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ま
え
が
き
l
l

ー
複
数
の
現
代
フ
ラ
ン
スわ

れ
わ
れ
が
社
会
的
現
実
と
み
な
し
て
い
る
も
の
は
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
、

語
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
け
る
同
8
5
2
2
8
ロ
(
表
象
代
理
代
表
)
で
あ

る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
』
骨EC
E

の
産
物
で
あ
る
.

{
ピ
エ
ー
ル
・
プ
ル
デ
ュI

『
構
造
と
実
陣』)

本
曹
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
を
知
る
た
め
の
臼
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
選
ぴ
、
犯
人
の
フ
ラ
ン
ス
研
究
者
が
分
担
執
筆
し
て

な
っ
て
い
る
。
執
筆
者
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
へ
の
関
心
を
共
有
し
て
い
な
が
ら
、
研
究
分
野
も
、
扱
う
ト
ピ
ッ
ク
ス
も
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
。
し
か
し
位
の
記
事
は
相
互
に
連
関
し
て
有
機
的
全
体
を
な
し
て
お
り
、
配
列
順
に
通
読
し
て
い
た
だ

く
必
要
は
な
く
、
辞
書
の
よ
う
に
好
き
な
項
目
か
ら
と
び
と
び
に
読
ん
で
い
た
だ
い
て
か
ま
わ
な
い
。

本
書
の
成
り
立
ち
は
、
明
石
書
店
か
ら
出
て
い
る
エ
リ
ア・
ス
タ
デ
ィ
1

ズ
の
他
の
書
籍
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な

い
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
ふ
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
日
本

語
で
語
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
、
ま
え
が
き
と
し
た
い
。

本
曹
を
執
筆
す
る
う
え
で
母
体
と
な
っ
た
研
究
グ
ル
ー
プ
に
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
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フ
ラ
ン
ス
語
教
育
に
関
わ
る
教
員
を
中
心
と
し
て

2
0
0
0

年
に
結
成
さ
れ
た
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
研
究

会
L
2
2
官
邑
Z
昔

E
Z
E
R
E

DE

百
a
z
a
n口
明
g
)

が
あ
る
・
会
の
世
話
役
を
務
め
た
の
は
、
本
書
の
編
者
の

三
浦
信
孝
k

西
山
教
行
、
そ
れ
に
執
筆
者
の
掘
茂
樹
と
長
谷
川
秀
樹
で
あ
り
、
会
の
研
究
活
動
の
一
環
と
し
て

2
0
0

2

年
頃
、
本
曹
の
出
版
企
画
が
生
ま
れ
、
研
究
会
を
重
ね
た
。
し
か
し
諸
般
の
事
情
か
ら
こ
の
企
画
は
日
の
目
を
み
る

こ
と
な
く
、
回
廊
に
副
惜
し
て
い
た
が
、

2
0
0
9

年
に
明
石
書
店
の
大
槻
武
志
氏
の
知
過
を
得
て
、
今
回
の
出
版
に
こ

ぎ
着
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
も
っ
て
明
石
書
店
編
集
部
の
大
槻
氏
な
ら
び
に
小
林
洋
幸
氏
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ

玄
V。

4 

を
目
的
と
L

、

こ
う
し
た
事
情
の
た
め
、
本
曹
の
初
稿
に
は
何
年
も
前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
今
回
の
出
版
に
あ
た
り
、

全
面
的
改
摘
を
行
っ
た
.
研
究
会
の
性
格
上
、
執
鑑
者
の
構
成
は
宇
際
的
だ
が
、
地
験
研
究
の
専
門
家
よ
り
は
フ
ラ
ン

ス
語
教
育
に
携
わ
る
教
師
が
多
数
を
し
め
て
い
る
.

フ
ラ
ン
ス
語
教
師
は
、
な
ぜ
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
と
文
化
を
諮
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
語
る
の
だ

ろ
う
か
・
言
語
教
育
の
実
践
に
あ
た
っ
て
文
化
的
背
景
を
語
る
こ
と
は
必
須
条
件
で
は
な
く
、
文
化
を
い
っ
さ
い
語
ら

な
い
言
語
教
育
も
存
在
し
たL
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
教
育
は
現
在
で
も
存
在
す
る
.
あ
る
時
期
ま
で
の
韓
国
の
日
本
語

教
育
は
日
本
文
佑
を
完
全
に
切
り
離
し
、
も
っ
ぱ
ら
自
国
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
日
本
語
教
育
を
実
践
し
て
い
た

.

現

在
で
も
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
旧
植
民
地
の
国
々
で
は
旧
宗
主
国
の
文
化
を
扱
わ
な
い
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
が

存
在
す
る
.
言
語
教
育
の
中
で
旧
宗
主
国
の
文
化
を
取
り
扱
う
場
合
、
こ
れ
は
植
民
地
支
配
と
い
う
負
の
歴
史
を
喚
起

す
る
と
同
時
に
、
旧
宗
主
国
の
文
化
へ
の
無
批
判
的
礼
讃
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
進
ん

だ
文
明
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
支
配
的
文
明
へ
の
同
化
と
権
力
構
造
へ
の
関
与
を
意
味
す

まえがき

る
こ
と
が
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
外
国
語
教
育
が
社
会
や
文
化
に
闘
す
る
批
判
的
雷
説
を
伴
う
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
、
そ

れ
は
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
歴
史
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る

。
フ
ラ

ン
ス
で
は
ゆ
世
紀
を
通
し
、
「
文
明
」

(
e
S
E
E
Z
)の
名
の
も
と
に
一
国
の
生
活
織
式
や
社
会
制
度
に
関
す
る
知
識
が
体
系
化
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
進
ん
だ

「
文
明
」
は
植
民
地
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
非
西
洋
世
界
が
到
達
す
べ
き
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
「
文
明
化
」
は
フ

ラ
ン
ス
人
が
植
民
地
人
に
対
し
て
負
う
べ
き
「
使
命
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
.
フ
ラ
ン
ス
は
文

明
の
光
を
も
た
ら
し
、

人
類
を
普
遍
的
文
明
へ
と
教
導
す
る
使
命
が
あ
る
と
自
任
し
て
き
た
の
で
あ
る

。

そ
う
し
た
文
脈
で
、
ゆ
世
紀
末
に
始
ま
つ
士
外
国
人
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
に
対
す
る
研
修
会
は
「
フ
ラ
ン
ス
文
明
」

の
講
義
を
制
度
化
し
た
が
、
そ
の
残
津
は1
9
1

9

年
に
設
立
さ
れ
た
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
外
国
人
向
け
フ
ラ
ン
ス
語

講
座
が
、
今
な
お
「
フ
ラ
ン
ス
文
明
講
座
」
(
口
吉
岡
骨

O
岳
E
S
F

告
書
骨

F
F
号
2
2
)
と
い
う
名
称
を
保
持
し
て

い
る
こ
と
に
認
め
ら
れ
る
.

一
方
、
隣
国
ド
イ
ツ
で
は
、
「
地
域
研
究
」
(
r
a
a
E
E乙
の
名
称
の
も
と
、
あ
る
固
に
関
す
る
知
識
全
般
を
対
象

化
し
、
言
語
学
習
の
中
に
位
置
づ
け
て
き
た
よ
う
だ・
英
語
閣
を
み
る
と
、
英
・
米
は
文
化
の
語
り
方
に
つ
い
て
必
ず

し
も
同
じ
考
え
で
は
な
い

@

ア
メ
リ
カ
で
は

「
文化
」
(
邑E
岡
崎
}
を
使
用
し
、雷
語
学
習
と
の
関
連
で
日
常
生
活
に
み

ら
れ
る
習
慣
や
行
動
を
取
り
上
げ
る
傾
向
に
あ
り
、
ま
士
イ
ギ
リ
ス
で
は
中
等
教
育
と
高
等
教
育
で
同
じ
慨
念
を
使
わ

ず
、
異
な
る
二
つ
の

教
育
課
程
を
実
施
し
て
い
る
。
中
等
教
育
の
科
目
で
は
、

言
語
学
習
を
補
完
す
る
観
点
か
ら
、
日

常
生
活
や
習
俗
に
関
わ
る
情
報
を
中
心
と
し
、
社
会
制
度
に
関
わ
る
知
識
に
も
ふ
れ
る
か
た
ち
で
教
育
が
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
「
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ス
タ
デ
ィ1
1
」
{
Z
n
S
E
"
E
E
E

“
)
と
呼
ば
れ
る
・
こ
れ
に
対
し
て
高
等
教5 



まえがき

育
で
は
、
あ
る
国
や
地
域
の
地
理
や
文
化
に
関
す
る
研
究
を
「
地
域
研
究
」

F
E
E
昏

ι

と
い
う
名
称
の
も
と
に
編

成
し
、
「
地
域
研
究
」
を
学
ぶ
学
部
は
文
学
を
主
な
研
究
対
象
と
す
る
伝
統
的
な
文
学
部
と
異
な
る
も
の
で
、
新
興
の

学
部
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
少
な
く
と
も
四
つ
の
園
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
も
、

言
語
教
育
の
中
で

の
「
社
会
と
文
化
の
語
り
方
」
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
教
育
文
化
と
無
縁
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

「社
会
と
文
化
の
語
り
方
」
は
、
学
習
者
の
目
標
、
つ
ま
り
「
な
ぜ
そ
の
言
語
を
学
ぶ
の
か

」
と
い
う
聞
い
と
切
り
離

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

私
た
ち
は
純
粋
な
知
的
好
奇
心
か
ら
、
ま
た
そ
の
土
地
を
旅
行
し
た
り
滞
在
す
る
必
要
か
ら
あ

る
国
の
言
語
を
学
ぶ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
中
を
生
き
残

る
に
は
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
不
可
欠
と
考
え
、
そ
の
一
環
と
し
て
外
国
文
化
を
学
ぶ
こ
と
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
習
者
の
立
場
か
ら
言
語
と
文
化
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な

三
種
類
に
分
類

で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
目
標
言
語
を
学
ぶ
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
母
語
を
通
し
て
目
標
文
化
を
学
ぶ
こ
と

。

第
一
一

に
目
標
言
語
を
学
び
な
が
ら
も
、
目
標
言
語
で
は
な
く
母
語
を
通
し
て
目
標
文
化
を
学
ぶ
こ
と
。
第

三
に
目
標
言
語
を

学
び
な
が
ら
、
母
語
で
は
な
く
、
目
標
言
語
に
よ
り
文
化
を
学
ぶ
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
類
型
化
を
日
本
に
即
し
て
考
え
る
と
、
第一
の
パ
タ
ー
ン
の
場
合
、
外
国
語
か
ら
の
翻
訳
を
含
め
る
に
せ
よ
、

日
本
語
を
通
じ
て
外
国
文
化
に
接
す
る
こ
と
に
な
り

、

日
本
人
に
理
解
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
外
国
文
化
、
あ
る
い
は
日

本
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
外
国
文
化
が
認
識
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
文
化
は
、
そ
の
文
化
の
中
で

生
ま
れ
育
つ
士
ネ
イ
テ
ィ
ブ
話
者
が
抱
く
文
化
と
は
必
ず
し
も
同

一
で
は
な
い
が
、
学
習
者
の
主
体
を
形
成
し
た
出
身

国
の
文
化
と
の
歴
史
的
関
係
を
み
つ
め
直
す
上
で
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る

。

第
二
の
パ
タ
ー
ン
は
第

一
の
パ
タ
ー
ン
と
類
似
す
る
が
、
言
語
学
習
と
い
う
媒
介
項
を
伴
っ
て
い
る
。
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そ
の
た
め

、

目
標
文
化
を
知
る
こ
と
は
単
に
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
、
実
務
上
の
必
要
に
応
え
る
だ
け
で
は
な
い

。

目
標
文
化
に

関
す
る
知
識
は
、
目
標
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
に
際
し
て
の
文
化
的
能
力
の
一
部
と
も
な
る

。

と

は
い
え
、
そ
の
目
標
文
化
は
あ
く
ま
で
も
母
語
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
母
語
や
出
身
文
化
の
バ
イ
ア
ス
、
場

合
に
よ
っ
て
は
先
入
観
や
偏
見
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
の
パ
タ
ー
ン
は
、
目
標
言
語
に
よ
っ
て
目
標
文
化
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
言
語
学
習
に
引
き
寄
せ
て
考
え
る
な

ら
ば
、
目
標
言
語
が
使
わ
れ
る
国
で
目
標
言
語
を
学
ぶ
ケl
ス
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ラ
ン
ス
語
学
校
な

ど
で
フ
ラ
ン
ス
人
教
師
が
目
標
文
化
を
語
る
場
合
、
ア
ラ
ン
ス
人
の
理
解
す
る
よ
う
な
意
味
で
の

二
つ
の
」
フ
ラ
ン

ス
文
化
が
語
ら
れ
る
。

で
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
が
語
る
こ
の
文
化
が
も
っ
と
も
高
い
威
信
と
正
統
性
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か

。

こ
れ
も
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、

一
国
の
文
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
一
つ
の
国
民
文
化
と
し
て
賞
錫
さ
れ
て
い

る
場
合
で
も
、
複
数
の
文
化
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
教
師
の
語
る
「
フ
ラ
ン
ス
文
化
」
も
そ
の

一
つ
に

ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
ど
こ
の
固
に
も
地
方
文
化
は
存
在
し
、
世
代
や
性
別
、
あ
る
い
は
社
会
職
業
階
層
に
応
じ
て
、

複
数
の
文
化
が
並
立
し
、
個
人
の
内
部
に
お
い
て
も
複
数
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
共
存
し
て
い
る
。
し
か
も
複
数
文

化
の
中
で
の
特
定
文
化
の
正
統
性
は
政
治
権
力
な
ど
外
部
の
力
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
文
化
そ
れ
自
体
が
独
占
的
に
み

ず
か
ら
の
正
統
性
を
主
張L
、
そ
れ
が
国
民
全
体
の
総
意
と
な
る
こ
と
は
、
皆
無
で
は
な
い
に
せ
よ
、
き
わ
め
て
ま
れ

な
ケ
1

ス
だ
ろ
う
。

ま
た
目
標
言
語
で
語
ら
れ
た
目
標
文
化
の
み
が
正
統
性
を
独
占
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
語
学

習
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
外
国
人
に
文
化
的
同
化
を
促
す
装
置
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
外
国
語
を
学

び
、
外
国
の
文
化
を
知
る
に
せ
よ
、
必
ず
し
も
ネ
イ
テ
ィ
ブ
話
者
へ
の
同
化
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
い

。

し
た
が
っ
て
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言
語
文
化
学
習
が
同
化
主
義
の
陥
穿
に
足
を
す
く
わ
れ
な
い
た
め
の

一
つ
の
方
策
は
、
固
定
的
な
ク
リ
シ
エ

文
句
)
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
文
化
を
め
ぐ
る
言
説
が
個
人
的
あ
る
い
は
集
団
的
な
「
表
象
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
.

こ
の
よ
う
な
類
型
化
の
中
で
考
え
る
と
、
日
本
人
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
の
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
関
わ
る
言
説
は
第
二
の
類

型
に
該
当
す
る
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
社
会
や
文
化
も
ま
た

一
つ
の
「
表
象
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
本
替

を
手
に
し
た
読
者
が
構
築
す
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
表
象
も
幻
世
紀
初
頭
の
日
本
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
表
畿

と
し
て
の
意
義
を
も
つ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
表
象
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
特
定
の
社
会
的
文

脈
に
条
判
づ
け
ら
れ
て
い
る・
た
と
え
ば
、
第
二
次
大
戦
後
、
-
9
6
0

年
代
ま
で
日
本
人
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
抱
い

て
い
た
表
象
と
現
在
の
日
本
人
の
そ
れ
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
情
報
の
拡
大
と
総
臓
の
深
化
に
よ
っ
て
、
ひ

た
す
ら
裂
し
国
フ
ラ
ン
ス
(
r
E
B
E
5
)

に
あ
こ
が
れ
る
、
礼
讃
の
ま
な
ざ
し
か
ら

、
先
進
国
7

ラ
ン

ス

の
ジ
レ

ン
マ
が
日
本
と
そ
う
大
き
く
違
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
相
対
化
の
ま
な
ざ
し
へ
の
転
換
が
認
め
ら
れ
る

。

フ
ラ
ン
ス
を
い
つ
か
ら

「

現
代
フ
ラ
ン
ス
」
と
呼
ぶ
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
意
見
は
ま
ち
ま
ち
だ
ろ
う

。

フ
ラ
ン
ス

の
歴
史
記
述
に
は
古
代

・
中
世
近
代
・
現
代
の
伝
統
的
な
時
代
区
分
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
思
い
切
っ
て
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
後
を
「
近
代
7
ラ
ン
ス

」、
第

一
次
大
戦
後
を
「

現
代
7

ラ
ン
ス

」
と
呼
ん
で
み
る
こ
と
に
す
る
。
開

国
・
維
新
で
西
洋
に
遅
れ
て
文
明
化

-
近
代
化
の
ス
タ
ー

ト
を
切
っ
た
日
本
が
、
西
洋
に
追
い
つ
き
、
7

ラ
ン
ス
を
あ

こ
が
れ
の
限
で
は
な
く
醒
め
た
限
で
相
対
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ
世
界
第

二
の
経
済

大
国
に
な
っ
た
1
9
8
0
年
代
後
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い。
そ
れ
は
恩
想
的
に
は
、
「
ポ
ス
ト
近
代L
と
か

「
d
小
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
」
(
植
民
地
蜂
)
と
呼
ば
れ
る
、
西
洋
近
代
を
批
判
的
に
問
い
直
す
潮
流
が
起
こ
っ
た
時
期
と
蛮
な
る

。

言
い

(
決
ま
り
R 

か
え
る
な
ら
、

まえがき

1

9
6
8

年
の
五
月
革
命
と
1
9
8
9

年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
駿
と
い
う

こ
つ
の
大
事
刊
の
あ
い
だ
で

、

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
戦
後
秩
序
は
構
造
的
に
転
換
し
、
大
衆
消
費
社
会
状
況
下
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
康
史
の
サ
イ

ク
ル
は
ほ
ぼ
同
期
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
が
扱
う
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
」
と
は
、
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
を
も

っ

と
も
短
く
と
る
な
ら
ば
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期

の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
な
い
し
ア
メ
リ
カ

主
導
の
グ
ロ
l

パ
リ
ぜ
1

シ
ヨ
ン
と
、
超
国
家
的
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
統
合
の
実
験
と
、
旧
植
民
地
か
ら
の
イ
ス
ラ
ム
系
移
民
の
可
視
化
と
い
う三
つ
の
試
練
に
直
面
し
た
フ
ラ
ン
ス

で
あ
る
.

1

9
8
l

年
か
ら
は
年
つ
づ
い
た
左
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
と
、1
9
9
5

年
か
ら
旧
年
つ
づ
い
た
右
の
シ
ラ

ク
政
権
と
、
そ
し
て
左
に
も
右
に
も
失
望
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
が

2
0
0
7

年
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
型
破
り
な
サ
ル
コ

ジ
候
補
に
国
運
を
託
し
た
が
、
混
迷
を
深
め
る
か
に
み
え
る
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。

本
書
は
お
名
の
執
筆
者
が
し
た
た
め
た
複
数
の
現
代
フ
ラ
ン
ス
論
で
あ
り
、
個
々
の
項
目
の
記
述
の
あ
い
だ
に
は
微

妙
な
ズ
レ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
読
者
が
そ
こ
か
ら
自
分
な
り
の
現
代
フ
ラ
ン
ス
像
を
構
築
し
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、

編
者
と
し
て
こ
れ
に
ま
さ
る
幸
い
は
な
い
。

2
0

1

0

年
同
月

編
者

三
浦
信
孝

西
山
教
行

n 


