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は
じ
め
に

民
主
主
義
は
理
念
と
し
て
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
正
当
性
を
得
て
い
る
が
、
実

際
の
民
主
主
義
に
基
づ
く
政
治
に
は
不
平
不
満
、
不
信
が
渦
巻
い
て
い
る
。
民
主

主
義
は
本
来
�
人
民
に
よ
る
政
治
�
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、�
人
民
�
が
不

平
不
満
を
持
つ
な
ら
ば
、
政
治
の
変
更
を
促
す
た
め
の
積
極
的
な
政
治
参
加
を
生

む
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
投
票
率
は
下
が
り
、政
党
に
所
属
す
る
意
欲
も
減
退
し
、

政
治
活
動
へ
参
加
自
体
も
不
活
発
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
治
不
信
、

政
治
へ
の
忌
避
が
世
界
規
模
で
確
実
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
文
献
か

ら
も
、
多
く
の
調
査
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
こ
の
政
治
不
信
と
い
う
現
象
は
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
危
機
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
批
判
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
近
代
の
自
由
民
主
主
義
に
と
っ
て

は
想
定
内
の
こ
と
で
、
む
し
ろ
健
全
な
反
応
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
規
模
国
家
に
お
け
る
自
由
民
主
主
義
に
お
い
て
、
主
権
者
で
あ
る
�
人
民
�

は
、
政
治
の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
統
治
の
対
象
で
も
あ
る
。�
人
民
�
は
、
代

表
者
を
選
び
、
自
ら
の
意
思
を
表
明
し
、
政
治
の
方
向
を
決
定
づ
け
る
役
割
と
同

時
に
、
代
表
者
が
行
う
政
治
を
批
判
す
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
。
政
治
不
信
は
、

あ
る
意
味
被
治
者
で
も
あ
る
�
人
民
�
の
健
全
な
反
応
で
あ
り
、
自
ら
の
信
条
を

率
直
に
表
現
で
き
る
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
る
。
実
際
政

治
不
信
が
広
が
る
先
進
諸
国
に
お
い
て
民
主
主
義
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
い

う
動
き
は
生
じ
て
お
ら
ず
、
民
主
主
義
体
制
そ
の
も
の
へ
の
信
頼
は
揺
ら
い
で
い

な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
政
治
不
信
が
、
政
治
へ
の
忌
避
、
政
治
の
否

定
を
伴
う
と
す
る
な
ら
ば
、
政
治
不
信
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、�
人
民
に
よ
る
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政
治
�
で
あ
る
民
主
主
義
の
将
来
を
そ
う
楽
観
視
し
て
は
い
ら
れ
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

本
論
で
は
、
現
在
広
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
政
治
不
信
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は
民
主
主
義
の
危
機
に
つ
な
が
る
も
の
な
の
か
を
考
え

て
い
き
た
い
。

第
一
章

政
治
不
信
と
は
何
か

第
一
節

政
治
不
信
と
そ
れ
を
示
す
現
象

多
く
の
民
主
主
義
国
で
国
民
は
政
治
や
行
政
を
信
頼
し
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、�
世
界
価
値
観
調
査
︵
二
〇
〇
五
︱
九
年
、
二
〇
一
〇
︱
一
二

年
︶�
を
み
る
と
、
政
治
不
信
の
広
が
り
は
以
下
の
よ
う
な
数
字
と
な
っ
て
表
わ
れ

て
い
る
。
ま
ず
は
二
〇
〇
五
︱
九
年
の
調
査
の
結
果
を
み
て
み
よ
う
。
政
府
を
信

頼
す
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
、
韓
国
の
六
カ
国
で
、�
信
頼
し
な
い
�
が
そ
れ
ぞ
れ
、
七
三
･九
％
、

七
〇
･
五
％
、
六
四
･
七
％
、
六
三
･
〇
％
、
五
九
･四
％
、
五
三
･八
％
と
す
べ
て
、

�
信
頼
す
る
�
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
会
︵
議
会
︶
に
対
し
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
で
�
信
頼
し
な
い
�
が
、
七
五
･二
％
、
六
三
･二
％
、
七
〇
･九
％
、
六

〇
･
八
％
、
七
五
･
七
％
、
七
四
･
三
％
と
、�
信
頼
す
る
�
を
大
き
く
上
回
り
、
イ

ギ
リ
ス
以
外
の
国
で
、
政
府
よ
り
も
よ
り
強
い
不
信
感
を
持
た
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
、
政
党
に
い
た
っ
て
は
、
不
信
感
は
よ
り
大
き
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
で
、
八
四
･
三
％
、
八
二
･
七
％
、
七
五
･二
％
、
七
六
･九
％
、
八
一
･九
％
、

七
六
･一
％
が
�
信
頼
し
な
い
�
と
答
え
て
い
る⑴

。
ま
た
、
二
〇
一
〇
︱
一
二
年
の

調
査
は
上
記
の
六
カ
国
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
韓
国
に
つ
い
て

の
み
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
三
項
目
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
�
信
頼

し
な
い
�
の
数
値
が
減
少
し
て
い
る
が
、
他
の
国
で
は
大
き
な
変
化
は
読
み
取
り

に
く
く
、�
信
頼
し
な
い
�
が
�
信
頼
す
る
�
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る⑵

。
こ
の
よ
う
な
数
字
か
ら
み
て
も
、
政
治
制
度
全
般
、
と
り
わ
け
議
会
お
よ
び

政
党
に
対
す
る
不
信
は
世
界
規
模
で
広
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
政
治
へ
の
不
信
、
と
り
わ
け
民
主
主
義
体
制
の
根
幹
を
な

す
議
会
に
対
す
る
信
頼
が
大
き
く
低
下
し
た
と
い
う
点
は
多
く
の
論
者
に
共
有
さ

れ
て
い
る⑶

。
そ
の
こ
と
が
政
治
参
加
へ
の
意
欲
を
奪
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

ま
た
政
治
が
混
乱
し
有
効
な
施
策
が
講
じ
ら
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
さ
ら

に
は
代
議
制
そ
の
も
の
の
崩
壊
へ
と
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
て
も

い
る⑷

。
現
代
の
政
治
不
信
に
関
し
て
有
力
な
分
析
を
加
え
る
コ
リ
ン
・
ヘ
イ
も
、
こ
の

点
、
種
々
の
デ
ー
タ
を
用
い
な
が
ら
、
現
代
社
会
で
は
公
式
的
な
政
治
参
加
が
低

調
か
つ
下
落
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、�
政
治
へ
の
幻
滅
と
白
け
が
ま
す
ま

す
明
ら
か
な
形
で
根
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る⑸

�
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ヘ
イ

は
、
現
代
の
政
治
不
信
と
政
治
離
れ
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
一
五
に
ま
と
め

て
い
る⑹

。
一

先
進
自
由
民
主
主
義
国
で
の
投
票
率
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
長
期
的
な

低
下
傾
向
に
あ
り
、
九
〇
年
代
か
ら
加
速
し
て
い
る
。

二

先
進
自
由
民
主
主
義
国
の
中
で
も
、［
北
欧
諸
国
の
よ
う
な
］�
調
整
型

論 説
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市
場
経
済
�
で
の
投
票
率
は
高
く
、［
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
カ
ナ
ダ
の

よ
う
な
］�
自
由
主
義
型
市
場
経
済
�
で
の
投
票
率
は
低
い
傾
向
が
認
め
ら

れ
る
。
但
し
両
者
の
間
で
投
票
率
が
収
斂
す
る
気
配
は
な
い
。

三

有
権
者
の
世
代
コ
ー
ホ
ー
ト
は
、
有
権
者
の
一
貫
し
た
投
票
行
動
を
説

明
す
る
。
新
た
に
投
票
権
を
得
た
有
権
者
は
上
の
世
代
と
比
較
し
て
棄
権

す
る
傾
向
が
あ
る
。

四

教
育
水
準
は
、
投
票
や
そ
の
他
の
政
治
参
加
と
正
の
相
関
を
持
つ
が
、

政
治
的
権
威
と
は
負
の
相
関
を
持
つ
。

五

政
治
的
シ
ニ
シ
ズ
ム
は
、
若
く
、
教
育
水
準
が
高
く
、
経
済
的
に
豊
か

な
投
票
者
に
み
ら
れ
る
︵�
批
判
的
市
民
�︶。

六

先
進
自
由
民
主
主
義
国
で
、
政
党
の
党
員
数
は
急
激
な
低
下
を
見
せ
て

お
り
、
減
少
幅
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

七

公
式
的
な
政
治
は
政
治
的
活
動
に
熱
心
だ
っ
た
層
を
も
は
や
動
員
で
き

て
お
ら
ず
、
投
票
者
の
増
大
に
も
寄
与
し
て
い
な
い
。

八

多
く
の
先
進
自
由
民
主
主
義
国
の
政
党
の
党
員
数
は
、
地
域
・
選
挙
区

で
の
選
挙
運
動
を
成
立
不
可
能
に
す
る
ほ
ど
に
減
少
し
て
い
る
。

九

通
常
の
政
治
参
加
に
関
す
る
指
標
は
ど
れ
も
低
下
し
て
い
る
。

一
〇

こ
れ
と
並
行
し
て
、
政
治
的
表
現
や
抗
議
活
動
で
政
府
、
政
党
や
そ

の
他
の
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
迂
回
す
る
、
新
た
な
政
治
参
加
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
一

棄
権
す
る
有
権
者
は
こ
う
し
た
新
た
な
政
治
参
加
に
熱
心
な
傾
向
が

あ
り
、
棄
権
を
政
治
的
行
動
の
一
つ
と
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
。

一
二

先
進
自
由
民
主
主
義
国
で
の
政
治
に
対
す
る
信
頼
水
準
は
長
期
的
に

低
下
し
て
お
り
、
そ
れ
は
継
続
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
多
く
の
場
合
加
速

し
て
い
る
。

一
三

民
主
主
義
に
対
す
る
理
念
的
・
制
度
的
支
持
は
高
い
ま
ま
だ
が
、
そ

れ
が
統
治
形
態
と
し
て
本
来
的
に
良
い
も
の
だ
と
す
る
考
え
は
や
や
減
っ

て
い
る
。

一
四

政
治
家
や
政
治
制
度
へ
の
軽
蔑
は
、
一
九
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
と

比
べ
た
場
合
、
八
〇
年
代
に
な
っ
て
上
昇
し
て
お
り
、
そ
の
水
準
は
高
止

ま
り
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

一
五

ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
意
識
調
査
で
は
、
有
権
者
の
過
半
数
が
、

政
治
家
は
自
己
の
利
益
を
追
求
し
、
政
府
は
少
数
の
企
業
の
利
益
実
現
に

手
を
貸
し
て
お
り
、
さ
ら
に
税
金
を
か
な
り
無
駄
遣
い
し
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。

こ
の
ヘ
イ
の
一
五
の
指
摘
は
、
三
つ
の
観
点
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
投
票
率
の
低
下
や
政
党
構
成
員
の
減
少
な
ど
、
公
式
的
な
政
治
参
加

が
低
調
あ
る
い
は
下
落
し
て
い
る
現
象
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
国
ご
と
に

異
な
る
も
の
の
投
票
率
の
長
期
的
低
下
傾
向
が
全
般
的
に
み
ら
れ
、
と
く
に
若
い

世
代
と
教
育
水
準
の
高
い
層
の
人
々
が
棄
権
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
若
い
世
代

の
棄
権
率
の
高
さ
は
今
後
の
動
向
を
予
測
す
る
う
え
で
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
と
い
え

よ
う
。
ま
た
議
会
政
治
を
支
え
る
政
党
の
党
員
数
の
急
激
な
低
下
が
み
ら
れ
、
地

域
・
選
挙
区
で
の
選
挙
運
動
を
成
立
不
可
能
に
す
る
ほ
ど
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
以
外
の
公
式
の
政
治
参
加
も
衰
退
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
点
日
本
の
国
政
選
挙
で
み
て
み
よ
う
。
一
九
九
六
年
一
〇
月
の
衆
議
院
選

政治不信は民主主義の危機か（一）
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挙
で
は
じ
め
て
投
票
率
が
五
九
･
六
五
％
と
六
〇
％
台
を
切
る
こ
と
と
な
り
、
そ

の
後
二
〇
〇
九
年
七
月
の
政
権
交
代
を
生
ん
だ
選
挙
に
お
い
て
六
九
･
二
八
％
ま

で
回
復
し
た
が
、
次
の
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選
挙
で
、
小
選

挙
区
が
五
九
･
三
二
％
、
比
例
代
表
が
五
九
･三
一
％
と
、
前
回
よ
り
も
約
一
〇
％

も
下
回
っ
た
。
さ
ら
に
、
今
回
の
二
〇
一
四
年
一
二
月
の
衆
議
院
選
挙
で
は
、
五

二
％
台
ま
で
下
が
り
、
衆
院
選
で
の
戦
後
最
低
記
録
を
大
き
く
更
新
し
た
こ
と
に

表
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
公
式
的
な
政
治
参
加
を
回
避
あ
る
い
は
忌
避
す
る
人
た
ち
が
、
政
府
、

政
党
や
そ
の
他
の
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
迂
回
す
る
、
新
し
い
形
態
の
政
治
参
加
を

模
索
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
棄
権
す
る
有
権
者
が
か
え
っ
て
こ
の
新
た
な

政
治
参
加
に
熱
心
で
、
棄
権
を
政
治
的
抗
議
行
動
の
一
つ
と
捉
え
る
傾
向
が
あ
る

と
い
う
。
こ
う
し
た
新
た
な
政
治
参
加
は
、
む
し
ろ
広
い
意
味
で
の
政
治
へ
の
期

待
や
信
頼
を
表
現
す
る
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
迂
回
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
政
治
不
信
の
表
れ
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
日
本
で
み
ら
れ
た
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
を
め
ぐ
っ
て
首
相
官
邸
前
で
繰

り
返
さ
れ
る
デ
モ
や
、
ア
メ
リ
カ
で
二
〇
一
一
年
七
月
か
ら
約
二
ヶ
月
に
わ
た
っ

て
大
規
模
な
抗
議
行
動
を
展
開
し
た
�
ウ
ォ
ー
ル
街
を
占
拠
せ
よ
�
と
い
っ
た
運

動
な
ど
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
政
治
参
加
の
具
体
例
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ

う
し
た
動
き
を
民
主
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
高
く
評
価
す
べ
き
も
の
と
す
る
見
方

も
多
い⑺

。

第
三
は
、
政
治
に
対
す
る
信
頼
水
準
は
低
下
し
て
い
る
、
し
か
も
そ
の
水
準
低

下
は
継
続
し
て
い
る
ば
か
り
か
多
く
の
場
合
加
速
し
て
い
る
、
と
い
う
結
論
部
分

で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
に
対
す
る
信
頼
低
下
に
つ
い
て
、
一
三
か
ら
一
五
で
具

体
的
に
三
つ
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
理
念
的
に
民
主
主
義
を
評
価
し

つ
つ
も
、
そ
の
理
念
に
疑
い
を
持
ち
始
め
て
お
り
、
ま
た
現
実
の
民
主
政
治
に
関

わ
る
人
や
制
度
へ
の
道
徳
的
な
信
頼
感
が
失
わ
れ
不
信
感
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

現
実
の
政
治
に
関
わ
る
人
や
制
度
に
対
す
る
不
信
や
嫌
悪
の
感
情
の
増
加
は
、

日
本
で
も
日
々
実
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
内
閣
府
が
実
施
し
た
世
論
調
査
で

も
、
国
の
政
策
に
国
民
の
考
え
や
意
見
が
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
う
か

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、�
反
映
さ
れ
て
い
る
�
と
す
る
者
の
割
合
が
三
〇
･七
％

︵�
か
な
り
反
映
さ
れ
て
い
る
�
一
･六
％
＋
�
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
�
二

九
･〇
％
︶、�
反
映
さ
れ
て
い
な
い
�
と
す
る
者
の
割
合
が
六
六
･四
％
︵�
あ
ま
り

反
映
さ
れ
て
い
な
い
�
五
二
･九
％
＋
�
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な
い
�
三
･六

％
︶
と
な
っ
て
お
り
、�
反
映
さ
れ
て
い
る
�
と
す
る
者
は
、�
反
映
さ
れ
て
い
な

い
�
と
す
る
者
の
半
分
に
満
た
な
い⑻

。

本
論
で
は
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
点
を
含
ん
だ
現
象
と
し
て
政
治
不
信
を
理
解

す
る
。
た
だ
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
政
治
不
信
の
表
れ
と
捉
え
る
よ

り
は
、
直
接
民
主
主
義
的
な
動
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
政
治
へ
の
参
加
意
欲
の
証
と

し
て
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
第
三
の
点
に
つ
い
て
、
と

き
ど
き
の
政
治
や
政
府
、
具
体
的
な
政
党
や
政
治
家
に
は
不
信
感
が
示
さ
れ
て
い

る
に
し
て
も
、
代
表
制
民
主
主
義
へ
の
根
本
的
な
不
信
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
二
節

二
つ
の
政
治
不
信

第
一
節
で
は
、
種
々
の
調
査
や
研
究
の
結
果
、
議
会
や
政
党
、
政
治
家
と
い
っ

論 説
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た
政
治
を
担
う
人
や
制
度
に
対
す
る
信
頼
度
が
低
下
し
、
人
々
が
投
票
や
政
党
活

動
と
い
っ
た
従
来
の
政
治
参
加
か
ら
撤
退
す
る
傾
向
に
あ
り
、
政
治
不
信
と
い
う

現
象
が
広
く
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
と
は
い
え
、こ
う
し
た
政
治
不
信
は
、

民
主
主
義
の
理
念
や
そ
れ
に
基
づ
く
政
治
体
制
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
に
つ
な

が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
日
本
の
事
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
考
え
て
い
こ

う
。政

治
不
信
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
に
精
力
的
に
取
り
組
む
吉
田
徹
は
、
こ
う
し

た
�
代
議
制
民
主
主
義
を
支
え
る
主
な
組
織
や
主
体
が
不
信
の
目
で
見
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
民
主
主
義
も
ま
た
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
は
早
計
で
あ
る
�

と
す
る
。
本
論
で
も
取
り
上
げ
た
世
界
価
値
観
調
査
を
み
て
も
、
一
九
九
〇
年
代

以
降
、
日
本
人
の
九
割
が
民
主
主
義
は
よ
い
政
治
制
度
だ
と
考
え
て
お
り
、
体
制

と
し
て
の
民
主
主
義
が
嫌
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
�
民
主
主
義
が

期
待
に
添
っ
た
ほ
ど
の
働
き
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
か
ら
、
政
府
や

議
会
へ
の
不
信
が
出
て
き
て
い
る
と
み
る
べ
き⑼

�
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
の
政
治
不
信
に
関
し
て
実
証
研
究
を
行
っ
て
い
る
善
教
将
大
も
こ

の
点
を
強
調
す
る
。
善
教
は
、
政
治
へ
の
信
頼
を
、�
特
定
の
政
治
的
対
象
に
向
け

ら
れ
る
支
持
と
、
広
く
一
般
に
向
け
ら
れ
る
支
持
�
に
区
別
し
て
、
前
者
を
�
認

知
的
な
態
度
�
、
後
者
を
�
感
情
的
な
態
度⑽

�
と
位
置
づ
け
る
。
そ
の
う
え
で
、
確

か
に
一
九
九
〇
年
代
日
本
で
認
知
的
な
政
治
へ
の
信
頼
は
急
激
に
低
下
し
て
い
る

が
、
感
情
的
な
信
頼
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
至
る
ま
で
大
き

く
変
化
し
て
い
な
い
。
具
体
的
に
み
て
も
、
政
党
と
国
会
へ
の
信
頼
に
つ
い
て
は

一
九
七
〇
年
代
以
降
徐
々
に
低
下
し
て
い
る
も
の
の
、
選
挙
制
度
へ
の
信
頼
は
今

日
に
お
い
て
も
な
お
高
い
水
準
を
示
し
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
日
本
の
�
代
議
制

の
政
治
的
正
当
性
は
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い⑾

�
と
す
る
。

ヘ
イ
の
一
三
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
傾
向
は
日
本
の
み
な
ら
ず
、
多

く
の
国
々
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
国
の
政
府
や
政
治
家
、
議
会
や
政

党
に
対
し
て
は
信
頼
し
て
い
な
い
人
々
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
主
主
義
に

対
す
る
理
念
的
・
制
度
的
支
持
は
高
い
ま
ま
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
自
国
の
政
府
や
政
治
家
、
議
会
や
政
党
な
ど
特
定
の
政
治
的

対
象
へ
の
不
信
は
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
点
、
善
教
は
、�
日
本
の
有
権
者
は
、
代
議
制
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
を
維

持
す
る
た
め
に
必
要
な
信
頼
と
い
う
資
源
を
与
え
な
が
ら
、
日
々
の
政
治
を
改
良

す
る
資
源
と
し
て
の
認
知
的
な
不
信
を
表
明
し
続
け
て
い
る
�
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
民
主
主
義
制
度
そ
れ
自
体
に
は
信
頼
が
必
要
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
政

治
制
度
や
政
党
お
よ
び
政
治
家
の
行
為
に
つ
い
て
不
信
を
表
明
す
る
こ
と
も
ま
た

民
衆
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
意
味
で
は
必
要
な
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ

る
。
ま
た
吉
田
も
、
政
党
や
政
治
家
、
国
会
な
ど
の
統
治
者
に
対
す
る
不
信
感
を
、

�
垂
直
的
政
治
不
信
�
と
呼
ん
で
、�
こ
の
�
垂
直
的
政
治
不
信
�
が
本
当
に
忌
む

べ
き
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
論
争
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
政
治
家

を
簡
単
に
信
じ
な
い
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
、
と
の
議
論
も
あ
り
得
る
か
ら
だ⑿

�
と

指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
、
ピ
ッ
パ
・
ノ
リ
ス
の
�
批
判
的
市
民
︵
critical

citizens︶�
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る⒀

。
ノ
リ
ス
の
い
う
�
批
判
的
市
民
�
と
は
、
自

分
た
ち
の
親
や
祖
父
母
よ
り
も
政
治
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
な
が
ら
、
あ
え
て

政
治
と
距
離
を
保
つ
人
々
、�
民
主
主
義
を
政
治
の
理
想
的
な
形
態
で
あ
る
と
高

政治不信は民主主義の危機か（一）
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く
評
価
し
て
は
い
る
が
、
自
分
た
ち
の
国
で
民
主
主
義
が
実
際
に
ど
う
機
能
し
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
深
く
懐
疑
的
な
人
々⒁

�の
こ
と
で
あ
る
。
ノ
リ
ス
自
身
は
、

こ
う
し
た
人
々
は
民
主
主
義
自
体
の
価
値
に
対
す
る
信
頼
は
失
っ
て
お
ら
ず
、
提

供
さ
れ
て
い
る
実
際
の
政
治
へ
の
不
満
や
不
信
を
示
し
て
い
る
だ
け
だ
と
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
政
治
不
信
や
批
判
の
高
ま
り
が
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
へ
の
嫌
悪
や

放
棄
に
つ
な
が
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
教
育
水
準
が
高
く
批
判
精
神
の
旺
盛
な

人
々
は
、
従
来
と
異
な
る
政
治
参
加
の
形
態
を
好
み
、
ま
た
伝
統
的
な
政
党
に
は

魅
力
を
感
じ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
政
治
状
況
の
変
化

に
対
す
る
市
民
の
健
全
な
反
応
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
�
批
判
的
市
民
�
の
概
念

は
、
ヘ
イ
の
五
の
指
摘
に
も
登
場
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

確
か
に
、
政
党
へ
の
不
信
を
表
明
し
、
選
挙
を
棄
権
し
て
も
、
別
の
方
法
で
政

治
に
参
加
し
、
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
広
く
民
主
主
義
と

い
う
観
点
か
ら
は
容
認
、
と
き
に
は
称
賛
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ
ら
の
行
動
は
、
現
在
の
政
治
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
政
治
エ
リ
ー
ト
へ
の
批
判

や
不
信
を
前
提
と
し
て
お
り
、
現
代
の
政
治
不
信
を
表
す
現
象
と
も
理
解
で
き
る

の
で
あ
る
。

し
か
も
現
状
の
政
治
に
不
信
を
持
つ
市
民
が
す
べ
て
�
批
判
的
市
民
�
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
政
治
不
信
を
持
つ
人
々
の
う
ち
、
あ
え
て
公
式
の
政
治
参
加
と

は
異
な
る
方
法
に
よ
り
政
治
的
な
異
議
申
し
立
て
を
す
る
人
々
が
多
数
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
政
治
そ
の
も
の
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
態
度
に
至
る

可
能
性
が
高
い
。
確
か
に
、
現
実
の
政
治
に
対
す
る
不
信
が
民
主
主
義
そ
の
も
の

へ
の
不
信
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
長
期
的
な
視
点
で
み
れ
ば
、

理
念
そ
の
も
の
へ
と
不
信
が
拡
大
す
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
イ
は

こ
の
点
、
各
種
意
識
調
査
で
�
政
治
や
政
治
家
、
政
治
制
度
に
対
し
て
か
つ
て
な

い
ほ
ど
の
軽
蔑
感
が
募
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
�
お
り
、
そ
の
こ
と

は
、�
政
治
と
距
離
を
と
っ
て
い
る
有
権
者
と
い
う
、
健
全
な
現
実
主
義
的
意
識
が

発
展
し
て
い
る
�
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
�
深
刻
で
無
視
で
き
な
い
状

況
�
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る⒂

。
善
教
も
ま
た
、
感
情
的

信
頼
と
具
体
的
な
政
治
不
信
の
表
明
と
が
代
議
制
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
の
維
持

と
発
展
を
可
能
に
す
る
と
評
価
し
つ
つ
も⒃

、�
こ
の
主
張
は
、
日
本
の
代
議
制
が
危

機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
も
な
い
�と
注
意
を
促
す
。

確
か
に
認
知
的
な
信
頼
の
低
下
に
伴
う
問
題
は
代
議
制
民
主
主
義
の
危
機
だ
と
い

う
ほ
ど
に
は
顕
在
化
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
日
本
の
少
子
高
齢
化
と
い
う
事
情

に
よ
り
、
感
情
的
な
政
治
の
信
頼
が
低
い
、
個
人
主
義
化
さ
れ
た
若
い
世
代
の
政

治
へ
の
影
響
が
緩
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
今

後
こ
の
問
題
が
顕
在
化
し
、�
政
府
に
対
し
て
協
力
せ
ず
、
ま
た
、
入
力
も
行
わ
な

い
有
権
者
が
多
数
を
占
め
る
な
か
で
、
日
本
の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
さ
ら
な
る
機
能

不
全
に
陥
る⒄

�
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
般
的
な
民
主
主
義
に
対
す
る
不
信
と
具
体
的
な
民
主
主
義

に
基
づ
く
政
治
に
対
す
る
不
信
と
は
区
別
可
能
で
あ
り
、
ま
た
区
別
し
て
考
え
て

い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
具
体
的
な
民
主
政
治
に
対
す
る
不
信
は
、

民
主
主
義
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
へ
と
深
化
し
て
い
く
可
能
性
は
十
分
に
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
深
化
の
可
能
性
が
ど
の
程
度
か
を
考
え
て
い
く
に
は
、
現
在
広

が
っ
て
い
る
具
体
的
な
政
治
不
信
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
り
わ
け
ど
う

い
う
政
治
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ど

う
い
う
対
象
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
根
拠
で
、
政
治
不
信
が
生
じ
て
い
る
か
を
明

論 説
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ら
か
に
す
れ
ば
、
そ
の
政
治
不
信
が
民
主
主
義
と
共
存
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
政
治
不
信
へ
と
深
化
し
て
い
く
の
か
ど
う
か
、
検
討

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
政
治
不
信
の
対
象
で
あ
る
政
治
と
は
何

か
を
考
察
し
、
さ
ら
に
な
ぜ
不
信
の
対
象
に
な
っ
た
の
か
そ
の
背
景
を
探
っ
て
い

き
た
い
。

第
二
章

政
治
不
信
の
対
象
と
は
何
か

第
一
節

政
治
不
信
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
政
治

不
信
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
政
治
は
、
端
的
に
い
う
と
自
由
主
義
と
結
び
つ
い

た
代
表
制
民
主
主
義
、
議
会
制
民
主
主
義
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
西
側

諸
国
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
体
制
で
あ
る
。
こ
の
代
表
制
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、

自
由
で
平
等
な
選
挙
に
基
づ
い
て
政
治
指
導
者
が
選
出
さ
れ
る
制
度
が
必
須
と
さ

れ
て
お
り
、
代
表
者
の
選
出
と
い
う
手
続
き
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る⒅

。
そ
う
し

た
選
出
手
続
き
が
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
思
想
信
条
の
自
由
、
表
現
の
自
由
、

結
社
の
自
由
と
い
っ
た
権
利
保
障
が
、
平
等
で
あ
る
た
め
に
は
、
全
成
人
に
対
す

る
選
挙
権
と
被
選
挙
権
の
付
与
、
権
力
か
ら
自
由
な
情
報
源
に
よ
る
多
様
な
情
報

提
供
、
政
治
的
結
社
の
平
等
な
支
持
獲
得
競
争
が
不
可
欠
と
な
る
。

民
主
主
義
は
、
構
成
メ
ン
バ
ー
が
平
等
に
そ
の
集
団
の
決
定
に
参
加
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
が
、
決
定
方
法
に
関
し
て
は
、
直
接
参
加
や
全
員
一
致
、
真
な
る
�
人

民
の
意
思
�
の
実
現
を
重
ん
じ
る
考
え
方
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
民
主
主
義
は
、

代
議
制
を
採
用
し
、
そ
の
代
表
者
選
出
の
方
法
が
民
主
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
重

視
す
る
。
こ
こ
で
い
う
民
主
主
義
的
と
は
、
構
成
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
代
表
者
が
選

ば
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
形
式
的
に
で
は
な
く
、
実
質
的
に
選
ば
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、選
ば
れ
よ
う
と
す
る
人
々
が
、選
ぶ
側
の
人
々

の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
に
自
由
で
平
等
な
競
争
を
繰
り
広
げ
、
そ
の
な
か
で
、

選
ぶ
側
の
人
々
は
、
多
様
な
情
報
を
得
て
、
誰
に
投
票
す
る
か
を
自
由
に
判
断
す

る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、�
民
主
主
義
的
方
法
と

は
、
政
治
決
定
に
到
達
す
る
た
め
に
、
個
々
人
が
人
民
の
投
票
を
獲
得
す
る
た
め

の
競
争
的
闘
争
を
行
う
こ
と
に
よ
り
決
定
力
を
得
る
よ
う
な
制
度
的
装
置⒆

�
な
の

で
あ
る
。

こ
の
民
主
主
義
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
市
場
に
お
け

る
競
争
的
な
経
済
活
動
と
の
類
似
に
お
い
て
選
挙
過
程
を
捉
え
て
い
る
。
選
挙
に

お
け
る
自
由
競
争
が
展
開
さ
れ
る
た
め
に
は
、
政
治
を
担
お
う
と
す
る
エ
リ
ー
ト

な
い
し
は
そ
の
集
団
が
数
多
く
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
ら
が
政
策
決
定
権
を
め
ぐ
っ

て
激
し
く
競
い
あ
う
�
多
元
主
義
︵
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
︶�
が
当
該
社
会
に
お
い
て

実
現
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

こ
う
し
た
体
制
を
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー

ト
・
ダ
ー
ル
は
�
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
�
と
し
て
モ
デ
ル
化
し
た
。
ダ
ー
ル
に
と
っ
て

民
主
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、�
市
民
の
要
求
に
対
し
、
政
府
が
政
治
的
に

公
平
に
、
つ
ね
に
責
任
を
持
っ
て
答
え
る
こ
と⒇

�
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
八

つ
の
制
度
的
条
件
が
公
に
整
備
さ
れ
、
利
用
さ
れ
、
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
八
つ
の
条
件
と
は
、
①
組
織
を
形
成
し
、
参
加
す
る
自
由
、
②
表
現
の

自
由
、
③
投
票
の
権
利
、
④
公
職
へ
の
被
選
出
権
、
⑤
政
治
指
導
者
が
、
民
衆
の

支
持
を
求
め
て
競
争
す
る
権
利
、
⑥
多
様
な
情
報
源
、
⑦
自
由
か
つ
公
正
な
選
挙
、

政治不信は民主主義の危機か（一）
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⑧
政
府
の
政
策
を
投
票
あ
る
い
は
そ
の
他
の
要
求
の
表
現
に
基
づ
か
せ
る
諸
制
度

で
あ
る$

。
こ
う
し
た
制
度
整
備
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
公
然
た
る
反
対
や
異
議
申

し
立
て
が
可
能
に
な
り
、
政
治
的
競
争
も
活
発
な
も
の
と
な
る
。
と
同
時
に
、
よ

り
広
範
な
市
民
の
平
等
な
参
加
が
期
待
で
き
る
。
そ
う
し
た
自
由
化
︵
公
的
異
議

申
し
立
て
︶
の
度
合
い
と
包
括
性
︵
参
加
︶
の
度
合
い
が
高
ま
り
民
主
化
が
実
現

さ
れ
た
体
制
が
�
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
�
で
あ
る
。

ダ
ー
ル
が
、
民
主
主
義
体
制
に
必
要
な
八
つ
の
条
件
の
う
ち
、
第
一
の
条
件
を

�
組
織
を
形
成
し
、
参
加
す
る
自
由
�
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
大
規
模
な
国
家
で

民
主
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
広
範
な
市
民
の
意
見
を
ま
と
め
政
治
的
に
有

効
な
力
へ
と
結
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
に
は
、
政
党
や
組
合

な
ど
の
結
社
を
作
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
国
家
と
な
る
た
め
に
は
、�
法
律
を
制
定
し
、
政
府

の
施
策
と
活
動
に
対
し
て
立
法
に
よ
る
全
般
的
な
統
制
を
行
う
権
限
を
持
つ
代
表

者
を
選
ぶ
選
挙
�
と
�
そ
う
し
た
選
挙
が
、
十
分
な
頻
度
と
、
平
等
で
自
由
な
投

票
権
の
行
使
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
�
に
加
え
て
、�
市
民
が
自
分
の
意
見
を
表

明
す
る
権
利
を
適
切
に
保
護
し
、
市
民
が
他
の
人
々
と
連
帯
し
て
政
治
生
活
を
実

際
に
参
加
し
て
い
き
た
い
と
望
ん
だ
と
き
に
必
要
な
、
政
党
、
利
益
団
体
、
そ
の

他
の
結
社
を
作
る
権
利
を
保
護
す
る
制
度%

�
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の

結
社
の
自
由
を
保
障
す
る
制
度
が
、�
多
元
主
義
�
あ
る
い
は
�
組
織
多
元
主
義
�

�
結
社
多
元
主
主
義
�
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
ダ
ー
ル
が
代
表
制
民
主
主
義
の
根

幹
を
な
す
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
マ
デ
ィ
ソ
ン
流
の
�
党
派
�

批
判
が
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
ダ
ー
ル
は
、
現
代
の
民
主
主
義
に
と
っ
て
、
結
社
、

と
り
わ
け
大
衆
に
基
礎
を
置
く
政
党
と
そ
の
競
争
の
重
要
性
を
主
張
し
た
。
多
義

的
で
あ
っ
た
�
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
�
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
︿
複
数
性
﹀
を
連
想
さ

せ
る
�
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
�
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
自
ら
の
民
主
政
の
理
想
を
描
き

出
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

実
際
、
政
党
を
は
じ
め
と
す
る
結
社
の
自
由
競
争
と
そ
れ
に
基
づ
く
公
職
者
の

選
出
の
方
法
を
採
る
民
主
主
義
国
の
な
か
に
は
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
多
数
の
集
団
の
自
由
競
争
と
い
う
形
態
を
採
る
国
ば
か
り
で
は
な

い
。
よ
り
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
少
数
の
集
団
が
政
治
過
程
を
支
配
す
る
ネ
オ
・

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
形
態
を
採
る
国
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
で
は
、
国
民
党
と
社
会
党
の
二
大
政
党
が
大
き
な
権
力
を
握
り
、
こ
の
二
大
政

党
と
い
ず
れ
か
と
関
係
の
あ
る
団
体
が
、
協
調
を
図
り
、
政
策
を
実
現
し
て
い
っ

た
。
こ
の
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
、
ダ
ー
ル
の
い
う
�
多
元
主
義
�
と
対

立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
ダ
ー
ル
自
身
は
�
ど
ち
ら
も
多

元
主
義
の
一
形
態&

�
と
み
な
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
形
態
を
採
る
に
し
て
も
、
戦

後
の
代
表
制
民
主
主
義
で
は
、
人
々
が
政
党
を
は
じ
め
何
ら
か
の
結
社
を
通
し
て

政
治
に
参
加
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
節

政
治
不
信
の
理
由
と
代
表
制
の
危
機

政
党
を
は
じ
め
結
社
を
通
じ
て
の
政
治
参
加
を
重
視
す
る
代
議
制
民
主
主
義
に

は
、
利
益
分
配
と
信
頼
確
保
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
存
在
し
た
。

ま
ず
、
戦
後
多
く
の
民
主
主
義
国
家
は
経
済
成
長
を
実
現
し
、
国
民
に
対
し
て

利
益
分
配
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
国
民
と
し
て
の
一
般
的
利
益
に
加

え
、
特
定
の
集
団
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
り
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
た
め
、
人
々
に
と
っ
て
、
政
党
を
は
じ
め
各
種
の
結
社
や
利
益
集
団
に
所
属
す

論 説
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る
こ
と
に
は
魅
力
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
み
な

さ
れ
る
国
々
で
は
、
特
定
の
政
党
に
所
属
す
る
者
の
み
が
優
遇
的
に
利
益
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
た'

。

ま
た
戦
後
の
代
表
制
民
主
主
義
は
、
政
党
を
は
じ
め
と
す
る
結
社
を
媒
介
と
す

る
こ
と
で
、
そ
の
政
治
体
制
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
し
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
は
小

川
晃
一
の
議
論
に
依
拠
し
て
い
こ
う
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
よ
う
。

代
表
さ
れ
る
者
は
自
分
の
期
待
や
意
向
や
価
値
観
を
具
体
的
に
示
し
て

オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
代
表
者
は
代
表
さ
れ
る
人
々
の

期
待
や
意
向
や
価
値
観
を
個
々
具
体
的
に
知
っ
て
オ
ー
ソ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

を
う
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
代
表
者
は
自
ら
、
代
表
さ
れ
る
人
々
の
期
待
や

意
向
や
価
値
観
に
添
う
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
動
す
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
オ
ー
ソ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
代
表
さ
れ
る
人
々

は
、
代
表
者
が
代
表
さ
れ
る
自
分
た
ち
の
名
で
将
来
な
す
一
連
の
行
動
を
そ

の
結
果
と
と
も
に
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
︵
帰
属
︶
を
約
束
す
る
。
代
表

者
の
一
連
の
行
動
の
中
に
は
意
に
添
わ
な
い
も
の
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ

の
場
合
に
も
そ
の
行
為
を
結
果
と
も
ど
も
う
け
い
れ
る
の
で
あ
る
。
オ
ー
ソ

ラ
イ
ズ
す
る
に
当
り
、
代
表
さ
れ
る
人
々
は
そ
の
よ
う
に
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
覚
悟
が
な
け
れ
ば
代
表
は
成
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
で

代
表
さ
れ
る
人
々
が
そ
の
よ
う
に
覚
悟
し
う
る
た
め
に
は
、
一
定
の
裏
付
け

や
支
え
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
代
表
者
が
代
表
さ
れ

る
者
の
期
待
や
意
向
や
価
値
観
を
正
し
く
捉
え
、
一
連
の
行
動
に
よ
っ
て
そ

れ
ら
を
実
現
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
代
表
者
に
対
す
る
信
頼
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
信
頼
可
能
性
で
あ
ろ
う
。)

こ
う
し
た
代
表
者
に
対
す
る
信
頼
を
考
え
る
場
合
、
代
表
者
個
人
に
対
し
て
、

直
接
信
頼
す
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
政
治
家
個
人
の
見
識
や
人
柄
を
よ

く
確
か
め
る
機
会
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
確
か
め
よ
う
と
す
れ
ば
大

き
な
労
力
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。�
現
代
、
代
表
者
は
ま
ず
も
っ
て
政
党

の
中
で
政
党
に
依
存
し
て
行
動
し
、
政
党
を
介
さ
ず
に
政
治
的
代
表
の
行
動
を
考

え
る
こ
と
は
で
き
�
な
い
が
ゆ
え
に
、
代
表
者
の
信
頼
は
政
党
を
媒
介
と
す
る
も

の
と
な
る
。
そ
も
そ
も
政
党
は
持
続
的
な
も
の
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
歴
史

を
持
ち
、ま
た
大
部
分
の
政
党
は
多
か
れ
少
な
か
れ
公
開
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、

外
部
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
の
業
績
や
内
部
事
情
が
か
な
り
よ
く
わ
か
り
、
そ

れ
を
評
価
し
や
す
い
。
ま
た
、
政
党
で
は
多
く
の
場
合
代
表
者
と
代
表
さ
れ
る

人
々
の
間
で
文
化
︵
下
位
文
化
︶
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
や
日

本
の
公
明
党
で
は
宗
教
的
価
値
観
、
労
働
者
政
党
や
社
会
主
義
政
党
で
は
階
級
文

化
︵
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
︶、
伝
統
的
保
守
主
義
政
党
で
は
組
織
を
超
え
た
共

同
体
の
伝
統
文
化
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。�
こ
う
し
た
文
化
の
共
通
性
や
こ
の
共

通
性
に
基
づ
く
一
体
感
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
代
表
さ
れ
る
人
々
の
欲
求
や
意
向

や
期
待
や
価
値
観
は
彼
ら
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
な
く
て
も
、代
表
者
は
そ
れ
を︽
本

能
的
︾
に
心
得
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
人
々
は
こ
れ
に
依
存
し
て
代
表
者
を
信
頼

し
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
�
と
い
う
わ
け
で
あ
る*

。

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
代
議
制
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
政
党
を
は
じ
め
と
す

る
結
社
が
、
そ
の
文
化
的
共
通
性
や
歴
史
的
蓄
積
な
ど
を
通
じ
て
、
代
表
者
に
対

す
る
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
政
党

政治不信は民主主義の危機か（一）
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は
、
代
表
さ
れ
る
人
々
が
代
表
者
の
行
為
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
た

め
の
�
裏
付
け
、
支
え
�
を
提
供
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
で
は
、
多
く
の
民
主
主
義
国
で
政
党
へ
の
信
頼
は
急
速
に
減
少
し
、

ど
こ
か
の
政
党
を
自
分
の
意
見
を
代
表
し
て
く
れ
る
政
党
と
し
て
支
持
す
る
と
い

う
態
度
も
薄
れ
、
無
党
派
層
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
増
え
て
き
て
い
る
。
そ
う
し

た
な
か
で
、
政
党
を
通
じ
て
代
表
者
に
対
し
て
信
頼
を
確
保
す
る
は
困
難
に
な
っ

て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
点
小
川
は
、
結
社
に
お
け
る
文
化
の
共
通
性
が
弱
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
結
社

の
統
一
性
も
弱
ま
っ
て
い
く
な
ら
ば
、�
そ
れ
だ
け
政
治
的
代
表
者
は
む
き
出
し

の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
利
益
の
要
素
や
代
表
者
の
個
人
的
資
質
の
要
素
に
依
存

す
る
外
は
な
い
こ
と
に
な
る
�
と
い
う
。
利
益
の
共
通
性
や
個
人
的
資
質
が
こ
れ

に
応
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
代
表
の
機
能
は
弱
ま
り
、
代
表
者
は
、�
専
制
的
に
な
る

か
、
あ
る
い
は
代
理
人
に
な
っ
て
し
ま
う+

�
と
い
う
の
で
あ
る
。

専
制
的
に
な
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
民
主
主
義
が
想
定
す
る
代
表
者
と
呼
ぶ

こ
と
は
で
き
ず
、
代
議
制
の
根
幹
を
揺
る
が
す
危
機
と
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
代

表
者
に
対
す
る
信
頼
を
担
保
す
る
政
党
の
弱
体
化
の
な
か
で
、
代
表
制
の
危
機
を

回
避
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
代
表
者
は
、
代
表
さ
れ
る
人
々
の
意
思
や
利
害
を
正
確

に
代
弁
す
る
�
代
理
人
�
に
な
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
代
表
と
は
、
代
表
者
が
、
代
表
さ
れ
る
人
々
の
利
益
や
期
待
、
意
向

や
欲
求
、
価
値
観
な
ど
を
表
明
し
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
に
あ
る
。
代
表
を
、
英

語
で
記
す
と

representation
と
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
単
な
る
表
明
︵
pre-

sentation
︶
で
は
な
く
、�
再
︵
re
︶�
表
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

代
表
と
は
、
代
表
と
い
う
表
明
行
為
の
前
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
、
代
表
さ
れ

る
人
々
の
利
益
や
期
待
、
意
向
や
欲
求
、
価
値
観
な
ど
、
ま
と
め
て
い
え
ば
そ
の

意
思
︵�
民
意
�︶
を
、
改
め
て
表
明
し
人
々
に
現
前
さ
せ
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
代
表
者
が
、
代
表
さ
れ
る
者
た
ち
の
意
思
を
忠
実
に
�
再
�

表
明
し
そ
の
実
現
を
図
る
と
き
、
代
表
者
は
代
表
さ
れ
る
人
々
の
�
代
理
人
�
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
佐
々
木
孝
明
も
指
摘
す
る

よ
う
に
、�
留
意
す
べ
き
点
は
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
代
表
さ
れ
る
者
た
ち
の
意
思
や

民
意
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
事
前
に
明
白
な
合
意

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
代
表
制
と
は
、
い
っ
た
い
何
が

民
意
か
明
確
な
合
意
が
な
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
、
個
々
の
代
表
す
る
者
が
/
こ

れ
こ
そ
が
民
意
で
あ
る
0/
自
分
は
民
意
が
ど
こ
に
あ
る
か
知
っ
て
い
る
0
と
い
う

も
の
を
、
政
策
や
法
律
や
予
算
案
と
い
う
形
で
提
示
し
、
そ
れ
ら
の
間
で
議
論
・

討
論
し
あ
い
、
よ
り
多
く
の
賛
同
・
支
持
を
得
た
も
の
を
暫
定
的
に
民
意
で
あ
る

と
し
よ
う
︵
み
な
そ
う
︶
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
�。
つ
ま
り
�
民
意
そ
の
も
の

が
代
表
制
を
通
じ
て
事
後
的
に
発
見
さ
れ
る1

�
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
代
表
さ
れ
る
人
々
の
意
思
つ
ま
り
�
民
意
�
は
、
事
前
に
存
在

す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
事
後
的
に
�
発
見
�
さ
れ
る
。
つ

ま
り
代
表
の
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
�
民
意
�
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

具
体
化
・
明
示
化
さ
れ
て
い
な
い
漠
然
と
し
た
人
々
の
意
向
を
特
定
し
、�
民
意
�

と
し
て
改
め
て
人
々
の
前
に
示
す
こ
と
が
代
表
の
�
再
�
現
前
化
の
過
程
で
あ
り
、

こ
の
過
程
に
お
い
て
何
が
�
民
意
�
と
す
る
か
を
決
め
る
の
は
代
表
者
の
側
で
あ

る
。
そ
の
た
め
代
表
者
は
、
す
で
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
�
民
意
�
を
単
に
代
弁

す
る
だ
け
の
�
代
理
�
と
は
な
り
え
ず
、
む
し
ろ
逆
に
、
は
っ
き
り
と
目
に
見
え

論 説
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て
い
な
い
�
民
意
�
を
目
に
見
え
る
、
わ
か
り
や
す
い
形
で
示
す
と
い
う
創
造
的

役
割
を
担
う
自
律
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
必
ず
し
も
代
表
者
の
提
示
す
る
�
民
意
�
が
す
べ
て
、
代
表
さ
れ

る
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
理
解
や
共
感
を
示
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
代
表
さ

れ
る
者
た
ち
が
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
意
思
と
は
異
な
る
と
し
て
、
違
和
感
を
表
明

す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
そ
う
し
た
齟
齬
を
生
じ
た
場
合
で
も
、
代
表
者
は
、
説

明
に
よ
っ
て
理
解
を
得
る
か
、
理
解
さ
れ
な
く
て
も
許
容
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
自
ら
が
代
表
で
あ
る
こ
と
の
正
当
性
を
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
事
態
の
収
束
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
理
解
や
許
容
を
可
能
に
す
る
の
が
、
代
表
さ
れ

る
人
々
が
抱
く
代
表
者
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
。

今
日
、
文
化
的
共
通
性
や
歴
史
的
蓄
積
を
伴
う
政
党
を
通
じ
て
代
表
者
へ
の
信

頼
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
な
か
で
、
代
表
者
た
ち
の
�
民
意
�
解

釈
者
と
し
て
の
創
造
性
や
自
律
性
に
関
す
る
許
容
度
も
ま
た
急
速
に
低
下
し
つ
つ

あ
る2

。
代
表
さ
れ
る
人
々
は
代
表
者
の
判
断
を
お
お
ら
か
に
尊
重
し
理
解
を
示
す

と
い
う
態
度
を
示
さ
な
く
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
代

表
者
が
代
表
さ
れ
る
人
々
の
忠
実
な
�
代
理
人
�
に
な
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で

あ
る
。
代
表
と
い
う
行
為
に
お
い
て
代
表
者
の
創
造
性
や
自
律
性
は
不
可
避
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
代
表
者
に
対
す
る
信
頼
も
ま
た
必
要
不
可
欠
に
な
る
。

代
表
行
為
を
成
立
さ
せ
て
い
く
た
め
の
信
頼
を
ど
う
確
保
し
て
い
く
の
か
。
本

論
で
は
、
こ
う
し
た
信
頼
確
保
が
困
難
な
時
代
に
、
そ
の
代
替
的
な
代
表
方
法
と

し
て
�
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
�
が
浮
上
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

�
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
�
と
は
、
ど
う
い
う
形
で
信
頼
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
。
ま
ず
は
そ
れ
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
現
代
の
政
治
不
信
と
の
関
係
を
考
察

し
て
い
こ
う
。

第
三
章

政
治
不
信
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

第
一
節

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
か

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
、
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
民
党
の
運
動
を

は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
や
時
代
に
繰
り
返
し
生
じ
て
き
た
政
治
現
象3

を
捉
え

た
、
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
近
年
こ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、

確
立
さ
れ
た
権
力
構
造
と
社
会
の
支
配
的
価
値
と
を
敵
に
回
し
て
、�
人
民
・
民
衆

︵
the
people︶�
へ
支
持
を
求
め
る
運
動
と
理
解
さ
れ
て
い
る5

。
こ
の
�
人
民
・

民
衆
�
と
は
、
階
級
を
横
断
す
る
非
エ
リ
ー
ト
の
�
普
通
の
人
々
�
を
指
し
、
こ

れ
ま
で
の
体
制
か
ら
は
何
ら
か
の
点
で
排
除
さ
れ
不
当
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
と

自
覚
す
る
人
々
で
あ
る
。
そ
う
し
た
�
普
通
の
人
々
�
の
支
持
を
広
範
に
獲
得
す

る
た
め
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
型
指
導
者
は
、�
人
民
・
民
衆
�
が
も
つ
既
存
の
エ
リ
ー

ト
や
権
力
構
造
、
利
益
分
配
シ
ス
テ
ム
や
価
値
体
系
へ
の
不
満
に
訴
え
る
。
時
代

や
場
所
に
応
じ
て
そ
の
不
満
の
あ
り
よ
う
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ポ

ピ
ュ
リ
ス
ト
の
政
治
手
法
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
つ
く
こ
と
が

可
能
と
な
る6

。

も
ち
ろ
ん
�
人
民
・
民
衆
�
の
不
満
に
応
答
す
る
こ
と
、
そ
の
欲
求
の
充
足
を

目
指
す
�
人
民
の
た
め
の
政
治
�
を
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
を
構
成
す
る
主
要

な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
特
別
な
呼
び
方
を
さ
れ
る
の
は
、
と

き
に
、
現
代
の
自
由
民
主
主
義
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
、
つ

政治不信は民主主義の危機か（一）
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ま
り
多
元
主
義
や
人
権
尊
重
、
立
憲
主
義
や
自
由
主
義
を
軽
視
な
い
し
は
捨
象
し

て
、�
人
民
の
た
め
の
政
治
�
の
実
現
、
つ
ま
り
は
�
人
民
支
配
�
の
側
面
を
全
面

的
に
押
し
出
す
か
ら
で
あ
る7

。
人
民
の
意
思
を
実
現
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
阻
む

特
定
の
人
々
や
組
織
、
制
度
な
ど
を
容
赦
な
く
攻
撃
す
る
に
至
っ
た
と
き
、
そ
の

手
法
は
横
暴
な
も
の
と
映
り
、�
大
衆
迎
合
主
義
�
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。こ

の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
政
治
手
法
が
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
一
九

八
〇
年
代
�
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
�
が
登
場
し
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
れ
は
、
小
さ
な
政
府
や
民
営
化
、
市
場
原
理
主
義
と
い
っ
た
自
由
主
義
的
経
済

政
策
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
政
府
に
守
ら
れ
て
い
る
特
権
層
を
糾
弾
す
る
こ
と

で
、
既
存
の
政
治
の
枠
組
み
で
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
�
普
通
の
人
々
�
の
利
益

を
実
現
す
る
と
主
張
し
て
、
広
く
�
普
通
の
人
々
�
の
支
持
を
獲
得
し
た
政
治
運

動
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
レ
ー
ガ
ン
が
そ
の
担
い
手
と
さ
れ
る8

。

特
権
層
を
糾
弾
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
政
治
手
法
は
、
自
由
主
義
的
な
政
治
風

土
の
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
み
ら
れ
た
。
自
由
党
の
ハ
イ
デ
ン
は
、
大
連
立
を
組
む
二
大

政
党
な
ら
び
に
そ
れ
ら
と
結
び
つ
い
た
既
得
権
者
を
批
判
し
、
一
般
民
衆
へ
の
支

持
を
広
げ
た
。
ハ
イ
デ
ン
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、�
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ

ム
の
鍵
を
な
し
て
き
た
集
産
主
義
経
済
と
そ
の
共
犯
者
た
る
公
務
員
�
に
対
し
て

仮
借
な
き
攻
撃
を
加
え
る
と
と
も
に
、
福
祉
を
食
い
物
に
す
る
存
在
と
し
て
移
民

や
庇
護
民
を
槍
玉
に
あ
げ
た9

。
こ
う
し
た
移
民
排
斥
を
訴
え
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

は
、�
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
�
と
呼
ば
れ
る
。�
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
�
と
は
、�
国
民
共
同
体
の
純
潔
性
を
追
求
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
合

し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム:

�
で
あ
り
、�
生
粋
の
国
民
に
の
み
政
治
的
、
経
済
的
か
つ
社

会
的
な
権
利
を
排
他
的
に
与
え
る
政
策
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張;

�
を

展
開
す
る
。
担
い
手
は
、
極
右
政
党
も
し
く
は
団
体
で
あ
る
。

そ
の
後
、
新
自
由
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
に
固
執
す
る
こ
と
の
な
い

指
導
者
に
も
、
こ
の
政
治
手
法
は
広
が
り
を
み
せ
、
東
ア
ジ
ア
で
も
、
タ
イ
の
タ
ッ

ク
シ
ン
、
韓
国
の
金
大
中
や
盧
武
鉉
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
エ
ス
ト
ラ
ー
ダ
な
ど
の
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
が
登
場
し
た
。
日
本
で
は
、
小
泉
純
一
郎
を
最
も
有
力
な

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
多
様
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
展
開
す
る
指
導
者
た
ち
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
型
と
し
て
一
括
り
に
す
る
の
は
、
共
通
し
た
政
治
手
法
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
。

そ
の
手
法
の
第
一
の
特
徴
は
、�
人
民
・
民
衆
�
に
直
接
訴
え
か
け
て
支
持
を
得
る

こ
と
に
あ
る
。
大
嶽
秀
夫
が
述
べ
る
よ
う
に
、�
今
日
の
政
治
学
で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
は
ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー
な
い
し
そ
の
候
補
者
の
政
治
戦
略
、
す
な
わ
ち
政
党

や
議
会
を
迂
回
し
て
、
有
権
者
に
直
接
訴
え
か
け
る
政
治
手
法
going
public
の

意
味
で
主
と
し
て
使
わ
れ
て
�
お
り
、�
政
党
へ
の
依
存
か
ら
世
論
へ
の
依
存
へ?

�

と
い
う
転
換
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
政
党
や
議
会
の
迂
回
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
山

口
二
郎
は
�
民
主
政
治
、
と
く
に
近
代
的
な
間
接
民
主
制
、
代
表
民
主
制
に
つ
き

も
の
で
あ
る
、
代
表
者
、
議
員
、
政
党
、
あ
る
い
は
議
会
と
い
っ
た
媒
介
項
を
除

去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
人
々
の
、
市
民
の
欲
求
、
欲
望
を
政
治

の
場
に
伝
達
で
き
る
と
い
う
神
話
と
い
う
か
、
理
想
と
い
う
か
、
そ
れ
が
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
は
あ
る@

�
と
述
べ
て
い
る
。

政
党
な
ど
の
媒
介
項
に
対
す
る
依
存
か
ら
の
脱
却
を
図
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指

導
者
が
自
分
の
主
張
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
人
民
に
届
け
る
た
め
に
利
用
す
る
の
が
敵

論 説
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の
演
出
で
あ
る
。
現
在
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
戦
後
確
立
さ
れ
た
政
治

体
制
の
な
か
で
�
不
当
に
�
既
得
権
益
を
貪
る
人
た
ち
が
敵
と
さ
れ
る
。
指
導
者

は
、
敵
を
成
敗
す
る
�
庶
民
の
味
方
�
と
し
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
派

手
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
い
、
既
存
の
政
党
か
ら
心
の
離
れ
た
人
々
や
現
体
制

で
自
ら
の
利
害
が
代
表
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
人
々
の
心
を
つ
か
む
。
ま

た
敵
を
道
徳
的
に
批
判
す
る
こ
と
で
、
政
治
に
道
徳
を
持
ち
込
む
。�
善
良
な
庶

民
�
の
道
徳
感
情
に
訴
え
か
け
る
�
勧
善
懲
悪
�
の
政
治
を
行
う
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
道
徳
的
批
判
は
、
多
く
の
場
合
敵
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
民

主
主
義
の
理
念
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
政
党
で
は
な
く
個
人

が
前
面
に
出
る
政
治
が
展
開
さ
れ
る
も
の
の
、
政
党
制
や
議
会
制
そ
の
も
の
を
攻

撃
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
�
敵
作
り
�
と
い
う
点
に
加
え
て
、
吉
田
徹
は
、�
企
業
的
発
想
�
と
�
物

語
�
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
の
手
法
と
し
て
指
摘
し
て
い
るA

。
具
体
的
に
は
、

イ
タ
リ
ア
の
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
と
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ル
コ
ジ
を
例
と
し
な
が
ら
、
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
の
特
徴
の
一
つ
を
、
人
々
の
意
向
︵�
民
意
�︶
に
敏
感
で

あ
る
こ
と
、
世
論
や
政
策
を
理
念
で
導
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
論
が
重
視
し

て
い
る
こ
と
を
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
特
定
し
、
自
ら
の
公
約

や
政
策
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
み
て
い
る
︵�
企
業
的
発
想
�︶。
こ
う
し
た
発
想

に
基
づ
く
た
め
、
自
ら
の
政
策
理
念
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
巧

に
変
え
る
こ
と
で
、
極
右
か
ら
中
道
左
派
ま
で
の
政
党
支
持
を
集
約
、
対
立
関
係

に
あ
る
政
治
家
も
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
が
提

示
す
る
の
は
、
人
々
を
包
摂
す
る
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
や
夢
で
あ
り
、�
物
語
�
で

あ
る
。�
物
語
�
が
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
条
件
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
語
る
に
ふ

さ
わ
し
い
資
質
を
持
っ
た
、
魅
力
あ
る
個
人
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
る
政
治
は
、
戦
後
広
が
っ
た
利
益
政
治
と
対
比

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
も
政
党
を
は
じ
め
種
々
の
結
社
を
通

じ
て
利
害
調
整
と
利
益
分
配
を
行
う
政
治
が
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
は
、
新
た
に
、
道
徳
的
批
判
を
含
ん
だ
�
物
語
�
を
提
示

す
る
こ
と
で
人
民
の
支
持
を
直
接
得
る
手
法
を
政
治
に
持
ち
込
む
。
そ
う
し
た
政

治
が
歓
迎
さ
れ
る
の
は
、
人
々
の
多
く
が
、
組
織
化
さ
れ
な
い
大
衆
と
な
り
、
自

分
の
利
害
を
代
表
し
て
く
れ
る
と
感
じ
る
政
党
を
持
ち
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
議
会

を
中
心
と
す
る
代
表
制
民
主
主
義
に
お
い
て
政
治
的
に
自
分
自
身
が
代
表
さ
れ
て

い
な
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
た
ち
が
利
益
分
配
の
シ
ス
テ

ム
に
入
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
明
確
に
既
得
利
益
を
得
て
い
る
層
へ
の
嫌
悪
を
共
有

し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
日
本
で
も
、
自
民
党
や
既
得
権
者
を
批
判
し
た
小
泉

純
一
郎
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
共
感
を
持
っ
た
人
々
が
多
か
っ
た
が
、そ
の
背
景
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
政
治
か
ら
利
益
を
得
て
き
た
既
得
権
者
へ
の
憤
り
と
苛
立
ち
、
戦
後

の
代
議
制
民
主
主
義
政
治
へ
の
不
信
が
あ
るB

。

第
二
節

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
代
表
制
の
危
機

こ
の
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
戦
後
の
議
会
制
民
主
主
義
と
利
益
政
治
に

対
す
る
不
信
か
ら
生
じ
た
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
態
、
政
治
手
法
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
代
表
者
は
、
人
民
の
意
思
や
利
害
、

�
民
意
�
が
何
で
あ
る
か
を
示
す
と
い
う
行
為
に
お
い
て
創
造
的
役
割
を
果
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
創
造
的
行
為
と
そ
の
結
果
が
代
表
さ
れ
る
人
々
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
信
頼
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
信
頼
を
政
党
と
い
う
組

政治不信は民主主義の危機か（一）
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織
を
通
じ
て
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
に
、
代
表
者
個
人
が
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
�
民
意
�
に
呼
応
し
た
�
物
語
�
を
提
示
す
る
こ
と
で

信
頼
を
得
て
い
く
試
み
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

確
か
に
現
代
は
政
党
や
議
会
に
中
心
を
置
い
た
代
表
制
の
危
機
の
時
代
で
あ

る
。
ま
た
既
得
権
益
を
生
む
利
益
政
治
へ
の
批
判
が
高
ま
り
、
政
党
の
代
表
機
能

が
弱
体
化
し
、
無
党
派
層
が
増
加
し
て
い
る
時
代
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代

に
あ
っ
て
、
代
表
機
能
を
ど
う
強
化
す
る
か
、
誰
が
ど
う
い
う
方
法
で
�
民
意
�

を
代
表
す
る
の
が
適
切
な
の
か
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
点
、
早
川
誠
は
、
小
泉
純
一
郎
と
橋
下
徹
を
例
に
挙
げ
つ
つ
、
強
い
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
有
権
者
か
ら
支
持
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
公
選
型

リ
ー
ダ
ー
の
意
義
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
う
い
う
リ
ー
ダ
ー
を
作
る
た
め
の
首
相
公

選
制
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
を
導
入
す
れ
ば
、�
議
会
制
へ

の
不
信
感
が
非
常
に
強
い
�
現
在
、�
派
閥
や
政
治
腐
敗
に
汚
さ
れ
て
い
な
い
リ
ー

ダ
ー
［
＝
公
選
首
相
］
が
一
貫
し
た
政
策
を
提
示
し
て
く
れ
る
こ
と
で
、
信
頼
性

の
高
い
代
表
者
を
媒
介
と
し
た
政
治
参
加
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
�。
ま
た

�
リ
ー
ダ
ー
と
一
体
と
な
っ
て
議
会
も
、
派
閥
間
の
抗
争
や
合
従
連
衡
に
よ
る
有

権
者
無
視
の
政
治
を
脱
し
、
国
家
全
体
の
利
益
を
考
え
る
国
民
代
表
型
の
議
会
へ

と
脱
皮
す
る
�
。
つ
ま
り
、�
派
閥
に
浸
食
さ
れ
た
議
会
制
民
主
主
義
が
浄
化
さ
れ
、

本
来
の
代
表
制
民
主
主
義
の
機
能
が
取
り
戻
さ
れ
る
道
筋
が
開
け
る
の
で
あ
るC

�

と
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
う
ま
く
い
け
ば
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、公
選
型
リ
ー
ダ
ー

が
常
に
こ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
と
は
限
ら
な
い
。
専
制
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

に
堕
す
る
危
険
性
も
十
分
に
あ
る
。
た
だ
現
在
代
表
制
に
困
難
を
抱
え
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
れ
ば
、�
民
意
�
を
つ
か
む
こ
と
の
で
き
た
代
表
者
に
よ
る
変
革
の
可

能
性
に
つ
い
て
積
極
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
早
川
は
こ
の
点
に
関
し
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
も
そ
も
民
意
の
代
表
の
さ
せ
方
は
一
通
り
で
は
な
い
。
議
会
制
民
主
主

義
だ
け
が
代
表
制
民
主
主
義
で
は
な
く
、
公
選
型
リ
ー
ダ
ー
も
ま
た
代
表
制

民
主
主
義
の
一
類
型
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
あ
と
は
ふ
た
つ
の
代
表
制
の
う
ち

ど
れ
が
よ
り
適
切
か
と
い
う
実
質
的
判
断
の
問
題
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
、

議
会
制
へ
の
不
信
感
が
強
け
れ
ば
、
相
対
的
に
公
選
型
リ
ー
ダ
ー
へ
の
期
待

が
高
ま
るD

。

公
選
型
リ
ー
ダ
ー
が
�
民
意
�
を
代
表
す
る
際
に
重
要
な
の
が
、
そ
の
政
治
体

に
と
っ
て�
意
味
の
あ
る
物
語
�を
作
り
上
げ
提
示
す
る
こ
と
で
あ
るE

。
も
し
リ
ー

ダ
ー
が
広
く
国
民
に
説
得
力
の
あ
る
�
物
語
�
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
、
利
益
分
配
に
代
わ
る
、
有
効
な
支
持
獲
得
の
手
段
と
な
る
。
現
代

は
利
益
分
配
の
仕
組
み
の
崩
壊
お
よ
び
利
益
自
体
の
枯
渇
ゆ
え
に
、
従
来
通
り
の

政
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
利
益
の
バ
ラ
マ
キ
政
治
は
不
可
能
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
日
本
の
場
合
は
、
財
政
悪
化
と
少
子
高
齢
化
を
背
景
に
時
代

は
�
不
利
益
�
を
ど
う
配
分
す
る
か
が
政
治
課
題
と
な
っ
て
い
るF

。
そ
う
し
た
と

き
、
指
導
者
が
ど
う
語
り
か
け
る
の
か
、
ど
う
い
う
�
物
語
�
を
提
示
で
き
る
の

か
が
重
要
に
な
るG

。

こ
の
と
き
の
�
物
語
�
は
、
直
接
的
・
個
別
的
な
利
益
の
実
現
を
目
指
す
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
共
通
の
何
か
、
共
通
の
利
益
や
大
義
、
理
念
や
政
策
、

論 説
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価
値
観
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
は
�
普
通
の
人
々
�
に
と
っ
て
の
敵
を
想
定
し
そ
の
排
除

を
約
束
す
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
そ
の
敵
へ
の
攻
撃
を
正
当
化
す
る
道
徳
的
大
義

を
主
張
す
る
こ
と
で
、
こ
の
共
通
性
を
確
保
す
る
。
こ
の
点
、
森
政
稔
は
、
以
下

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

現
在
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
か
な
ら
ず
し
も
支
持
者
の
利
益
に
お
も
ね
る

わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
犠
牲
を
要
求
す
る
な
ど
の
高
慢
と
も
い
え
る
主
張

を
し
て
、
支
持
を
得
る
の
に
成
功
し
て
い
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
支
持
者

の
利
益
で
は
な
く
、
そ
の
利
益
と
相
反
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
欲
望
に
寄
り

添
う
の
で
あ
る
。
そ
の
欲
望
と
は
、
シ
ニ
カ
ル
な
ぶ
ち
壊
す
快
感
で
あ
っ
た

り
、
逆
に
道
徳
主
義
︵
モ
ラ
リ
ズ
ム
︶
で
あ
っ
た
り
、
奇
妙
な
こ
と
に
そ
の

ど
ち
ら
で
も
あ
っ
た
り
す
る
。H

人
々
が
政
治
に
求
め
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
直
接
的
な
利
益
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い
。
政
治
と
は
劇
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
人
々
は
、
政
治
に
お
い
て
、
自
分
た

ち
の
何
か
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
代
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
よ
う
と
す
る

が
、
そ
の
何
か
は
、
あ
る
種
の
欲
望
で
も
、
道
徳
的
感
情
で
も
、
漠
然
と
抱
く
不

満
で
も
よ
い
。
そ
の
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
自
分
た
ち
の
今
を
的
確
に
表
し

て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
留
意
す
べ
き
は
、
果
た
し
て
こ
う
い
う
手
法
が
ど
れ
ほ
ど
有
効
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
代
表
者
が
、
複
雑
で
曖
昧
な
�
民
意
�
を
、
国
民
の
今
を
、
的
確

に
表
現
す
る
の
に
は
、
卓
越
し
た
個
人
的
能
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
早
川

も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、�
物
語
�
に
お
い
て
あ
る
種
の
�
民
意
�
が
巧
み
に
表
現

さ
れ
た
と
し
て
も
、
代
表
さ
れ
な
い
�
民
意
�
は
残
る
。�
民
意
の
表
現
方
法
が
巧

み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
意
の
す
べ
て
を
代
表
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
代
表
さ
れ
な
い
民
意
の
重
要
性
を
低
く
み
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
だ
け

に
す
ぎ
な
いI

�。�
物
語
�
が
包
摂
す
る
�
民
意
�
は
常
に
限
定
的
な
の
で
あ
る
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
の
人
気
は
熱
し
や
す
く
冷
め
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
そ

の
政
治
が
長
期
間
安
定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
さ
れ
るJ

の
も
、
こ
う
し
た
�
物
語
�

の
限
界
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
利
益
政
治
に
お
い
て
も
す
べ
て
の
人
々
に
利
益
が
分
配
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
分
配
さ
れ
な
い
人
々
や
政
治
的
に
分
配
の
対
象
と
な
ら
な
い
利
益

が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
は
、
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
利
益
分
配
の
対
象

外
だ
と
感
じ
た
�
普
通
の
人
々
�
が
議
会
や
政
党
に
対
し
て
抱
い
た
不
全
感
は
、

限
定
し
た
�
民
意
�
し
か
表
現
し
な
い
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
に
対
し
て
も
、

同
様
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

�
物
語
�
は
、
あ
る
程
度
単
純
明
快
で
な
け
れ
ば
説
得
力
を
持
た
ず
、
説
得
的
な

�
物
語
�
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
�
民
意
�
は
多
く
な
る
。

さ
ら
に
�
物
語
�
を
超
え
て
政
治
そ
の
も
の
が
単
純
化
さ
れ
る
危
険
性
も
あ
る
。

ジ
ェ
リ
ー
・
ス
ト
ー
カ
ー
は
、�
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
政
治
の
複
雑
さ
を
見
落
と
し
て

い
る
�
点
を
批
判
し
て
い
る
。�
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
は
、
強
い
個
性
の
強
力
な
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
民
主
政
治
の
運
用
に
付
き
ま
と
う
す
べ
て
の
問
題
や
や
や
こ
し
い

制
度
の
縛
り
を
一
掃
で
き
る
と
考
え
て
い
る
�。
そ
も
そ
も
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は�
人

民
が
世
界
を
よ
り
良
く
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
中

心
的
な
理
念
を
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
�
も
の
で
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は

政治不信は民主主義の危機か（一）
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で
き
な
い
が
、
反
面
、
見
返
り
の
大
き
な
政
治
を
期
待
し
す
ぎ
て
、
政
治
過
程
や

見
通
し
に
つ
い
て
単
純
な
見
方
に
陥
っ
た
り
、
他
の
人
々
の
正
当
な
も
の
の
考
え

方
に
対
し
て
攻
撃
的
な
ま
で
に
不
寛
容
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
るK

。
こ
う
し

た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
危
険
性
に
対
し
て
無
自
覚
な
ま
ま
、
安
易
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

型
指
導
者
を
支
持
す
る
と
き
、
近
代
民
主
主
義
が
獲
得
し
て
き
た
自
由
や
権
利
、

そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
手
続
き
や
制
度
を
手
放
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

と
は
い
え
、
議
会
制
に
基
づ
く
代
表
制
民
主
主
義
へ
の
不
信
が
高
ま
る
な
か
、

こ
う
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
を
は
じ
め
政
治
家
個
人
へ
の
期
待
は
決
し
て

消
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
つ
い

た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
政
治
家
が
多
く
の
国
々
で
登
場
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
短
命
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い

る
な
ら
ば
、
そ
の
た
び
に
期
待
は
裏
切
ら
れ
、
不
安
定
な
政
治
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
政
治
不
信
を
よ
り
大
き
な
も
の
へ
と
し

て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。�
民
意
�
を
代
表
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
方
法
は
、
そ

の
と
き
ど
き
の
政
治
状
況
の
な
か
で
、
ど
う
い
う
代
表
形
態
、
表
現
形
態
が
ふ
さ

わ
し
い
の
か
を
発
見
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
政
治
不
信
は
、
ま

ず
も
っ
て
政
党
や
議
会
へ
の
不
信
と
い
う
形
で
現
れ
た
が
、
他
方
で
そ
う
し
た
不

信
ゆ
え
に
生
ま
れ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
型
指
導
者
へ
の
期
待
と
、
そ
の
あ
と
に
訪
れ

る
こ
と
の
多
い
失
望
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
増
幅
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け�
代
表
�

と
い
う
行
為
は
難
し
く
、
代
表
者
へ
の
信
頼
確
保
は
至
難
の
業
な
の
で
あ
る
。

�
代
表
制
民
主
主
義
の
歴
史
は
た
え
ざ
る
危
機
の
歴
史
で
あ
っ
たL

�。
宇
野
重
規

は
そ
う
述
べ
て
、
代
議
制
民
主
主
義
が
辿
っ
た
三
つ
の
危
機
の
時
期
に
焦
点
を
あ

て
て
、
代
議
制
民
主
主
義
の
両
義
性
と
そ
れ
に
伴
う
脆
弱
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て

い
る
。
し
か
し
宇
野
が
そ
の
結
論
と
し
て
導
く
の
は
、
代
議
制
民
主
主
義
の
し
た

た
か
さ
で
あ
る
。

そ
の
抱
え
る
両
義
性
や
脆
弱
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
表
制
民
主
主
義
は

第
二
次
大
戦
後
も
、
新
た
な
社
会
変
動
に
と
も
か
く
も
対
応
し
、
民
主
主
義

の
唯
一
の
可
能
形
態
と
し
て
自
ら
を
正
当
化
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
あ
る
意
味
で
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
代
表
制
民
主
主
義
の
両
義
性
や

脆
弱
性
は
、
そ
の
強
み
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
代
議

制
民
主
主
義
は
、
つ
ね
に
あ
る
種
の
あ
い
ま
い
さ
を
か
か
え
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
つ
ね
に
そ
れ
が
お
か
れ
た
社
会
的
状
況
に
依
存
す
る
部
分
が
大
き
く
、

ま
た
そ
の
変
化
に
応
じ
て
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
代

表
制
民
主
主
義
の
あ
る
意
味
の
柔
軟
性
、
あ
る
い
は
柔
構
造
を
生
み
出
し
た

と
い
え
る
か
ら
で
あ
るM

。

確
か
に
代
表
制
民
主
主
義
は
二
つ
の
世
界
大
戦
を
生
き
延
び
、
全
世
界
に
普
及

し
た
。
そ
れ
だ
け
状
況
へ
の
対
応
力
や
柔
軟
性
が
あ
り
、
強
み
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
今
後
あ
ら
ゆ
る
危
機
に
対
し
て
存
続
可
能
で
あ
る
と
は
言

い
切
れ
な
い
。
代
議
制
民
主
主
義
は
現
在
ど
の
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
政
治
不
信
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
・
社
会
的
背
景
か
ら
生
じ
て
い

る
か
を
検
討
す
る
な
か
で
、
代
議
制
民
主
主
義
に
対
す
る
不
信
の
内
容
を
明
確
に

し
、
引
き
続
き
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

論 説
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注

⑴

http://w
w
w
Qw
orldvaluessurveyQorg/w
vsQjsQ
電
通
総
研
日
本
リ
サ
ー
チ
セ
ン

タ
ー
/
世
界
主
要
価
値
観
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
0︵
同
友
館
、
二
〇
〇
八
年
︶、
二
五
︱
二
七
頁
、

な
ら
び
に
、
中
邨
章
、�
は
じ
め
に
��
政
治
学
年
報
二
〇
一
〇
︱
Ⅰ
�/
政
治
行
政
へ
の
信
頼

と
不
信
0︵
木
鐸
社
、
二
〇
一
〇
年
︶、
五
頁
も
参
照
。

⑵

二
〇
一
〇
︱
一
二
年
の
調
査
で
、
ド
イ
ツ
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
韓
国
の
四
カ
国
に
つ
い

て
み
て
み
る
と
、
政
府
を
�
信
頼
し
な
い
�
が
そ
れ
ぞ
れ
、
五
四
･〇
％
︵
七
三
･九
％
︶、
六

四
･三
％
︵
六
四
･七
％
︶、
六
五
･三
％
︵
五
九
･四
％
︶、
五
〇
･三
％
︵
五
三
･八
％
︶
と
す

べ
て
、�
信
頼
す
る
�
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
会
︵
議
会
︶
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
で
�
信
頼
し
な
い
�
が
、
五
三
･八
％
︵
七
五
･二
％
︶、
六
七
･〇
％
︵
七
〇
･九
％
︶、

ア
メ
リ
カ
七
六
･七
％
︵
七
五
･七
％
︶、
七
四
･一
％
︵
七
四
･三
％
︶
と
な
り
、�
信
頼
す
る
�

を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
政
党
に
対
し
て
は
、
七
三
･六
％
︵
八
四
･三
％
︶、
七
一
･六
％

︵
七
五
･二
％
︶、
八
五
･三
％
︵
八
一
･九
︶
％
、
七
三
･四
％
︵
七
六
･一
％
︶
が
�
信
頼
し

な
い
�
と
答
え
て
い
る
。
な
お
、︵

︶
内
の
数
字
は
、
二
〇
〇
五
︱
九
年
の
調
査
の
数
値
で

あ
る
。

⑶

吉
田
徹
、/
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
︱
民
主
主
義
へ
の
再
入
門
0︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇

一
一
年
︶、
一
一
二
頁
。

⑷

善
教
将
大
、/
日
本
に
お
け
る
政
治
へ
の
信
頼
と
不
信
0︵
木
鐸
社
、
二
〇
一
三
年
︶、
二

六
︱
二
九
頁
。

⑸

C
olin
H
ayXW
hy
W
e
H
ate
P
olitics
(PolityX2007)
pQ11Q［
コ
リ
ン
・
ヘ
イ
、/
政
治

は
な
ぜ
嫌
わ
れ
る
か
︱
民
主
主
義
の
取
り
戻
し
方
0︵
吉
田
徹
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二

年
︶
、
一
六
頁
。］

⑹

H
ayXopQcitXppQ42-43Q［
同
上
書
、
五
三
︱
五
四
頁
。］

⑺

例
え
ば
、
五
野
井
郁
夫
、/�
デ
モ
�
と
は
何
か
︱
変
貌
す
る
直
接
民
主
主
義
0︵
日
本
放
送

出
版
協
会
、
二
〇
一
二
年
︶、
一
七
頁
。

⑻

内
閣
府
大
臣
官
房
政
府
広
報
室
、
二
〇
一
四
年
一
月
�
社
会
意
識
に
関
す
る
世
論
調
査
�

よ
り
。︵
http://surveyQgov-onlineQgoQjp/h25/h25-shakai/indexQhtm
l︶。
た
だ
し

こ
の
結
果
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
二
回
の
調
査
結
果
と
比
較
す
る
と
、�
反
映
さ
れ
て
い
る
�

と
す
る
者
の
割
合
は
、
一
五
･五
％
↓
二
六
･六
％
↓
三
〇
･七
％
と
年
々
増
加
し
、�
反
映
さ

れ
て
い
な
い
�
す
る
者
の
割
合
は
、
八
一
･
九
％
↓
六
九
･
七
％
↓
六
六
･
四
％
と
減
少
し
て

い
る
。
二
〇
一
二
年
一
月
の
�
反
映
さ
れ
て
い
な
い
�
と
す
る
割
合
を
示
す
八
一
･
九
％
と

い
う
数
字
は
、
一
九
八
二
年
か
ら
の
調
査
で
、
最
も
高
い
数
字
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
九
四

年
一
二
月
調
査
以
来
広
が
り
と
定
着
を
み
せ
て
い
た
、
日
本
に
お
け
る
政
治
不
信
は
少
し

持
ち
直
し
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
発
足
し
た
第
一

次
安
倍
内
閣
は
安
定
し
た
政
治
運
営
を
実
現
さ
せ
た
が
、
二
〇
一
四
年
九
月
の
改
造
以
降
、

大
臣
の
辞
職
な
ど
不
信
感
を
醸
成
す
る
よ
う
な
失
態
も
あ
り
、
ま
た
し
て
も
政
治
不
信
が

広
が
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
実
際
、
消
費
税
の
税
率
お
よ
び
�
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
�
の

是
非
を
問
う
て
の
解
散
後
の
衆
議
院
議
員
選
挙
で
は
、
投
票
率
が
五
二
％
台
と
極
め
て
低

い
も
の
と
な
っ
た
。

⑼

吉
田
徹
、/
感
情
の
政
治
学
0︵
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
︶、
二
四
三
頁
。

⑽

善
教
、/
日
本
に
お
け
る
政
治
へ
の
信
頼
と
不
信
0、
二
五
頁
。

⑾

同
上
書
、
八
一
︱
八
二
頁
。

⑿

吉
田
、/
感
情
の
政
治
学
0、
二
四
五
頁
。

⒀

P
ippa
N
orris
(edQ)X
C
ritical
C
itizens：
G
lobal
Support
for
D
em
ocratic

G
overnance
(O
xford
U
niversity
PressX1999)Q

⒁

Pippa
N
orrisXD
em
ocratic
D
eficit(C
am
bridge
U
niversity
PressX2011)
pQ5Q

⒂

H
ayXopQcitQXpQ49Q［
ヘ
イ
、
六
三
頁
。］

⒃

善
教
、/
日
本
に
お
け
る
政
治
へ
の
信
頼
と
不
信
0、
二
三
九
頁
。

⒄

同
上
書
、
二
三
五
頁
。

⒅

坂
本
昌
成
、/
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
/デ
モ
ク
ラ
シ
ー
［
第
二
版
］0︵
有
信
堂
、
二
〇
〇
四
年
︶、

一
七
六
頁
。

⒆

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
明
確
に
、�
民
主
主
義
的
装
置
の
第
一
義
的
な
目
的
は
、
選
挙
民
に

政
治
問
題
の
決
定
権
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
代
表
を
選
ぶ
の
は
む
し

ろ
第
二
義
的
な
こ
と
と
さ
れ
る
�
と
い
う
古
典
的
な
学
説
を
否
定
し
、
こ
れ
を
逆
に
す
べ
き
、

政治不信は民主主義の危機か（一）
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つ
ま
り
�
決
定
を
行
う
べ
き
人
々
の
選
挙
を
第
一
義
的
な
も
の
�
と
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し

て
い
る
。
JQA
Q
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
著
、
中
山
伊
知
郎
・
東
畑
精
一
訳
、/
資
本
主
義
・
社
会
主

義
・
民
主
主
義
0︵
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
二
年
︶、
二
六
九
︱
二
七
〇
頁
。

⒇

ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
、
高
畠
通
敏
・
前
田
脩
訳
、/
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
0︵
岩
波
書
店
、
二
〇

一
四
年
︶、
八
頁
。［
P
olyarchy
:
P
articipation
and
O
pposition
(Y
ale
U
niversity

PressX
1971)Q］
そ
の
他
、
R
obert
A
Q
D
ahlX
D
em
ocracy
and
Its
C
ritics
(Y
ale

U
niversity
PressX1989)XppQ221-233、
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
著
、
中
村
孝
文
訳
/
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
0［
O
n
D
em
ocracy
(Y
ale
U
niversity
PressX1998)］︵
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
一
年
︶、
ロ
バ
ー
ト
・
A
Q
ダ
ー
ル
著
、
ジ
ャ
ン
カ
ル
ロ
・
ボ
セ
ッ
テ
ィ
編
、
伊
藤
武

訳
、/
ダ
ー
ル
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
語
る
0︵
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
︶、
中
谷
義
和
、�
ダ
ー

ル
の
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
民
主
政
論
�/
立
命
館
法
学
0
第
二
五
〇
号
︵
立
命
館
大
学
、
一
九
九
六

年
六
号
︶、
一
六
一
五
︱
一
六
三
四
頁
、
岡
田
憲
治
、/
権
利
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
︱
甦

る
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
0︵
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
︶
な
ど
も
参
照
。

$

ダ
ー
ル
、/
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
0、
一
〇
頁
。

%

ダ
ー
ル
、/
ダ
ー
ル
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
語
る
0、
一
六
頁
。

&

同
上
書
、
二
四
頁
。

'

し
か
し
後
述
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
・
背
景
に
よ
っ
て
、
利
益
分
配
を
行
う
組
織
や
団
体

が
力
を
失
い
、
利
益
分
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
政
治
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
が
現
代
で
あ
る
。

)

小
川
晃
一
、�
政
治
的
代
表
の
論
理
︵
二
・
完
︶�/
北
大
法
学
論
叢
0
三
九
巻
三
号
︵
北
海

道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
、
一
九
八
八
年
︶、
二
五
︱
二
六
頁
。

*

同
上
、
二
八
︱
二
九
頁
。

+

同
上
、
二
九
頁
。

1

佐
々
木
孝
明
、/
政
治
不
信
の
構
造
︱
�
代
表
制
の
危
機
�
を
克
服
す
る
た
め
に
0︵
日
本

評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
︶、
一
五
︱
一
六
頁
。

2

同
上
書
、
二
二
頁
。

3

大
嶽
秀
夫
、/
日
本
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
政
治
へ
の
期
待
と
幻
滅
0︵
中
央
公
論
新
社
、
二

〇
〇
三
年
︶、
一
一
一
頁
。

5

M
argaret
C
anovanX�T
rust
the
People
!
:
Populism
and
the
T
w
o
F
aces
of

D
em
ocracy�XP
olitical
StudiesXV
olQ47
(1999)XpQ3Q

6

Paul
T
aggartX�Populism
and
the
Pathology
of
R
epresentative
Politics�X

Y
ves
M
eny
and
Y
ves
Surel
(edQ)XD
em
ocracies
and
the
P
opulist
C
hallenge

(PalgarveX2002)XpQ69Q

7

島
田
幸
典
�
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
︱
比
較
分
析

と
理
論
研
究
の
た
め
の
視
角
︱
�
河
原
祐
馬
・
島
田
幸
典
・
玉
田
芳
史
編
/
移
民
と
政
治
︱

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
国
際
比
較
0︵
昭
和
堂
、
二
〇
一
一
年
︶、
三
頁
。

8

吉
田
、/
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
0、
一
八
︱
一
九
頁
。

9

梶
原
克
彦
、�
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
と
民
主
主
義
︱
戦
後
政
治

シ
ス
テ
ム
の
変
容
�
島
田
幸
典
・
木
村
幹
編
著
/
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
民
主
主
義
・
政
治
指

導
︱
制
度
的
変
動
期
の
比
較
政
治
学
0︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
︶、
一
五
四
︱
一

五
八
頁
。

:

畑
山
敏
夫
、/
フ
ラ
ン
ス
極
右
の
新
展
開
：
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
新
右
翼
0

︵
国
際
書
院
、
一
九
九
七
年
︶、
一
三
二
頁
。

;

河
原
祐
馬
�
序
�
河
原
・
島
田
・
玉
田
編
、/
移
民
と
政
治
0、
ⅲ
頁
。

?

大
嶽
秀
夫
、�
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
比
較
研
究
に
向
け
て
�/
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
0
四
二
号
︵
木

鐸
社
、
二
〇
〇
八
年
︶、
六
頁
、
同
�
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
石
原
都
知
事
の
大
学
改
革
︱
東
京
都
立

大
学
か
ら
首
都
大
学
東
京
へ
︱
�、
一
一
頁
。

@

山
口
二
郎
、/
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
反
撃
︱
現
代
民
主
主
義
復
活
の
条
件
0︵
角
川
書
店
、

二
〇
一
〇
年
︶、
三
七
頁
。

A

吉
田
、/
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
0、
五
五
頁
。

B

拙
論
�
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
経
験
︱
そ
の
意
味
と
帰
結
を
考
え
る
�/
三
重
大
学
法
経
論
叢
0

二
六
号
二
巻
︵
三
重
大
学
法
律
経
済
学
会
、
二
〇
〇
九
年
︶、
一
︱
一
八
頁

C

早
川
誠
、/
代
表
制
と
い
う
思
想
0︵
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
︶、
五
二
︱
五
三
頁
。

D

同
上
書
、
五
四
頁
。

論 説
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E

同
上
書
、
五
四
︱
五
五
頁
。

F

高
瀬
純
一
、/�
不
利
益
分
配
�
社
会
︱
個
人
と
政
治
の
新
し
い
関
係
0︵
筑
摩
書
房
、
二
〇

〇
六
年
︶。

G

高
瀬
純
一
は
、
こ
う
し
た
政
治
を
�
言
葉
政
治
�
と
呼
ん
で
い
る
�
言
葉
�
に
は
、
人
々

の
政
治
認
識
を
根
底
か
ら
変
え
る
力
が
あ
り
、
そ
の
�
言
葉
�
を
武
器
と
す
る
︿
言
葉
政
治
﹀

こ
そ
、
不
利
益
分
配
時
代
の
政
治
手
法
と
し
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
高
瀬

純
一
、/
武
器
と
し
て
の
︿
言
葉
政
治
﹀
︱
不
利
益
分
配
時
代
の
政
治
手
法
0︵
講
談
社
、
二

〇
〇
七
年
︶、
七
︱
八
頁
。

H

森
政
稔
、/
変
貌
す
る
民
主
主
義
0︵
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
︶、
一
六
一
頁
。

I

早
川
、/
代
表
制
と
い
う
思
想
0、
五
八
頁
。

J

Paul
T
aggartX�Populism
and
the
Pathology
of
R
epresentative
Politics�X

Y
ves
M
eny
and
Y
ves
Surel
(edQ)XD
em
ocracies
and
the
P
opulist
C
hallenge

(PalgarveX2002)
ppQ99-107
を
参
照
。

K

G
erry
StokerXW
hy
P
olitics
M
atters:
M
aking
D
em
ocracy
W
ork
(PalgraveX

2006)
ppQ13-14Q［
ジ
ェ
リ
ー
・
ス
ト
ー
カ
ー
著
、
山
口
二
郎
訳
/
政
治
を
あ
き
ら
め
な
い

理
由
︱
民
主
主
義
で
世
の
中
を
変
え
る
い
く
つ
か
の
方
法
0︵
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
︶、

二
一
︱
二
二
頁
。］

L

宇
野
重
規
、�
代
表
制
の
政
治
思
想
史
：
三
つ
の
危
機
を
中
心
に
�/
社
会
科
学
研
究
0
五

三
巻
二
号
︵
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
︶、
五
頁
。

M

同
上
、
三
六
頁
。
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