre， au moment ou， de plus en 

plus， on par1e de l'Europe， est-il opportuηd'abandonner des 

formes politiques adoptees par l'ensemble des pays europeens ? 

Le regime parlementaire est， en effet， par excellence， le regime 

de l'Europe. Pourquoi la France choisirait-elle justement I'heure 

presente pour s'eloigner， sur ce point， de ses voisins ? 

Ces arguments ne sont point sans valeur; ils n'ont pas reussi 

cependant a convaincre Ies partisans -chaque jour plus nombreux 

en France -du regime presidentiel. 

-Ceux-ci tirentふridemmentargument des resultats du refe-

rendum de 1962 instituant en France 1モlectionau suffrage uni-

versel du President de la Republique pour avancer que la France， 

engagee depuis cette date sur la voie du r匂imepresidentiel， ne 

peut pas s'arreter mi-chemin. 11ロ'estpas douteux en effet 

qu'en acceptant desormais que leur chef d'Etat soit designe di-

rectement par les suffrages de la nation， les Francais ont fait 

un pas important vers un regime de type nord -americain. 

Pourquoi， des lors， pensent certains， ne pas continuer ? 

On fera， bien sur，員 cetteidee differentes objections. On 

opposera au federalisme americain qui compense， par l'autonomie 

des Etats， ce que les pouvoirs d'un homme plebiscite par les 

suffrages des citoyens peuvent avoir d'inquietant， le centralisme 

francais qui ne possederait pas ces freins. On dira egalement 

qu'il est utile de separer les fonctions de chef d'Etat et de gou-

vernement， ce qui serait exclu dans un cadre presidentiel. On 

pensera en{in que 1在 separationdes pouvoirs entre un President 

elu et un Parlement lui aussi designe par la Nation contient en 

germe des conflits inextricables puisqu'aucune responsabilite po・

litique d'un cote ni aucune dissolution de l'autre ne pensent Ies 

r匂lerpar des mecanismes匂rouves.

Nous n'entrerons pas ici dans une discussion theorique sur 
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]es avantages et inconvenients du regime pr白identielqui depas-

serait les limites de notre propos.... Bornons-nous simplement 

a dire que toutes ces apprehensions peuvent aisement etre cal-

mees a l'etude du fonctionnement pratique du regime p話siden-

tiel americain qui n'a connu aucune crise grave et qui absorbe 

les heurts et les chaos sans aucune difficulte.... Certes， la 

France n'est pas l'Amerique et le President Johnson ne ressem-

ble p邸主 Louis-NapoleonBonaparte， mais pourquoi ne point 

.exorciser le demon en tentant au moins une fois l'experience 

loyale et v合itableen France du regime presidentiel ? 

C'est c怠 quepensent notamment a l'heure actueIIe les leaders 

du Centre des Democrates autour de M. Lecanuet. 

-Reste le dernier groupe represente essentiellement par le 

parh司communiste.

Le parti communiste rejette tout a la fois le parlementarisme 

“de facade" qui s'est ecroule par deux fois， en 1940 et en 1958， 

-et un r匂imepresidentiel qui ferait le jeu de la dictature. Inlas-

sablement， les leaders communist回 mettenten garde les autres 

formations politiques contre tout inflechissement vers le regime 

presidentiel qui， pour lui， eliminerait le pouvoir Iegislatif de Ia 

scさnepolitique. . 

En fait， les veritables raisons de l'opposition du parti com-

-muniste a l'instauration en France d'un regime presidentiel sont 

ιilleurs elles procedent d'une analyse marxiste de la societe 

democratique. Pour le parti communiste， le mecanisme de l'ι 

lection du President de la Republique au suffrage universel favo-

riserait le capitalisme et les forces conservatrices en effet， le 

-chef de l'Etat -et les communistes pensent ici volontiers込 de

Gaulle -apparaissant主 l'heureactuelle comme le symbole des 

monopoles， se voit， par 1壬lection，conferer une legitimite supple-

mentaire qui accroit encore sa position politique et renforce， de 
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ce fait， la predominance des interets capitalistes. .. M. Maurice. 

Duverger a tres bien montre en quoi cette analyse est specieuse. 

Loin d'etre l'ineluctable symbole des monopoles capitalistes， le 

President de la Republique n'est寸1pas au contraire l'homme le 

plus apte a resister aux forces economiques? Un chef de gou-

vernement ou d'Etat issu du suffrage universel ne dispose-t-il 

point en effet，主l'egarddes puissances economiques d'une liherte 

plus grande qu'un Premier Ministre appuye par une majorite par-

lementaire fluctuante? Il est pour le moins evident que l'en-

semble des electeurs est plus difficile a manipuler par les puis-

sances capitalistes que les parlementaires pris isolement. A cet 

egard， on peut meme penser que 1モlectionau suffrage universel 

du President de la Republique pourrait servir utilement a une 

mobilisation des forces de gauche contre les pressions des mono-

poles economiques. 

En fait， la position communiste presente， sous des justifica-

tions apparemment contestables， une assez vigoureuse continuite 

il s'agit toujoursー ladoctrine etait la meme en 1945 -1946 -

d'essuyer de reintroduire en France un regime d'Assemblee. Le 

parti communiste propose donc tres logiquement de proceder a 

une refonte d'ensemble des structures constitutionnelles et suggere 

la mise en place d'un r匂imepolitique qui serait centre sur une 

Assemblee unique elue au suffrage universel et主larepresenta-

tion proportionnelle et un gouvernement responsable devant elle， 

c'est合-diretres exactement， sans dire le mot， un regime d' As-

semblee. 

Telles sont schematiquement resumees， les positions politi-

ques actuelles sur le probleme de la reforme des institutions 

consti tu tionnelleら francaises.

On comprendra facilement de田 fait，l'importance que reve-

tent les prochaines elections legislatives. C'est de leurs resul-
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tats que dependra l'avenir politique de la France. 

Certes， tant que le General de Gaulle est a la tete du pays， 

le problさmeconstitutionnel ne revetira jamais une acuite tr自

grande， le President de la Republique francaise etant capable 

par sa personnalite et回 staturede faire accepter par le peuple 

francais n'importe quel regime politique des l'instant que l'elec-

teur sait que ce ne sera point une dictature ... Mais apres De 

Gaulle ? 

(Le 23 Septembre 1966) 
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