
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
け
る
﹁
議
会
史
﹂
の
誕
生

第
三
共
和
政
前
期
︵
一
八
七
〇

-
一
九
一
四
年
︶
の
議
会
史
研
究
の
展
開
と
課
題

谷

口

良

生

は

じ

め

に

近
現
代
フ
ラ
ン
ス
史
と
議
会
史

議
会
史
と
い
え
ば
イ
ギ
リ
ス
史
の

﹁
専
売
特
許
﹂
の
感
も
あ
る
が
︑
同
時
に
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
近
代
的

市
民
︵
国
民
︶
の
誕
生
と
そ
れ
を
代
表
す
る
議
会
制
民
主
主
義
の
展
開
と
い

う
歴
史
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑
こ
の
組
み
あ
わ
せ
に
さ
ほ
ど
の
驚
き
は
な
い
だ
ろ

う①
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
い
て
﹁
議
会
史
﹂
な
る

分
野
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
不
思
議
に
も
近
年
の
こ

と
で
あ
る
︒
い
く
つ
か
の
背
景
を
指
摘
で
き
る
が
︑
ま
ず
は
政
治
史
よ
り
社

会
経
済
史
︑
エ
リ
ー
ト
よ
り
民
衆
に
関
心
を
寄
せ
た
ア
ナ
ー
ル
学
派
以
来
の

フ
ラ
ン
ス
史
学
︵
あ
る
い
は
歴
史
学
全
体
︶
の
伝
統
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑

イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
り
フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
中
世
以
来
の
身
分
制
議
会
が
大
革

命
直
前
ま
で
途
絶
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
現
行
の
第
五
共
和
政
が
︑
そ
れ
以

前
の
第
三
・
第
四
共
和
政
と
は
異
な
り
︑
執
行
権
を
強
化
し
︑
議
会
主
義
か

ら
一
定
の
距
離
を
と
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
う
る
︒
こ
れ
ら
の
要
因
が
複
合
的

に
重
な
り
あ
い
︑
こ
の
奇
妙
な
状
況
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

本
稿
は
︑
こ
う
し
た
現
状
を
認
識
し
つ
つ
︑
第
三
共
和
政
期
︵
主
に
そ
の

前
期
︶
に
焦
点
を
絞
っ
て
︑
議
会
や
議
員
︑
選
挙
と
い
っ
た
広
く
議
会
政
治

と
関
連
す
る
分
野
の
諸
研
究
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
か
を
整
理
す
る
︒

こ
れ
ら
の
潮
流
は
︑
近
年
︑
こ
れ
ま
で
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
史
で
は
確
立
さ
れ

て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
領
野
で
あ
る
議
会
史
を
構
築
す
る
動
き
に
収
束
し

つ
つ
あ
る
︒
ゆ
え
に
本
稿
は
︑
確
立
途
上
の
古
く
て
新
し
い
議
会
史
と
い
う

分
野
の
構
築
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

こ
こ
で
対
象
時
期
を
第
三
共
和
政
前
期
に
限
定
し
て
い
る
の
は
︑
も
ち
ろ

ん
筆
者
の
能
力
の
ゆ
え
で
も
あ
る
が
︑
﹁
議
会
政
治
の
黄
金
期
﹂
と
し
て
議

会
共
和
政
と
も
称
さ
れ
る
当
該
期
に
研
究
が
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
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る
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
時
期
を
対
象
と
す
る
研
究
を
跡
づ
け
る

こ
と
で
︑
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
け
る
﹁
議
会
史
﹂
の
誕
生
に
つ
い
て
語

る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
︒

と
は
い
え
︑
古
く
か
ら
あ
る
政
治
史
叙
述
に
舞
台
の
一
つ
と
し
て
議
会
が

登
場
す
る
の
は
い
わ
ば
当
然
で
あ
り
︑
と
く
に
議
会
主
義
的
な
性
格
を
強
く

も
つ
第
三
共
和
政
に
つ
い
て
は
︑
一
般
的
な
政
治
史
研
究
が
議
会
の
な
か
で

展
開
さ
れ
る
事
件
や
そ
の
主
体
に
着
目
す
る
こ
と
も
決
し
て
珍
し
く
な
い
︒

そ
の
た
め
︑
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
研
究
は
膨
大
な
も
の
と
な
り
︑

こ
こ
で
す
べ
て
を
あ
つ
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
以
下
で
は
︑
そ
の
な
か
で

も
大
き
な
潮
流
を
た
ど
る
こ
と
を
優
先
し
︑
そ
の
成
果
や
課
題
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
努
め
た
い
︒

①

こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
特
徴
を
以
下
の
三
点
と
し
て
ま
と
め
た
い
︒
一
点
目

に
︑
フ
ラ
ン
ス
は
国
単
位
と
し
て
世
界
で
は
じ
め
て
男
子
普
通
選
挙
制
を
導
入
し

た
︵
一
八
四
八
年
︶
︒
国
会
お
よ
び
地
方
議
会
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
原
則
︑

満
二
一
歳
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
市
民
男
性
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
︒
対
し
て
︑
女

性
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
の
は
遅
く
一
九
四
四
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
二
点
目
に
︑

フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
流
の
二
大
政
党
制
で
は
な
く
︑
多
党
制
に
よ
る
議
会

政
治
が
展
開
さ
れ
て
き
た
︒
三
点
目
に
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
伝
統
的
に
︑
国
会
と
地

方
議
会
な
ど
複
数
の
議
会
︵
市
町
村
長
職
も
含
ま
れ
る
︶
で
同
時
に
議
席
を
も
つ

兼
任
が
き
わ
め
て
高
い
割
合
で
実
践
さ
れ
て
い
る
︒

第
一
章

古
典
的
政
治
史
の
な
か
の
議
会

︵
同
時
代
～
一
九
七
〇
年
代
︶

ま
ず
︑
第
三
共
和
政
期
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
の
研
究
を
整
理
し

て
み
よ
う
︒
こ
の
時
期
に
は
︑
主
と
し
て
古
典
的
政
治
史
叙
述
の
枠
組
み
の

な
か
で
議
会
や
議
員
た
ち
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
は
じ
め

に
こ
う
し
た
叙
述
的
な
成
果
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
︑
そ
れ
と
は
や
や
性

格
を
異
に
す
る
分
析
的
な
選
挙
研
究
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
と
し
た
い
︒
さ

ら
に
は
︑
と
く
に
同
時
代
の
動
き
と
し
て
議
会
制
度
に
関
す
る
動
向
も
簡
潔

に
紹
介
す
る
︒

第
一
節

古
典
的
政
治
史
叙
述
と
議
会

第
二
次
世
界
大
戦
後
初
期
ま
で
︑
議
会
に
関
す
る
研
究
は
︑
国
内
政
治
史

の
な
か
で
進
展
し
て
い
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
期
に
は
︑
議
会
は
の
ち
の

時
代
ほ
ど
研
究
対
象
と
し
て
自
律
し
て
お
ら
ず
︑
あ
く
ま
で
い
わ
ゆ
る
古
典

的
政
治
史
の
な
か
で
あ
つ
か
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
エ
ル

ネ
ス
ト
・
ラ
ヴ
ィ
ス
編
﹃
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史

革
命
か
ら
一
九
一
九

年
の
講
和
ま
で

﹄
の
う
ち
︑
シ
ャ
ル
ル
・
セ
ニ
ョ
ボ
ス
の
手
に
な
る

﹃
第
三
共
和
政
の
変
化
﹄
︵
一
九
二
一
年
︶
を
繙
け
ば
︑
そ
の
語
り
は
明
確

に
︑
﹁
重
要
な
﹂
法
制
度
の
制
定
︑
レ
オ
ン
・
ガ
ン
ベ
ッ
タ
な
ど
﹁
大
物
﹂

近現代フランス史における「議会史」の誕生（谷口）
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政
治
家
の
思
想
︑
﹁
画
期
を
な
す
﹂
事
件
︑
議
会
の
勢
力
を
変
更
し
う
る
選

挙
の
結
果
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
と
議
会
に
関
し
て
は
︑
現
代
か

ら
み
れ
ば
事
件
史
的
英
雄
史
観
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
え

な
い①
︒
こ
の
著
作
自
体
が
い
わ
ば
概
説
あ
る
い
は
通
史
で
あ
る
と
の
向
き
も

あ
り
え
よ
う
が
︑
そ
も
そ
も
そ
れ
以
外
に
議
会
に
焦
点
を
あ
て
る
叙
述
を
み

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る②
︒

こ
の
時
期
の
個
別
具
体
的
な
研
究
は
︑
政
治
的
闘
争
の
展
開
︵
＝
選
挙
に

関
す
る
研
究
︶
と
そ
の
主
体
で
あ
る
政
治
勢
力
︵
＝
党
派
に
関
す
る
研
究
︶

に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
た
︒
そ
の
背
景
に
は
い
わ
ゆ
る
第
三
共
和
政
史
観

が
強
く
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
︑
﹁
反
動
﹂
を
乗
り
越
え
て
︑
い
か
に

し
て
共
和
政
が
誕
生
し
︑
定
着
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
い
に
強
く
惹
か
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
前
者
に
つ
い
て
は
節
を
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
と
し

て
︑
こ
こ
で
は
政
治
勢
力
に
着
目
し
た
研
究
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒

政
治
学
者
ル
ネ
・
レ
モ
ン
は
︑
復
古
王
政
期
か
ら
第
五
共
和
政
ま
で
の
右

派
を
時
期
ご
と
に
と
ら
え
よ
う
と
試
み
た
︒
例
を
あ
げ
れ
ば
︑
七
月
王
政
期

で
は
正
統
王
朝
主
義
と
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ム
︑
世
紀
転
換
期
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
な
ど
︑
そ
の
時
期
を
特
徴
づ
け
る
勢
力
に
焦
点
を
あ
て
︑
彼
ら
が
ど
の

よ
う
に
力
を
伸
長
し
︑
ま
た
衰
退
し
て
い
っ
た
か
を
時
系
列
に
描
い
て
い
る
︒

同
時
に
︑
党
派
を
一
つ
の
集
団
た
ら
し
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
︵
た
と
え
ば
オ

ル
レ
ア
ニ
ス
ム
に
と
っ
て
の
自
由
主
義
な
ど
︶
を
分
析
し
た③
︒
こ
の
よ
う
に
︑

党
派
や
政
治
勢
力
は
︑
基
本
的
に
は
政
治
思
想
史
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
と

い
っ
て
よ
い④
︒
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
ル
シ
ャ
プ
リ
エ
法
︵
一
七
九
一
年
︶
に

よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
結
社
︵
党
派
や
政
党
も
含
ま
れ
る
︶
が
自
由
化
さ
れ
る

の
は
︑
一
九
〇
一
年
の
結
社
法
制
定
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ゆ

え
︑
近
代
的
政
党
組
織
が
未
発
達
な
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
︑

﹁
党
派
﹂
と
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
存
在
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
集
団
を
﹁
党

派
﹂
た
ら
し
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
叙
述
の
中
心
に
す
え
る
こ
と
で
︑
彼
ら

の
輪
郭
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
結
果
︑
歴
史
叙
述
に
お
い
て
は
︑
党

派
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
﹁
著
名
﹂
な
政
治
家
や
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
が
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
お
よ
そ
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
︑
議
会
は
古
典
的
政
治

史
の
枠
組
み
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
︒
そ
こ
で
は
︑
﹁
重

要
﹂
と
な
る
事
件
や
法
の
制
定
︑
あ
る
い
は
﹁
著
名
﹂
な
政
治
家
の
活
動
や

思
想
に
焦
点
を
あ
て
た
経
年
的
な
歴
史
叙
述
に
重
き
が
お
か
れ
て
き
た
︒
対

し
て
︑
確
立
さ
れ
た
手
法
に
も
と
づ
い
て
き
わ
め
て
分
析
的
な
成
果
を
も
た

ら
し
て
い
た
研
究
も
存
在
す
る
︒
次
に
紹
介
す
る
選
挙
研
究
で
あ
る
︒

第
二
節

選
挙
研
究
の
展
開

こ
の
時
期
の
選
挙
研
究
は
︑
選
挙
社
会
学
と
選
挙
地
理
学
と
い
う
二
つ
の

手
法
を
軸
に
展
開
し
た
︒
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ア
ン
ド
レ
・
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
﹃
第
三
共
和
政
に
お
け
る
西
部
フ
ラ
ン
ス

の
政
治
的
素
描
﹄
︵
一
九
一
三
年
︶
に
よ
っ
て
選
挙
地
理
学

géograph
ie

électorale︵
の
ち
に
選
挙
社
会
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︶

の
手
法
は
生
み
だ
さ
れ
た⑤
︒
以
下
で
は
︑
混
乱
を
避
け
る
べ
く
﹁
選
挙
社
会

学
﹂
の
名
で
統
一
し
た
い
︒
選
挙
社
会
学
と
は
︑
投
票
行
動
に
は
地
理
的
な

傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︵
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
地
理
学
﹂
の
名
を
冠
す
る
︶

と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
︑
そ
れ
を
地
域
の
社
会
構
成
や
経
済
構
造
と
の
関

連
で
分
析
す
る
手
法
で
あ
る
︵
そ
の
た
め
に
の
ち
に
﹁
社
会
学
﹂
と
さ
れ

た
︶
︒
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
は
︑
投
票
と
社
会
・
経
済
構
造
の
連
関
を
通
じ
て

﹁
投
票
の
一
般
法
則
﹂
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
背
景
に
は
︑

父
ジ
ュ
ー
ル
が
第
三
共
和
政
期
の
下
院
議
員
で
あ
り
︑
ア
ン
ド
レ
自
身
も
数

度
︑
そ
れ
に
立
候
補
し
て
は
敗
退
し
て
い
た
と
い
う
彼
の
環
境
や
経
験
も
指

摘
さ
れ
て
い
る⑥
︒
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
は
︑
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ

を
対
象
に
︑
投
票
の
行
使
が
自
由
で
あ
っ
た
か
否
か
︑
居
住
状
態

m
od
e

d
e
peu
plem
en
t︵
都
市
か
集
住
か
散
在
か
︶
︑
宗
教
︵
教
会
︶
の
影
響
力
︑

国
家
に
よ
る
干
渉
の
あ
り
方
な
ど
の
諸
要
素
を
検
討
し
た
う
え
で
︑
各
地
域

の
投
票
結
果
と
関
連
づ
け
て
い
く
︒
有
権
者
が
も
つ
政
治
的
意
見
と
は
︑
元

来
︑
当
人
が
属
す
る
社
会
層
や
所
有
形
態
と
密
接
に
連
関
す
る
が
︑
そ
れ
が

上
述
し
た
諸
要
素
の
組
み
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
︑
選
挙
結
果
と
し
て

あ
ら
わ
れ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る⑦
︒

選
挙
社
会
学
は
選
挙
研
究
に
必
須
の
手
法
と
な
っ
て
い
っ
た⑧
︒
し
か
し
︑

一
地
域
の
社
会
・
経
済
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
投
票
行
動
と
の
連
関

を
分
析
す
る
作
業
は
非
常
に
労
が
多
く
︑
研
究
対
象
は
広
く
て
も
数
県
に
と

ど
ま
り
︑
フ
ラ
ン
ス
全
体
で
の
見
取
り
図
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

こ
う
し
た
問
題
を
部
分
的
に
解
決
す
る
た
め
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
が
選
挙

地
理
学
で
あ
っ
た
︒

シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
を
師
と
す
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ゴ
ゲ
ル
は
︑
彼
の
手
法
を

選
挙
社
会
学

sociologie
électorale
と
あ
ら
た
め
︑
異
な
る
か
た
ち
で
選

挙
地
理
学
を
発
展
さ
せ
た⑨
︒
ゴ
ゲ
ル
の
い
う
選
挙
地
理
学
と
は
︑
選
挙
結
果

を
党
派
ご
と
に
地
図
上
で
色
分
け
す
る
こ
と
で
世
論
の
動
向
を
地
理
的
か
つ

視
覚
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
九
五
一
年
に
刊
行
さ
れ

た
﹃
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
五
一
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
地
理
﹄
は
︑

第
三
共
和
政
以
来
の
下
院
議
員
選
挙
を
対
象
に
︑
選
挙
ご
と
に
世
論
の
傾
向

を
色
分
け
し
た
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
地
図
を
作
成
︑
そ
の
地
理
的
傾
向
を
示
し

た
も
の
で
あ
る⑩
︒

こ
こ
で
紹
介
し
た
二
つ
の
手
法
は
︑
そ
の
起
源
自
体
は
非
常
に
古
い
が
︑

そ
れ
は
現
代
で
は
通
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
︒
た
し

か
に
︑
﹁
投
票
の
一
般
法
則
﹂
を
追
究
し
は
し
な
く
と
も
︑
こ
れ
ら
は
︑
現

在
で
も
各
地
の
投
票
傾
向
を
把
握
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
︑
完
全

に
定
着
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
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さ
ら
に
は
︑
並
行
し
て
︑
主
と
し
て
地
方
史
の
な
か
で
︑
各
地
の
政
治
的

変
化
を
時
系
列
に
追
っ
て
い
く
研
究
も
あ
ら
わ
れ
る⑪
︒
こ
う
し
た
研
究
は
︑

選
挙
社
会
学
と
選
挙
地
理
学
の
手
法
を
併
用
し
て
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

他
方
で
︑
議
会
内
で
の
政
治
的
闘
争
に
関
す
る
研
究
も
な
さ
れ
て
き
た
︒

選
挙
研
究
が
選
挙
区
で
の
争
い
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
︑
以
下
の
研
究
は
︑

選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
員
が
議
会
内
で
い
か
な
る
闘
争
を
行
っ
た
の

か
と
い
う
点
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
︒
﹁
第
三
共
和
政
憲
法
﹂
の
制
定
に
い

た
る
穏
健
共
和
派
と
中
道
︵
と
く
に
オ
ル
レ
ア
ン
派
︶
と
の
﹁
妥
協
﹂
を
通

じ
た
共
和
政
固
持
の
動
き
を
明
ら
か
に
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
グ
オ
ー
の
研
究
や
︑

比
較
的
新
し
く
な
る
が
︑
改
憲
問
題
を
中
心
に
議
会
内
の
党
派
関
係
を
分
析

し
︑
第
三
共
和
政
を
﹁
絶
対
共
和
政
﹂
と
位
置
づ
け
た
オ
デ
ィ
ル
・
リ
ュ
デ

ル
の
も
の
が
特
筆
さ
れ
る⑫
︒
議
会
内
集
団
︵
党
派
︶
grou
pe
parlem
en
-

taire
に
つ
い
て
は
︑
ド
イ
ツ
人
歴
史
家
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ー
デ
マ
ン
を
は
じ

め
︑
い
く
つ
か
の
研
究
に
よ
っ
て
集
団
の
形
成
や
分
離
︑
消
滅
な
ど
が
つ
ぶ

さ
に
整
理
さ
れ
︑
第
三
共
和
政
の
と
く
に
初
期
の
議
会
政
治
に
お
い
て
︑
こ

う
し
た
集
団
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
研
究
さ
れ
て
き
た⑬
︒

第
三
節

議

会

制

度

研

究

本
章
で
の
対
象
時
期
に
お
い
て
︑
議
会
と
い
う
組
織
そ
の
も
の
に
焦
点
を

あ
て
た
も
の
は
︑
同
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
基
本
的
に
は
法
制
度
研

究
に
か
ぎ
ら
れ
る
︒
な
か
で
も
同
時
代
人
に
よ
る
著
作
と
し
て
指
摘
す
べ
き

は
︑
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ピ
エ
ー
ル
に
よ
る
議
会
制
度
に
関
す
る
編
纂
事
業
で
あ

ろ
う
︒
彼
は
︑
下
院
職
員
の
職
務
と
し
て
議
会
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
決

ま
り
﹂
を
記
録
し
︑
刊
行
し
て
い
っ
た
︒
そ
れ
が
﹃
議
会
法
に
関
す
る
実
践

的
概
論
﹄
で
あ
る⑭
︒
初
版
は
一
八
七
八
年
に
下
院
議
長
執
務
室
事
務
局
長
ジ

ュ
ー
ル
・
プ
ド
ゥ
ラ
と
の
連
名
で
刊
行
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
一
八
八
五
年
の

プ
ド
ゥ
ラ
の
死
後
︑
彼
の
職
を
継
い
だ
ピ
エ
ー
ル
が
単
独
で
こ
の
著
作
の
改

訂
を
く
り
返
し
て
い
く
︒
一
八
九
三
年
版
か
ら
は
︑
表
題
を
﹃
政
治
・
選

挙
・
議
会
法
に
関
す
る
概
論
﹄
と
あ
ら
た
め
て
い
る⑮
︒

議
会
制
度
に
関
す
る
著
作
は
︑
同
時
代
で
も
決
し
て
多
く
は
な
く
︑
ピ

エ
ー
ル
の
編
纂
事
業
の
ほ
か
に
は
︑
法
学
者
に
よ
る
議
会
作
業
に
注
目
し
た

研
究
を
指
摘
で
き
る
程
度
で
あ
る
︒
と
く
に
彼
ら
が
目
を
向
け
た
の
が
院
内

委
員
会
制
度
で
あ
っ
た⑯
︒
ま
た
︑
法
学
・
政
治
学
を
中
心
に
選
挙
制
度
に
関

す
る
分
析
・
研
究
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
ふ
れ
て
お
く⑰
︒

こ
の
時
期
の
議
会
に
関
す
る
研
究
と
は
︑
ま
ず
も
っ
て
法
学
・
政
治
学
の

分
野
で
進
め
ら
れ
て
き
た
︒
上
述
の
と
お
り
︑
な
か
で
も
選
挙
研
究
で
は
現

在
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
手
法
が
誕
生
し
て
い
る
が
︑
全
体
を
通
し

て
み
れ
ば
︑
﹁
著
名
﹂
な
政
治
家
や
﹁
重
大
﹂
な
事
件
を
軸
に
し
て
歴
史
を

語
る
古
典
的
な
政
治
史
叙
述
を
基
本
と
し
て
い
る
︒
と
く
に
歴
史
学
で
は
︑

個
別
の
対
象
と
し
て
は
議
会
に
ほ
と
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
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て
よ
い
︒
議
会
は
︑
古
典
的
政
治
史
の
な
か
で
し
か
と
ら
え
ら
れ
ず
︑
第
三

共
和
政
が
と
く
に
議
会
中
心
的
な
政
体
で
あ
っ
た
こ
と
も
こ
う
し
た
傾
向
に

拍
車
を
か
け
た
︒
つ
ま
り
︑
議
会
と
は
政
治
家
の
活
動
や
事
件
な
ど
が
展
開

さ
れ
る
﹁
後
景
﹂
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

E
rnest
L
A
V
ISSE
(dir.),
H
istoire
d
e
F
ran
ce
con
tem
porain
e
:
d
epu
is

la
R
évolu
tion
ju
squ
à̓
la
paix
d
e
1
9
1
9
,
t.
8
(C
harles
SE
IG
N
O
B
O
S
,

L
é̓volu
tion
d
e
la
3e
R
épu
bliqu
e),
H
achette,
P
aris,1921.

②

学
界
外
で
は
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
か
ら
議
会
に
関
す
る
著
作

︵
エ
ッ
セ
イ
︶
が
著
さ
れ
て
は
い
る
︒
後
述
す
る
ア
レ
ヴ
ィ
や
テ
ィ
ボ
デ
が
そ
の

代
表
で
あ
る
︒
D
aniel
H
A
L
É
V
Y
,
L
a
R
épu
bliqu
e
d
es
com
ités,
essai

d
h̓
istoire
con
tem
porain
e,
1
8
9
5
-1
9
3
4
,
B
.
G
rasset,
P
aris,
1934.
;

A
ndré
T
A
R
D
IE
U
,
L
a
R
évolu
tion
à
refaire,
t.
2
(L
a
P
rofession

parlem
en
taire),
E
.
F
lam
m
arion,
P
aris,
1937.
;
R
oger
P
R
IO
U
R
E
T
,
L
a

R
épu
bliqu
e
d
es
d
épu
tés,
B
.
G
rasset,
P
aris,1959.;
H
enry
B
E
R
G
A
SSE
,

H
istoire
d
e
l̓
A
ssem
blée,
d
es
élection
s
d
e
1
7
8
9
au
x
élection
s
d
e
1
9
6
7
,

P
ayot,
P
aris,1967.

③

R
ené
R
É
M
O
N
D
,
L
a
d
roite
en
F
ran
ce,
d
e
la
prem
ière
R
estau
ration

à
la
V
e
R
épu
bliqu
e,
N
ouv.
éd.,
A
ubier,
P
aris,1964.

④

ほ
か
に
も
以
下
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
︒
Jean-T
hom
as
N
O
R
D
M
A
N
N
,

H
istoire
d
es
R
ad
icau
x
(1
8
2
0
-1
9
7
3
),
E
d.
de
la
T
able
R
onde,
P
aris,

1974.
;
M
adeleine
R
E
B
É
R
IO
U
X
,
«L
e
socialism
e
français
de
1871
à

1914»,
in
:
Jacques
D
R
O
Z

(dir.),
H
istoire
gén
érale
d
u
socialism
e,

P
resses
universitaires
de
F
rance,
P
aris,1974,
pp.133-236.

⑤

C
h
ristian
V
A
N
D
E
R
M
O
T
T
E
N
,
«A
n
d
ré
S
ieg
fried
et
le
T
ableau

politiqu
e
d
e
la
F
ran
ce
d
e
l̓
O
u
est
sou
s
la
T
roisièm
e
R
épu
bliqu
e»,
in
:

A
ndré
SIE
G
F
R
IE
D
,
T
ableau
politiqu
e
d
e
la
F
ran
ce
d
e
l̓
O
u
est
sou
s
la

T
roisièm
e
R
épu
bliqu
e,
É
d
ition
d
e
l̓U
n
iv
ersité
d
e
B
ru
x
elles,

B
ruxelles,2010
(prem
ière
édition
à
P
aris
en
1913),
pp.
V
II-X
V
II.

⑥

M
ichel
L
E
Y
M
A
R
IE
,
«L
es
P
rin
ces
lorrain
s
et
L
a
R
épu
bliqu
e
d
es

P
ro
fesseu
rs»,
in
:
A
lb
e
rt
T
H
IB
A
U
D
E
T
,
L
a
R
ép
u
b
liq
u
e
d
es

P
rofesseu
rs
:
S
u
ivi
d
e
L
es
P
rin
ces
lorrain
s,
H
achette,
P
aris,
2006

(prem
ière
édition
en
1927),
p.9.

⑦

SIE
G
F
R
IE
D
,op.cit.;Id.,G
éograph
ie
électorale
d
e
l̓
A
rd
èch
e
:
sou
s
la

IIIe
R
épu
bliqu
e,
A
rm
and
C
olin,
P
aris,1949.

⑧

R
obert
A
R
A
M
B
O
U
R
O
U
,
«Saint-F
erm
e
au
tem
ps
de
la
T
roisièm
e

R
épublique
:
étude
de
sociologie
électorale
d̓
une
com
m
une
giron-

dine»,
A
n
n
ale
d
u
M
id
i,
65-22,
1953,
pp.
193-204.
;
R
aym
ond
L
O
N
G
,

L
es
élection
s
législatives
en
C
ôte-d
O̓
r
d
epu
is
1
8
7
0
,
essai
d
i̓n
terpré-

tation
sociologiqu
e,
A
rm
and
C
olin,
P
aris,1958.;
Jacques
B
A
SSO
,
L
es

élection
s
législatives
d
an
s
le
d
épartem
en
t
d
es
A
lpes-M
aritim
es
d
e

1
8
6
0
à
1
9
3
9
:
élém
en
ts
d
e
sociologie
électorale,
L
ibrairie
générale

de
droit
et
de
jurisprudence,
P
aris,1968.;
P
aul
W
A
G
R
E
T
,«A
ttitudes

électorales
et
m
entalités
religieuses
:
les
populations
de
la
L
oire

m
oyenne
depuis
le
m
ilieu
du
X
IX
e

siècle»,
C
ah
iers
d
e
l̓
In
stitu
t

d
h̓
istoire
d
e
la
presse
et
d
e
l̓
opin
ion
,2,1974,
pp.25-76.;
B
ernard

M
É
N
A
G
E
R
,
«N
otice
sur
la
sociologie
électorale
dans
la
région
du

N
ord»,
B
u
lletin
d
e
la
S
ection
d
h̓
istoire
m
od
ern
e
et
con
tem
porain
e,

12,1980,
pp.62-65.

⑨

V
A
N
D
E
R
M
O
T
T
E
N
,
op.cit.

⑩

F
rançois
G
O
G
U
E
L
,
G
éograph
ie
d
es
élection
s
fran
çaises
d
e
1
8
7
0
à

1
9
5
1
,
A
rm
and
C
olin,
P
aris,1951.
の
ち
に
は
第
四
共
和
政
後
期
も
含
め
た

研
究
も
発
表
し
て
い
る
︒
Id.,
G
éograph
ie
d
es
élection
s
fran
çaises
sou
s
la
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T
roisièm
e
et
la
Q
u
atrièm
e
R
épu
bliqu
e,
P
resses
de
la
F
ondation

nationale
des
sciences
politiques,
P
aris,1970.
ま
た
︑
そ
れ
以
外
に
も
︑

以
下
を
参
照
︒
Jean
M
A
SSE
P
O
R
T
,L
e
com
portem
en
t
politiqu
e
d
u
D
iois,

essai
d
i̓n
terprétation
géograph
iqu
e,
Im
pr.
A
llier,
G
renoble,1959.;
Id.,

«L
e
com
portem
ent
politique
du
m
assif
du
D
iois.
E
ssai
d̓
interpréta-

tion
géographique»,
R
evu
e
d
e
géograph
ie
alpin
e,
48-1,
1960,
pp.

5-167.

⑪

Jean
M
IC
H
E
U
-P
U
Y
O
U
,
H
istoire
électorale
d
u
d
épartem
en
t
d
es

B
asses-P
yrén
ées
sou
s
la
IIIe
et
la
IV
e
R
épu
bliqu
e,
L
ibrairie
générale

de
droit
et
de
jurisprudence,
P
aris,1965.

⑫

Jacques
G
O
U
A
U
L
T
,
C
om
m
en
t
la
F
ran
ce
est
d
even
u
e
répu
blicain
e,

A
rm
and
C
olin,
P
aris,1954.;
O
dile
R
U
D
E
L
L
E
,
L
a
répu
bliqu
e
absolu
e
:

au
x
origin
es
d
e
l̓
in
stabilité
con
stitu
tion
n
elle
d
e
la
F
ran
ce
répu
bli-

cain
e,
1
8
7
0
-1
8
8
9
,
P
ublications
de
la
Sorbonne,
P
aris,1982.

⑬

R
a
in
e
r
H
U
D
E
M
A
N
N
,
F
ra
k
tio
n
sb
ild
u
n
g
im

fra
n
zö
sisch
en

P
arlam
en
t
:
Z
u
r
E
n
tw
icklu
n
g
d
es
P
arteien
system
s
in
d
er
frü
h
en

D
ritten
R
epu
blik
(1
8
7
1
-1
8
7
5
),
A
rtem
is
V
erlag,
M
ünchen,
1979.
;

C
h
risto
p
h

S
C
H
O
B
E
R
,

„U
n
io
n-R
é
u
n
io
n-D
é
su
n
io
n

:

D
e
r

F
rak
tion
sb
ild
u
n
g
sp
rozess
u
n
d
d
as
«L
oi
d
es
M
aires»
in
d
er

«C
ham
bre
des
D
éputés»
von
1876
“,
F
ran
cia,
22-3,
1995-1996,
pp.

1-22.;
Jean
G
A
R
R
IG
U
E
S
,«L
es
groupes
parlem
entaires
aux
origines

de
la
IIIe
R
épublique»,P
arlem
en
t
[s],
H
istoire
et
politiqu
e,0,2003
[en

ligne,
http://parlem
ents.org/parlem
ents/num
0_6_G
arrigues.pdf]︵
二

〇
二
〇
年
五
月
八
日
最
終
確
認
︶.
;
G
illes
L
E

B
É
G
U
E
C
,
«N
aissance
et

développem
ent
des
groupes
parlem
entaires
sous
la
IIIe
R
épublique»,

P
arlem
en
t
[s],
H
istoire
et
politiqu
e,0,2003
[en
ligne,http://parlem
en

ts.org/parlem
ents/num
0_7_L
eB
eguec.pdf]︵
二
〇
二
〇
年
五
月
八
日
最
終

確
認
︶.

⑭

Jules
P
O
U
D
R
A

et
E
u
g
èn
e
P
IE
R
R
E
,
T
raité
pratiqu
e
d
e
d
roit

parlem
en
taire,
C
erf
et
fils,
V
ersailles,1878.

⑮

た
と
え
ば
︑
一
八
九
三
年
版
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
E
ugène
P
IE
R
R
E
,

T
raité
d
e
d
roit
politiqu
e,
électoral
et
parlem
en
taire,
L
ibrairies-

im
prim
eries
réunies,
P
aris,1893.

⑯

Joseph
B
A
R
T
H
É
L
E
M
Y
,
E
ssai
su
r
le
travail
parlem
en
taire
et
le

systèm
e
d
es
com
m
ission
s,
D
elagrave,
P
aris,1934.;
R
obert
K
.
G
O
O
C
H
,

T
h
e
F
ren
ch
parliam
en
tary
com
m
ittee
system
,
D
.
A
ppleton-C
entury,

N
ew
Y
ork,1935.;
R
oger
B
O
N
N
A
R
D
,
L
es
règlem
en
ts
d
es
assem
blées

législatives
d
e
la
F
ran
ce
d
epu
is
1
7
8
9
:
N
otices
h
istoriqu
es
et
textes,

Sirey,
P
aris,1926.
近
年
で
も
い
く
つ
か
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
Jean-

M
arc
G
U
ISL
IN
,
L
A̓
ffirm
ation
d
u
parlem
en
tarism
e
au
d
ébu
t
d
e
la

T
roisièm
e
R
épu
bliqu
e
:
l̓
exem
ple
d
u
P
as-d
e-C
alais
(1
8
7
1
-1
8
7
5
),

A
rtois
P
resses
U
n
iv
ersité,
A
rras,
2004.
;
H
élèn
e
L
E
M
E
S
L
E
,

«A
pprendre
le
travail
parlem
entaire
et
construire
la
séparation
des

pouvoirs
dans
les
années
1870»,
R
evu
e
d
h̓
istoire
d
u
X
IX
e
siècle,35,

2007,
pp.125-139.

⑰

近

年

の

も

の

と

し

て

以

下

を

参

照
︒
A
listair
C
O
L
E

an
d
P
eter

C
A
M
P
B
E
L
L
,
F
ren
ch
E
lectoral
S
ystem
s
an
d
E
lection
s
sin
ce
1
7
8
9
,3rd

ed.,
G
ow
er,
B
rookfield,1989.;
P
hilippe
T
A
N
C
H
O
U
X
,
L
es
procéd
u
res

électorales
en
F
ran
ce
d
e
la
fin
d
e
l̓
A
n
cien
R
égim
e
à
la
P
rem
ière

G
u
erre
M
on
d
iale,
C
om
ité
des
travaux
historiques
et
scientifiques,

P
aris,2004.
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第
二
章

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
普
及
と
そ
の
影
響

︵
一
九
五
〇
年
代
～
︶

古
典
的
政
治
史
か
ら
議
会
を
解
放
す
る
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
︑

一
九
五
〇
年
代
以
降
に
議
員
研
究
に
導
入
さ
れ
︑
一
九
八
〇
年
代
か
ら
非
常

に
活
発
と
な
っ
た
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
い
う
研
究
手
法
の
登
場
で
あ
っ
た
︒

集
団
的
伝
記
と
も
訳
さ
れ
る
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
︵
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
プ

ロ
ゾ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
︶
は
︑
あ
る
集
団
に
関
す
る
史
料
を
網
羅
的
に
収
集
・
分

析
す
る
こ
と
で
集
団
内
の
個
々
人
の
伝
記
を
描
き
︑
そ
れ
を
集
合
的
に
分
析

す
る
手
法
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
各
人
の
伝
記
情
報
を
ま
と
め
て
集
団
全
体

と
し
て
統
計
を
と
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
集
団
全
体
を
一
つ

の
主
体
と
し
た
伝
記
を
描
写
で
き
る
の
で
あ
る①
︒

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
は
︑
も
と
は
古
代
史
︑
と
く
に
古
代
ロ
ー
マ
史
に
お

い
て
発
達
し
た
手
法
で
あ
っ
た②
︒
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
い
て
は
一
九
五

〇
年
代
ご
ろ
か
ら
そ
の
利
用
が
み
ら
れ
る
︒
膨
大
な
史
料
を
要
す
る
こ
の
手

法
は
︑
基
本
的
に
政
治
・
経
済
・
社
会
的
エ
リ
ー
ト
層
に
適
用
さ
れ
た
︒
議

員
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

第
一
節

先
駆
的
業
績
と
し
て
の
政
治
社
会
学
的
研
究

︵
一
九
五
〇
年
代
～
一
九
七
〇
年
代
︶

先
駆
的
研
究
と
し
て
ま
ず
あ
げ
る
べ
き
は
︑
政
治
学
者
マ
ッ
テ
イ
・
ド
ガ

ン
に
よ
る
第
三
共
和
政
期
の
国
会
議
員
に
関
す
る
一
連
の
成
果
で
あ
る
︒
そ

の
先
駆
け
が
一
九
五
三
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
で
あ
っ
た
︒
彼
は
︑
現
在
の

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
が
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ
る
議
員
集
団
の
社
会
的

側
面
と
い
う
よ
り
も
︑
ま
ず
は
国
会
議
員
の
人
的
交
替
の
リ
ズ
ム
や
任
期
の

長
短
に
着
目
し
た
︒
当
該
期
の
す
べ
て
の
国
会
議
員
の
任
期
に
つ
い
て
情
報

を
収
集
・
分
析
し
た
結
果
と
し
て
︑
第
三
共
和
政
の
一
つ
の
特
質
で
あ
る
内

閣
不
安
定
︵
議
会
主
義
の
裏
返
し
︶
の
背
後
で
︑
国
会
議
員
を
務
め
る
人
員

の
安
定
性
と
連
続
性
が
共
和
政
の
安
定
を
保
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
の
で
あ
る③
︒
一
九
六
七
年
に
は
︑
現
在
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
直

接
的
基
盤
と
な
る
国
会
議
員
の
社
会
的
側
面
を
分
析
し
た
論
考
を
発
表
し
た
︒

彼
が
注
目
し
た
の
は
︑
国
会
議
員
の
出
自
と
社
会
層
︑
教
育
の
程
度
︑
地
方

議
会
議
員
職
の
経
験
︑
文
筆
活
動
︑
活
動
員

ミ
リ
タ
ン

と
し
て
の
経
験
︑
サ
ン
デ
ィ
カ

リ
ス
ム
︑
議
員
職
の
政
治
的
継
承
と
い
っ
た
諸
側
面
で
あ
り
︑
第
三
共
和
政

期
の
国
会
議
員
が
い
か
な
る
社
会
集
団
で
あ
っ
た
か
︑
そ
の
特
質
に
つ
い
て

基
本
的
な
情
報
を
提
供
し
た④
︒

ほ
か
に
も
︑
第
三
共
和
政
期
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
ル
イ
・

ジ
ラ
ー
ル
ら
に
よ
る
第
二
帝
政
末
期
の
県
議
会
議
員
に
関
す
る
研
究
も
重
要

近現代フランス史における「議会史」の誕生（谷口）
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で
あ
る
︒
一
八
七
〇
年
時
の
県
議
会
議
員
を
対
象
と
し
た
こ
の
研
究
︵
比
較

の
た
め
に
一
八
四
八
年
以
降
も
適
宜
対
象
と
し
て
い
る
︶
は
︑
彼
ら
の
リ
ク

ル
ー
ト
の
安
定
性
を
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
集
団
の
中
心
を
担
う
名
望
家
︵
生

ま
れ
や
財
産
に
も
と
づ
い
て
︑
政
治
・
経
済
・
社
会
的
影
響
力
を
行
使
す
る

者
︶
や
貴
族
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
︑
県
議
会
議
員
た
ち
の
政
治
的
傾
向
や

世
代
交
代
の
あ
り
方
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
一
つ
の

回
答
を
与
え
て
い
る
︒
第
三
共
和
政
期
と
の
関
連
で
い
え
ば
︑
彼
ら
が
そ
の

後
の
政
体
で
い
か
な
る
位
置
を
し
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た⑤
︒

こ
う
し
た
議
員
の
社
会
的
側
面
へ
の
関
心
は
︑
下
院
議
員
の
日
常
生
活
史

研
究
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
た
︒
一
九
八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
研
究
書
で
は
︑

選
挙
戦
の
あ
り
方
︑
居
住
や
財
産
な
ど
を
含
む
生
活
様
式
︑
議
員
の
一
日
︑

そ
の
交
友
関
係
︑
パ
リ
で
の
議
員
と
し
て
の
仕
事
な
ど
︑
彼
ら
の
﹁
日
常
﹂

に
つ
い
て
知
る
た
め
の
多
く
の
主
題
が
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る⑥
︒

先
駆
的
業
績
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
研
究
は
現
在
で
も
そ
の

価
値
を
失
っ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
第
三
共
和
政
期
の
議
員
研
究
に
お
い
て

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
い
う
手
法
が
隆
盛
し
︑
一
般
的
に
な
っ
て
い
っ
た
の

は
︑
間
違
い
な
く
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
悉
皆
調
査
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
︒
悉
皆
調
査
の
動
機
の
一
つ
に
は
先
駆
的
研
究
が
も
つ
課
題
の
克
服
も
含

ま
れ
て
い
た
︒

第
二
節

一
九
世
紀
史
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
悉
皆
調
査

︵
一
九
八
〇
年
代
半
ば
～
現
在
︶

一
九
八
四
年
︑
パ
リ
第
一
大
学
と
第
四
大
学
の
共
同
機
関
で
あ
る
一
九
世

紀
史
研
究
セ
ン
タ
ー
を
率
い
る
モ
ー
リ
ス
・
ア
ギ
ュ
ロ
ン
と
ジ
ャ
ン
＝
マ

リ
・
マ
イ
ユ
ー
ル
の
主
導
で
︑
第
三
共
和
政
期
の
国
会
議
員
に
関
す
る
悉
皆

調
査
が
企
図
さ
れ
た
︒
当
該
期
の
議
員
た
ち
が
集
団
と
し
て
い
ま
だ
に
よ
く

知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
意
識
が
そ
も
そ
も
の
動
機
で
あ
っ
た
︒
こ
う

し
た
看
過
の
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
当
時
の
国
会
議
員
に
つ

い
て
知
り
う
る
ほ
ぼ
唯
一
の
刊
行
史
料
で
あ
る
議
員
事
典
が
︑
印
刷
史
料
や

議
事
録
な
ど
議
会
史
料
の
み
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
史
料
的
制
約

を
抱
え
︑
し
か
も
そ
れ
ら
か
ら
え
ら
れ
る
情
報
が
議
員
各
人
で
大
き
く
異
な

り
同
質
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
上
記
の
先
駆
的
研
究
は

議
員
事
典
や
議
会
年
鑑
な
ど
に
依
拠
し
て
お
り
︑
史
料
の
収
集
の
仕
方
に
問

題
が
あ
る
と
批
判
す
る
︒
こ
れ
を
う
け
て
︑
悉
皆
調
査
で
は
質
と
量
を
両
立

さ
せ
る
こ
と
で
正
確
に
第
三
共
和
政
期
の
議
員
集
団
を
描
こ
う
と
試
み
た
の

で
あ
っ
た⑦
︒

調
査
の
指
揮
を
と
る
一
九
世
紀
史
研
究
セ
ン
タ
ー
は
︑
情
報
の
均
質
性
を

保
つ
べ
く
︑
大
別
︑
次
の
三
つ
の
主
題
を
調
査
課
題
と
し
て
設
定
し
た
︒
一

つ
に
﹁
政
治
の
社
会
化

socialisation
politiqu
e﹂
︑
す
な
わ
ち
国
会
議
員

の
社
会
的
・
家
族
的
出
自
︑
彼
ら
が
う
け
た
教
育
︑
結
社
へ
の
参
加
︑
二
つ
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目
に
議
員
の
財
産
や
社
会
的
な
位
置
づ
け
︑
結
婚
や
家
族
的
結
合
の
側
面
︑

最
後
に
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
︑
彼
ら
の
リ
ク
ル
ー
ト
の
あ
り
方
︑
地
方

議
会
で
の
経
験
や
兼
任
︑
政
治
組
織
で
の
活
動
︑
そ
し
て
議
員
に
な
る
た
め

の
政
治
的
回
路
で
あ
る⑧
︒

一
九
世
紀
史
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
︑
こ
れ
と
前
後
し
て
ほ
か
に
も
同
様
の

調
査
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
そ
の
一
つ
が
ア
ギ
ュ
ロ
ン
を
中
心
と
し
た
︑
統
領

政
府
期
か
ら
現
在
︵
当
時
︶
ま
で
の
市
町
村
長
に
関
す
る
調
査
で
あ
る⑨
︒
ま

た
︑
マ
イ
ユ
ー
ル
と
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
を
中
心
に
︑
第
三
共
和
政
期
の
終

身
上
院
議
員
に
関
す
る
調
査
の
成
果
と
対
象
議
員
の
事
典
も
公
刊
さ
れ
て
い

る⑩
︒か

く
し
て
進
め
ら
れ
た
悉
皆
調
査
は
現
在
で
も
完
了
し
て
い
な
い
︒
し
か

し
︑
二
〇
〇
三
年
に
﹁
中
間
報
告
書
﹂
が
公
表
さ
れ
て
お
り
︑
幸
い
に
も
わ

れ
わ
れ
は
︑
網
羅
性
に
つ
い
て
は
不
完
全
な
が
ら
も
そ
の
大
枠
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
︒

中
間
報
告
書
は
以
下
の
三
部
か
ら
な
る
︒
第
一
部
で
は
︑
﹁
議
員
の
プ
ロ

ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
﹂
と
し
て
方
法
論
が
定
義
さ
れ
た
の
ち
に
︑
当
時
わ
か
っ
て

い
た
か
ぎ
り
で
の
議
員
集
団
の
全
体
像
が
描
か
れ
︑
フ
ラ
ン
ス
本
土
と
植
民

地
の
う
ち
六
地
域
に
関
す
る
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
続
く
第
二
部
﹁
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
・
階
梯

cu
rsu
s・
表
象
﹂
は
︑
教
育
︑
議
員
職
の
家
族
的
継

承
︑
議
員
の
財
産
︑
議
員
と
実
業
界
と
の
関
係
︑
家
族
・
社
会
・
職
業
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
・
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
︑
選
挙
︵
戦
︶
︑
上
下
院
間
の
移
動
︑
キ
ャ
リ

ア
の
長
さ
︑
議
会
活
動
︵
院
内
委
員
会
な
ど
︶
︑
表
象
︵
議
員
自
身
の
自
己

表
象
と
公
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
︶
を
あ
つ
か
っ
た
各
章
か
ら
な
る
︒
こ
の
う
ち
︑

選
挙
や
議
会
活
動
︑
表
象
と
い
っ
た
主
題
は
︑
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
を
用
い

た
成
果
で
は
な
く
調
査
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
が
︑

い
ず
れ
も
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
困
難
あ
る
い
は

不
可
能
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
︑
弱
点
を
補
う
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
︒
最

後
に
第
三
部
で
は
︑
ベ
ル
ギ
ー
の
リ
エ
ー
ジ
ュ
︑
イ
タ
リ
ア
︵
三
本
︶
︑
イ

ギ
リ
ス
︵
二
本
︶
を
対
象
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
比
較
が
試
み
ら
れ
︑
フ

ラ
ン
ス
の
議
員
職
が
し
め
る
位
置
が
考
察
さ
れ
て
い
る
︵
な
お
︑
こ
の
部
で

は
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
も
つ
危
険
性
を
指
摘
す
る
章
も
あ
る
︶
︒
プ

ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
で
は
直
接
の
対
象
と
し
に
く
い
部
分
も
そ
れ
ま
で
の
蓄
積

を
も
と
に
補
完
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
議
員
研
究
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
評

価
で
き
る⑪
︒

こ
の
調
査
は
対
象
を
国
会
議
員
に
限
定
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
プ
ロ
ソ
ポ

グ
ラ
フ
ィ
の
普
及
に
よ
っ
て
︑
そ
の
余
波
は
地
方
議
会
議
員
に
も
お
よ
ぶ
こ

と
と
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
パ
リ
第
一
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
で
︑
長

井
伸
仁
は
第
三
共
和
政
前
期
の
パ
リ
市
議
会
議
員
に
関
す
る
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ

フ
ィ
研
究
を
行
い
︑
そ
の
成
果
は
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
た⑫
︒
ま
た
︑
雑
誌

﹃
ル
ヴ
ュ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
﹄
︵
三
〇
二
号
︵
一
九
九
三
年
︶
︶
で
は
﹁
政
治
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家
﹂
の
特
集
が
組
ま
れ
︑
ノ
ー
ル
＝
パ
＝
ド
ゥ
＝
カ
レ
地
方
の
国
会
議
員
と

県
議
会
議
員
に
関
す
る
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る⑬
︒

こ
う
し
て
︑
政
治
史
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
た
議
会
は
︑
社
会
史
家
た
ち
の

分
析
対
象
と
な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
同
時
期
の
政
治
文
化
論
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
︑
天
下
国
家
を
論
じ
る
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
﹁
政
治
的
な
る
も
の
﹂
へ
の

注
目
︑
あ
る
い
は
社
会
史
を
経
た
政
治
︵
史
︶
へ
の
回
帰
︑
す
な
わ
ち
﹁
政

治
︵
史
︶
の
復
権
﹂
と
軌
を
一
に
し
た
動
き
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る⑭
︒

第
三
節

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
成
果
と
研
究
史
上
の
位
置

上
記
の
悉
皆
調
査
で
は
き
わ
め
て
多
岐
に
お
よ
ぶ
知
見
が
与
え
ら
れ
た
︒

し
か
し
同
時
に
︑
未
完
の
事
業
で
あ
り
︑
ま
た
地
域
的
多
様
性
も
存
在
す
る
︒

と
は
い
え
︑
現
時
点
で
も
す
で
に
あ
る
程
度
の
共
通
理
解
は
え
ら
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
︑
議
員
と
い
う
一
社
会
集
団
を
理
解
す
る
う
え
で
と
く
に
重
要
と

思
わ
れ
る
次
の
三
点
に
着
目
し
て
︑
成
果
を
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

一
点
目
は
︑
議
員
の
社
会
的
変
遷
に
関
す
る
成
果
で
あ
る
︒
急
進
派
の
領

袖
ガ
ン
ベ
ッ
タ
が
︑
共
和
政
の
成
立
に
よ
る
﹁
新
し
い
社
会
階
層
﹂
︵
商
人

や
教
師
︑
職
人
な
ど
︑
専
門
職
と
民
衆
の
あ
い
だ
の
﹁
中
間
層
﹂
︶
の
到
来
︑

す
な
わ
ち
支
配
階
層
の
交
替
と
民
主
化
を
予
期
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る⑮
︒

こ
れ
が
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
︑
か
つ
て
の
歴
史
叙
述
は
多
か
れ
少
な
か
れ

第
三
共
和
政
の
成
立
と
民
主
主
義
の
到
来
を
等
号
で
結
ん
で
き
た
︒
し
か
し
︑

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
い
ず
れ
も
︑
ほ
ぼ
共
通
し
て
民
主
化
が
想
定
よ

り
も
漸
進
的
で
緩
慢
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
た
し
か
に
︑
た
と
え
ば

国
会
議
員
の
出
自
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
貴
族
や
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
家
系

出
身
者
は
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
大
き
く
減
少
し
て
い
く
︒
し
か
し
︑
職
業

に
つ
い
て
は
︑
地
主
な
ど
著
し
い
減
少
を
み
せ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
︑
基
本

的
に
は
専
門
職
︑
と
く
に
弁
護
士
や
医
師
・
薬
剤
師
な
ど
が
中
心
で
あ
っ
た
︒

た
だ
し
︑
議
員
職
を
務
め
る
人
び
と
の
社
会
的
位
置
に
何
の
変
化
も
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
国
会
議
員
の
う
け
た
教
育
の
程
度
に
着
目
す
る
と
︑

全
人
口
の
わ
ず
か
一
％
程
度
し
か
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
時
代
に
︑
彼
ら
の
多
く
︵
七
五
％
程
度
︶
は
高
等
教
育
を
修
了
し
て
い
た
︒

出
自
と
照
ら
し
あ
わ
せ
れ
ば
︑
彼
ら
は
父
よ
り
も
い
わ
ゆ
る
高
学
歴
と
な
り
︑

そ
れ
ま
で
重
視
さ
れ
て
き
た
経
済
資
本
が
教
育
資
本
に
投
下
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
い
ま
だ
近
代
的
政
党
が
未
発
達
で
あ
っ
た
当
時
︑
議
員
へ

の
回
路
が
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
に
︑
彼
ら
は
教
育
資
本
を
獲
得
す
る
こ
と

で
社
会
的
上
昇
を
果
た
し
た
の
で
あ
る⑯
︒
第
三
共
和
政
が
標
榜
し
た
﹁
能
力

主
義
﹂
を
体
現
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
エ
リ
ー
ト

層
を
研
究
す
る
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ャ
ル
ル
は
︑
統
治
階
層
の
社
会
的
変
化
に

﹁
名
望
家
モ
デ
ル
﹂
か
ら
﹁
能
力
主
義
モ
デ
ル
﹂
へ
の
漸
進
的
変
容
を
み
て
︑

そ
の
転
機
を
一
八
八
〇
年
代
と
し
た⑰
︒
議
員
も
こ
の
変
化
に
沿
う
も
の
で
あ

っ
た
︒
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二
点
目
に
︑
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
﹁
家
族
︵
家
系
︶
﹂
に
と
り
わ

け
注
目
し
た
と
い
え
る
︒
国
会
議
員
が
い
か
な
る
家
系
の
女
性
と
結
婚
し
た

結
果
︑
ど
の
よ
う
な
家
族
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
た
か
と
い
っ
た
点

も
︑
悉
皆
調
査
を
は
じ
め
こ
れ
ら
の
研
究
が
関
心
を
寄
せ
た
問
い
で
あ
っ
た
︒

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
︑
た
し
か
に
議
員
の
社
会
層
は
︑
そ
れ
ま
で
政
治
の

世
界
の
中
心
に
い
た
伝
統
的
名
望
家
か
ら
︑
社
会
的
上
昇
を
遂
げ
た
人
物
た

ち
に
漸
進
的
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
が
︑
そ
の
動
き
は
緩
慢
で
あ
り
︑
い
ま
だ

彼
ら
に
と
っ
て
﹁
家
族
︵
家
系
︶
﹂
と
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
︒
と
く
に
︑

婚
姻
関
係
な
ど
を
通
じ
た
議
員
の
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
強
く
残
存
し
︑
彼

ら
が
議
席
を
獲
得
・
保
持
す
る
過
程
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
看
過
し
え
な

い
視
点
で
あ
る
︒
構
築
さ
れ
た
同
一
の
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
複
数
の
議
員

が
含
ま
れ
︑
そ
の
な
か
で
議
員
職
が
継
が
れ
て
い
く
政
治
的
継
承
関
係
も
存

在
し
て
い
た
︒
一
点
目
で
確
認
し
た
変
化
の
緩
慢
さ
と
あ
わ
せ
て
︑
こ
れ
ら

の
﹁
前
時
代
的
﹂
な
要
素
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
も
︑
第
三
共
和
政
期
の
議

員
集
団
の
特
質
を
と
ら
え
る
う
え
で
重
要
と
な
る
︒

最
後
に
三
点
目
と
し
て
︑
国
会
議
員
の
キ
ャ
リ
ア
に
関
し
て
多
く
を
明
ら

か
に
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒
第
三
共
和
政
期
の
国
会
議
員
の
多
く

が
︑
そ
の
座
に
い
た
る
ま
で
に
地
方
議
会
を
経
験
し
て
い
た
︒
同
時
に
︑
政

治
的
階
梯
の
存
在
は
複
数
の
議
会
を
兼
任
す
る
議
員
を
生
む
こ
と
に
も
つ
な

が
る⑱
︒
つ
ま
り
︑
多
く
の
議
員
が
︑
ほ
か
の
議
会
に
選
出
さ
れ
て
も
そ
れ
ま

で
の
議
員
職
を
辞
さ
な
い
こ
と
で
︑
両
者
が
一
人
の
手
に
よ
っ
て
兼
任
さ
れ

た
の
で
あ
る⑲
︒

こ
れ
に
関
係
し
て
︑
当
時
の
国
会
議
員
た
ち
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
議
員
生
活

に
お
い
て
選
挙
区
を
移
動
し
な
い
と
い
う
点
も
指
摘
さ
れ
た
︒
彼
ら
は
︑
一

度
当
選
を
果
た
し
た
選
挙
区
︵
ほ
と
ん
ど
が
﹁
地
元
﹂
︶
か
ら
動
か
ず
︑
再

選
を
く
り
返
す⑳
︒
そ
し
て
︑
選
出
以
前
あ
る
い
は
以
後
︑
﹁
地
元
﹂
で
の
定

着
を
図
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
定
着
過
程
の
最
た
る
も
の
が
︑
上
述
し
た
地
方

議
会
議
員
と
し
て
の
地
位
で
あ
っ
た㉑
︒

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
成
果
は
多
岐
に
わ
た
り
︑
こ
こ
で
は
あ
く
ま

で
そ
の
主
要
な
も
の
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
︒
で
は
︑
こ
の
手
法
は
研

究
史
上
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
た
か
︑
そ
の
位
置
づ
け
を
最
後
に
整
理
し
て

お
き
た
い
︒

一
つ
目
の
大
き
な
変
化
は
︑
古
典
的
政
治
史
か
ら
の
議
会
の
解
放
と
社
会

史
へ
の
転
向
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
は
︑

事
件
史
的
政
治
史
に
対
し
て
議
員
の
社
会
史
を
研
究
の
中
心
に
す
え
た
︒
そ

れ
に
と
も
な
っ
て
︑
叙
述
の
あ
り
方
も
大
き
く
変
化
し
た
︒
つ
ま
り
︑
経
年

的
に
注
目
す
べ
き
事
件
を
軸
と
す
る
叙
述
か
ら
︑
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
い

う
き
わ
め
て
統
計
的
な
手
法
を
核
と
す
る
分
析
へ
と
様
変
わ
り
し
た
の
で
あ

る
︒
し
か
し
同
時
に
︑
﹁
事
件
﹂
す
な
わ
ち
政
治
的
変
化
へ
の
注
目
が
や
や

後
景
へ
と
退
い
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
︒
社
会
的
側
面
へ
と
大
き
く
舵
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を
切
り
す
ぎ
た
こ
と
で
︑
本
来
の
目
的
に
あ
っ
た
﹁
政
治
の
社
会
化
﹂
は
︑

統
治
階
層
の
社
会
的
変
容
と
い
う
一
側
面
に
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒

二
つ
目
に
︑
悉
皆
調
査
が
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
主
題
を
対
象
と
し
た

こ
と
で
︑
議
会
・
議
員
を
多
様
な
角
度
か
ら
分
析
す
る
土
台
が
提
供
さ
れ
た
︒

事
実
︑
次
章
で
紹
介
す
る
よ
う
に
︑
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
隆
盛
と
並
行
し

て
︑
議
員
研
究
は
多
様
性
を
帯
び
て
い
く
︒
一
方
で
︑
視
野
の
狭
窄
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
︑
今
後
は
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
を
通
じ
て
い
か
な
る
歴
史
像

を
映
す
か
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︒

三
つ
目
は
︑
議
員
個
人
で
は
な
く
そ
の
集
団
に
着
目
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

従
来
の
政
治
史
的
叙
述
は
︑
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
や
ガ
ン
ベ
ッ
タ
と
い
っ

た
﹁
著
名
﹂
な
政
治
家
に
ば
か
り
注
目
し
て
き
た
︒
対
し
て
︑
プ
ロ
ソ
ポ
グ

ラ
フ
ィ
研
究
は
︑
集
団
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
た
め
︑
﹁
著
名
﹂
な
議
員

も
﹁
平
凡
﹂
な
議
員
も
同
じ
集
団
の
一
構
成
員
と
し
て
あ
つ
か
う
こ
と
に
な

る
︒
視
角
の
多
様
化
と
も
相
ま
っ
て
︑
あ
る
主
題
を
分
析
す
る
た
め
の
素
材

と
し
て
︑
こ
れ
ま
で
光
を
あ
て
ら
れ
な
か
っ
た
﹁
普
通
﹂
の
議
員
も
舞
台
の

主
役
に
躍
り
出
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
手
法
は
︑

反
対
に
議
員
個
々
人
が
も
つ
影
響
力
な
ど
を
過
度
に
平
均
化
し
て
し
ま
う
き

ら
い
が
あ
る
︒
容
易
に
数
値
化
で
き
な
い
部
分
を
い
か
に
処
理
す
る
か
は
依

然
と
し
て
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
数
値
化
が
か
な
ら
ず
し
も
つ
ね

に
有
効
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒

最
後
に
︑
こ
れ
ま
で
主
流
の
研
究
で
は
ま
っ
た
く
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ

た
地
方
議
会
議
員
に
も
︑
研
究
者
の
視
線
が
少
し
ず
つ
注
が
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
点
を
指
摘
で
き
る
︒
エ
リ
ー
ト
集
団
へ
の
関
心
を
増
す
こ
と
に
な
っ
た

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
っ
て
︑
地
方
史
の
次
元
で
は
地
方
議
会
議
員
や
市

町
村
長
が
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
っ
た
︒

一
九
八
〇
年
代
以
降
本
格
化
し
て
い
っ
た
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
に
よ

っ
て
︑
第
三
共
和
政
の
議
会
に
関
す
る
研
究
は
大
き
く
進
展
す
る
こ
と
に
な

っ
た
︒
こ
れ
と
並
行
し
て
︑
議
会
・
議
員
研
究
は
多
様
な
主
題
を
あ
つ
か
う

時
代
へ
と
入
っ
て
い
く
︒

①

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
動
向
に
つ
い
て
は
以
下
が
詳
し
い
︒
長
井
伸
仁
﹁
プ
ロ

ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
ミ
ク
ロ
の
社
会
史

フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史
研
究
の
動
向
か
ら

﹂
﹃
思
想
﹄
一
〇
三
二
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
四
三

-
一
五
九
頁
︒

②

高
橋
秀
﹁
古
代
ロ
ー
マ
史
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
﹂
﹃
史
苑
﹄
五
〇

-
一
︑

一
九
九
〇
年
︑
一
二
七

-
一
四
八
頁
︒
酒
嶋
恭
平
﹁
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
研
究
に
お

け
る
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
効
用
と
そ
の
意
義
﹂
﹃
西
洋
古
代
史
研
究
﹄
一
八
︑

二
〇
一
八
年
︑
五
七

-
七
八
年
︒

③

M
attei
D
O
G
A
N
,«L
a
stabilité
du
personnel
parlem
entaire
sous
la

T
roisièm
e
R
épublique»,
R
evu
e
fran
çaise
d
e
scien
ce
politiqu
e,
3-2,

1953,
pp.319-348.

④

M
attei
D
O
G
A
N
,«L
es
filières
de
la
carrière
politique
en
F
rance»,

R
evu
e
fran
çaise
d
e
sociologie,8-4,1967,
pp.468-492.

⑤

L
ouis
G
IR
A
R
D
,
A
ntoine
P
R
O
ST

et
R
ém
i
G
O
SSE
Z
,
L
es
con
seillers
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gén
érau
x
en
1
8
7
0
,
étu
d
e
statistiqu
e
d
u̓
n
person
n
el
politiqu
e,
P
resses

universitaires
de
F
rance,
P
aris,1967.
ほ
か
に
も
以
下
の
研
究
が
特
筆
さ
れ

る
︒
Jean
B
É
C
A
R
U
D
,«N
oblesse
et
représentation
parlem
entaire
:
les

députés
nobles
de
1871
à
1968»,R
evu
e
fran
çaise
d
e
scien
ce
politiqu
e,

23-5,
1973,
p
p.
972-993.
;
Jean
E
S
T
È
B
E
,
L
es
m
in
istres
d
e
la

R
épu
bliqu
e,
1
8
7
1
-1
9
1
4
,
P
resses
de
la
F
ondation
nationale
des

sciences
politiques,
P
aris,1982.

⑥

P
ierre
G
U
IR
A
L
et
G
uy
T
H
U
IL
L
IE
R
,
L
a
vie
qu
otid
ien
n
e
d
es
d
épu
tés

en
F
ran
ce
d
e
1
8
7
1
à
1
9
1
4
,
H
achette,
P
aris,1980.
同
じ
シ
リ
ー
ズ
か
ら

は
︑
第
三
共
和
政
末
の
下
院
の
日
常
生
活
史
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
A
n
d
ré

G
U
É
R
IN
,
L
a
vie
qu
otid
ien
n
e
au
P
alais-B
ou
rbon
à
la
fin
d
e
la

T
roisièm
e
R
épu
bliqu
e,
H
achette,
P
aris,1978.

⑦

Jean-M
arie
M
A
Y
E
U
R
,
«U
ne
enquête
sur
le
personnel
parlem
en-

taire
sous
la
T
roisièm
e
R
épublique»,
V
in
gtièm
e
S
iècle,
R
evu
e

d
h̓
istoire,11,1986,
pp.121-123.

⑧

Ibid.

⑨

M
aurice
A
G
U
L
H
O
N
et
al.,
L
es
m
aires
en
F
ran
ce
d
u
C
on
su
lat
à
n
os

jou
rs,
P
ublications
de
la
Sorbonne,
P
aris,1986.

⑩

Jean-M
arie
M
A
Y
E
U
R

et
A
lain
C
O
R
B
IN

(dir.),
L
es
im
m
ortels
d
u

S
én
at,
1
8
7
5
-1
9
1
8
:
L
es
cen
t
seize
in
am
ovibles
d
e
la
T
roisièm
e

R
épu
bliqu
e,
P
ublications
de
la
Sorbonne,
P
aris,1995.

⑪

Jean-M
arie
M
A
Y
E
U
R
,
Jean-P
ierre
C
H
A
L
IN
E
et
A
lain
C
O
R
B
IN
(dir.),

L
es
parlem
en
taires
d
e
la
T
roisièm
e
R
épu
bliqu
e,
P
ublications
de
la

Sorbonne,
P
aris,2003.

⑫

N
obuhito
N
A
G
A
Ï,
L
es
con
seillers
m
u
n
icipau
x
d
e
P
aris
sou
s
la

T
roisièm
e
R
épu
bliqu
e
(1
8
7
1
-1
9
1
4
),
P
ublications
de
la
Sorbonne,

P
aris,2002.
主
た
る
点
に
つ
い
て
は
︑
日
本
で
も
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
長
井
伸

仁
﹁
第
三
共
和
政
期
の
パ
リ
市
議
会
議
員
︵
一
八
七
一

-
一
九
一
四
年
︶
﹂
﹃
史

林
﹄
八
二

-
四
︑
一
九
九
九
年
︑
三
七

-
七
二
頁
︒
同
﹁
一
九
世
紀
の
パ
リ
市
議

会
議
員
﹂
﹃
帝
塚
山
大
学
教
養
学
部
紀
要
﹄
五
六
︑
一
九
九
九
年
︑
三
三

-
五
八

頁
︒
同
﹁
議
員
と
そ
の
資
産

第
三
共
和
政
前
半
期
︵
一
八
七
〇
～
一
九
一
四

年
︶
の
パ
リ
市
議
会
議
員
の
事
例

﹂
﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
六
七

-
六
︑
二
〇

〇
二
年
︑
五
一

-
六
八
頁
︒

⑬

特
集
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
以
下
の
研
究
が
あ
る
︒
Je
a
n-P
ie
rre

F
L
O
R
IN
,«C
ontribution
à
une
histoire
des
chem
ins
du
pouvoir
sous

la
T
roisièm
e
R
épublique
:les
conseillers
généraux
du
N
ord
du
début

du
siècle
à
la
veille
de
la
Seconde
G
uerre
M
ondiale»,
R
evu
e
d
u

N
ord
,75-302,1993,
pp.601-633.;
R
égis
R
E
N
O
N
C
O
U
R
T
,«L
es
conseil-

lers
généraux
du
P
as-de-C
alais
de
1871
à
1914»,
R
evu
e
d
u
N
ord
,

75-302,
1993,
pp.
635-656.
く
わ
え
て
︑
以
下
の
研
究
も
参
照
︒
Id.,
«L
es

conseillers
généraux
du
P
as-de-C
alais
à
la
B
elle
E
poque,1895-1914»,

R
evu
e
d
u
N
ord
,72-288,1990,
pp.1033-1035.
各
地
の
地
方
議
会
議
員
に

つ
い
て
は
︑
主
と
し
て
地
方
史
家
に
よ
っ
て
毎
年
の
よ
う
に
成
果
が
発
表
さ
れ
て

い
る
︒
代
表
的
な
も
の
と
し
て
以
下
を
参
照
︒
C
hristophe-L
uc
R
O
B
IN
,
L
es

h
om
m
es
politiqu
es
d
u
L
ibou
rn
ais
d
e
D
ecazes
à
L
u
qu
ot
:
parlem
en
-

taires,
con
seillers
gén
érau
x
et
d
a̓rron
d
issem
en
t,
m
aires
d
e
l̓
arron
-

d
issem
en
t
d
e
L
ibou
rn
e
d
e
1
8
0
0
à
1
9
4
0
,
L
H̓
arm
attan,
P
aris,2007.

⑭

こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
渡
辺
和
行
﹁
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
史
と

﹃
ア
ナ
ー
ル
﹄
﹂
﹃
思
想
﹄
一
〇
一
二
︑
二
〇
〇
八
年
︑
二
九

-
五
一
頁
︒

⑮

﹁
新
し
い
社
会
階
層
﹂
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
︒
長
井
︑
﹁
第

三
共
和
政
期
の
パ
リ
市
議
会
議
員
﹂
︑
前
掲
論
文
︑
四
〇
頁
︒

⑯

C
hristophe
C
H
A
R
L
E
,«L
es
parlem
entaires,
avant-garde
ou
arrière-

g
ard
e
d
u̓
n
e
société
en
m
ou
v
em
en
t?
:
V
u
e
d
e̓n
sem
b
le»,
in
:

M
A
Y
E
U
R
,
C
H
A
L
IN
E
et
C
O
R
B
IN
,
op.cit.,
pp.51-53.

近現代フランス史における「議会史」の誕生（谷口）
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⑰

C
hristophe
C
H
A
R
L
E
,
H
istoire
sociale
d
e
la
F
ran
ce
au
X
IX
e
siècle,

É
dition
du
Seuil,
P
aris,1991.

⑱

Sylvie
G
U
IL
L
A
U
M
E

et
B
ernard
L
A
C
H
A
ISE
,
«E
ssai
de
synthèse

régionale»,
in
:
M
A
Y
E
U
R
,
C
H
A
L
IN
E
et
C
O
R
B
IN
,
op.cit.,
pp.82-83.

⑲

G
uillaum
e
M
A
R
R
E
L
,
L
é̓lu
et
son
d
ou
ble
:
C
u
m
u
l
d
es
m
an
d
ats
et

con
stru
ction
d
e
l̓
É
tat
répu
blicain
en
F
ran
ce
d
u
m
ilieu
d
u
X
IX
èm
e
au

m
ilieu
d
u
X
X
èm
e
siècle,
T
hèse
de
doctorat,
U
niversité
G
renoble
II,

2003.

⑳

D
O
G
A
N
,
«L
a
stabilité
du
personnel
parlem
entaire»,
op.cit.,
pp.

341-343.

㉑

た
だ
し
︑
選
挙
区
と
の
関
係
の
あ
り
方
に
は
地
域
差
が
確
認
さ
れ
る
︒

C
H
A
R
L
E
,
op.cit.,
pp.56-58.

第
三
章

議
会
史
研
究
の
道
へ
︵
一
九
八
〇
年
代
～
現
在
︶

本
章
で
は
︑
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
と
並
行
し
て
︑
あ
る
い
は
そ
の
影

響
の
も
と
展
開
さ
れ
て
き
た
潮
流
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
く
︒
社
会
史
的

な
視
座
の
浸
透
は
︑
同
時
に
研
究
対
象
の
細
分
化
を
も
た
ら
し
た
︒
以
下
で

は
︑
と
く
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
特
筆
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
た

い
︒
な
お
︑
行
論
の
便
宜
上
︑
主
題
ご
と
に
截
然
と
区
別
し
て
い
る
が
︑
実

際
に
は
別
個
に
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
互
い
が
互
い
に
対
し
て
影

響
を
与
え
て
い
る
︒

第
一
節

議
員
の
﹁
家
系
﹂
へ
の
着
目

前
章
で
述
べ
た
悉
皆
調
査
は
︑
そ
の
元
来
の
目
的
に
︑
﹁
家
族
的
出
自
﹂

や
﹁
家
族
的
結
合
﹂
と
い
っ
た
項
目
を
設
定
し
て
い
た
︒
﹁
家
系
﹂
へ
の
関

心
が
す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
中
間
報
告
書
に
お

い
て
も
﹁
家
族
的
継
承
﹂
や
﹁
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
に
関
す
る
一
章
が
割

か
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
の
よ
う
に
し
て
構
築

さ
れ
︑
い
か
に
し
て
議
員
職
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
が
︑
調
査
の
過
程
で

明
ら
か
と
な
っ
た
具
体
的
事
例
を
も
と
に
説
明
さ
れ
て
い
た
︒
家
族
的
継
承

に
つ
い
て
は
︑
家
名
に
も
と
づ
い
た
﹁
封
建
的
影
響
力
﹂
の
重
要
性
を
指
摘

し
︑
家
系
に
よ
る
領
域
統
治
の
あ
り
方
や
議
員
職
を
継
承
す
る
た
め
の
戦
略

︵
家
系
内
で
の
縁
故
関
係
の
利
用
や
家
名
と
結
び
つ
く
集
合
的
記
憶
の
組
織

化
な
ど
︶
が
紹
介
さ
れ
る①
︒

近
年
で
は
︑
こ
う
し
た
関
心
を
共
有
し
た
う
え
で
︑
そ
れ
ま
で
の
量
的
な

研
究
に
対
し
て
質
的
な
方
向
へ
の
深
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
以
下
︑

家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
の
な
か
で
の
議
員
職
の
継
承
に
注
目
す
る
諸
研
究

か
ら
︑
そ
の
特
質
と
成
果
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒

家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
重
視
す
る
研
究
は
︑
い
ず
れ
も
そ
の
広
が
り
と
影

響
力
︵
ど
の
程
度
の
数
の
議
員
が
そ
こ
か
ら
輩
出
し
た
か
︶
を
強
調
す
る
︒

そ
し
て
︑
そ
の
核
は
い
わ
ゆ
る
﹁
婚
姻
政
策
﹂
で
あ
っ
た
︒
同
一
家
系
に
複

数
の
議
員
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
そ
こ
か
ら
多
く
の
議
員
が
輩
出
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す
る
の
は
︑
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い②
︒
ま
た
︑
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
は
や
や
離
れ
る
が
︑
よ
り
広
い
縁
故
関
係

clien
télism
e
に
注
目
す
る
研

究
も
あ
る
︒
普
通
選
挙
の
社
会
史
研
究
で
知
ら
れ
る
ア
ラ
ン
・
ガ
リ
グ
は
︑

名
望
家
社
会
と
結
び
つ
け
ら
れ
が
ち
な
縁
故
関
係
に
も
と
づ
く
投
票
が
第
三

共
和
政
期
に
も
批
判
の
対
象
と
な
り
つ
つ
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る③
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
﹁
家
系
﹂
や
﹁
縁
故
﹂
と
い
っ
た
視
角
が
近
年
で
は
つ
と

に
重
視
さ
れ
て
い
る
︒

さ
て
︑
こ
れ
ら
と
深
く
関
係
す
る
の
が
家
系
内
で
の
議
員
職
の
継
承
で
あ

る
︒
﹁
家
族
的
継
承
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
実
践
に
よ
っ
て
同
一
家
系
内
で
議
員

職
が
う
け
継
が
れ
︑
ま
た
そ
の
数
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
う

し
た
関
心
を
も
っ
と
も
顕
著
に
示
す
も
の
が
︑
一
九
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
た

議
員
職
の
継
承
に
関
す
る
論
文
集
で
あ
ろ
う④
︒
第
三
共
和
政
前
期
に
関
し
て

は
︑
特
定
家
系
が
国
政
や
地
域
政
治
︑
あ
る
い
は
経
済
界
と
の
密
接
な
関
係

を
築
く
と
と
も
に
︑
議
員
職
の
兼
任
や
家
系
に
ま
つ
わ
る
集
合
的
記
憶
の
組

織
化
な
ど
を
通
じ
て
地
域
に
定
着
し
︑
同
一
家
系
内
で
議
員
職
を
継
承
す
る

こ
と
が
で
き
た
点
が
強
調
さ
れ
る⑤
︒
た
だ
し
︑
こ
の
論
文
集
で
は
政
治
的
継

承
を
強
調
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
元
来
そ
れ
に
親
和
的
で
あ
っ
た
伝
統
的
名
望

家
が
徐
々
に
時
代
の
変
化
に
順
応
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
姿
を
も
描
い
て
い
る

点
に
も
注
意
を
払
い
た
い⑥
︒

い
ず
れ
の
研
究
も
︑
当
時
の
議
員
た
ち
に
と
っ
て
﹁
婚
姻
政
策
﹂
を
通
じ

た
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
強
調
す
る
︒
と
く
に

地
方
議
会
の
次
元
で
は
か
な
り
密
に
構
築
さ
れ
て
い
る
地
域
も
あ
っ
た
︒
そ

し
て
︑
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
議
員
職
が
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
︒
息
子
や
甥
が
父
や
伯
父
︵
叔
父
︶
の
議
員
職
を
継
承
し
て
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
二
世
議
員
﹂
と
な
っ
て
い
く
︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
第
三
共
和
政
の

到
来
と
支
配
階
層
の
交
替
を
等
号
で
結
ぶ
見
方
に
は
︑
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ

研
究
に
よ
っ
て
疑
義
が
呈
さ
れ
て
き
た
︒
﹁
家
系
﹂
に
着
目
す
る
研
究
も
こ

の
潮
流
に
位
置
し
︑
か
つ
て
の
名
望
家
社
会
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
な

お
も
政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
﹁
家
系
﹂
の
存
在
が
無
視
し
え
な
い
こ
と

を
強
調
す
る
の
で
あ
る
︒

第
二
節

議
員
の
経
歴
に
関
す
る
研
究

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
︑
議
員
個
々
人
︵
集
団
︶
の
伝
記
的
情
報
を

収
集
す
る
こ
と
を
そ
の
第
一
の
目
的
あ
る
い
は
手
法
と
し
て
い
た
︒
そ
の
た

め
︑
ど
う
い
っ
た
家
庭
に
生
ま
れ
た
か
︑
い
か
な
る
教
育
を
う
け
た
か
︑
そ

の
職
業
は
何
で
あ
っ
た
か
︑
い
か
に
し
て
政
界
に
入
っ
た
か
︑
地
方
議
会
議

員
職
を
経
験
し
て
い
た
か
と
い
っ
た
︑
議
員
の
人
生
の
各
転
機
に
自
ず
と
注

目
す
る
こ
と
と
な
る
︒
い
わ
ば
議
員
の
来
し
方
に
注
目
す
る
研
究
と
も
い
え

る
︒
並
行
し
て
︑
近
年
で
は
議
員
の
経
歴
に
着
目
す
る
研
究
も
い
く
つ
か
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ら
は
︑
と
く
に
職
業
や
政
界
入
り
の
回
路
に
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関
心
を
寄
せ
て
い
る
︒

議
員
の
職
業
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
に
よ
っ
て

当
時
の
議
員
の
中
核
が
専
門
職
︵
知
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
︑
と
く
に
弁
護
士

な
ど
の
法
曹
関
係
者
や
医
師
・
薬
剤
師
︑
文
筆
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︶
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
︒
以
降
︑
中
核
を

な
す
こ
れ
ら
の
職
業
議
員
を
通
じ
て
︑
専
門
職
と
議
員
の
関
係
を
質
的
に
分

析
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
興
隆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

た
だ
し
︑
こ
う
し
た
視
点
自
体
は
︑
実
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
︒
そ

れ
が
第
三
共
和
政
後
期
の
文
筆
家
ア
ル
ベ
ー
ル
・
テ
ィ
ボ
デ
に
よ
る
﹁
大
学

教
員
た
ち
の
共
和
国
﹂
で
あ
っ
た
︒
一
九
二
〇
年
代
の
左
翼
カ
ル
テ
ル
の
躍

進
と
い
う
政
治
状
況
に
相
対
し
た
彼
は
︑
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
エ
リ
オ
を
は
じ

め
大
学
教
員
と
く
に
高
等
師
範
学
校
の
卒
業
生
が
カ
ル
テ
ル
に
多
く
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
︑
﹁
大
学
教
員
た
ち
の
共
和
国
﹂
が
到
来
し
た
と
み
た
の

で
あ
る⑦
︒
た
だ
し
︑
実
際
に
は
す
で
に
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
者
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
︑
彼
ら
は
大
学
教
員
と
し
て
の
実
態
を
も
た
な
か
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
印
象
的
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
実
数
と
し
て
は
そ
う
多
く
は
な

か
っ
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る⑧
︒

そ
の
成
否
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
︑
こ
れ
に
な
ら
っ
て
︑
議
員
に
特
徴
的

な
職
業
に
焦
点
を
あ
て
る
研
究
が
近
年
に
な
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
︒
と
く
に
︑

利
害
代
表
の
観
点
か
ら
職
業
︵
界
︶
と
議
員
と
の
関
係
を
問
う
も
の
が
︑
技

師
や
医
師
︑
広
く
経
済
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
な
ど
い
く
つ
か
あ
ら
わ
れ
て
い
る⑨
︒

と
く
に
︑
経
済
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
議
員
に
注
目
し
た
ジ
ャ
ン
・
ガ
リ
ー
グ
の

研
究
は
︑
第
三
共
和
政
の
成
立
に
お
い
て
彼
ら
を
中
心
と
し
た
中
道
左
派
が

果
た
し
た
役
割
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑
自
由
主
義
共
和
国
の
形
成
と
い
う
第

三
共
和
政
の
政
治
を
理
解
す
る
の
に
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
を
提
示
し
た⑩
︒

以
上
の
研
究
は
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
職
業
議
員
が
第
三
共
和
政
の
政
治
・

政
策
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
し
め
た
か
を
検
討
し
て
き
た
と
い
え
る
︒

し
か
し
︑
議
員
の
経
歴
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
視
線

が
﹁
弁
護
士
た
ち
の
共
和
国
﹂
で
あ
る
︒

弁
護
士
は
第
三
共
和
政
期
の
議
員
に
も
っ
と
も
多
い
職
業
で
あ
っ
た
︒
二

〇
〇
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
ジ
ル
・
ル
・
ベ
ゲ
ッ
ク
の
著
書
は
︑
第
三
共
和
政

期
か
ら
二
〇
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
﹁
弁
護
士
た
ち
の
共
和
国
﹂
の
隆
盛
と

衰
退
を
描
い
て
い
る
︒
第
三
共
和
政
期
に
旧
支
配
層
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
﹁
弁
護
士
た
ち
の
共
和
国
﹂
は
︑
議
員
・
政
治
家
を
形

成
︵
養
成
︶
す
る
た
め
の
確
立
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
支
え
ら
れ
て
い
た
︒

所
属
す
る
弁
護
士
会
や
弁
論
会
議
・
コ
ン
ク
ー
ル
を
通
じ
て
︑
弁
護
士
た
ち

は
︑
議
員
職
に
必
要
な
弁
論
技
術
を
磨
く
の
み
な
ら
ず
︑
横
の
つ
な
が
り
や

先
達
た
ち
と
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
や
政
界
入
り
の
回
路
を

確
立
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
の
政
界
進
出
が
︑
な
お
い
っ
そ
う
法
曹
界

と
政
界
と
を
強
く
結
び
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る⑪
︒
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そ
の
最
大
の
特
徴
は
︑
ほ
か
と
は
異
な
り
︑
政
界
進
出
の
た
め
の
特
殊
な

実
践
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
弁
護
士
間
で
構
築
・
共
有
さ
れ
て
い
た
と
強
調
す

る
点
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
彼
ら
は
単
に
結
果
と
し
て
議
員
に
多
い
職
業
で
あ

っ
た
の
で
は
な
く
︑
政
界
へ
の
道
を
構
築
し
︑
ま
た
そ
れ
が
構
築
さ
れ
て
い

た
が
ゆ
え
に
︑
類
ま
れ
な
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
実
際
︑

ル
・
ベ
ゲ
ッ
ク
は
﹁
技
師
た
ち
の
共
和
国
﹂
や
﹁
大
学
教
員
た
ち
の
共
和

国
﹂
と
﹁
弁
護
士
た
ち
の
共
和
国
﹂
が
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
︑

前
者
の
見
方
に
批
判
を
投
げ
か
け
る⑫
︒
弁
護
士
と
い
う
職
業
は
︑
ほ
ぼ
唯
一
︑

議
員
に
な
る
た
め
の
職
業
と
い
う
側
面
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
︑
議

員
の
経
歴
の
な
か
に
適
切
に
組
み
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
う
し
た
職
業
を
経
た
彼
ら
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
政
界
に
入
っ

て
い
っ
た
の
か
︒
近
年
で
は
こ
の
問
い
に
も
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
と
く

に
﹁
弁
護
士
た
ち
の
共
和
国
﹂
論
で
は
政
界
入
り
の
回
路
が
注
目
さ
れ
て
い

た
︒
同
じ
く
ル
・
ベ
ゲ
ッ
ク
は
︑
別
の
論
考
に
お
い
て
︑
広
く
近
現
代
フ
ラ

ン
ス
を
対
象
と
し
た
政
治
家
の
養
成
回
路
︵
﹁
政
治
の
学
校
﹂
と
彼
は
呼
ぶ
︶

と
し
て
︑
結
社
や
機
関
︑
そ
し
て
と
く
に
雄
弁
さ
が
求
め
ら
れ
る
議
員
に
と

っ
て
は
議
論
す
る
た
め
の
団
体
﹁
パ
ル
ロ
ッ
ト

parlottes﹂
が
重
要
で
あ
っ

た
と
指
摘
す
る⑬
︒
ま
た
︑
近
年
で
は
︑
議
員
個
人
に
焦
点
を
あ
て
た
質
的
研

究
も
進
め
ら
れ
て
い
る⑭
︒

本
節
で
紹
介
し
た
研
究
は
︑
議
員
の
キ
ャ
リ
ア
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
と

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
彼
ら
は
職
業
上
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
結
社
︑
組

織
で
の
経
験
な
ど
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
議
員
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

第
三
節

議
員
と
選
挙
区
の
関
係

前
節
の
諸
研
究
が
議
員
の
来
し
方
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
議

員
に
な
っ
て
か
ら
彼
ら
が
選
挙
区
で
い
か
な
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
か
に
関

心
を
寄
せ
る
研
究
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
︒
と
く
に
普
通
選
挙
の
時
代
で
あ
る

第
三
共
和
政
期
に
お
い
て
は
︑
議
員
あ
る
い
は
党
派
が
い
か
に
し
て
選
挙
区

に
定
着
し
︑
再
選
を
く
り
返
し
て
い
っ
た
か
が
大
き
な
争
点
と
な
る
︒

地
域
的
定
着
と
再
選
に
関
す
る
研
究
は
︑
そ
の
た
め
に
議
員
た
ち
が
い
か

な
る
実
践
を
行
っ
た
か
を
最
大
の
関
心
事
と
し
て
い
る
︒
既
述
の
﹁
家
系
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
パ
＝
ド
ゥ
＝
カ
レ
県
の

あ
る
大
名
望
家
を
事
例
と
し
た
研
究
は
︑
﹁
地
元
﹂
で
県
議
会
議
長
職
を
非

常
に
長
期
に
わ
た
っ
て
務
め
て
い
た
こ
と
を
定
着
の
要
と
し
て
強
調
す
る
︒

く
わ
え
て
︑
家
系
や
﹁
生
ま
れ
も
っ
た
﹂
名
望
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︑
そ
し

て
共
和
派
議
員
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
教
師
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ

っ
て
﹁
選
挙
地
盤
﹂
を
形
成
し
︑
再
選
を
く
り
返
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
有
権
者
と
も
集
会
や
宴
会

バ
ン
ケ

を
通
じ
て
頻
繁
に
接
触

を
は
か
り
︑
国
会
で
彼
ら
の
利
害
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
か

っ
た⑮
︒
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地
域
的
定
着
の
た
め
の
実
践
と
し
て
は
︑
お
よ
そ
地
方
議
会
議
員
職
の
重

要
性
と
兼
任⑯
︑
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
紐
帯
︑
有
権

者
と
の
密
な
関
係
の
構
築
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
近
代
的
政
党
が
未
発
達
で

あ
っ
た
第
三
共
和
政
期
に
お
い
て
は
︑
党
派
︵
集
団
︶
に
よ
る
実
践
で
は
な

く
︑
あ
く
ま
で
個
人
的
な
実
践
が
重
要
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
第
三
共
和
政

の
歴
史
的
特
殊
性
を
強
調
す
る
の
が
︑
二
〇
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
近
現
代

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
と
選
挙
区
と
の
関
係
に
関
す
る
論
文
集
で
あ
っ
た⑰
︒

一
七
五
〇
年
か
ら
二
一
世
紀
初
頭
ま
で
を
対
象
と
す
る
こ
の
論
集
で
は
︑

議
員
と
地
域
的
定
着
の
あ
り
方
を
長
期
的
に
観
察
す
る
た
め
に
︑
選
挙
区
を

議
員
あ
る
い
は
党
派
か
ら
み
て
﹁
選
挙
地
盤

fiefs﹂
︑
﹁
牙
城

bastion
s﹂
︑

﹁
布
教
の
土
地

terre
d
e
m
ission
﹂
︑
﹁
選
挙
空
白
地

d
éserts
électorau
x﹂

に
分
類
し
た
う
え
で
議
論
を
進
め
て
い
く
︒
第
三
共
和
政
期
は
個
人
的
な

﹁
選
挙
地
盤
﹂
の
時
代
で
あ
っ
た
︒
近
代
的
政
党
が
未
発
達
で
あ
る
が
ゆ
え

に
︑
議
員
た
ち
は
個
人
で
地
域
的
定
着
を
図
り
︑
﹁
選
挙
地
盤
﹂
を
構
築
し

て
い
く
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
﹁
選
挙
地
盤
﹂
の
形
成
は
︑
最
終
的
に
地
域

内
で
の
権
力
の
個
人
化
へ
と
帰
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
三
共
和
政
期
の
議
員
は
︑
地
方
議
会
議
員
職
の
獲
得
や
﹁
地
元
﹂
で
の

家
系
や
そ
の
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︑
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
の
構
築
な
ど
を
通
じ
て
︑

党
派
的
に
で
は
な
く
あ
く
ま
で
個
人
と
し
て
﹁
選
挙
地
盤
﹂
を
構
築
し
︑

﹁
地
元
﹂
か
ら
再
選
を
く
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

第
四
節

選
挙
の
社
会
史
的
研
究
と
党
派
・
政
党
に
関
す
る
研
究

き
わ
め
て
広
い
主
題
を
あ
つ
か
っ
た
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
で
も
︑
残

し
た
課
題
は
存
在
す
る
︒
そ
れ
が
選
挙
と
政
治
組
織
の
分
析
で
あ
る
︒
と
く

に
前
者
に
つ
い
て
は
︑
悉
皆
調
査
を
主
導
し
た
マ
イ
ユ
ー
ル
自
身
も
そ
れ
を

認
め
て
い
る⑱
︒
し
か
し
︑
議
員
に
対
す
る
社
会
史
的
関
心
は
︑
選
挙
や
政
治

組
織
の
研
究
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
︒

第
一
章
で
確
認
し
た
﹁
古
典
的
﹂
な
選
挙
研
究
の
関
心
事
は
選
挙
結
果
の

解
釈
に
あ
っ
た
︒
世
論
を
反
映
し
︑
ま
た
議
会
構
成
に
直
接
の
影
響
を
与
え

る
選
挙
結
果
を
重
視
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
︒
一
方
で
︑
そ
れ
が

い
か
な
る
過
程
を
経
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
観
点
は
希
薄
で
あ
っ
た
︒

す
な
わ
ち
︑
結
果
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
う
る
は
ず
の
選
挙
実
践
は
こ
れ
ま
で

看
過
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
一
九
八
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
選
挙
研
究
で
も
社
会
史
的
な
関
心
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
す
で
に
本
章
で
紹
介
し
た
ほ
か
の
潮
流
で
も
︑
選

挙
の
実
践
に
着
目
す
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
き
た
︒
そ
も
そ
も
﹁
家
系
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
﹂
や
地
域
的
定
着
と
い
っ
た
側
面
が
重
視
さ
れ
た
の
は
︑
そ
れ
が

議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
る
た
め
の
手
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
︒
と
く
に
︑
後
述
す
る
﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
論
は
︑
一
九
世
紀
に
お

け
る
選
挙
実
践
の
変
容
を
議
論
の
核
に
す
え
て
い
る
︒
こ
う
し
た
潮
流
か
ら

も
︑
結
果
の
解
釈
か
ら
実
践
へ
の
注
目
へ
と
関
心
が
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
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が
わ
か
る
︒

そ
れ
を
も
っ
と
も
象
徴
す
る
成
果
は
︑
一
九
九
一
年
に
上
梓
さ
れ
た
レ
イ

モ
ン
・
ユ
ア
ー
ル
に
よ
る
著
作
で
あ
ろ
う
︒
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
普

通
選
挙
の
通
史
で
あ
り
︑
そ
の
法
制
度
の
変
化
な
ど
を
あ
つ
か
う
こ
の
本
は
︑

一
部
を
そ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
選
挙
実
践
の
紹
介
に
あ
て
て
い

る
の
で
あ
る⑲
︒
ま
た
︑
ガ
リ
グ
に
よ
る
二
〇
〇
二
年
の
単
著
は
︑
社
会
に
お

け
る
選
挙
︑
す
な
わ
ち
選
挙
の
社
会
的
側
面
へ
の
注
目
を
う
な
が
し
︑
現
代

世
界
の
投
票
率
の
低
さ
︵
棄
権
主
義

absten
tion
n
ism
e︶
に
い
た
る
﹁
民

主
主
義
の
民
主
主
義
的
歴
史
﹂
︵
有
権
者
を
主
体
と
す
る
選
挙
の
歴
史
︶
を

描
い
た⑳
︒
こ
れ
以
外
に
も
︑
近
年
で
は
有
権
者
に
よ
る
選
挙
実
践
に
注
目
が

集
ま
っ
て
い
る㉑
︒
こ
れ
ら
の
研
究
は
︑
従
来
の
﹁
ど
の
よ
う
な
結
果
が
示
さ

れ
た
か
﹂
か
ら
﹁
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
し
た
結
果
が
示
さ
れ
た
か
﹂
に
関

心
を
移
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

ま
た
︑
類
似
の
動
き
は
党
派
・
政
党
に
関
す
る
研
究
で
も
み
ら
れ
る
︒
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
第
三
共
和
政
期
の
党
派
や
政
党
は
︑
近
代
的
な
組
織

政
党
で
は
な
く
き
わ
め
て
曖
昧
と
し
た
集
団
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
古

典
的
政
治
史
の
時
代
に
お
け
る
研
究
は
︑
ま
ず
そ
の
根
幹
を
な
す
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
着
目
し
︑
そ
の
う
え
で
﹁
党
派
﹂
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
勢
力
の
伸

長
や
衰
退
を
分
析
の
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
︒

対
し
て
一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
近
代
的
政
党
へ
と
い
た
る
道
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
最
大
の
関
心
事
と
し
︑
そ
の
組
織
形
態
に
焦
点
を
あ
て
る
よ
う

に
な
っ
た
︒
当
然
︑
か
つ
て
の
よ
う
な
関
心
を
ま
と
っ
た
視
線
も
軽
視
さ
れ

て
は
い
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス

ト
に
関
す
る
論
集
で
は
︑
そ
の
思
想
や
政
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る㉒
︒
ま
た
︑

﹁
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
の
共
和
国
﹂
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
ジ
ェ

ロ
ー
ム
・
グ
レ
ヴ
ィ
の
研
究
書
で
も
︑
彼
ら
が
い
か
に
し
て
勢
力
を
広
げ
て

い
っ
た
か
︑
そ
の
政
治
史
的
展
開
が
描
か
れ
て
い
る㉓
︒
た
し
か
に
党
派
の
思

想
や
政
策
︑
政
治
的
展
開
を
追
う
点
で
は
以
前
の
研
究
と
そ
う
か
わ
ら
な
い

が
︑
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
研
究
は
︑
同
時
に
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
選
挙
活

動
な
ど
に
も
目
配
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

党
派
を
社
会
的
側
面
か
ら
と
ら
え
る
先
駆
的
研
究
の
一
つ
が
︑
ま
た
も
ユ

ア
ー
ル
の
著
作
︵
一
九
八
二
年
︶
で
あ
っ
た
︒
一
八
四
八
年
か
ら
一
八
八
一

年
ま
で
の
低
地
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
︵
と
く
に
ガ
ー
ル
県
︶
に
お
け
る
﹁
共

和
派
﹂
の
運
動
を
と
り
あ
げ
た
彼
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
な
政
治
的

展
開
の
な
か
で
﹁
共
和
派
﹂
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
を
︑
そ
の
組
織
面

か
ら
詳
細
に
追
っ
て
い
る
︒
境
界
の
は
っ
き
り
し
な
い
﹁
共
和
派
﹂
が
︑
い

く
つ
も
の
集
団
・
結
社
か
ら
組
織
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
描
き
︑
﹁
政
党
の

前
史
﹂
を
叙
述
し
た
の
で
あ
る㉔
︒

こ
う
し
た
姿
勢
は
︑
一
九
〇
一
年
の
結
社
法
制
定
以
降
の
時
代
を
対
象
と

す
る
政
党
研
究
に
う
け
継
が
れ
て
い
く
︒
た
と
え
ば
︑
ロ
ー
ヌ
県
共
和
派
連
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合
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
︑
前
身
と
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
や
組

織
化
の
動
き
に
注
目
し
た
の
ち
に
︑
一
九
〇
〇
年
代
に
中
央
で
共
和
派
連
合

が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
う
け
て
︑
ロ
ー
ヌ
県
で
同
組
織
が
構
築
さ
れ
て
い
く

過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
た㉕
︒
ま
た
︑
ロ
ズ
モ
ン
ド
・
サ
ン
ソ
ン
も
︑
全
国
組

織
で
あ
る
民
主
共
和
連
盟

L
A̓
llian
ce
répu
blicain
e
d
ém
ocratiqu
e
が
︑

い
か
に
し
て
各
地
の
既
存
の
後
援
会
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
ん
で
組
織
化
し

て
い
っ
た
か
を
描
い
て
い
る㉖
︒

も
っ
と
も
浩
瀚
な
党
派
研
究
と
し
て
は
︑
一
九
九
二
年
に
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
シ
リ
ネ
ッ
リ
を
編
者
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
﹁
右
派
﹂
に
関
す
る
研

究
書
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
右
派
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
そ
の
政
治
史
を
語
る
第
一

巻
︑
右
派
の
組
織
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
な
ど
を
あ
つ
か
う
第
二
巻
︑
そ
し
て
彼

ら
の
行
動
様
式
に
注
目
す
る
第
三
巻
と
︑
そ
の
構
成
か
ら
も
党
派
に
対
す
る

社
会
史
的
・
文
化
史
的
関
心
は
明
瞭
だ
ろ
う㉗
︒

近
年
の
党
派
・
政
党
研
究
は
︑
﹁
近
代
的
政
党
へ
の
道
﹂
と
い
う
観
点
か

ら
そ
の
組
織
形
態
に
着
目
し
て
き
た
と
い
え
る
︒
こ
う
し
た
歴
史
を
︑
法
制

度
や
議
論
の
変
化
と
そ
れ
に
よ
っ
て
変
容
す
る
政
治
組
織
の
あ
り
方
か
ら
通

読
し
た
も
の
が
︑
ユ
ア
ー
ル
に
よ
る
一
九
九
六
年
の
成
果
で
あ
っ
た
︒
中
間

団
体
を
否
定
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
か
ら
一
九
〇
一
年
の
結
社
法
に
い
た
る

時
期
を
対
象
に
︑
近
代
的
政
党
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
ま
で
の
歴
史
を
描
い

た
の
で
あ
る㉘
︒

第
五
節

﹁
名
望
家
の
終
焉
﹂
再
考

政
治
の
専
門
職
化

こ
こ
ま
で
近
年
の
研
究
に
み
ら
れ
る
大
き
な
潮
流
を
整
理
し
て
き
た
︒
そ

こ
に
は
︑
あ
る
一
つ
の
大
き
な
見
方
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ

う
︒
そ
れ
は
︑
い
ず
れ
の
潮
流
も
︑
﹁
家
系
﹂
や
縁
故
関
係
︑
そ
れ
ら
に
も

と
づ
い
た
家
系
内
で
の
政
治
的
継
承
や
個
人
に
よ
る
地
域
的
定
着
な
ど
と
い

っ
た
︑
共
和
政
の
成
立
に
よ
る
民
主
主
義
社
会
の
到
来
と
い
う
歴
史
像
と
は

相
い
れ
な
い
︑
い
わ
ば
﹁
前
時
代
的
﹂
要
素
の
残
存
を
強
調
す
る
視
線
で
あ

る
︒
あ
る
研
究
者
は
︑
共
和
政
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
そ
の
理
想
と
は
真
逆
の

実
践
を
免
れ
な
か
っ
た
と
印
象
的
に
ま
と
め
て
い
る㉙
︒
こ
の
先
に
行
き
つ
く

議
論
が
﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
論
で
あ
る
︒

﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
論
を
理
解
す
る
に
は
︑
ま
ず
は
﹁
名
望
家
の
終

焉
﹂
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
第
三
共
和
政
後
期
の
文
筆
家

ダ
ニ
エ
ル
・
ア
レ
ヴ
ィ
は
︑
共
和
政
の
成
立
と
と
も
に
﹁
名
望
家
の
終
焉
﹂

が
訪
れ
た
と
述
べ
た
︒
ナ
ポ
レ
オ
ン
期
以
降
︑
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
名
望
家
社

会
は
︑
一
八
四
八
年
の
男
子
普
通
選
挙
制
の
導
入
に
よ
っ
て
大
き
く
動
揺
す

る
︒
有
権
者
数
の
爆
発
的
増
加
を
ま
え
に
︑
政
治
・
社
会
・
経
済
的
影
響
力

に
も
と
づ
く
名
望
家
支
配
と
い
う
﹁
古
い
﹂
手
法
が
徐
々
に
時
代
に
そ
ぐ
わ

な
く
な
り
︑
他
方
で
︑
普
通
選
挙
の
普
及
に
よ
っ
て
︑
第
三
共
和
政
の
成
立

と
と
も
に
︑
そ
れ
ま
で
政
治
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
社
会
層
へ
と
支

配
階
層
が
劇
的
に
交
替
し
た
と
分
析
し
た
の
で
あ
る㉚
︒
こ
れ
が
﹁
名
望
家
の
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終
焉
﹂
で
あ
り
︑
新
し
い
社
会
層
た
ち
は
︑
普
通
選
挙
の
時
代
に
合
致
し
た

﹁
政
治
の
専
門
家
︵
職
業
政
治
家
︶
﹂
と
し
て
君
臨
す
る
︒
ま
さ
に
︑
マ
ッ

ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
﹁
名
望
家
﹂
論
と
﹁
職
業
と
し
て
の
政
治
﹂
の
議
論

と
同
じ
系
譜
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う㉛
︒

し
か
し
︑
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
︑
近
年
の
研
究
は
い
ず
れ
も
︑
多
少

な
り
﹁
名
望
家
の
終
焉
﹂
論
を
再
考
す
る
方
向
に
議
論
を
進
め
て
い
っ
た
︒

﹁
名
望
家
の
終
焉
﹂
と
象
徴
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
急
激
な
議
員
の
社

会
層
の
変
化
は
生
じ
ず
︑
民
主
化
は
漸
進
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
数
量
的
に
示

さ
れ
︑
﹁
前
時
代
的
﹂
あ
る
い
は
名
望
家
社
会
的
な
要
素
の
残
存
も
強
調
さ

れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
﹁
名
望
家
の
終
焉
﹂
を
再
考
す
る
な
か
で
あ
ら
わ
れ

て
き
た
の
が
︑
近
年
の
﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
の
議
論
で
あ
る
︒

男
子
普
通
選
挙
の
導
入
や
︑
一
九
世
紀
後
半
の
都
市
化
や
識
字
率
の
向
上
︑

教
育
の
普
及
と
い
っ
た
変
容
の
な
か
で
︑
選
挙
活
動
や
議
会
活
動
な
ど
が
近

代
化
・
合
理
化
さ
れ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
お
よ
そ
第
三
共
和
政
期
に
政
治
を

﹁
職
業

m
étier﹂
と
す
る
﹁
政
治
の
専
門
家
﹂
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ

た
︒
こ
れ
が
﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
実
践
面
の
変
化

で
あ
る㉜
︒

し
か
し
︑
こ
の
議
論
の
本
質
は
︑
議
会
政
治
に
か
か
わ
る
諸
実
践
の
近
代

化
や
合
理
化
と
い
う
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
名
望
家
に
よ
る
﹁
政
治
の
専
門

職
化
﹂
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
︒
﹁
名
望
家
の
終
焉
﹂
論
で
は
︑
旧
時
代
の

名
望
家
か
ら
︑
﹁
専
門
職
化
﹂
し
た
よ
り
下
位
の
社
会
層
へ
と
劇
的
に
支
配

層
が
﹁
交
替
﹂
し
た
と
主
張
さ
れ
て
い
た
が
︑
近
年
の
﹁
政
治
の
専
門
職

化
﹂
の
議
論
は
︑
こ
の
変
化
を
統
治
層
の
急
激
な
﹁
交
替
﹂
と
は
と
ら
え
な

い
︒
具
体
的
に
は
︑
従
来
の
見
方
が
強
調
す
る
新
し
い
階
層
の
﹁
専
門
職

化
﹂
よ
り
も
︑
旧
支
配
層
と
考
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
名
望
家
に
よ
る
﹁
専

門
職
化
﹂
へ
の
順
応
に
こ
そ
注
目
す
る
の
で
あ
る㉝
︒
た
と
え
ば
︑
社
交
と
密

接
に
結
び
つ
い
た
政
治
生
活
を
送
っ
て
い
た
名
望
家
は
︑
弁
論
団
体
や
文
筆

活
動
な
ど
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
普
通
選
挙
の
時
代
が
要
請
す
る
選
挙
実
践

に
徐
々
に
適
応
す
る
︑
あ
る
い
は
適
応
し
よ
う
と
努
め
て
い
た㉞
︒

﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
の
具
体
例
と
し
て
頻
繁
に
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
る

の
が
︑
エ
リ
ッ
ク
・
フ
ェ
リ
ポ
が
光
を
あ
て
た
ア
ル
マ
ン
・
ド
ゥ
・
マ
コ
ー

で
あ
る
︒
ド
ゥ
・
マ
コ
ー
は
︑
オ
ル
ヌ
県
の
県
議
会
議
員
︑
下
院
議
員
と
し

て
実
に
約
六
〇
年
︵
一
八
六
六
年
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
︶
も
議
員
職
を
務

め
た
人
物
で
あ
る
︒
名
望
家
と
し
て
議
員
を
務
め
て
い
た
彼
も
︑
第
三
共
和

政
期
に
入
り
︑
普
通
選
挙
が
普
及
・
定
着
し
て
い
く
に
つ
れ
︑
名
望
家
と
し

て
の
影
響
力
の
み
で
は
票
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
︒
そ
う

し
た
な
か
で
彼
は
︑
そ
れ
ま
で
の
経
済
・
社
会
資
本
に
も
の
を
い
わ
せ
た
や

り
方
か
ら
︑
社
会
資
本
を
も
た
ざ
る
者
た
ち
が
政
治
組
織
︵
集
団
︶
に
よ
っ

て
戦
う
よ
う
に
︑
徐
々
に
﹁
選
挙
事
業

en
treprise
électorale﹂
︵
選
挙
代

理
人

agen
ts
électorau
x
の
雇
用
や
選
挙
チ
ー
ム

équ
ipe
électorale
の
形
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成
︶
を
行
い
︑
選
挙
活
動
を
合
理
化
・
専
門
化
し
て
い
く
こ
と
で
対
抗
し
て

い
っ
た
︒
伝
統
的
名
望
家
の
位
置
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
︑
普
通
選
挙
の
時

代
に
順
応
し
︑
組
織
化
を
は
じ
め
と
す
る
選
挙
に
お
け
る
動
員
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
身
に
つ
け
︑
政
治
活
動
を
合
理
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
同
時
に
︑

つ
ね
に
職
を
失
う
危
険
を
と
も
な
う
彼
ら
は
︑
地
方
議
会
議
員
職
を
獲
得
・

兼
任
す
る
こ
と
で
地
盤
を
固
め
︑
ま
た
新
聞
な
ど
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

行
い
︑
政
治
組
織
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
て
︑
社
交
︵
社
会
的

関
係
︶
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
た
政
治
空
間
が
自
律
し
︑
政
治
に
よ
っ
て
生

活
す
る
﹁
政
治
の
専
門
家
﹂
が
誕
生
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る㉟
︒

こ
の
よ
う
に
︑
近
年
の
﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
論
は
︑
﹁
名
望
家
の
終
焉
﹂

論
の
主
役
で
あ
っ
た
低
い
社
会
層
の
﹁
専
門
職
化
﹂
で
は
な
く
︑
旧
統
治
層

と
み
な
さ
れ
て
き
た
名
望
家
に
よ
る
﹁
専
門
職
化
﹂
へ
の
順
応
を
強
調
す
る㊱
︒

断
絶
よ
り
も
連
続
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
名
望
家
側
に
ば

か
り
注
目
す
る
た
め
に
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
︑
そ

れ
は
前
者
の
﹁
専
門
職
化
﹂
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
そ
う

し
た
変
化
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
︒

つ
ま
り
︑
﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
と
は
︑
従
来
の
よ
う
な
旧
支
配
層
で
あ
る

名
望
家
か
ら
新
支
配
層
で
あ
る
﹁
政
治
の
専
門
家
﹂
へ
の
﹁
交
替
﹂
で
は
な

く
︑
ま
た
名
望
家
社
会
の
単
な
る
﹁
継
続
﹂
で
も
な
く
︑
名
望
家
と
よ
り
低

い
社
会
層
の
両
者
か
ら
﹁
政
治
の
専
門
家
﹂
へ
と
﹁
再
編
﹂
さ
れ
て
い
く
社

会
的
な
過
程
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
実
際
に
︑
近
年
で
は
︑

第
四
共
和
政
期
が
主
と
な
る
が
︑
﹁
政
治
の
専
門
家
﹂
の
再
名
望
家
化

re-

n
otab
ilisation
と
い
う
議
論
も
み
ら
れ
る㊲
︒
﹁
政
治
の
専
門
家
﹂
が
︑
長
期

に
わ
た
る
議
員
職
の
保
持
を
行
い
︑
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
政
治
・
社
会
・
経

済
的
影
響
力
を
行
使
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
政
治
の
専
門

職
化
﹂
と
は
︑
単
な
る
議
会
政
治
︑
と
く
に
選
挙
に
関
わ
る
実
践
の
近
代
化

に
と
ど
ま
ら
ず
︑
長
期
に
わ
た
る
新
た
な
議
員
階
層
の
再
編
過
程
で
あ
っ
た
︒

①

B
ernard
M
É
N
A
G
E
R
,«L
a
succession
des
m
andats
:
une
affaire
de

fam
ille?»,
in
:
M
A
Y
E
U
R
,
C
H
A
L
IN
E
et
C
O
R
B
IN
,
op.cit.,
pp.197-210.

②

C
hristophe-L
uc
R
O
B
IN
,
«L
e
personnel
politique
à
L
ibourne
au

X
IX
e
siècle
:
réseaux
fam
iliaux
et
pouvoir
local»,
in
:
R
ené
P
L
E
SSIX

et
Jean-P
ierre
P
O
U
SSO
U
(dir.),
L
es
petites
villes
fran
çaises
d
u
X
V
IIIe

au
X
X
e
siècle,
Société
d̓
histoire
des
petites
villes,
M
am
ers,1998,
pp.

393-402.;R
ém
y
C
A
Z
A
L
S
,««R
eille
père
et
fils,société
pour
l̓exploita-

tion
du
m
andat
de
député».
L
es
barons
R
eille
et
le
pouvoir

(1861-1958)»,
in
:
M
ichel
B
E
R
T
R
A
N
D

(dir.),
P
ou
voirs
d
es
fam
illes,

fam
illes
d
e
pou
voir,
C
N
R
S-U
n
iv
ersité
d
e
T
ou
lou
se-L
e
M
irail,

T
oulouse,2005,
pp.297-306.

③

A
lain
G
A
R
R
IG
O
U
,«C
lientélism
e
et
vote
sous
la
IIIe
R
épublique»,

in
:
Jean-L
ouis
B
R
IQ
U
E
T

et
F
rédéric
SA
W
IC
K
I
(dir.),
L
e
clien
télism
e

politiqu
e
d
an
s
les
sociétés
con
tem
porain
es,
P
resses
universitaires
de

F
rance,
P
aris,1998,
pp.39-74.

④

C
laude
P
A
T
R
IA
T

et
Jean-L
uc
P
A
R
O
D
I
(dir.),
L
h̓
éréd
ité
en
politi-

qu
e,
É
conom
ica,
P
aris,1992.
類
似
の
関
心
を
示
す
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
︒

122 (578)



P
aul
B
A
Q
U
IA
ST
,
U
n
e
d
yn
astie
d
e
la
bou
rgeoisie
répu
blicain
e
:
L
es

P
elletan
,
L
H̓
arm
attan,
P
aris,1996.

⑤

た
と
え
ば
︑
以
下
の
論
考
を
参
照
︒
B
ernard
M
É
N
A
G
E
R
,«T
ypologie
de

dynasties
parlem
entaires
:
les
dynasties
parlem
entaires
dans
le

N
ord-P
as-de-C
alais
dans
la
seconde
m
oitié
du
X
IX
e

siècle
et
la

prem
ière
m
oitié
du
X
X
e
»,
in
:
Ibid
.,
pp.
123-140.
;
Jean-L
ouis

B
R
IQ
U
E
T
,
«U
ne
histoire
de
fam
ille
:
L
a
gestion
fam
iliale
d̓
un

patrim
oine
politique.
L
e
cas
d̓
une
fam
ille
de
notables
corses,
les

G
avini
(1850-1962)»,
in
:
Ibid
.,
pp.155-169.

⑥

R
enaud
D
O
R
A
N
D
E
U
,«Se
faire
un
nom
:
de
la
tradition
fam
iliale
à

la
m
odernisation
de
l̓entreprise
politique»,
in
:
Ibid
.,
pp.109-122.

⑦

T
H
IB
A
U
D
E
T
,
op.cit.,
p.9.

⑧

L
E
Y
M
A
R
IE
,
op.cit.,
pp.17-18.

⑨

B
ru
n
o
M
A
R
N
O
T
,
L
es
In
gén
ieu
rs
au
P
arlem
en
t
sou
s
la
IIIe

R
épu
bliqu
e,
C
N
R
S
É
d
ition
s,
P
aris,
2000.
;
Isab
elle
C
A
V
É
,
L
es

m
éd
ecin
s-législateu
rs
et
le
m
ou
vem
en
t
h
ygién
iste
sou
s
la
T
roisièm
e

R
épu
bliqu
e,
1
8
7
0
-1
9
1
4
,
L
H̓
arm
attan,
P
aris,2014.

⑩

Jean
G
A
R
R
IG
U
E
S
,
L
a
R
épu
bliqu
e
d
es
h
om
m
es
d
a̓ffaires,

1
8
7
0
-1
9
0
0
,
A
ubier,
P
aris,1997.

⑪

G
illes
L
E
B
É
G
U
E
C
,L
a
répu
bliqu
e
d
es
avocats,A
rm
and
C
olin,P
aris,

2003.

⑫

G
illes
L
E

B
É
G
U
E
C
,
«L
es
réseaux»,
in
:
M
A
Y
E
U
R
,
C
H
A
L
IN
E

et

C
O
R
B
IN
,
op.cit.,
pp.244-246.

⑬

G
illes
L
E

B
É
G
U
E
C
,
«L
es
circuits
de
form
ation
du
personnel

politique»,
in
:
Serge
B
E
R
ST
E
IN

et
P
ierre
M
IL
Z
A

(dir.),
A
xes
et

m
éth
od
es
d
e
l̓
h
istoire
politiqu
e,
P
resses
universitaires
de
F
rance,

P
aris,1998,
pp.303-318.

⑭

一
例
と
し
て
以
下
を
参
照
︒
M
ichel
SA
L
V
IA
C
,
«L
e̓ntrée
en
politique

de
R
aym
ond
P
oincaré
(1886-1889)»,
in
:
Jean
L
A
N
H
E
R

et
N
oëlle

C
A
Z
IN

(d
ir.),
R
aym
on
d
P
oin
caré,
u
n
h
om
m
e
d
E̓
tat
lorrain
,

1
8
6
0
-1
9
3
4
,
Société
des
lettres,
sciences
et
arts
de
B
ar-le-D
uc,
B
ar-

le-D
uc,1989,
pp.21-37.

⑮

Jean
V
A
V
A
SSE
U
R
-D
E
SP
E
R
R
IE
R
S
,«L
i̓m
plantation
locale
d̓
un
grand

n
otab
le
d
u
P
as-d
e-C
alais,
C
h
arles-C
élestin
Jon
n
art
(1857-1927)»,

R
evu
e
d
u
N
ord
,72-288,1990,
pp.907-927.

⑯

と
く
に
以
下
で
は
社
会
主
義
の
定
着
に
お
け
る
兼
任
の
役
割
が
強
調
さ
れ
る
︒

Jacques
G
IR
A
U
L
T

(dir.),
L
i̓m
plan
tation
d
u
socialism
e
en
F
ran
ce
au

X
X
e

siècle
:
partis,
réseau
x,
m
obilisation
,
P
u
b
lication
s
d
e
la

Sorbonne,
P
aris,2001.

⑰

F
rançois
D
U
B
A
SQ
U
E

et
É
ric
K
O
C
H
E
R
-M
A
R
B
Œ
U
F

(dir.),
T
erres

d
é̓lection
s
:
les
d
yn
am
iqu
es
d
e
l̓
an
crage
politiqu
e,
1
7
5
0
-2
0
0
9
,

P
resses
universitaires
de
R
ennes,
R
ennes,2014.

⑱

M
A
Y
E
U
R
,«O
rigines
et
dém
arche»,
op.cit.,
p.24.

⑲

R
aym
ond
H
U
A
R
D
,
L
e
S
u
ffrage
u
n
iversel
en
F
ran
ce
:
1
8
4
8
-1
9
4
6
,

A
ubier,
P
aris,1991.

⑳

A
lain
G
A
R
R
IG
O
U
,H
istoire
sociale
d
u
su
ffrage
u
n
iversel
en
F
ran
ce
:

1
8
4
8
-2
0
0
0
,
É
ditions
du
Seuil,
P
aris,2002.

㉑

Y
ve
D
É
L
O
Y
E

et
O
livier
IH
L
,
«D
es
voix
pas
com
m
e
les
autres.

V
otes
blancs
et
votes
nuls
aux
élections
législatives
de
1881»,R
evu
e

fran
çaise
d
e
scien
ce
politiqu
e,
41-2,
1991,
pp.
141-170.
;
M
ichel

O
F
F
E
R
L
É
,«L
é̓lecteur
et
ses
papiers.
E
nquête
sur
les
cartes
et
les

listes
électorales
(1848-1939)»,
G
en
èses,13,1993,
pp.29-53.

㉒

L
éo
H
A
M
O
N
(dir.),
L
es
O
pportu
n
istes
:
les
d
ébu
ts
d
e
la
R
épu
bliqu
e

au
x
répu
blicain
s,
É
ditions
de
la
M
aison
des
sciences
de
l̓hom
m
e,
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P
aris,1991.

㉓

Jérôm
e
G
R
É
V
Y
,
L
a
R
épu
bliqu
e
d
es
opportu
n
istes,
1
8
7
0
-1
8
8
5
,

P
errin,
P
aris,1998.

㉔

R
aym
ond
H
U
A
R
D
,
L
e
m
ou
vem
en
t
répu
blicain
en
B
as-L
an
gu
ed
oc,

1
8
4
8
-1
8
8
1
:
la
préh
istoire
d
es
partis,
P
resses
de
la
F
ondation

nationale
des
sciences
politiques,
P
aris,1982.

㉕

M
athias
B
E
R
N
A
R
D
,
L
a
D
érive
d
es
m
od
érés
:
L
a
F
éd
ération

répu
blicain
e
d
u
R
h
ôn
e
sou
s
la
T
roisièm
e
R
épu
bliqu
e,
L
H̓
arm
attan,

P
aris,1998.

㉖

R
osem
onde
SA
N
SO
N
,
L
A̓
llian
ce
répu
blicain
e
d
ém
ocratiqu
e
:
U
n
e

form
ation
d
e
cen
tre
(1
9
0
1
-1
9
2
0
),
P
resses
universitaires
de
R
ennes,

R
ennes,2003.

㉗

Jean-F
rançois
SIR
IN
E
L
L
I
(dir.),
H
istoire
d
es
d
roites
en
F
ran
ce,
3

vols.,
G
allim
ard,
P
aris,1992.

㉘

R
aym
ond
H
U
A
R
D
,
L
a
N
aissan
ce
d
u
parti
politiqu
e
en
F
ran
ce,

P
resses
de
la
F
ondation
nationale
des
sciences
politiques,
P
aris,

1996.

㉙

V
A
V
A
SSE
U
R
-D
E
SP
E
R
R
IE
R
S
,
op.cit.,
p.927.

㉚

D
aniel
H
A
L
É
V
Y
,
L
a
fin
d
es
n
otables,
G
rasset,
P
aris,1930.

㉛

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
︵
世
良
晃
志
郎
訳
︶
﹃
支
配
の
社
会
学
﹄
Ⅰ
・
Ⅱ
︑

創
文
社
︑
一
九
六
〇
年
︵
原
著
刊
行
一
九
五
六
年
︶
︒
同
︵
世
良
晃
志
郎
訳
︶
﹃
支

配
の
諸
類
型
﹄
創
文
社
︑
一
九
七
〇
年
︵
原
著
刊
行
一
九
五
六
年
︶
︒
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
︵
脇
圭
平
訳
︶
﹃
職
業
と
し
て
の
政
治
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八

〇
年
︵
原
著
刊
行
一
九
二
一
年
︶
︒

㉜

Y
ves
B
IL
L
A
R
D
,
L
e
m
étier
d
e
la
politiqu
e
sou
s
la
IIIe
R
épu
bliqu
e,

P
resses
universitaires
de
P
erpignan,
P
erpignan,2003.

㉝

M
ichel
O
F
F
E
R
L
É

(dir.),
L
a
profession
politiqu
e
X
IX
e
-X
X
e

siècle,

B
elin,
P
aris,1999.
な
お
同
書
は
︑
表
題
と
内
容
を
若
干
あ
ら
た
め
︑
の
ち
に

再
版
さ
れ
て
い
る
︒
Id.(dir.),
L
a
profession
politiqu
e
X
IX
e-X
X
Ie
siècle,

B
elin,
P
aris,2017.

㉞

Jean
JO
A
N
A
,
P
ratiqu
es
politiqu
es
d
es
d
épu
tés
fran
çais
au
X
IX
e

siècle
:
d
u
d
ilettan
te
au
spécialiste,
L
H̓
arm
attan,
P
aris,1999.

㉟

É
ric
P
H
É
L
IP
P
E
A
U
,
L
i̓n
ven
tion
d
e
l̓
h
om
m
e
politiqu
e
m
od
ern
e
:
d
e

M
ackau
,
l̓
O
rn
e
et
la
R
épu
bliqu
e,
B
elin,
P
aris,2002.

㊱

第
三
共
和
政
前
期
の
名
望
家
は
︑
一
般
に
右
派
と
強
く
結
び
つ
き
︑
左
に
行
く

ほ
ど
そ
の
割
合
は
減
少
し
て
い
く
︒
た
だ
し
︑
近
年
の
名
望
家
に
注
目
す
る
研
究

で
は
︑
か
な
ら
ず
し
も
右
派
名
望
家
の
み
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
︒

㊲

N
oëlline
C
A
ST
A
G
N
E
Z
,
«L
a
notabilisation
du
P
S-SF
IO

sous
la

Q
uatrièm
e
R
épublique»,
V
in
gtièm
e
S
iècle,
R
evu
e
d
h̓
istoire,96,2007,

p
p.35-46.
ま
た
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
以
下
の
雑
誌
で
も
特
集
さ
れ
た
︒
と

く
に
次
を
参
照
︒
L
aurent
G
O
D
M
E
R
,
«L
es
élus
régionaux
:
un
per-

sonnel
politique
entre
notabilisation,
dénotabilisation
et
renotabilisa-

tion»,
H
istoire@
P
olitiqu
e,
25,
2015
[en
ligne,
https://w
w
w
.histoire-

p
olitiq
u
e.fr/d
ocu
m
en
ts/25/d
ossier/p
d
f/H
P
25_D
ossier_L
au
ren
t_

G
od
m
er_D
E
F
.p
d
f]︵
二

〇

二

〇

年

五

月

八

日

最

終

確

認
︶.
;
A
u
d
e

C
H
A
M
O
U
A
R
D
,«E
xiste-t-il
des
notables
socialistes
sous
la
T
roisièm
e

R
épublique»,
H
istoire@
P
olitiqu
e,
25,
2015
[en
ligne,
https://w
w
w
.

histoire-politique.fr/docum
ents/25/dossier/pdf/H
P
25_D
ossierN
otable

s_A
ude_C
ham
ouard_def.pdf]︵
二
〇
二
〇
年
五
月
八
日
最
終
確
認
︶.
第
三
共

和
政
期
の
議
員
職
の
兼
任
に
つ
い
て
研
究
し
た
マ
レ
ル
は
︑
そ
の
後
期
に
お
い
て
︑

社
会
主
義
派
が
兼
任
を
通
じ
て
再
名
望
家
化
し
た
と
述
べ
︑
こ
の
議
論
を
第
三
共

和
政
期
に
適
用
し
て
い
る
︒
M
A
R
R
E
L
,
op.cit.,
pp.245-297.
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第
四
章

﹁
議
会
史
﹂
の
誕
生

プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
登
場
と
そ
れ
に
並
行
す
る
社
会
史
的
関
心
の
高
ま

り
か
ら
︑
当
時
の
議
員
た
ち
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
が
︑
質
・
量
と

も
に
精
力
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
︒
さ
ら
に
追
い
風
と
な
っ
た
の
が
︑

二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
学
界
内
で
の
動
き
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
が
﹁
議
会
史
・
政
治
史
協
会
﹂
の
誕
生
︵
二
〇
〇
二
年
︶
で
あ
る
︒

国
会
の
後
援
を
え
た
こ
の
協
会
は
︑
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
国
際
的
な
政
治
生
活

に
関
す
る
研
究
の
推
奨
と
公
に
対
す
る
議
会
活
動
の
理
解
促
進
を
目
的
と
す

る
学
術
団
体
で
あ
る
︒
会
長
は
︑
政
治
史
研
究
で
知
ら
れ
る
オ
ル
レ
ア
ン
大

学
の
ガ
リ
ー
グ
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
議
会
史
に
関
す
る
研
究
団
体

が
参
加
す
る
﹁
議
会
史
に
関
す
る
情
報
お
よ
び
研
究
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
﹂
に
も
参
加
し
て
い
る①
︒

こ
う
し
て
二
一
世
紀
に
な
っ
て
︑
議
会
史
を
そ
の
主
目
的
に
す
え
る
学
術

協
会
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
は
じ
め
て
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
社
会

史
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
︑
議
員
た
ち
の

政
治
的
側
面
を
図
ら
ず
も
希
薄
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
︑
政
治
史
家

を
中
心
に
ふ
た
た
び
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
で
︑
議
会
史
研
究
は
︑
社
会
史
の

成
果
を
ふ
ま
え
た
議
会
政
治
の
理
解
へ
と
よ
う
や
く
歩
み
は
じ
め
た
と
い
え

る
︒

さ
ら
に
は
︑
こ
の
協
会
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
最
初
の
議
会
史
専
門
雑
誌
が

創
刊
さ
れ
た
︒
二
〇
〇
三
年
発
刊
の
雑
誌
﹃
議
会

政
治
史
雑
誌

﹄

︵
二
〇
〇
六
年
六
月
号
ま
で
副
題
は
﹁
歴
史
と
政
治
﹂
︶
は
︑
年
二
回
発
行

さ
れ
て
い
る
︵
大
半
の
年
で
増
刊
号
と
し
て
三
回
刊
行
さ
れ
て
い
る
︶
︒
か

な
ら
ず
し
も
狭
義
の
議
会
史
の
み
で
は
な
く
広
く
政
治
史
を
あ
つ
か
う
雑
誌

で
あ
り
︑
そ
の
対
象
も
フ
ラ
ン
ス
に
限
定
さ
れ
な
い
︒

そ
し
て
︑
議
会
史
研
究
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
︑
二
〇
〇
七
年
に
は
協

会
長
の
ガ
リ
ー
グ
を
中
心
に
フ
ラ
ン
ス
議
会
史
の
通
史
が
編
ま
れ
た
︒
ア
ン

シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
︵
三
部
会
︶
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
﹁
議
会

P
arlem
en
t﹂
の
歴
史
を
跡
づ
け
る
こ
の
著
作
は
︑
基
本
的
に
は
事
件
史
的

な
政
治
史
叙
述
を
軸
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
最
大
の
特
徴
と
し
て
︑
こ
う

し
た
経
年
的
な
叙
述
の
な
か
で
︑
同
時
に
議
員
の
社
会
的
・
文
化
的
側
面
に

も
配
慮
さ
れ
て
い
る②
︒
ま
た
︑
二
〇
一
三
年
に
は
︑
ジ
ャ
ン
・
エ
ル
・
ガ
マ

ル
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
主
義
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

id
en
tité
parle-

m
en
taire
を
軸
と
し
た
概
説
的
通
史
も
著
さ
れ
た
︒
革
命
期
か
ら
現
在
ま

で
の
期
間
を
対
象
に
︑
政
治
史
の
大
き
な
展
開
を
追
い
な
が
ら
︑
そ
れ
に
と

も
な
う
議
会
主
義
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
盛
衰
を
検
討
し
た
こ
の
著
作
も
︑

議
員
の
社
会
的
側
面
や
彼
ら
と
有
権
者
ひ
い
て
は
社
会
と
の
関
係
に
ふ
れ
て

い
る③
︒
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
そ
れ
以
降
の
研
究
を
ふ
ま
え
た
通
史
が
登
場

し
た
の
で
あ
る
︒

近現代フランス史における「議会史」の誕生（谷口）
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①

﹁
議
会
史
・
政
治
史
協
会
﹂
に
つ
い
て
は
︑
同
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る

紹
介
を
参
考
に
し
た
︒
h
ttp://w
w
w
.p
arlem
en
ts.org
/p
resen
tation
C
H
P
P
.

htm
l︵
二
〇
二
〇
年
五
月
八
日
最
終
確
認
︶
︒

②

Jean
G
A
R
R
IG
U
E
S
(dir.),
H
istoire
d
u
parlem
en
t
d
e
1
7
8
9
à
n
os
jou
rs,

A
rm
and
C
olin,
P
aris,2007.

③

Jean
E
L

G
A
M
M
A
L
,
Ê
tre
parlem
en
taire
d
e
la
R
évolu
tion
à
n
os

jou
rs,
A
rm
and
C
olin,
P
aris,2013.

お

わ

り

に

長
ら
く
伝
統
的
政
治
史
の
﹁
後
景
﹂
に
す
ぎ
な
か
っ
た
議
会
は
︑
社
会

史
・
文
化
史
的
研
究
を
通
じ
て
よ
う
や
く
ひ
と
つ
の
研
究
対
象
と
し
て
あ
ら

わ
れ
て
き
た
︒
こ
の
動
き
は
︑
近
年
で
は
議
会
史
と
い
う
古
く
て
新
し
い
領

域
と
し
て
確
立
し
つ
つ
あ
る
︒
し
か
し
︑
当
然
な
が
ら
現
状
に
対
し
て
課
題

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
以
下
で
は
︑
現
在
の
議
会
史
研
究
が
抱
え
る
諸
問

題
を
指
摘
し
て
結
び
と
し
た
い
︒

一
つ
目
に
︑
議
員
の
社
会
的
側
面
へ
と
過
度
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
点

を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
っ
て
︑
研
究
の

比
重
は
古
典
的
政
治
史
か
ら
社
会
史
へ
と
移
行
し
た
︒
こ
れ
以
降
の
研
究
は
︑

そ
の
影
響
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
並
行
し
て
あ
る
い
は
そ
の
成
果
を
継

承
し
て
︑
と
く
に
質
的
に
議
員
の
社
会
的
あ
る
い
は
文
化
的
側
面
に
着
目
し

て
き
た
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
も
は
や
議
会
史
研
究
に
お
い
て
社
会
史
・
文

化
史
的
視
点
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ

研
究
の
隆
盛
と
裏
腹
に
︵
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
︶
︑
本
来
の
課
題
で
あ
っ

た
は
ず
の
﹁
政
治
の
社
会
化
﹂
と
い
う
視
点
は
希
薄
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
論
が
明
ら
か
に
す
る
議
員
階
層
の
再
編

成
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
︑
ま
る
で
政
治
的
な
主
題
で
な
い
と
い
う
つ
も
り
は

毛
頭
な
い
︒
し
か
し
︑
不
思
議
な
こ
と
に
︑
議
員
の
社
会
的
側
面
に
関
す
る

研
究
の
盛
り
あ
が
り
の
裏
で
︑
彼
ら
が
基
本
的
な
活
動
の
場
と
す
る
議
会
あ

る
い
は
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
議
会
政
治
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
目
が
向
け
ら
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た①
︒
今
後
は
︑
議
員
の
社
会
的
変
容
が
︑
い
か
に
し
て
議

会
政
治
に
影
響
を
与
え
た
か
︵
逆
も
ま
た
然
り
︶
を
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
︒

議
員
の
社
会
的
構
成
や
変
容
を
ふ
ま
え
た
議
会
政
治
の
政
治
・
社
会
・
文
化

的
な
構
造
把
握
が
求
め
ら
れ
る
︒

二
つ
目
に
︑
﹁
議
会
史

h
istoire
parlem
en
taire﹂
を
再
定
義
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
議
会
史
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
議
会
の
歴
史
﹂

で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
の
は
﹁
国
会

P
arlem
en
ts﹂
で
あ
る
︒

字
義
ど
お
り
に
と
ら
え
れ
ば
︑
自
ず
と
地
方
議
会
は
﹁
議
会
史
﹂
の
視
野
の

外
に
お
か
れ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
︑
議
員
の
社
会
的
側
面
や
﹁
政
治
の
専
門

職
化
﹂
論
に
関
す
る
研
究
に
か
ん
が
み
れ
ば
︑
議
員
た
ち
の
経
歴
に
お
け
る

地
方
議
会
で
の
経
験
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
︒
果
た
し
て
地
方
議
会
を
排

除
し
た
か
た
ち
で
︑
第
三
共
和
政
期
の
﹁
議
会
政
治
﹂
を
十
全
に
と
ら
え
る
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こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
に
﹁
議
会
史
﹂
の
限
界
が
あ
る
︒

た
し
か
に
︑
こ
れ
は
半
ば
﹁
言
葉
遊
び
﹂
で
あ
り
︑
広
義
の
﹁
議
会
史
﹂

に
は
地
方
議
会
も
含
ま
れ
う
る
と
い
う
返
答
も
想
定
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
現
状
で
は
明
ら
か
に
﹁
議
会
史
﹂
か
ら
地
方
議
会
は
排
除

さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
大
き
な
理
由
は
︑
地
方
議
会

con
seils
locau
x
が
基
本

的
に
行
政
機
関
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
も
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
行

政
史
研
究
の
枠
組
み
の
な
か
で
こ
れ
を
あ
つ
か
っ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
︒
本

稿
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
従
来
の
﹁
議
会
史
﹂
の
枠
内
で
も
︑
わ
ず
か
な

が
ら
地
方
議
会
に
は
目
を
向
け
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で

国
会
議
員
が
輩
出
す
る
︑
あ
る
い
は
兼
任
す
る
と
い
う
関
心
に
規
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
︒
今
後
は
︑
地
方
議
会
の
側
か
ら
︑
国
会
も
含
め
た
議
会
共

和
政
の
理
解
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
︒
地
方
議
会
は
︑
第
三
共
和
政
期
の

﹁
議
会
政
治
﹂
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
い
か
な
る
位

置
を
し
め
る
の
か
︒
こ
う
し
た
問
い
を
も
と
に
︑
﹁
複
数
の
議
会
史

h
is-

toire
d
es
assem
blées
n
ation
ales
et
locales﹂
が
可
能
か
否
か
を
模
索
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い②
︒

三
点
目
は
︑
直
近
の
議
会
史
研
究
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
名
望
家
へ
の
着

目
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
﹁
政
治
の
専
門
職
化
﹂
論
を
は
じ
め
︑
近
年
の
研
究

は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
敗
者
﹂
と
し
て
無
視
さ
れ
て
き
た
第
三
共
和
政
期
の
名
望

家
を
再
評
価
す
る
︒
こ
の
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
い
が
︑
こ
う
し
た
見
方
に

は
手
段
と
目
的
の
混
同
が
み
ら
れ
る
感
も
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
名
望
家
の
再
評

価
の
た
め
に
名
望
家
に
焦
点
を
あ
て
︑
そ
の
結
果
︑
名
望
家
の
再
評
価
に
行

き
つ
く
と
い
う
︑
結
論
あ
り
き
の
議
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
三
共
和
政
期
に
な
っ
て
も
名
望
家
社
会
の
影
響
が
強
く
残
っ
て
い
た
こ
と

は
疑
い
な
い
が
︑
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
︑
再
編
さ
れ
た
新
し
い
議
員
階

層
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
彼
ら
新
し
い
政
治
的
エ
リ
ー

ト
は
︑
一
九
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
ま
で
の
名
望
家
と
は
当
然
異
な
る
集
団
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
現
在
の
﹁
旧
﹂
名
望
家
に
着
目
す

る
研
究
は
︑
再
編
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
集
団
を
片
側
か
ら
観
察
し
て
い
る
に
す

ぎ
ず
︑
今
後
は
視
点
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
︒

最
後
に
︑
今
後
︑
議
会
史
研
究
が
大
き
く
発
展
す
る
に
は
︑
研
究
状
況
の

改
善
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
︒
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
は
︑
当
人
た
ち
が

意
識
的
で
あ
っ
た
か
否
か
は
さ
て
お
き
︑
研
究
環
境
を
改
善
す
る
も
の
で
あ

っ
た
︒
成
果
の
公
表
に
よ
っ
て
︑
当
時
の
議
員
に
関
す
る
情
報
量
は
飛
躍
的

に
増
加
し
た
︒
し
か
し
︑
残
念
な
が
ら
こ
の
事
業
が
い
ま
だ
完
遂
さ
れ
て
お

ら
ず
︑
現
状
︑
お
そ
ら
く
完
遂
さ
れ
る
望
み
は
薄
い
︒
現
在
で
も
︑
た
と
え

ば
議
員
個
々
人
の
政
治
的
傾
向
や
選
挙
に
関
す
る
情
報
な
ど
が
ま
と
め
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
︑
研
究
を
進
め
る
う
え
で
の
ご
く
基
本
的
な
情
報
す
ら
容
易

に
は
参
照
で
き
な
い
場
合
も
多
々
あ
る
︒
研
究
の
基
礎
と
な
る
環
境
を
少
し

ず
つ
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
︑
今
後
の
議
会
史
研
究
の
行
く
末
を
大
き
く
左

近現代フランス史における「議会史」の誕生（谷口）
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右
す
る
だ
ろ
う
︒

議
会
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
い
は
︑
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史

の
語
り
に
強
い
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
大
革
命
以
降
の
帝
政
や

王
政
と
い
っ
た
﹁
反
動
﹂
に
対
し
て
︑
議
会
主
義
的
な
第
三
共
和
政
に
お
い

て
民
主
主
義
が
必
然
的
に
勝
利
し
た
と
す
る
第
三
共
和
政
史
観
は
︑
批
判
も

あ
り
つ
つ
︑
い
ま
だ
根
強
い
︒
さ
ら
に
は
︑
こ
う
し
た
民
主
主
義
の
到
来
を

一
種
の
到
達
点
と
す
る
歴
史
叙
述
は
︑
何
も
フ
ラ
ン
ス
史
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
︒

今
後
︑
議
会
史
研
究
は
︑
自
ら
が
近
現
代
史
の
叙
述
に
果
た
す
役
割
を
強
く

意
識
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

数
少
な
い
政
治
史
的
要
素
を
残
す
研
究
と
し
て
︑
以
下
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
︒
Jean-M
arc
G
U
IS
L
IN
,
«L
es
représentants
du
P
as-de-C
alais
à

l̓A
ssem
blée
nationale
(1871-1875)
:
É
lections
et
activités
parlem
en-

taires»,
R
evu
e
d
u
N
ord
,67-267,1985,
pp.967-993.;
Id.,
op.cit.
ま
た
︑

少
な
い
も
の
の
︑
議
員
活
動
に
お
い
て
重
要
と
な
る
﹁
弁
論
﹂
︑
あ
る
い
は
有
権

者
に
対
す
る
語
り
に
関
す
る
一
連
の
研
究
も
あ
る
︒
A
ntoine
P
R
O
ST
,

V
ocabu
laire
d
es
proclam
ation
s
électorales
:
d
e
1
8
8
1
,
1
8
8
5
et
1
8
8
9
,

P
resses
universitaires
de
F
rance,
P
aris,1974.;
Jean-M
arc
G
U
ISL
IN
,

«P
arlem
entarism
e
et
violence
rhétorique
dans
les
années
1870»,

R
ev
u
e
d
u
N
o
rd
,
80-326
e
t
327,
1998,
p
p.
697-727.
;
N
ico
la
s

R
O
U
SSE
L
IE
R
,
«L
a
pyram
ide
de
l̓éloquence
:
société
politique
et

délibération
sous
la
IIIe
R
épublique»,in
:B
E
R
ST
E
IN
et
M
IL
Z
A
,op.cit.,

pp.291-302.;
Id.,
L
e
parlem
en
t
d
e
l̓
éloqu
en
ce
:
la
sou
verain
eté
d
e
la

d
élibération
au
len
d
em
ain
d
e
la
G
ran
d
e
gu
erre,
L
es
P
resses
de

Sciences
P
o,
P
aris,1999.;
H
élène
B
O
U
R
R
E
A
U

et
R
ené
B
O
U
R
R
E
A
U
,

L
es
d
épu
tés
parlen
t
au
x
électeu
rs
:
les
profession
s
d
e
foi
en
L
oire-

In
férieu
re,
1
8
8
1
-1
9
3
6
,
m
on
arch
ie
et
R
épu
bliqu
e,
P
ublications
de
la

S
orb
on
n
e,
P
aris,
1999.
;
F
ab
rice
D
A̓
L
M
E
ID
A

(d
ir.),
L
é̓loqu
en
ce

politiqu
e
en
F
ran
ce
et
en
Italie
d
e
1
8
7
0
à
n
os
jou
rs,
É
cole
française

de
R
om
e,
R
om
e,2001.;
Jean-M
arc
G
U
ISL
IN
,«L
é̓loquence
parlem
en-

taire
aux
débuts
de
la
IIIe
R
épublique»,
P
arlem
en
t
[s],
R
evu
e

d
h̓
istoire
politiqu
e,3,2005,
pp.39-60.

②

筆
者
は
す
で
に
こ
う
し
た
枠
組
み
の
可
能
性
を
別
稿
に
て
記
し
た
︒
谷
口
良
生

﹁
議
会
共
和
政
と
地
方
の
﹁
政
治
的
議
会
﹂

フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
前
期

︵
一
八
七
〇

-
一
九
一
四
年
︶
に
お
け
る
ブ
ー
シ
ュ
＝
デ
ュ
＝
ロ
ー
ヌ
県
の
事
例

を
中
心
に

﹂
﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
二
七

-
四
︑
二
〇
一
八
年
︑
一

-
四
〇
頁
︒

︵
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
︶
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