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性
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野
　
上
　
和
　
裕

は
じ
め
）
（
（

に

フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、
不
安
定
な
体
制
と
見
な
さ
れ
危
機
と
共
に
語
ら
れ
て
き
た
。

確
か
に
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
的
孤
立
状
況
下
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
生
き
残
り
は
多
分
に
僥
倖
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、
冷
戦
の
勃
発
と
い
う
契
機
を
生
か
し
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
外
交
関
係
を
着
実
に
回
復
し
た
。
そ

の
際
に
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
反
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
十
字
軍
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の

出
発
点
を
敷
衍
し
て
、
自
ら
を
反
共
陣
営
の
尖
兵
・
歩
哨
兵
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
売
り
込
ん
だ
。
具
体

的
に
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、
一
九
五
〇
年
代
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
外
相
が
中
心
に
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
に

訴
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
国
交
回
復
を
手
始
め
に
、
国
際
社
会
へ
の
復
帰
を
実
現
し

）
（
（

た
。
さ
ら
に
一
九
六
〇
年
代
に

は
、
自
由
主
義
的
経
済
改
革
を
進
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
と
の
関
係
を
深
め
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
で
日
本
に
次
ぐ
第
二
位
の
高
度
経



二
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済
成
長
を
実
現
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
し
て
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、
実
際
に
は
戦
後
の
国
際
政
治
に
お
い
て
独
自
の
地
位
を
獲
得
し
、
国
内
経
済
政
策
に
お
い
て
も

こ
れ
以
上
に
な
い
成
果
を
誇
る
こ
と
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
コ
は
、
自
己
の
死
後
に
体
制
の
存
続
さ
せ
る
た
め
に
国
家
組
織
法
を
制
定

（
一
九
六
六
年
）
し
、
そ
れ
を
国
民
投
票
に
か
け
て
国
民
の
圧
倒
的
な
支
持
を
誇
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
制
の
制
度
的
安
定
性
と
正

統
性
を
確
保
し
、
さ
ら
に
後
継
者
に
フ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
現
国
王
を
指
名
し
て
、
後
継
者
争
い
の
憂
い
も
な
く
し
た
。
フ
ラ
ン
コ
体
制

に
対
抗
す
る
反
体
制
派
は
、
総
計
で
も
弱
体
で
あ
り
、
相
互
対
立
に
よ
る
分
裂
状
態
で
あ
っ
た
。
体
制
に
対
す
る
批
判
や
ス
ト
な
ど
の

体
制
の
機
能
を
損
な
う
行
為
は
す
べ
て
治
安
法
に
よ
っ
て
違
法
と
さ
れ
、
反
体
制
派
と
そ
の
弁
護
士
は
特
別
裁
判
所
で
あ
る
治
安
裁
判

所
Ｔ
Ｏ
Ｐ
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
て
い

）
（
（

た
。
テ
ロ
案
件
に
関
し
て
は
、
軍
法
会
議
が
所
管
す
る
こ
と
で
、
一
九
七
五
年
の
フ
ラ
ン
コ
死
の

直
前
ま
で
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
す
る
死
刑
判
決
が
国
際
世
論
の
反
対
に
か
か
わ
ら
ず
下
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
コ
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
ま
さ
に
「
固
定
さ
れ
た
、
し
っ
か
り
と
固
定
さ
れ
た
（atado,�bien

�atado

）」
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
国
際
政
治
上
の
成
功
と
経
済
政
策
の
成
果
や
、
そ
の
体
制
の
抑
圧
性
が
末
期
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
の

も
関
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
存
続
は
本
来
不
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
解
釈
が
相
変
ら
ず
有
力
視
さ
れ
、
体
制
の
弛
緩
と
危

機
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
（falan

g
e�liberal

）」
と
い
う
形
容
矛
盾
の
語

句
を
手
が
か
り
に
、
体
制
の
弛
緩
や
危
機
論
の
相
対
化
を
図
り
た
い
。
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第
1
章
　
問
題
の
設
定

第
　　1
節
　
変
化
と
不
安
定
の
歴
史
観

ま
ず
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
変
容
と
不
安
定
性
を
過
度
に
強
調
す
る
歴
史
解
釈
を
見
て
み
よ

）
（
（

う
。

フ
ラ
ン
コ
体
制
の
変
容
や
不
安
定
性
を
当
然
視
す
る
歴
史
解
釈
の
根
拠
は
、
そ
れ
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
サ
ラ
ザ
ー
ル
体
制
と
並
び
、

第
二
次
大
戦
の
枢
軸
国
側
の
敗
戦
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
の
希
有
な
例
と
さ

れ
た
点
に
あ
る
。
確
か
に
フ
ラ
ン
コ
の
独
裁
体
制
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
さ
え
い
え
る
。
ド
イ
ツ
・
ナ

チ
ス
政
権
と
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ス
ト
政
権
の
軍
事
的
支
援
を
抜
き
に
フ
ラ
ン
コ
側
の
内
戦
の
勝
利
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

ド
イ
ツ
が
フ
ラ
ン
コ
を
信
頼
し
た
こ
と
が
、
彼
が
自
分
よ
り
も
年
長
の
将
軍
た
ち
を
抑
え
て
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
に
な
る
決
定
的
要
因
で

も
あ
っ

）
（
（

た
。
体
制
初
期
の
制
度
設
計
も
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
ズ
ム
と
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
強
い
影
響
下
で
行
わ
れ
、
フ
ラ
ン
コ
体
制

は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
輸
入
し
た
制
度
が
支
柱
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
三
七
年
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
自
認
す
る
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
に
右
翼
諸
党

派
が
統
合
さ
れ
、
単
一
政
党F

E
T
�y�de�las�J.O

.N
.S
.

（
以
下
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
）
が
つ
く
ら
れ

）
（
（

た
。
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
は
、
内
戦
中
に
共

和
国
側
に
よ
り
処
刑
さ
れ
た
前
身
団
体
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
（F

alan
g
e�E
spañ
ola

）
の
創
設
者
で
あ
る
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
・
プ
リ
モ
＝
デ

＝
リ
ベ
ー
ラ
を
引
き
続
き
創
設
者
と
し
て
崇
拝
し
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
同
様
の
国
家
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
形
成
し
た
と
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、
そ
の
出
自
・
思
想
・
制
度
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
戦
後
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
そ
の
正
統
性
を
失

っ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
他
な
ら
な
い
体
制
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
も
ス
ペ
イ
ン
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
異
な
り
国
際
的
に
孤
立
し
て
い
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
場
合
は
、
伝
統
的
な
イ
ギ
リ
ス
と
の
経

済
的
・
戦
略
的
結
び
つ
き
に
基
づ
き
、
第
二
次
大
戦
中
に
連
合
国
側
に
傾
斜
し
、
戦
後
世
界
に
お
い
て
西
側
の
一
員
と
し
て
、
マ
ー
シ

ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
よ
る
援
助
対
象
国
と
な
り
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
一
角
と
し
て
、
西
側
の
安
全
保
障
体
制
に
も
統
合
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
へ
の

加
盟
は
遅
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
独
自
の
対
外
戦
略
に
基
づ
い
た
主
体
的
な
戦
略
の
結
果
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
へ
の

加
盟
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
経
済
協
力
組
織
に
、
確
固
た
る
地
位
を
占
め
た
。
そ
れ
に
比
し
、
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ

ン
コ
体
制
の
場
合
は
、
第
二
次
大
戦
直
後
国
際
連
合
で
排
斥
決
議
が
な
さ
れ
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
駐
西
大
使
に
対
し
て
本
国
へ
の

引
き
揚
げ
が
勧
告
さ
れ
た
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
一
九
五
〇
年
代
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
の
国
交
が
回
復
し
、
対
米
基

地
供
与
国
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
外
交
関
係
を
強
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
国
際
連
合
へ
の
加
盟
が
実
現

し
た
。
国
際
経
済
に
お
い
て
も
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
の
埒
外
に
お
か
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
体
制
に
お
い
て
、
孤
立
し
た
地
位
し

か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
初
期
の
孤
立
イ
メ
ー
ジ
は
現
実
の
国
際
社
会
へ
の
復
帰
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ラ
ン
コ
体
制
期
を
通
じ

て
維
持
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
拒
絶
的
態
度
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
異
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
志
向
が
強
く
Ｅ
Ｅ
Ｃ
へ
の
加
盟
を
熱
望
し
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
下
に
お
い
て
は
加
盟
申
請
が
常
に
拒
否
さ
れ
、
ス
ペ
イ
ン
の

加
盟
が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
諸
国
の
課
題
と
見
な
さ
れ
る
の
は
一
九
七
七
年
選
挙
後
の
三
度
目
の
加
盟
申
請
か
ら
で
あ
り
、
実
質
的
な
交
渉
は
さ
ら

に
民
主
化
が
進
ん
だ
後
に
持
ち
越
さ
れ
、
最
終
的
に
加
盟
が
実
現
す
る
の
は
一
九
八
六
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
何
故
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
さ
れ
た
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
生
き
残
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
設
定
に
対
し
、
実
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基

盤
が
放
棄
さ
れ
た
と
い
っ
た
解
釈
が
有
力
と
な
っ
て
い

）
（
（

る
。
第
二
次
大
戦
の
末
期
に
枢
軸
諸
国
の
敗
色
が
深
ま
る
と
、
フ
ラ
ン
コ
体
制

は
、
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
ズ
ム
や
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
軍
事
的
協
力
関
係
を
糊
塗
し
、
ナ
チ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
際
に

発
し
た
「
非
交
戦n

on
-bellig

eren
t

」
宣
言
を
撤
回
し
て
再
び
中
立n

eutrality

を
宣
言
し
た
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
国
内
に
お
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い
て
も
、
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
ス
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
セ
ラ
ー
ノ
・
ス
ニ
ェ
ー
ル
が
失
脚
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
ま
ね
た
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
式
の

敬
礼
が
禁
止
さ
れ
た
。
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
と
い
う
名
称
も
、
内
戦
の
終
結
前
か
ら
頻
繁
に
使
わ
れ
だ
し
た
国
民
運
動
（M

ovim
ien
to�n
a-

cion
al

）
と
い
う
名
称
に
次
第
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
国
民
運
動
は
、
垂
直
的
組
合
、
女
性
部
、
青
少
年
組
織
、
大
学
組
織
な
ど
の

付
随
組
織
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
政
党
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
よ
り
も
適
切
な
名
称
で
あ
る
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

と
の
結
び
つ
き
を
薄
め
る
語
感
を
持
っ
て
い
る
。（
国
民
運
動
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、

以
降
、
組
織
を
示
す
場
合
に
は
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。）
ペ
イ
ン
は
、
シ
ン
ボ
ル
に
関
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
要
素

が
弱
め
ら
れ
た
こ
と
を
超
え
て
、
体
制
の
性
格
そ
の
も
の
が
次
第
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
要
素
を
払
拭
し
て
い
っ
た
と
主
張
す
る
。
こ
の

「
脱
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
」
論
は
、
論
者
に
よ
っ
て
細
部
で
様
々
な
異
な
る
議
論
を
含
み
な
が
ら
も
、
も
っ
と
も
有
力
な
フ
ラ
ン
コ
体
制
論

の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
外
見
を
次
第
に
払
拭
し
て
い
っ
た
の
と
並
行
し
て
、
体
制
の
法
制
度
の
整
備
を
進
め
た
。
こ
の

法
制
度
整
備
に
は
、
国
会
設
置
法
（
一
九
四
二
年
七
月
一
七
日
）
や
国
民
投
票
法
（
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
二
日
）
が
含
ま
れ
、
立
法

手
続
き
の
ル
ー
ル
化
が
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
憲
章
（F

uero�de�los�españ
oles

一
九
四
五
年
七
月
一
七
日
）
に
お
い

て
は
、
表
現
の
自
由
や
居
住
の
自
由
な
ど
自
由
権
が
限
定
的
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
体
制
の
制
度
設
計
に
際
し
て
、
フ
ラ
ン
コ
体

制
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
有
機
的
社
会
論
や
内
戦
勃
発
前
か
ら
存
在
す
る
伝
統
主
義
思
想
を
援
用

）
（
（

し
、
そ
れ
ら
の
思
想
家
に
よ
っ
て
使
わ

れ
て
い
た
「
有
機
的
民
主
主
義
（dem

ocracia�org
án
ica

）」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
利
用
し
た
。
ペ
イ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
自
由

民
主
国
家
と
の
関
係
改
善
の
た
め
に
体
制
が
ま
と
っ
た
外
装
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
法
形
式
に
沿
っ
た
分
析
に
よ
れ
ば
、
フ

ラ
ン
コ
体
制
の
こ
う
い
っ
た
制
度
整
備
は
、
一
定
の
民
主
的
要
素
を
体
制
に
与
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い

）
（
（

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ

ン
コ
体
制
に
つ
い
て
、
通
常
フ
ラ
ン
コ
の
死
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
民
主
化
の
前
に
も
一
定
の
民
主
化
が
実
現
し
た
か
ど
う
か
が
歴
史
解



二
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〇

釈
の
一
つ
の
論
点
と
な
っ
て
来
た
。
タ
ウ
ン
ゼ
ン
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
も
「
変
わ
ら
な
い
た
め
に
は
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
一
般
論
が
妥
当
す
る
と
し
、
そ
の
適
応
能
力
を
重
視
し
て
、
内
戦
直
後
に
ナ
チ
ス
体
制
に
比
す
る
ほ
ど
極
め
て
暴
力
的
で
あ
っ

た
も
の
の
、
そ
の
後
半
に
お
い
て
他
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
体
制
に
転
換
し
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な

生
き
残
り
戦
略
と
民
主
化
と
の
関
係
が
現
在
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い

）
（1
（

る

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
変
化
が
か
つ
て
は
常
に
体
制
の
危
機
を
裏
づ
け
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

制
度
形
成
や
政
策
転
換
が
環
境
の
変
化
へ
の
対
応
で
あ
る
が
、
そ
の
対
応
が
表
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
変
化
が
引

き
起
こ
し
た
危
機
は
解
消
し
な
か
っ
た
と
み
る
見
方
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
直
後
の
国
際
的
孤
立
に
対
す
る
カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
外
相
を
中

心
と
し
た
対
外
関
係
の
再
構
築
、
一
九
五
〇
年
代
の
大
学
で
の
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
騒
動
や
労
働
紛
争
の
登
場
に
対
す
る
内
閣
の
再
編
と
一

九
五
六
年
の
ア
レ
ー
セ
に
よ
る
体
制
の
制
度
化
の
模
索
、
一
九
六
〇
年
代
の
経
済
成
長
と
社
会
的
変
化
に
対
す
る
国
家
組
織
法
の
制
定

や
労
働
組
合
法
の
制
定
な
ど
の
社
会
立
法
、
フ
ラ
ン
コ
自
身
の
老
齢
化
に
対
す
る
フ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
の
後
継
者
指
名
と
カ
レ
ー
ロ
・

ブ
ラ
ン
コ
の
首
相
就
任
、
カ
レ
ー
ロ
・
ブ
ラ
ン
コ
の
突
然
の
暗
殺
（
一
九
七
三
年
一
二
月
）
に
対
す
る
後
継
首
相
ア
リ
ア
ス
・
ナ
バ
ー

ロ
に
よ
る
二
月
一
四
日
の
精
神
の
発
表
な
ど
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
そ
れ
な
り
に
大
が
か
り
な
対
応
を
迫
ら
れ
た
政
治
的
課
題
は
多
く
存

在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
見
解
は
、
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
課
題
が
す
べ
て
そ
の

解
決
に
民
主
化
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
に
は
そ
れ
ら
の
対
応
が
弥
縫
的
で
真
の
意
味
の
民
主
主
義
を
実
現
す
る
も

の
で
な
か
っ
た
の
で
、
課
題
の
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
捉
え
る
な
ら

ば
、
一
九
六
〇
年
代
の
経
済
成
長
と
い
う
成
果
で
さ
え
社
会
集
団
の
成
長
を
う
な
が
す
も
の
と
し
て
体
制
の
基
盤
を
蝕
む
も
の
で
あ
り
、

国
際
社
会
へ
の
復
帰
も
西
洋
民
主
主
義
の
影
響
の
増
大
に
よ
り
体
制
を
揺
る
が
す
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
社
会
的
変
動

や
体
制
側
の
対
応
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
の
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
恒
常
的
な
危
機
に
あ
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っ
た
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
恒
常
的
危
機
の
議
論
は
先
に
触
れ
た
「
脱
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
」
に
つ
い
て
も
独
特
の
把
握
が
お
こ
な
わ

れ
る
。
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
フ
ァ
ラ
ン
へ
の
政
治
的
退
陣
を
も
た
ら
し
た
画
期
と
し
て
一
九
五
六
年
の
内
閣
改
造
・
一
九
五
七
年
の
ア
レ

ー
セ
の
退
陣
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
勢
力
の
縮
小
が
体
制
の
危
機
を
示
す
と
い
っ
た
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
い
わ

ゆ
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
層
の
抬
頭
に
よ
り
一
九
六
〇
年
代
の
経
済
成
長
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
体
制
の
隆
盛
や
再
興

と
捉
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
体
制
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
及
ば
な
い
市
民
社
会
組
織
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
り
、
体
制
の
危
機
を
深
化
さ
せ

た
と
さ
え
評
価
さ
れ
て
い
る
。「
有
機
的
民
主
主
義
」
の
制
度
的
整
備
も
、
か
え
っ
て
体
制
の
ル
ー
ル
を
明
確
に
し
た
た
め
に
、
反
体

制
派
の
活
動
の
余
地
を
拡
大
し
た
と
い
う
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
体
制
内
部
の
変
革
と
一
定
程
度

の
民
主
化
の
進
展
が
あ
る
と
認
め
て
も
、
な
お
か
つ
体
制
の
不
安
定
性
や
危
機
を
強
調
し
、
一
九
七
五
年
の
フ
ラ
ン
コ
の
死
以
前
に
体

制
が
危
機
に
陥
っ
て
い
た
と
す
る
見
方
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
危
機
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
近
隣
組
織
な
ど
の

「
非
政
治
的
」
市
民
社
会
組
織
の
拡
大
や
労
働
紛
争
は
、
た
と
え
明
確
に
政
治
的
な
目
標
を
掲
げ
て
い
な
く
て
も
、
独
裁
体
制
を
弱
体

化
さ

）
（（
（

せ
、
政
府
に
反
体
制
派
と
の
妥
協
を
模
索
さ
せ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
論
で
は
、
一
方
で
体
制
の
変
容
が
主
張
さ
れ
、
他
方
で
体
制
の
危
機
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
体

制
変
容
は
、
生
き
残
り
の
た
め
の
「
脱
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
」
が
一
般
に
前
提
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
枢
軸
国
の
敗
戦
が
予
想
さ
れ
る
や
否

や
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
直
ち
に
「
民
主
主
義
国
」
の
外
見
を
模
倣
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
主
主
義
と
の

体
制
競
争
に
い
ち
早
く
白
旗
を
揚
げ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
体
制
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
及
ば
な
い
領
域
の
拡
大
は
そ
れ

だ
け
で
体
制
の
「
危
機
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
課
題
に
対
す
る
施
策
や
措
置
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
き
、
そ
の
政
策
目
的
が
ど

の
程
度
達
成
さ
れ
て
い
た
か
と
い
っ
た
対
応
能
力
の
検
討
が
乏
し
く
、
そ
れ
ら
の
課
題
の
究
極
の
淵
源
が
体
制
の
民
主
化
の
欠
如
に
あ
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る
か
ぎ
り
、
民
主
化
を
も
た
ら
さ
な
い
「
弥
縫
策
」
が
体
制
を
か
え
っ
て
危
機
に
追
い
込
む
と
い
っ
た
結
論
に
な
る
。

第
2
節
　
論
理
的
矛
盾
と
テ
ー
マ
の
再
提
示

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
把
握
は
、
論
理
的
な
難
点
を
抱
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
よ
う
に
長
期

に
わ
た
っ
て
存
続
し
た
体
制
に
お
い
て
、
時
間
の
経
過
と
共
に
数
多
く
の
課
題
が
浮
上
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
危

機
と
把
握
す
る
な
ら
ば
余
命
幾
ば
く
も
な
い
体
制
が
四
〇
年
間
も
存
続
し
た
と
い
っ
た
直
感
に
反
す
る
帰
結
を
生
ん
で
し
ま
う
。
た
と

え
ば
一
九
五
六
年
の
内
閣
改
造
は
確
か
に
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
性
格
に
関
わ
る
問
題
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

後
に
高
度
経
済
成
長
を
達
成
し
、
国
家
組
織
法
の
制
定
と
い
っ
た
制
度
的
固
定
化
も
進
め
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
フ
ラ
ン
コ
体
制

が
内
閣
改
造
後
危
機
に
陥
っ
た
と
す
る
が
ご
と
き
評
価
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
一
九
五
六
年
の
内
閣
改
造
は
せ
い
ぜ
い
危
機
へ
の
対
応
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
当
面
の
課
題
の
解
決
を
達
成
し
た
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
危
機
と
い
っ
た
評
価
は
、

体
制
の
当
事
者
の
意
識
と
大
き
く
ず
れ
て
い
る
。
体
制
の
治
安
機
関
の
末
端
を
担
っ
た
県
知
事
の
報
告
書
を
見
れ
ば
、
末
期
に
な
っ
て

も
彼
ら
が
体
制
の
安
定
性
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

）
（1
（

る
。「
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
危
機
の
連
続
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
表
現
は
、

レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
面
白
さ
が
あ
っ
て
も
、
歴
史
分
析
の
指
標
に
使
え
な
い
。

長
期
に
わ
た
る
体
制
の
存
続
は
、
そ
の
時
々
の
政
治
的
課
題
の
解
決
が
必
要
に
な
る
。
体
制
の
安
定
性
は
、
課
題
の
存
在
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
課
題
に
対
す
る
施
策
や
措
置
が
政
策
目
的
を
達
成
し
得
た
か
に
も
依
存
す
る
。
そ
し
て
、
課
題
の

解
決
が
弥
縫
策
を
超
え
て
体
制
の
制
度
的
改
革
を
必
要
と
す
る
と
き
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
改
革
は
、
体
制
の
不
安
定
さ
を
示
す
も
の
と

い
え
ず
、
む
し
ろ
体
制
を
維
持
す
る
も
の
と
な
り
得
る
。
つ
ま
り
「
変
わ
ら
な
い
た
め
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
れ
ば
、
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体
制
の
変
容
は
変
化
と
安
定
の
二
項
対
立
で
捉
え
る
の
が
困
難
な
問
題
と
な
る
。

そ
も
そ
も
リ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
分
析
す
る
た
め
に
権
威
主
義
体
制
論
を
提
示
し
た
際
に
も
っ
と
も
重
要
な
論
点
は
、「
限
定

的
な
政
治
的
多
元
主
義
」
で
あ
っ

）
（1
（

た
。
権
威
主
義
体
制
に
お
い
て
単
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
集
団
が
他
の
勢
力
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
屈
服

さ
せ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
併
存
す
る
状
況
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
筆
者
も
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
性
格
を

も
っ
と
も
よ
く
表
す
の
は
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
多
様
な
多
元
的
な
勢
力
に
よ
り
権
力
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
も

ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
研
究
に
お
い
て
、
権
力
を
構
成
す
る
勢
力
の
間
の
抗
争
が
描
か
れ
る
の
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

リ
ン
ス
の
論
理
を
敷
衍
す
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
抗
争
が
、
バ
ラ
ン
サ
ー
を
演
じ
た
フ
ラ
ン
コ
が
意
図
的
に
多
数
派
の
形
成
の
阻
止
し
て

い
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
決
し
て
他
を
圧
倒
す
る
勝
者
を
生
ま
な
い
、
つ
ま
り
抗
争
に
決
着
が
つ
か
せ
な
い
状
態
が
放
置
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
は
、
状
況
に
応
じ
て
体
制
の
維
持
に
貢
献
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
体
制
の
中
に
ニ
ッ
チ
を
求
め

て
自
己
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
「
脱
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
」
論
が
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
過
度
な
単
純
化
を
も
た
ら
す
と
考
え
、
こ
れ
ま
で

発
表
し
た
論

）
（1
（

考
で
、
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ァ
シ
で
あ
る
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
国
際
的
非
難
に
対
す
る
素
朴
な
反
発
を
利
用
し
て
大
衆
動
員
を
行
な

う
と
い
っ
た
能
力
を
誇
示
す
る
こ
と
に
よ
り
体
制
に
大
衆
的
基
盤
を
提
供
す
る
役
割
に
自
ら
の
生
き
残
り
の
た
め
の
ニ
ッ
チ
を
発
見
し

た
こ
と
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
近
代
化
独
裁
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
読
み
替
え
に
よ
り
、
既
存
の

勢
力
か
ら
の
エ
リ
ー
ト
の
交
替
と
社
会
政
策
を
基
軸
と
し
た
大
衆
統
合
の
論
理
を
提
供
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
お
い
て
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
知
識
人
が
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
加
わ
り
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ

ァ
ラ
ン
ヘ
」
と
呼
ば
れ
た
。
本
稿
は
、「
脱
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
」
論
を
批
判
的
に
再
評
価
す
る
た
め
に
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
と

い
う
語
句
に
そ
の
手
が
か
り
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
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第
2
章
　「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」

「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
「
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
と
い
う
二
つ
の
語
句
の
組
み
合
わ
せ
は
、
明
ら
か
に
形
容
矛
盾
で
あ
る
。「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ

ン
ヘ
」
と
い
う
連
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
検
討
を
主
に
サ
ン
ト
ス
・
フ
リ
ア
の
所
説
に
従
い
な

が
ら
提
示
し
よ

）
（1
（

う
。

フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
・
プ
リ
モ
＝
デ
＝
リ
ベ
ー
ラ
が
創
設
し
た
一
九
三
三
年
よ
り
明
示
的
に
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ

ズ
ム
や
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
ズ
ム
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
伝
統
主
義
的
要
素
も
強
か
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
が
、
一
層
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
傾
斜
し
て
い
た
オ
ネ
シ
モ
・
レ
ド
ン
ド
や
ラ
ミ
ロ
・
レ
デ
ス
マ
＝
ラ
モ
ス
の
Ｊ
Ｏ
Ｎ
Ｓ
（
国
家
サ
ン
デ

ィ
カ
リ
ス
ト
攻
撃
評
議
会
）
と
合
流
し
て
、
議
会
制
民
主
主
義
に
対
す
る
攻
撃
を
強
め
、
暴
力
の
行
使
も
辞
さ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
フ

ァ
ラ
ン
ヘ
は
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
紛
れ
も
な
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
は
、

「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
シ
ス
ト
」
が
形
容
矛
盾
で
あ
る
限
り
、
同
じ
く
お
か
し
な
表
現
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
す
な
わ
ち
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
シ
ス
ト
」
と
さ
れ
る
人
々
が
内
戦
直
後
か
ら
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て

ス
ペ
イ
ン
に
登
場
し
、
し
か
も
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
調
琢
お
よ
び
宣
伝
の
中
核
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
と
は
い
か
な
る
人
々
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
労
働
党
に
近
い
知
識
人
で
社
会
労
働
党
系
の
理
論
誌

と
い
え
る
シ
ス
テ
マ
誌
の
編
集
長
で
あ
っ
た
エ
リ
ア
ス
・
デ
ィ
ア
ス
に
よ
れ
ば
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
と
は
、
一
九
四
〇
年

以
後
エ
ス
コ
リ
ア
ル
と
い
う
文
芸
誌
に
集
ま
っ
た
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
中
核
は
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
・
リ
ド
ル
エ
ホ
、
ペ

ド
ロ
・
ラ
イ
ン
＝
エ
ン
ト
ラ
ル
ゴ
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ト
バ
ー
ル
で
あ

）
（1
（

る
。
さ
ら
に
、
エ
リ
ア
ス
・
デ
ィ
ア
ス
は
、
一
九
三
九
年
に
創
刊
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リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
シ
ス
ト
？
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
曖
昧
さ
と
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
性
格�

（
都
法
五
十
四-

一
）

さ
れ
た
政
治
学
研
究
雑
誌
（R

evista�de�E
studios�P

olíticos

）
の
執
筆
者
も
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。
な
お
、
政
治
学
研
究
雑
誌
は
、

政
治
学
研
究
所
と
い
う
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
機
関
の
主
要
雑
誌
で
あ
り
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
の
理
論
的
発
展
を
担
っ
た
主
要
雑
誌
で
あ
っ
た
。

次
に
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
が
体
制
に
お
い
て
担
っ
た
役
割
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
な
ぜ
重
要
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
の
基
盤
は
、
内
戦
勃
発
に
際
し
て
、
フ
ラ
ン
コ
側
の
宣
伝
を
担
う
集
団
と
し
て
、
セ
ラ
ー
ノ

＝
ス
ニ
ェ
ー
ル
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
若
い
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
員
で
あ
っ

）
（1
（

た
。
一
九
三
八
年
に
リ
ド
ル
エ
ホ
を
部
長
と
す
る
宣
伝
部

（P
ren
sa�y�P

ropag
an
da

）
が
設
立
さ
れ
、
ラ
イ
ン
を
長
と
す
る
出
版
部
門
に
、
内
戦
前
か
ら
の
自
由
主
義
知
識
人
を
含
め
た
知
識
人

が
寄
稿
し
た
。
そ
の
際
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
文
明
評
論
・
文
芸
誌
と
し
て
発
行
さ
れ
た
の
が
エ
ス
コ
リ
ア
ル
誌
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
フ
ァ

ラ
ン
ヘ
の
思
想
的
な
発
展
・
文
名
評
論
、
文
芸
活
動
を
担
っ
た
の
が
こ
の
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
で
あ
り
、
高
名
な
知
識
人
の

寄
稿
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
が
内
戦
時
の
軍
事
蜂
起
計
画
へ
の
参
加
の
罪
で
内
戦
勃
発
前
に
逮
捕
さ
れ
、
一

九
三
六
年
一
一
月
に
処
刑
さ
れ
た
た
め
、
理
論
的
な
支
柱
を
失
っ
て
い
た
。
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
一
九
〇
三
年
生
ま
れ
で
あ
り
、

元
々
思
想
家
と
し
て
も
ま
だ
未
成
熟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
レ
デ
ス
マ
＝
ラ
モ
ス
を
除
け
ば
他
を
圧
倒
す
る
理
論
的
指
導
者
で
あ
っ
た
。

な
お
レ
デ
ス
マ
＝
ラ
モ
ス
は
、
し
ば
し
ば
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
内
で
対
立
を
引
き
起
こ
し
、
党
か
ら
離
脱
を
し
て
い
る
。
し
か
も
内
戦
勃
発

に
際
し
て
赤
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
裁
判
も
な
く
処
刑
さ
れ
て
お
り
、
レ
デ
ス
マ
＝
ラ
モ
ス
に
理
論
的
な
指
導
者
の
役
割
を
演
じ
て
も
ら
う

こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
内
戦
初
期
に
は
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
の
死
が
隠
さ
れ
、「
偉
大
な
不
在
者
」
と

し
て
カ
リ
ス
マ
性
が
高
め
ら
れ
た
。
実
際
に
は
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
の
思
想
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
か
え
っ
て
そ
の
こ

と
は
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
の
思
想
を
「
解
釈
」
し
て
、
現
実
の
政
治
状
況
に
対
応
し
て
適
切
な
理
論
的
な
指
導
を
行
な
う
と
い
っ
た

知
的
作
業
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
っ

）
（1
（

た
。
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「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
が
体
制
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
の
「
解
釈
」
や
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
思
想
的
発
展

に
対
し
て
一
貫
性
と
合
理
性
を
も
た
ら
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
要
素
を
強
め
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い

）
（1
（

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
よ
り
エ

ス
コ
リ
ア
ル
誌
や
政
治
学
研
究
誌
が
内
戦
の
勝
利
に
よ
っ
て
登
場
し
た
体
制
か
ら
次
第
に
距
離
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
で
、
体

制
の
も
う
一
つ
の
支
柱
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
的
な
教
義
に
基
づ
く
「
ス
ペ
イ
ン
行
動
（A

cción
�E
spañ
ola

）」
は
、「
リ
ベ
ラ

ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
の
政
治
学
研
究
所
に
対
抗
す
る
科
学
研
究
最
高
評
議
会
（C

on
sejo�S

uperior�de�In
vestig

acion
es�C
ien
tíficas

）

を
拠
点
と
し
、
そ
の
機
関
誌
「
樹
木A

rbor

」
で
知
的
活
動
を
拡
大
し
た
。

ま
た
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
の
リ
ベ
ラ
ル
さ
は
、
一
九
五
一
年
六
月
に
リ
ド
ル
エ
ホ
が
文
部
相
と
な
っ
た
際
に
明
ら
か
と

な
っ
た
。
ラ
イ
ン
・
マ
ド
リ
ー
ド
大
学
総
長
と
ト
バ
ー
ル
・
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
総
長
の
下
で
、
大
学
の
自
由
化
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
、

学
生
運
動
を
活
性
化
し
、
体
制
を
揺
が
す
大
問
題
と
な
り
、
結
局
、
一
九
五
六
年
の
リ
ド
ル
エ
ホ
、
ラ
イ
ン
、
ト
バ
ー
ル
の
失
脚
と
、

リ
ド
ル
エ
ホ
の
体
制
か
ら
の
離
脱
、
内
閣
改
造
に
よ
る
ア
レ
ー
セ
の
権
限
縮
小
に
つ
な
が
っ
た
。
リ
ド
ル
エ
ホ
や
エ
ス
コ
リ
ア
ル
誌
に

連
な
る
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
知
識
人
を
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
こ
の
時
期
以
降
六
〇
年
代
に
確
定
し
た
。

し
か
し
、
サ
ン
ト
ス
・
フ
リ
ア
は
、
後
年
の
議
論
か
ら
遡
及
的
に
そ
の
性
格
を
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
規
定
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ

も
そ
も
エ
ス
コ
リ
ア
ル
誌
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
四
〇
年
で
あ
り
、
リ
ド
ル
エ
ホ
た
ち
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
内
戦
期
に
自
発

的
に
フ
ラ
ン
コ
側
の
宣
伝
を
す
る
た
め
に
精
力
的
に
活
動
拠
点
を
求
め
た
。
リ
ド
ル
エ
ホ
ら
は
、
フ
ラ
ン
コ
側
の
宣
伝
を
強
い
ら
れ
た

わ
け
で
な
く
、
自
ら
の
知
的
能
力
を
生
か
す
べ
く
サ
ラ
マ
ン
カ
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ス
コ
リ
ア
ル
誌
で
の
評
論
も
、
リ
ベ
ラ
ル

が
生
き
残
る
た
め
に
春
秋
の
筆
法
を
使
っ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
。
彼
ら
は
、
直
截
に
リ
ベ
ラ
ル
体
制
を
否
定
し
、
全
体
主
義
体
制

の
樹
立
を
唱
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
が
リ
ベ
ラ
ル
に
な
る
の
は
、
後
年
の
現
象
で
し
か
な
か
っ
た
と
言

う
こ
と
と
な
る
。「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
の
一
九
五
六
年
の
失
脚
は
、
彼
ら
が
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
の
結
果
で
あ
っ
た
と
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一
）

言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら
の
リ
ベ
ラ
ル
な
性
格
を
強
め
る
契
機
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
失
脚
に
よ
り
不
遇
の
境
遇
に
陥
っ
た
際
の
精

神
的
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
こ
と
が
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
昇
格
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
次
第

に
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
全
体
主
義
が
思
想
的
な
魅
力
を
失
う
に
つ
れ
て
、
自
分
た
ち
が
当
初
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
の
塗
り

替
え
と
、
お
そ
ら
く
は
彼
ら
自
身
の
記
憶
の
塗
り
替
え
を
行
っ
て
い
っ
た
。

た
だ
し
サ
ン
ト
ス
・
フ
リ
ア
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
を
一
方
的
に
断
罪
し
て
い
る
訳
で
な
い
。
確
か
に
、
彼
ら
の
著
作

の
動
機
や
著
作
の
内
容
は
決
し
て
リ
ベ
ラ
ル
で
な
か
っ
た
が
、
知
識
人
と
し
て
異
な
る
主
張
に
対
し
て
た
い
て
い
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
呼

ば
れ
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
実
際
、
エ
ス
コ
リ
ア
ル
誌
は
、
シ
ャ
ビ
エ
ル
・
ス
ビ
リ
（X

avier�Z
ubiri,�（111-

（111

）
な
ど
の
明
ら
か
な
「
非
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
の
「
リ
ベ
ラ
ル
」
に
も
発
表
の
場
を
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
リ
ベ
ラ

ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
は
、
主
張
の
上
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
動
の
上
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
下
で
も
思
想
の
上
で
の
一
定
の
多
元
性
の
確
保
に
寄
与
し
た
と
い
え
る
。

サ
ン
ト
ス
・
フ
リ
ア
の
鋭
い
指
摘
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
さ
ら
に
刺
激
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

所
説
に
若
干
の
補
足
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
サ
ン
ト
ス
・
フ
リ
ア
は
、
エ
ス
コ
リ
ア
ル
誌
創
刊
時
の
事
情
と
し
て
、
ス
ペ

イ
ン
行
動
機
関
誌
「
ス
ペ
イ
ン
行
動A

cción
�E
spañ
ola

」
や
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
主
要
紙
「
論
争　

E
l�D
ebate

」
が
発
禁
処
分
と
な
っ

て
お
り
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
達
が
比
較
的
自
由
に
発
言
が
で
き
、
来
る
べ
き
新
国
家
の
建
設
の
た
め
の
意
欲
的
な
執
筆
活

動
を
目
指
し
た
と
推
量
し
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ェ
ラ
ー
リ
の
研
究
に
拠
れ
ば
、
当
時
伝
統
主
義
者
の
影
響
が
強
く
、「
リ
ベ
ラ
ル
な

フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
達
に
も
「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
国
民
的
新
国
家
の
生
誕
に
際
し
て
栄
光
あ
る
生
粋
の
伝
統
主
義
の
勢
力
の
比
類
な
き
貢

献
」
を
認
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い

）
11
（

た
。
ラ
イ
ン
も
、
一
九
世
紀
の
伝
統
主
義
者
メ
ネ
ン
デ
ス
＝
ペ
ラ
ー
ヨ
を
ス
ペ
イ
ン
思
想
の
集
大

成
と
し
て
賛
美
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
達
の
初
期
の
思
想
的
制
約
は
極
め
て
強
か
っ
た
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こ
と
と
な
る
。
裏
を
返
せ
ば
「
脱
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
」
論
に
お
い
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
強
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
時
期
に
思
想
的
な
正
統
性

を
持
っ
た
も
の
は
実
は
伝
統
主
義
で
あ
り
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
の
思
想
が
自
由
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
そ
う
い
う
伝
統
主
義

の
拘
束
が
弱
ま
る
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
と
言
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
多
様
な
意
見
の
発
表
は
、
エ
ス
コ
リ
ア
ル
誌
だ
け
で
な
く
、
政
治
学
研
究
誌
を
舞
台
に
し
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。
先
に

挙
げ
た
社
会
主
義
知
識
人
の
エ
リ
ア
ス
・
デ
ィ
ア
ス
も
政
治
学
研
究
誌
を
主
要
な
発
表
の
場
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
次
に
政
治

学
研
究
誌
を
主
要
な
活
動
の
舞
台
と
し
た
ハ
ビ
エ
ル
・
コ
ン
デ
と
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
を
取
り
上
げ
よ
う
。

第
3
章
　
ハ
ビ
エ
ル
・
コ
ン
デ
と
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ
の
理
論

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ハ
ビ
エ
ル
・
コ
ン
デ
（F

ran
cisco�Javier�C

on
de�G

arcía

、
一
九
〇
八
～
一
九
七
四
）
は
、
法
哲
学
の
教
授
と
し

て
マ
ド
リ
ー
ド
大
学
で
教
鞭
を
執
り
、
一
九
四
九
年
か
ら
五
二
年
に
政
治
学
研
究
所
の
所
長
を
務
め
た
学
者
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
コ
の
独

裁
者
と
し
て
の
法
的
地
位
の
理
論
す
な
わ
ち
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ
の
法
学
理
論
の
形
成
者
と
し
て
、
現
実
政
治
に
も
多
大
な
影
響
を
発
揮
し

た
。
コ
ン
デ
は
、
一
九
三
八
年
の
労
働
憲
章
（F

uero�del�T
rabajo

）
の
起
草
に
も
関
わ
り
、
一
九
四
五
年
の
ス
ペ
イ
ン
人
の
憲
章
で

は
正
式
の
起
草
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
事
務
局
長
を
務
め
た
ア
レ
ー
セ
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
、
内
戦
直
後
の

ベ
ル
リ
ン
訪
問
に
同
行
し
て
い
る
。

コ
ン
デ
は
、
次
に
述
べ
る
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
と
同
じ
く
、
オ
ル
テ
ガ
と
新
カ
ン
ト
派
の
影
響
を
強
く
受
け
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ

ン
の
法
哲
学
に
傾
倒
し
た
。
さ
ら
に
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
と
同
じ
く
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
哲
学
に
魅
せ
ら
れ
、
シ
ュ
ミ

ッ
ト
理
論
の
ス
ペ
イ
ン
へ
の
紹
介
者
の
一
人
と
な
っ

）
1（
（

た
。



二
三
九

リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
シ
ス
ト
？
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
曖
昧
さ
と
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
性
格�

（
都
法
五
十
四-

一
）

コ
ン
デ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
新
た
な
国
家
体
制
を
「
全
体
主
義
」
と
規
定
し
、
自
由
主
義
時
代
に
お
け
る
公
と
私
、
国
家
と
社
会
の
区

別
を
時
代
遅
れ
の
存
在
と
捉
え
た
。
レ
ッ
チ
＝
タ
ピ
ア
は
、
コ
ン
デ
の
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ
論
を
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

論
と
比
較
す

）
11
（

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
に
お
い
て
、
指
導
者
は
、
非
合
理
的
な
絶
対
者
の
地
位
を
得
て
、
被
治
者
の

意
見
に
従
う
の
で
な
く
、
統
治
者
の
判
断
で
被
治
者
の
利
害
を
判
断
し
て
大
衆
を
導
く
予
言
者
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
、
コ
ン
デ
の
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ

）
11
（

論
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
の
知
識
を
土
台
に
し
、
合
理
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
コ

ン
デ
に
お
い
て
、
抽
象
的
な
法
の
支
配
と
法
の
支
配
に
基
づ
く
自
由
主
義
国
家
が
否
定
さ
れ
る
。
コ
ン
デ
に
よ
れ
ば
、
自
由
主
義
的
な

法
の
支
配
は
、
政
治
権
力
の
極
端
な
非
人
間
化
に
他
な
ら
ず
、
人
間
が
（
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
と
は
い
え
、
人
格
を
持
た
な
い
）

機
械
的
な
法
規
範
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
恣
意
的
な
人
間
へ
の
服
従
よ
り
も
意
思
を
持
た
な
い
法
へ
の
服
従
す
る
こ
と
が
自
由

を
も
た
ら
す
と
い
う
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
と
コ
ン
デ
は
言
う
。
コ
ン
デ
に
よ
れ
ば
、
支
配
の
三
類
型
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
被
治
者
と
統

治
者
と
の
間
の
多
様
な
服
従
の
根
拠
が
そ
ろ
っ
た
も
の
が
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ
の
支
配
と
な
る
。
そ
こ
で
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ
の
支
配
は
独
裁
の

対
極
に
あ
り
、
理
性
、
伝
統
、
模
範
性
な
ど
が
備
わ
る
こ
と
に
よ
り
「
正
統
性
を
帯
び
た
支
配
」
で
あ
り
、「
人
格
的
つ
な
が
り
の
あ

る
支
配
」「
カ
リ
ス
マ
性
を
帯
び
た
支
配
」
と
な
る
。

コ
ン
デ
は
、
フ
ラ
ン
コ
の
権
力
が
ヒ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
そ
れ
と
異
な
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
す

）
11
（

る
。
ム
ッ
ソ
リ
ー

ニ
の
権
力
の
正
統
性
は
、
国
王
に
よ
っ
て
最
終
的
に
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
は
、
選
挙
に
よ
る
正
統
性
賦
与
が

あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
既
存
の
権
力
構
造
か
ら
授
権
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
強
い
正
統
性
と
同
時
に
制
約
を
有
し
て
い
る

と
見
な
し
て
い
る
。
他
方
で
、
フ
ラ
ン
コ
の
権
力
は
、
内
戦
の
勝
利
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
当
初
は
個
人
的
・
カ
リ
ス
マ

的
支
配
で
あ
る
。
こ
の
第
一
段
階
の
支
配
が
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
憲
章
の
発
布
（
一
九
三
九
年
七
月
）
を
契
機
に
帰
依
と
信
頼
に
基
づ
く

第
二
段
階
に
移
行
す
る
。
さ
ら
に
、
国
会
設
置
法
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
憲
章
、
国
民
投
票
法
の
公
布
に
よ
り
、
第
三
段
階
の
最
終
段
階
へ



二
四
〇

と
発
展
す
る
。
国
会
設
置
法
は
、
支
配
の
合
理
化
を
示
し
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
憲
章
は
支
配
の
目
的
が
自
由
の
実
現
に
あ
る
こ
と
、
た
だ

し
そ
れ
が
第
二
共
和
制
憲
法
に
あ
っ
た
よ
う
な
個
人
の
無
政
府
的
自
由
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
国
民
投
票
に
象
徴

さ
れ
る
支
配
の
制
度
化
は
、
民
主
主
義
へ
の
接
近
を
示
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う
カ
リ
ス
マ
の
制
度
化
論
と
同
じ
く
、
カ
リ
ス

マ
的
支
配
か
ら
合
理
的
支
配
（
合
法
的
支
配
）
へ
の
転
換
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
支
配
の
合
理
化
は
究
極
的
に
民
主
主
義
を
も
た
ら
す

と
見
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
も
コ
ン
デ
の
カ
ウ
デ
ィ
ヨ
論
は
、
恣
意
的
支
配
を
ル
ー
ル
に
基
づ
く
支
配
に
完
全
に
転
換
さ
せ
る
も
の
で
な
く
、
非
合
理
的

支
配
と
合
理
的
支
配
の
混
合
で
し
か
な
い
。
ま
し
て
や
通
常
の
意
味
で
の
民
主
主
義
の
樹
立
を
目
指
す
も
の
で
な
い
。
そ
も
そ
も
コ
ン

デ
の
議
論
の
目
標
は
、
フ
ラ
ン
コ
の
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ
の
支
配
の
根
拠
を
法
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
限
界
を
画
す
る
こ
と
―
で
な
い
。

フ
ラ
ン
コ
の
権
力
の
淵
源
は
、
内
戦
の
勝
利
と
い
う
物
理
的
な
事
実
に
の
み
着
せ
ら
れ
て
い
る
。
コ
ン
デ
が
ケ
ル
ゼ
ン
に
倣
っ
て
法
に

お
け
る
存
在
と
当
為
と
を
峻
別
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
軍
事
的
勝
利
が
法
規
範
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ン
デ
の
立

論
は
、
フ
ラ
ン
コ
の
権
力
が
神
の
恩
寵
と
い
っ
た
認
識
不
可
能
な
超
越
的
規
範
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
た
だ
単
に
軍
事
力
に
基
づ
い
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
法
的
な
裏
付
け
が
希
薄
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
コ
ン
デ
は
、
フ

ラ
ン
コ
の
権
力
を
否
定
す
る
の
で
な
く
、
現
実
に
人
々
が
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
状
況
を
社
会
学
的
に
把
握
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
リ

ア
ル
な
権
力
政
治
の
認
識
が
コ
ン
デ
の
知
的
貢
献
で
あ
る
。

第
4
章
　
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
と
「
法
治
国
家
」

ル
イ
ス
・
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
（L

uis�L
eg
az�L
acam

bra,�（111-（111

）
は
、
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
サ
ン
チ
ア



二
四
一

リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
シ
ス
ト
？
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
曖
昧
さ
と
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
性
格�

（
都
法
五
十
四-

一
）

ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
大
学
の
法
哲
学
教
授
を
務
め
、
一
九
四
二
年
か
ら
は
学
長
と
も
な
っ
た
。
そ
の
後
マ
ド
リ
ー
ド
大
学
に
移

籍
し
、
法
哲
学
と
自
然
法
を
講
じ
た
。
一
九
七
〇
年
か
ら
七
四
年
ま
で
は
、
政
治
学
研
究
所
の
所
長
も
務
め
て
い
る
。
す
で
に
触
れ
た

よ
う
に
、
当
時
の
若
い
哲
学
者
の
常
と
し
て
、
オ
ル
テ
ガ
と
新
カ
ン
ト
派
に
傾
倒
し
た
後
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
哲
学
に
憧
れ
、

ウ
ィ
ー
ン
へ
の
留
学
に
よ
っ
て
直
接
薫
陶
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
も
傾
斜
し
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
シ

ュ
ミ
ッ
ト
紹
介
者
の
一
人
と
な
っ
た
も
の
の
、
生
涯
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
へ
の
敬
愛
を
捨
て
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ス
ペ
イ
ン

に
お
け
る
デ
ル
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
（G

iorg
io�D
el�V
ecch
io

）
の
紹
介
者
と
も
な
っ
た
。
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
学
問
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
自
然
法
論
者
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
デ
ル
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
の
受
容
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
は
今
後
の
研
究
を
待
ち
た
い
。

レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
モ
（n

acion
alsin
dicalism

o

組
合
国
家
論
）、
法
治
国

家
論
、
ケ
ル
ゼ
ン
主
義
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。

レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
〇
年
に
か
け
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
モ
に
つ
い
て
多
数
の
論
考
を

発
表
し
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
モ
の
法
的
構
成
を
造
り
あ
げ

）
11
（

た
。
そ
も
そ
も
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、

内
戦
前
の
一
九
三
四
年
に
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
モ
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
の
論
文
を
発
表
し
て
お
り
、
す
で
に
あ
る
垂
直

組
合
を
弁
証
す
る
と
言
う
よ
り
も
、
新
た
な
法
的
構
成
を
構
想
す
る
と
い
っ
た
理
論
的
志
向
が
強
い
。
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
ま

ず
自
由
主
義
国
家
を
否
定
す
る
。
有
機
的
社
会
を
形
成
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
社
会
教
説
と
対
比
さ
せ
て
、
機
械
的
個
人
主
義
に
堕
し
て

い
る
と
見
な
す
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
激
し
い
階
級
対
立
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
現
象
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
る
。
そ
こ
で
レ
ー
ル

ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
（
新
し
き
事
態
）
と
ク
ラ
ト
ラ
ジ
ェ
ン
ノ
・
ア
ン
ノ
（
四
〇
年
後
）
の
二
つ
の
教
勅
に
示
さ
れ
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
的
社
会
秩
序
に
共
感
を
隠
さ
な
い
。
し
か
し
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
中
世
の
身
分
制
社
会
を
拒
絶
す
る
。
中
世
に
お
い
て



二
四
二

は
、
国
家
と
社
会
と
の
区
別
が
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
国
家
で
あ
る
。
国
家
は
、
す
べ
て
の
国
民

を
包
含
し
、
そ
の
幸
福
を
実
現
す
る
任
務
を
帯
び
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
モ
に
お
け
る
垂
直
組
合
は
、

国
家
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
公
法
上
の
社
団
で
あ
る
。
こ
の
点
で
垂
直
組
合
は
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
組
合
と
異
な
る
。

と
い
う
の
は
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
、
組
合
は
社
会
に
お
い
て
作
ら
れ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
二
級
の
存
在
に

す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
モ
に
お
け
る
垂
直
組
合
は
、
国
家
に
よ
る
国
民
統
合
の
社
会
的
基

盤
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
の
機
能
が
乏
し
い
中
世
社
会
・
身
分
制
社
会
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
異

な
り
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
が
想
定
す
る
国
家
は
、
垂
直
組
合
を
通
じ
て
、
全
国
民
を
統
合
し
、
そ
の
幸
福
実
現
を
追
求
す
る
こ
と

と
な
る
。
他
方
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
モ
は
、
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
ズ
ム
の
労
働
戦
線
と
も
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、
労
働
戦

線
は
国
家
の
一
機
関
に
す
ぎ
ず
、
独
立
し
た
法
人
格
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
国

家
と
社
会
と
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
立
性
を
持
っ
た
社
団
国
家
、
社
団
社
会
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
二
重
構
造
を
想
定
し
、
両
者

を
結
び
付
け
る
領
域
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
モ
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
そ
の
国
家
論
の
多
く
を
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
治
国
家
批
判
に
負
っ
て
い

）
11
（

た
。
そ
こ
で
、
法
治
国

家
に
対
す
る
批
判
も
自
由
主
義
国
家
に
対
す
る
批
判
か
ら
派
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
自
由
主
義
国
家
と

資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
階
級
対
立
、
機
械
的
個
人
主
義
、
法
治
国
家
を
一
組
の
セ
ッ
ト
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
ガ
ス
＝
ラ

カ
ン
ブ
ラ
に
と
っ
て
自
由
主
義
国
家
は
法
治
国
家
の
枠
内
で
し
か
実
現
し
な
い
が
、
法
治
国
家
は
自
由
主
義
国
家
以
外
で
も
成
立
可
能

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
法
治
国
家
は
、
自
由
主
義
法
治
国
家
と
社
会
的
法
治
国
家
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
後
者
の
社
会
的
法
治
国

家
は
、
法
治
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、
法
が
機
械
的
な
も
の
に
終
わ
ら
ず
、
社
会
的
な
目
的
を
実
現
す
る
内
容
を
兼
ね
備
え
た
も
の
と
な

る
。
そ
う
い
っ
た
社
会
的
法
治
国
家
論
は
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
法
学
に
お
い
て
発
達
し
た
も
の
と
同
名
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
大
き
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く
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
の
社
会
的
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
社
会
的
必
要
性
を
確
定
す
る
最
終
審
級
が
カ

ウ
デ
ィ
ー
ヨ
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
コ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
主
張
し
た
よ
う
に
自
由
主
義
法
治

国
家
が
社
会
的
法
治
国
家
に
席
を
譲
る
こ
と
に
な
る
か
と
言
え
ば
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
異
な
っ
た
論
理
構

成
を
取
っ
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
両
方
の
法
治
国
家
が
併
存
可
能
な
の
で
あ
る
。
社
会
的
な
必
要
性
が
高
ま
り
そ
れ
が
カ
ウ
デ
ィ

ー
ヨ
に
よ
っ
て
く
み
取
ら
れ
た
と
き
、
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ
は
、
法
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
事
態
は
例
外
で
あ

る
。
通
常
は
自
由
主
義
的
法
治
国
家
の
機
械
的
な
法
体
系
で
か
ま
わ
な
い
と
さ
れ
る
。
確
か
に
、
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
と
な
る

独
裁
者
が
必
要
な
と
き
に
法
を
自
由
に
変
更
で
き
る
と
国
家
と
法
は
、
我
々
が
常
識
的
に
捉
え
る
法
治
国
家
で
も
法
の
支
配
で
も
な
く
、

決
し
て
民
主
的
で
な
い
。
し
か
し
、
独
裁
者
が
フ
ラ
ン
コ
の
よ
う
に
慎
重
で
抑
制
的
な
行
動
を
と
る
性
格
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
法
の
運

用
と
し
て
は
自
由
主
義
法
治
国
家
つ
ま
り
普
通
の
意
味
の
法
治
国
家
に
近
づ
く
と
い
え
よ
う
。

レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
論
の
最
後
に
、
彼
の
ケ
ル
ゼ
ン

）
11
（

論
を
も
と
に
、
彼
が
自
然
法
と
実
定
法
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
し
た
い
と
考

え
て
い
た
か
を
取
り
上
げ
よ
う
。
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
神
の
法
の
名
の
下
に
実
定
法
体
系
に
介
入
を
図
っ

た
こ
と
は
、
体
制
の
制
度
化
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
第
二
次
大
戦
後
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
反
ナ
チ
ス
の
立
場
か
ら
自

然
法
主
義
に
転
換
し
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
民
主
主
義
と
新
自
然
法
主
義
が
結
合
し
た
の
と
異
な
り
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
自

然
法
論
は
明
ら
か
に
伝
統
主
義
、
反
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
の
自
由
主
義
国
家
の
否
定
は
、
そ
の
実
定
法
の
内
容
が
空
虚
だ
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
取

り
上
げ
て
き
た
よ
う
に
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
社
会
教
説
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
論
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
ス
ペ
イ
ン
へ
の
適
用
を
真
剣
に

考
え
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
も
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
想
を
受
け
入
れ
、
そ
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の
「
国
民
革
命
」
実
現
の
根
拠
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
法
実
証
主
義
が
法
を
社
会
改
革
の
道
具
と
見
な
す
点

を
根
拠
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
般
論
と
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
を
正
当
化
し
た
上
で
、
ル
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ

ラ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
流
の
法
の
階
統
性
と
一
体
性
が
憲
法
判
断
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
例
と
し
て
第

二
共
和
制
に
お
け
る
憲
法
保
障
裁
判
所
（
い
わ
ゆ
る
憲
法
裁
判
所
）
を
上
げ
て
い
る
。
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
を
援
用

し
て
、
法
律
の
判
断
に
際
し
て
、
抽
象
的
な
一
般
法
を
上
位
法
に
お
い
て
ざ
っ
く
り
し
た
判
断
を
下
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
上
位
法

と
下
位
法
と
の
間
の
緻
密
な
突
き
合
わ
せ
と
、
法
技
術
的
な
調
琢
を
求
め
、
そ
れ
が
法
の
安
定
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
技
術
に
傾
斜
し
た
緻
密
な
法
解
釈
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
が
自
然
法
論
を
採
用
し
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
神
の
法
に
よ
る
実
定
法
の
統
制
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
エ
リ

ア
ス
・
デ
ィ
ア
ス
は
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
に
依
拠
し
な
が
ら
自
然
法
の
政
治
的
影
響
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
際
近
代
自
然
法
の

中
核
と
し
て
い
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
に
示
さ
れ
た
天
賦
人
権
説
で
あ

）
11
（

る
。
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
が
抽
象
的

な
一
般
法
が
上
位
法
と
し
て
下
位
法
を
規
定
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
実
際
の
法
解
釈
に
お

い
て
リ
ベ
ラ
ル
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
神
の
法
の
名
に

お
い
て
実
定
法
の
効
力
を
否
定
し
、
神
の
法
に
合
わ
せ
て
判
決
を
下
す
よ
う
に
と
言
う
圧
力
を
裁
判
所
に
か
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
裁
判
所
も
そ
の
圧
力
に
屈
し
て
実
定
法
を
無
視
し
て
神
の
法
の
名
に
お
い
て
判
決
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
苦
衷
を
な

め
て
い
た
。
教
会
の
要
求
す
る
神
の
法
は
抽
象
的
で
曖
昧
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
下
の
裁
判
所
は
そ
の
適
用
を
何
と
か

回
避
し
よ
う
と
工
夫
を
重
ね
て
い

）
11
（

た
。
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
が
「
法
治
国
家
の
再
構
築
の
た
め
に
」
ケ
ル
ゼ
ン
主
義
の
適
用
を
求

め

）
1（
（

た
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
介
入
を
排
除
し
て
、
司
法
権
の
独
立
性
を
確
立
す
る
と
い
う
実
務
上
の
要
請
に
見
合
う
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
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暫
定
的
な
結
論

「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
と
い
う
形
容
矛
盾
で
表
さ
れ
た
知
識
人
は
、
果
た
し
て
「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
の
か
「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
な

の
か
、
あ
る
い
は
ス
ペ
イ
ン
に
限
っ
て
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
と
が
結
合
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、

コ
ン
デ
と
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
と
い
う
二
人
の
事
例
だ
け
で
結
論
を
出
す
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
に
限
っ

て
は
、
サ
ン
ト
ス
・
フ
リ
ア
が
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
じ
く
、
体
制
初
期
の
活
動
に
お
い
て
、

「
リ
ベ
ラ
ル
」
を
攻
撃
し
、
独
自
の
体
制
を
構
想
し
な
が
ら
も
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
親
近
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
。

コ
ン
デ
の
論
文
を
編
纂
し
て
い
る
モ
リ
ー
ナ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
外
（
パ
リ
）
に
い
た
コ
ン
デ
が
内
戦
に
際
し
て
フ
ラ
ン
コ
側
に

飛
び
込
ん
だ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
コ
ン
デ
が
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
う
前
歴
の
た
め
に
体
制
へ
の
忠
誠
の
証
を
立
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
コ
ン
デ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
接
近
し
た
理
由
の
一
つ
か
も
し
れ
な

）
11
（

い
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
の
法
治
国
家
に
対
す
る
態
度
は
お
お
き
く
揺
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

）
11
（

い
。
し
か
し
、
個
別
の
課
題

に
関
す
る
政
策
論
と
し
て
の
提
案
が
変
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
影
響
下
に
造
り
あ
げ
ら
れ
た
彼
ら
の
基
本
的
な

論
理
構
成
は
、
一
貫
し
た
体
系
を
維
持
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
コ
ン
デ
も
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
も
、
サ
ン
ト
ス
・
フ
リ
ア
が
取
り
上

げ
た
哲
学
者
よ
り
も
一
貫
し
た
論
理
を
構
築
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
ン
デ
は
、
政
治
法
・
政
治
学
の
分
野
で
の
理
論
的
発
展
に

寄
与
す
る
が
、
そ
こ
で
宗
教
依
拠
せ
ず
に
人
間
性
に
基
づ
い
た
現
実
主
義
的
な
政
治
認
識
を
維
持
す

）
11
（

る
。
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
は
、

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
す
る
態
度
が
一
貫
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
新
カ
ン
ト
派
哲
学
や
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
法
哲
学
自

体
が
、
リ
ベ
ラ
ル
に
も
な
り
得
る
し
、
反
リ
ベ
ラ
ル
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
論
理
性
の
レ
ベ
ル
で
の
整
合
性
が
貫
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か
れ
て
い
る
点
は
、
一
九
世
紀
以
来
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
自
由
主
義
国
家
と
そ
の
法
体
系
の
運
用
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た

で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
安
定
し
、
そ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
制
度
や
実
定
法
の
法
体
系
を
運
用
す
る

た
め
に
は
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
た
「
リ
ベ
ラ
ル
」
の
要
素
が
決
定
的
に
必
要
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
に
つ
い
て
の
法
学
者
達
の
随
筆
集
は
、
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
が
リ
ベ
ラ

ル
で
あ
っ
た
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い

）
11
（

る
。

「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
は
、
実
質
的
に
リ
ベ
ラ
ル
に
移
行
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ホ
セ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
の
思
想
的
系
譜
に

連
な
る
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
で
あ
っ
た
点
で
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
勢
力
間
の
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
残
し
て
い
る
と
い
う
性
格
を
反
映
す
る
。
コ

ン
デ
や
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
な
ど
の
「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
の
法
学
者
が
体
制
か
ら
離
脱
し
た
と
さ
れ
る
リ
ド
ル
エ
ホ
な
ど

の
哲
学
者
と
異
な
る
の
は
、
コ
ン
デ
や
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
ら
が
体
制
の
主
流
に
居
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
レ
ガ
ス
＝
ラ

カ
ン
ブ
ラ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
社
会
法
の
先
駆
的
な
研
究
者
で
あ
り
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
の
労
働
立
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

フ
ラ
ン
コ
体
制
に
お
い
て
は
、
法
制
度
の
改
革
も
体
制
初
期
か
ら
の
論
理
一
貫
し
た
法
体
系
の
延
長
上
に
推
進
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
お
い
て
は
、
外
部
か
ら
は
矛
盾
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
は
ず
の
一
連
の
構
想
が
、
体
制
初
期
か
ら
の
論

理
一
貫
し
た
法
体
系
の
な
か
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
根
本
的
な
改
革
の
必
要
性
を
否
定
す

る
議
論
に
つ
な
が
り
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
末
期
に
至
る
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
政
治
家
の
（
司
法
の
世
界
に
お
い
て
は
現
在
に
至
る
）
保
守
性

を
作
り
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
彼
ら
の
残
し
た
遺
産
の
な
か
で
も
サ
ン
ト
ス
・
フ
リ
ア
が
エ
ス
コ
リ
ア
ル
誌
に
つ
い
て
述
べ
て
よ
う
に
、
彼
ら
自
身
が
リ

ベ
ラ
ル
を
攻
撃
す
る
文
章
を
残
し
た
と
し
て
も
、
彼
ら
が
作
っ
た
知
的
世
界
が
リ
ベ
ラ
ル
に
継
承
さ
れ
、
そ
し
て
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
・

反
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
、
反
伝
統
主
義
の
学
者
を
養
成
し
、
そ
れ
ら
に
活
躍
の
場
を
与
え
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
法
律
家
協
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昧
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（
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会
が
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
法
の
支
配
が
な
い
と
非
難
し
た
際
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
お
け
る
法
治
国
家
を
主
張
す
る
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
た
の
が
政
治
学
研
究
所
で
あ
っ
た
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
法
律
家
協
会
と
同
様
の
論
理
で
法
の
支
配
が
民
主
主
義
を
必

要
と
す
る
と
し
て
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
告
発
す
る
エ
リ
ア
ス
・
デ
ィ
ア
ス
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
の
も
、
同
じ
く
政
治
学
研
究
所
が
発
行

す
る
政
治
学
研
究
雑
誌
で
あ
っ

）
11
（

た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
象
徴
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
＝
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
実
質
的
に
リ
ベ
ラ
ル
な
要
素
を
払
拭
し
え
な
い
曖
昧
さ
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
、
か
え
っ
て
体
制
の
生
存
能
力
の
高
さ
と
改
革
論
の
強
さ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
そ
れ
が
体
制
の
民
主
化
に
与
え
た
貢
献

に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
ろ
う
。

（
1
）　

森
山
茂
徳
先
生
と
酒
井
享
平
先
生
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
拙
い
論
文
で
す
が
、
本
稿
に
よ
っ
て
お
二
人
の
先
生
の
ご
健
勝
と
今

後
の
一
層
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

（
2
）　

ス
ペ
イ
ン
外
交
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
細
田
晴
子
﹃
戦
後
ス
ペ
イ
ン
と
国
際
安
全
保
障
―
米
西
関
係
に
見
る
ミ
ド

ル
パ
ワ
ー
外
交
の
可
能
性
と
限
界
﹄（
千
倉
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
3
）　

Á
guila, Juan José del, E

l T
O

P
: la

 rep
resión

 d
e la

 liberta
d

 (1963
- 1977), (B

arcelona: P
laneta, 2001).

（
4
）　

フ
ラ
ン
コ
体
制
を
概
観
す
る
簡
便
な
入
門
書
と
し
て
、
若
松
隆
﹃
ス
ペ
イ
ン
現
代
史
﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
を
上
げ
て
お
く
。

（
5
）　

フ
ラ
ン
コ
と
他
の
将
軍
の
関
係
が
初
期
に
緊
張
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
そ
れ
を
根
拠
に
体
制
の
不
安
定
性
を
論
じ
た
例
と
し

てP
reston, P

aul, T
h

e P
olitics of R

even
ge : F

a
scism

 a
n

d
 th

e M
ilita

ry in
 Tw

en
tieth

- C
en

tu
ry S

p
a

in
, (L

ondon B
oston: U

n-

w
in H

ym
an, 1990) 

を
挙
げ
て
お
く
。

（
6
）　

ス
タ
ン
リ
ー
・
Ｇ
・
ペ
イ
ン
著
小
箕
俊
介
訳
﹃
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
―
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
歴
史
―
﹄（
れ
ん
が
書
房
新
社
、
一
九
八
二
年

た
だ
し
原
著
は
一
九
六
一
年
刊
）。

（
7
）　

P
ayne, Steley G

., F
a

scism
 in

 S
p

a
in

, 1923
- 1977, (M

adison, W
isconsin: T

he U
nivesity of W

isconsin P
ress, 1999).

（
8
）　

C
añellas M

as, A
ntonio, «L

as L
eyes F

undam
entales en la construcción del nuevo E

stado», en Á
lvaro F

errary y A
ntonio C

a-

ñellas, coords., E
l régim

en
 d

e F
ra

n
co.  U

n
a

s p
ersp

ectiva
s d

e a
n

á
lisis, (P

am
plona: E

diciones U
niversidad de N

avarra, 2012), 
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pp. 219-251.

（
9
）　

F
errando B

adía, Juan, E
l régim

en
 d

e F
ra

n
co, (M

adrid: Tecnos, 1984).
（
10
）　

Tow
nson, N

igel, ¿E
s E

sp
a

ñ
a

 d
iferen

te? U
n

a
 m

ira
d

a
 com

p
a

ra
tiva

, (siglos X
IX

 y X
X

), (M
adrid: T

aurus, 2010).
（
11
）　

R
adcliff, P

am
ela B

eth, M
a

kin
g D

em
ocra

tic C
itizen

s in
 S

p
a

in
: C

ivil S
ociety a

n
d

 th
e P

op
u

la
r O

rigin
s of th

e Tra
n

sition
, 

1960
- 78, (L

ondon: P
algrave M

acm
illan, 2011).

（
12
）　

C
azorla Sánchez A

ntonio. F
ea

r a
n

d
 P

rogress: O
rd

in
a

ry L
ives in

 F
ra

n
co’s S

p
a

in
, 1939

- 1975, (C
hichester: W

iley-B
lack-

w
ell. 2010), íd

em
., T

ow
n

son
 N

igel. (ed
.) S

p
a

in
 T

ra
n

sform
ed

: T
h

e L
a

te F
ra

n
co D

icta
torsh

ip
, 1

9
5

9
- 1

9
7

5, (B
asin

gstoke: 

P
algrave M

acm
illan. 2007). 

筆
者
も
、
ア
ル
カ
ラ
・
デ
・
エ
ナ
ー
レ
ス
の
行
政
史
料
館
で
閲
覧
し
た
県
知
事
か
ら
の
内
務
省
宛
の
年
次
報
告

書
を
い
く
つ
か
見
た
が
、
同
様
の
感
想
を
持
っ
た
。

（
13
）　

L
inz Juan J., “A

n A
uthoritarian R

egim
e: Spain

”, in A
llardt E

rik and R
okkan Stein, eds. M

a
ss P

olitics. S
tu

d
ies in

 P
olitica

l 

S
ociology, (N

ew
 York: T

he F
ree P

ress. 1970), pp.251-283.

（
14
）　

野
上
和
裕
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制
―
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
手
が
か
り
に
―
」﹃
法
学
会
雑
誌
﹄
第
五
二
巻
第
二
号
（
二
〇

一
二
年
）、「
権
威
主
義
体
制
と
ス
ペ
イ
ン
歴
史
研
究
―
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
つ
い
て
―
」﹃
法
学
会
雑
誌
﹄
第
五
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）

（
15
）　

「
リ
ベ
ラ
ル
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
」
の
考
察
に
お
い
て
はJuliá, Santos, ¿F

alange liberal o intelectuales fascistas? en C
la

ves d
e ra

zón
 

p
rá

ctica
, 121 (abril, 2002), pp.4-13.

の
所
説
に
基
本
的
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
フ
リ
ア
は
、
問
題
関
心
が
「
歴
史
的
記
憶
」
に
あ
り
、
文

芸
評
論
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
本
稿
の
よ
う
に
コ
ン
デ
と
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
の
二
人
の
法
学
者
、
政
治
学
者
の
活
動
に
ま
で
フ
リ
ア
の

所
説
を
適
用
す
る
の
は
、
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。

（
16
）　

D
íaz, E

lías, P
en

sa
m

ien
to esp

a
ñ

ol, 1939
- 1973, (C

uadernos para el D
iálogo, 1974), p.27.

（
17
）　

B
eneyto, Juan, L

a
 id

en
tid

a
d

 d
el fra

n
qu

ism
o. D

el a
lza

m
ien

to a
 la

 con
stitu

ción
, (M

adrid: E
idiones de E

l E
spejo, 1979),.

（
18
）　

D
iego, Á

lvaro de, José L
u

is A
rrese o la

 F
a

la
n

ge d
e F

ra
n

co, (M
adrid: A

ctas, 2001).

（
19
）　

D
ías, E

lías, ob. cit.

（
20
）　

F
errary Á

lavro. E
l fra

n
qu

ism
o: M

in
oría

s p
olítica

s y con
fl

ictos id
eológico (1936

- 1956), (P
am

plona: U
niversidad de N

a-

varra. 1993

）, pp.106-112.

（
21
）　

L
ópez G

arcía José A
ntonio, E

sta
d

o y d
erech

o en
 el fra

n
qu

ism
o. E

l n
a

cion
a

lism
o: F.J. C

on
d

e y L
u

is L
ega

z L
a

ca
m

bra
, 

(M
adrid: C

entro de E
studios C

onstitucionales, 1996).

（
22
）　

R
eig T

apia, A
lbert, “A

proxim
ación a la teoría del caudillaje en F

rancisco Javier C
onde”, R

evista
 d

e estu
d

ios p
olíticos (N

ue-
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）

va É
poca), N

úm
.69, Julio-septiem

bre 1990, pp.61-81.

（
23
）　

コ
ン
デ
の
カ
ウ
デ
ィ
ー
ヨ
論
の
原
文
と
し
て
は
、C

onde, F
rancisco Javier, “E

spejo del caudillaje”, (1941), en C
onde, F

rancisco 

Javier, E
scritos y fra

gm
en

tos p
olíticos. I., (M

adrid: Instituto de E
studios P

olíticos, 1974), pp.365-394.

を
参
照
し
た
。

（
24
）　

C
onde, F

rancisco Javier, “R
epresentación política”, (1945), en C

onde, F
rancisco Javier, E

scritos y fra
gm

en
tos p

olíticos. I., 

(M
adrid: Instituto de E

studios P
olíticos, 1974), pp.417-455.

（
25
）　

も
っ
と
も
有
名
な
も
の
はIn

trod
u

cción
 a

 la
 teoría

 d
el esta

d
o n

a
cion

a
lsin

d
ica

lista
, (B

arcelona: B
osch, 1940) 

に
所
収
の
論

文
で
あ
る
が
、
入
手
が
か
な
わ
な
か
っ
た
の
で
、C

u
a

tro estu
d

ios sobre sin
d

ica
lism

o vertica
l, (Z

aragoza: M
inisterio de O

rga-

nización y A
cción Sindical, Sección de E

studios y P
ublicaciones, 1939), E

stu
d

ios d
e d

octrin
a

 ju
ríd

ica
 y socia

l, (B
arcelona: 

B
osch, 1940) 

所
収
の
論
文
を
参
照
し
た
。

（
26
）　

L
uis L

egaz L
acam

bra, E
l estado de derecho, en  R

evista
 d

e a
d

m
in

istra
ción

 p
ú

blica
, N

º 6, 1951, págs. 13-14

（
27
）　

L
egaz L

acam
bra, L

uis, “L
a influencia de la doctrina de K

elsen en la ciencia jurídica española”, R
evista

 d
e estu

d
ios p

olíticos, 

N
úm

. 96, 1957, pp. 29-40

（
28
）　

L
egaz L

acam
bra, L

uis, E
stu

d
ios d

e D
octrin

a
 Ju

ríd
ica

 y S
ocia

l, pp.118-119.

（
29
）　

E
lías D

íaz G
arcía, “Sentido político de iusnaturalism

o”, R
evista

 d
e estu

d
ios p

olíticos, N
úm

. 124, 1962, pp. 65-80.

（
30
）　

B
astida F

rancisco J. Ju
eces y fra

n
qu

ism
o. E

l p
en

sa
m

ien
to p

olítico d
el Tribu

n
a

l S
u

p
rem

o en
 la

 D
icta

d
u

ra
, (B

arcelona: 

A
riel, 1986).

（
31
）　

L
egaz L

acam
bra, L

uis, “L
a influencia de la doctrina de K

elsen
”, p.40.

（
32
）　

M
olin

a, Jerón
im

o, in
trod

u
cción

 a Teoría
 y

 sistem
a

 d
e la

s form
a

s p
olítica

s, p
or F

ran
cisco Javier C

on
d

e, (G
ran

ad
a: C

o-

m
ares, 2006).

（
33
）　

R
odríguez, Jesús P., F

ilosofía
 p

olítica
 d

e L
u

is L
ega

z L
a

ca
m

bra
, (M

adrid: M
arcial P

ons, 1997).

（
34
）　

コ
ン
デ
の
著
作
は
、
死
後
、C

onde, F
rancisco Javier, E

scritos y fra
gm

en
tos p

olíticos, (M
adrid: Instituto de estudios P

olíticos, 

1974).

に
ま
と
め
ら
れ
た
他
、
最
近
に
な
っ
て
ヘ
ロ
ニ
モ
・
モ
リ
ー
ナ
に
よ
り
主
要
著
作
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。C

onde, F
rancisco Javier, 

Teoría
 y sistem

a
 d

e la
s form

a
s p

olítica
s; íd

em
., In

trod
u

cción
 a

l d
erech

o p
olítico a

ctu
a

l, (G
ranada: C

om
ares, 2006); ídem

, 

E
l h

om
bre, a

n
im

a
l p

olítico, (M
adrid: E

ncuentro, 2011).

（
35
）　

(varios), L
u

is L
ega

z L
a

ca
m

bra
: fi

gu
ra

 y p
en

sa
m

ien
to, (M

adrid: F
acultad de D

erecho, U
niversidad C

om
plutense de M

a-

drid, 1993). 

な
お
、
同
様
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
コ
時
代
に
レ
ガ
ス
＝
ラ
カ
ン
ブ
ラ
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
で
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。



二
五
〇

E
stu

d
ios ju
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ico- socia

les : h
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en
a

je a
l p

rofesor L
u

is L
ega

z y L
a

ca
m

bra
, (Santiago de C

om
postela: U

niversidad de San-

tiago de C
om

postela, 1960).
（
36
）　

E
lías D

íaz G
arcía, “Teoría general del E

stado de derecho”, R
evista

 d
e estu

d
ios p

olíticos, N
úm

. 131, 1963, pp. 21-48.


