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リ
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『
民
主
主
義
理
論
の
復
活
』

K
o
蒔
℃

　
一
　
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
か
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
の
二
者
択
一
が
、
個
人
の
水
準
ば

か
り
で
な
く
、
体
制
と
し
て
国
家
の
水
準
で
も
決
定
を
迫
ら
れ
、
・
て
し
て
そ
の

イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
い
ず
れ
に
荷
担
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
、
個
人
の

あ
る
い
は
国
家
の
生
命
を
賭
し
た
決
断
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
現
代

は
、
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
は
果
し
て
こ
う
し
た
決
断
を
支
え
る
に
足
る
充
実
し
た
内
容
を
備
え
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
尊
厳
と
い
う
美
酒
に
酔
い
痴
れ
て
い
る
間
に
、
こ

う
し
た
現
代
の
重
み
に
耐
え
得
な
い
ま
で
に
形
骸
化
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
．
こ
う
し
た
問
題
に
最
も
厳
し
い
対
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
現
代
」

と
共
に
デ
モ
ク
ラ
シ
！
の
使
徒
と
し
て
自
ら
運
命
づ
け
た
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
こ

と
は
今
さ
ら
の
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
．
一
度
は
移
植
に
成
功
し
た
か
に
見
え

た
後
進
民
主
主
義
諸
国
が
、
主
と
し
て
経
済
的
効
率
の
点
か
ら
次
第
に
コ
ミ
ュ

ニ
ズ
ム
ヘ
の
傾
斜
を
示
し
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
ま
た
独
自
の
生
命
力
を
発
揮
し
て
、



今
や
ア
メ
リ
カ
が
桧
舞
台
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
さ
れ
、
世
界
の
孤
児
と
な
る
か

の
危
機
に
立
ち
、
か
つ
又
国
内
に
お
い
て
は
制
度
化
さ
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ヘ

の
過
度
の
信
頼
が
、
「
制
度
の
空
転
」
に
直
面
し
た
挙
句
の
疑
惑
感
に
悩
み
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
自
ら
警
報
を
発
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
つ
た
．

　
他
方
、
行
動
科
学
か
ら
の
大
衝
撃
を
受
け
て
「
分
析
へ
の
道
」
を
ひ
た
す
ら

遊
進
し
、
一
度
は
「
政
策
学
」
に
活
路
を
見
い
だ
す
か
に
見
え
た
「
現
代
ア
メ

リ
カ
政
治
学
」
が
、
哲
学
な
き
分
析
よ
り
脱
し
て
、
現
代
の
重
み
に
耐
え
う
る

政
治
科
学
を
志
向
す
る
契
機
を
こ
こ
に
見
い
だ
し
た
の
は
、
け
だ
し
当
然
の
こ

と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
中
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
D
・
イ
：
ス
ト

ソ
（
目
げ
①
勺
〇
一
憲
S
一
の
釜
8
ヨ
”
＞
ロ
H
昌
ρ
鐸
マ
驚
ぎ
ε
些
①
ω
鼠
8
亀
勺
O
＝
菖
臼
一
の
巳
。

曾
8
｝
這
器
）
、
L
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（
≦
げ
暮
冒
勺
o
一
三
。
巴
b
三
一
〇
皿
8
げ
ざ
お
語
）
、

H
・
モ
1
ゲ
ン
ソ
ー
（
∪
ぎ
冒
彗
器
亀
り
。
一
三
箪
這
㎝
o
。
）
、
A
・
コ
ー
バ
ン
（
冒

忽
貰
9
9
コ
β
奪
き
一
な
一
目
箒
閃
o
一
Φ
o
騰
夢
①
国
巳
碍
鐸
ヨ
。
暑
言
竃
＆
Φ
葺
霞
警
o
莞
℃

一
。
8
）
、
R
・
A
・
ダ
！
ル
（
＞
零
①
壁
8
ε
∪
①
冒
8
蚕
該
o
目
箒
。
蔓
－
一
8
0
）
等
以

外
に
も
、
H
・
B
・
メ
イ
ヨ
ー
（
＞
づ
H
暮
8
身
＆
9
8
∪
聾
8
蚕
ぴ
甘
霧
8
§

一
8
0
）
、
　
E
・
E
・
シ
ャ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（
目
箒
留
邑
ω
。
話
邑
讐
頴
。
℃
一
。
一

＞
国
①
呂
〆
一
、
。
。
＜
一
〇
≦
亀
U
①
窮
8
冨
o
網
ぎ
＞
舅
R
ぎ
g
－
お
①
O
）
、
　
G
・
サ
ル
ト
リ

（
u
。
ヨ
o
興
暮
ざ
弓
ぎ
8
ざ
這
爵
）
、
C
・
W
・
キ
ャ
シ
ネ
リ
（
目
ぎ
ー
o
一
三
8
9

宰
毘
。
目
”
＞
づ
＞
づ
巴
琶
m
9
夢
。
冒
。
号
彗
∪
Φ
言
o
簿
豊
。
望
幕
」
8
一
）
等
が
そ

れ
ぞ
れ
デ
モ
ク
ラ
シ
！
の
再
検
討
を
展
開
し
、
試
み
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た

危
機
感
の
所
産
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
ま
さ
に
現
時
点
は
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
復
活
」
が
要
請
さ
れ
、
緊
急
性
を
加
え
て
い
る
時
点
で
あ
り
、

政
治
学
が
民
主
主
義
理
論
を
現
代
的
に
復
活
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
課
題

　
　
　
紹
介
と
批
評

を
担
う
時
点
で
も
あ
る
。

　
筆
者
が
と
り
上
げ
た
リ
ー
マ
ー
の
最
近
著
で
あ
る
本
書
も
こ
の
系
譜
に
属
す

る
反
省
の
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
民
主
主
義
理
論
は
政
治
理
論
の
一
部
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
西
欧
世
界
に
お
け
る
政
治
理
論
の
破
産
の
理
由
を
第
一
に
理
解
す

る
こ
と
」
に
最
初
に
照
準
す
る
が
ゆ
え
に
反
省
で
あ
り
、
「
か
か
る
理
解
が
あ

つ
て
こ
そ
、
一
般
的
に
政
治
理
論
だ
け
で
は
な
く
、
特
殊
に
は
民
主
主
義
理
論

を
復
活
せ
し
め
る
た
め
に
は
何
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
提
示
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
」
（
す
良
）
が
ゆ
え
に
建
設
の
書
で
も
あ
る
．
と
は
い
え
、
こ

こ
で
リ
ー
マ
ー
自
身
の
見
取
図
が
完
全
に
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
本
書
は
、
　
一
つ
の
足
が
か
り
と
し
て
理
論
構
築
に
向
う
た
め
の
素
材
提

供
と
い
う
限
界
を
持
つ
が
ゆ
え
に
現
状
確
認
の
書
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
．

　
二
第
一
章
「
人
気
の
な
く
な
つ
た
政
治
理
論
」
で
は
、
政
治
理
論
の
破
産

は
、
政
治
理
論
が
そ
の
主
た
る
五
つ
の
役
割
を
遂
行
し
え
な
く
な
つ
た
こ
と
に

胚
胎
す
る
と
い
う
著
者
の
基
本
的
主
張
が
展
開
さ
れ
る
．
第
二
章
「
民
主
主
義

的
な
ビ
ジ
ョ
ン
の
喪
失
」
で
は
、
こ
の
主
張
が
成
立
す
る
原
因
が
追
求
さ
れ
、

第
三
章
「
行
動
指
針
と
し
て
の
政
治
理
論
」
以
下
第
七
章
「
よ
き
生
活
の
再
検

討
」
ま
で
の
間
で
、
政
治
理
論
の
没
落
か
ら
復
活
へ
の
機
会
の
過
程
が
の
べ
ら

れ
、
著
者
の
概
念
枠
組
が
示
唆
さ
れ
る
。
以
下
著
者
の
叙
述
を
辿
り
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
が
依
然
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
つ
て
立
つ
こ
と
の
可
能
性
を
考

え
て
ゆ
き
た
い
。

　
三
　
リ
ー
マ
ー
の
想
定
す
る
政
治
理
論
と
は
、
「
政
治
の
規
範
的
、
経
験
的
、

お
よ
び
実
践
的
部
分
を
調
和
す
る
よ
う
に
関
連
づ
け
る
こ
と
に
か
か
わ
る
批
判

的
研
究
」
（
b
■
＆
凶
）
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
政
治
理
論
は
、
（
i
）
政
治
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
二
二
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

統
合
し
、
（
H
）
政
治
的
価
値
を
明
ら
か
に
し
、
（
…
皿
）
経
験
的
政
治
的
現
実
を
解

明
し
、
（
拉
）
政
治
生
活
に
お
け
る
実
践
的
指
導
の
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
又

（
v
）
よ
り
意
義
の
あ
る
規
範
的
、
経
験
的
、
実
践
的
研
究
を
進
め
る
上
で
の
役

割
を
果
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
五
つ
の
主
要
な
役
割
を
同
時

的
に
担
う
と
こ
ろ
に
政
治
理
論
の
存
在
理
由
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
今
日
の
広
義
で
い
え
ば
政
治
理
論
、
狭
義
で
は
民
主
主
義
理
論
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ノ
じ
サ
　
ド
ノ
グ
　

れ
等
の
役
割
を
担
つ
て
い
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
リ
ー
マ
ー
の
「
人
気
を
失

ハ
ウ
ス

つ
た
」
状
態
に
お
か
れ
た
政
治
理
論
に
か
ん
す
る
非
有
効
性
が
指
摘
さ
れ
る
．

イ
ー
ス
ト
ン
が
、
考
察
さ
れ
た
事
実
を
分
類
し
、
選
別
し
、
あ
る
い
は
ま
た
破

棄
す
る
た
め
の
理
論
体
系
の
欠
如
を
嘆
き
、
政
治
的
事
象
の
本
質
と
か
、
正
し

い
政
治
的
秩
序
と
は
何
か
を
識
別
す
る
能
力
を
政
治
理
論
（
政
治
哲
学
）
が
備

え
て
い
な
い
こ
と
を
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
指
摘
す
る
ま
で
に
政
治
理
論
は
没
落
し

て
い
た
の
で
あ
る
．
そ
れ
は
一
つ
に
は
「
歴
史
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
る

政
治
理
論
の
学
説
史
化
の
道
か
ら
生
れ
た
こ
と
に
も
あ
る
し
、
ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ

ム
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
、
お
よ
び
ナ
チ
ズ
ム
な
ど
の
絶
対
価
値
へ
の
志
向
を
強
く

打
ち
だ
し
た
運
動
体
系
が
西
欧
世
界
を
震
憾
さ
せ
た
こ
と
か
ら
の
「
価
値
」
恐

怖
症
に
も
原
因
が
あ
る
．
か
つ
て
は
時
代
の
推
進
力
と
し
て
道
徳
的
価
値
を
個

人
か
ら
社
会
へ
と
拡
大
し
、
意
味
の
あ
る
理
論
と
し
て
機
能
し
た
民
主
主
義
理

論
が
、
こ
の
度
は
、
価
値
判
断
を
内
に
秘
め
．
そ
れ
に
よ
る
と
こ
ろ
の
な
い

「
科
学
的
」
価
値
自
由
の
分
析
の
背
後
で
細
々
と
学
説
史
と
し
て
余
命
を
保
つ

て
い
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
．
価
値
判
断
を
確
定
し
て
い
な
い
実
の
な

い
民
主
主
義
理
論
が
、
辛
う
じ
て
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
ナ
チ
ズ
ム
を
克
服
し
た
の

は
、
そ
の
培
わ
れ
た
生
命
力
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
つ
た
と
は
い
え
、
そ
の
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
二
三
〇
）

者
よ
り
も
は
る
か
に
強
靱
な
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
対
決
す
る
に
は
、
信
条
と
な
り

う
る
だ
け
の
訴
追
力
を
持
つ
た
新
ら
し
い
生
命
力
が
民
主
主
義
理
論
に
注
入
さ

れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
か
く
て
リ
ー
マ
ー
は
、
「
今
日
で
は
、
強
調
点
を
め

ぐ
つ
て
絶
望
的
な
戦
い
を
展
開
し
、
諸
学
派
を
区
分
す
る
こ
と
よ
り
も
、
政
治

理
論
に
よ
つ
て
遂
行
さ
る
べ
き
五
つ
の
主
た
る
役
割
の
復
活
に
た
い
し
て
諸
学

派
が
な
す
貢
献
を
強
調
す
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
重
要
な
の
だ
」
と
指
摘

し
、
さ
ら
に
続
け
て
「
今
日
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
政
治
理
論
の
復
活
を
促

が
す
よ
う
な
手
を
取
り
合
つ
た
努
力
で
あ
る
」
（
質
ミ
）
と
主
張
す
る
の
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
見
地
か
ら
の
緊
急
な
発
言
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
四
　
第
二
章
で
は
リ
ー
マ
ー
は
、
「
専
断
的
な
理
論
的
青
写
真
へ
の
嫌
悪
、

形
而
上
学
的
な
泥
沼
へ
の
懸
念
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
信
念
の
喪
失
、
お
よ
び
わ

れ
わ
れ
の
学
間
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
縮
減
」
（
P
這
）
か
ら
、
前
章
で
の
べ
ら
れ
た

政
治
理
論
の
五
機
能
、
ひ
い
て
は
政
治
理
論
家
の
五
課
題
の
解
明
が
失
敗
し
た

こ
と
を
の
べ
る
．
こ
れ
は
「
民
主
主
義
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
喪
失
」
と
し
て
総
括
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
．
そ
の
原
因
は
実
に
、
「
わ
れ
わ
れ
が
、
全
体
主
義
と

過
激
主
義
の
理
論
家
の
罪
悪
に
よ
つ
て
非
常
な
脅
威
を
受
け
た
の
で
、
政
治
理

論
を
行
動
へ
の
青
写
真
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
疑
惑
感
を
持
つ
」
（
・
・
お
）
こ

と
に
あ
る
．
こ
こ
か
ら
む
し
ろ
反
動
と
L
て
規
範
的
、
経
験
的
、
実
践
的
な
政

治
生
活
の
部
分
を
総
合
す
る
よ
う
な
構
築
計
画
と
し
て
の
政
治
理
論
を
頭
か
ら

拒
否
す
る
保
守
主
義
的
思
考
が
発
言
力
を
ま
し
、
さ
ら
に
は
、
価
値
に
か
ん
す

る
積
極
的
探
究
、
政
治
の
経
験
的
法
則
へ
の
追
求
、
行
動
の
実
践
的
原
理
と
し

て
の
政
治
理
論
の
拒
否
へ
の
道
が
開
か
れ
る
。
そ
し
て
研
究
は
、
「
基
本
的
に

は
、
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
と
わ
れ
わ
れ
の
現
行
制
度
に
つ
い
て
の
累
積
さ
れ
た
知



慧
に
限
定
さ
れ
」
（
戸
§
る
こ
と
に
な
る
．
所
与
の
伝
統
か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
味
で
保
守
主
義
者
の
主
張
は
正
し
い
し
、
そ
れ
以
外
に

現
実
主
義
的
な
選
択
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
点
で
も
間
違
つ
て
も
い
な
い
。
だ

が
わ
れ
わ
れ
は
伝
統
に
止
ま
つ
て
い
て
は
な
ら
な
い
の
だ
し
、
「
伝
統
と
現
行

秩
序
に
力
点
を
お
き
す
ぎ
れ
ぽ
、
民
主
主
義
的
抱
負
の
強
さ
を
弱
め
る
こ
と
に

も
な
る
し
、
予
言
者
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
麻
痺
す
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
よ
き
生
活
の

諸
条
件
を
み
た
す
た
め
の
絶
え
ざ
る
努
力
を
無
効
に
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ

る
」
（
マ
ト
。
。
）
こ
と
を
知
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
全
体
主
義
理
論
に
は

真
の
危
険
が
存
す
る
と
し
て
身
を
引
く
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
理
論
と
民
主
主
義

理
論
と
の
選
択
に
さ
い
し
て
直
面
す
る
決
定
に
ど
う
し
て
対
決
が
で
き
よ
う

か
．
こ
れ
こ
そ
「
民
主
主
義
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
喪
失
」
に
そ
の
ま
ま
通
ず
る
も
の

で
あ
る
。

　
第
二
の
原
因
と
し
て
リ
！
マ
ー
は
、
「
自
然
科
学
、
数
学
、
お
よ
び
実
験
科

学
の
方
法
と
進
歩
に
脅
威
を
感
ず
る
所
大
な
る
が
故
に
、
こ
れ
等
諸
科
学
の
方

法
を
も
つ
て
し
て
は
容
易
に
処
理
し
え
な
い
よ
う
な
政
治
的
現
実
の
重
要
な
諸

側
面
か
ら
身
を
ひ
い
て
い
る
」
（
戸
8
）
政
治
理
論
の
現
状
を
指
摘
す
る
。
経

験
主
義
、
実
証
主
義
に
偏
す
る
立
場
を
と
る
者
が
「
科
学
」
と
称
す
る
も
の
だ

け
が
科
学
な
の
だ
ろ
う
か
．
客
観
的
な
テ
ス
ト
に
よ
つ
て
「
科
学
的
」
に
検
証

さ
れ
る
こ
と
が
果
し
て
政
治
理
論
の
糧
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
あ
く
ま

で
も
「
否
」
で
あ
る
。

　
第
三
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
不
幸
な
民
主
主
義
的
意
識
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
理
念
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
し
、
核
分

裂
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
破
壊
の
奈
落
に
落
ち
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
世
に

　
　
　
　
紹
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と
批
評

生
き
て
い
る
悩
み
で
あ
り
、
文
明
の
伝
統
が
道
徳
的
に
傷
い
て
い
る
と
い
う
不

安
で
あ
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
盤
が
回
復
不
可
能
な
ま
で
に
粉
砕
さ
れ
て
い

る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
「
神
が
死
ん
だ
」
現
代
を
克
服
す
る
に
足
る
民
主
主

義
理
論
の
課
題
は
、
し
か
ら
ば
ど
こ
に
求
め
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
お
そ
ら
く

神
は
死
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、
人
間
が
惰
眠
を
む
さ
ぼ
つ
た
の
だ
」
と
リ
ー
マ

ー
は
強
調
す
る
。
「
お
そ
ら
く
人
類
の
自
滅
は
あ
り
え
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
核
屠
殺
場
の
殺
鐵
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
と
い
う
認
識
か
ら
よ
こ
し
ま
な
悦
楽
を
ひ
き
だ
す
自
虐
的
動
物
と
し
て
生

き
残
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
．
…
－
お
そ
ら
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
盤
が

修
復
不
能
な
ま
で
に
粉
砕
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
基
盤
が
、
現
代

世
界
の
本
質
的
変
化
の
最
中
に
あ
つ
て
、
そ
の
上
に
堅
固
な
民
主
主
義
の
建
物

が
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
さ
れ
う
る
よ
う
な
よ
り
以
上
に
恒
久
的
な
地

盤
に
定
着
さ
れ
る
ま
で
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」

（
マ
ミ
）
。
こ
う
し
た
認
識
か
ら
「
民
主
主
義
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
復
活
」
　
へ
の
活

路
が
ひ
ら
け
て
く
る
の
で
あ
る
．

　
第
四
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
間
違
の
な
い
、
範

囲
の
狭
い
、
ま
た
不
毛
な
学
問
上
の
先
入
観
の
た
め
に
、
政
治
理
論
を
政
治
生

活
の
生
命
を
持
続
し
て
い
る
真
理
と
か
基
本
的
な
真
理
と
か
問
題
か
ら
切
り
離

し
て
し
ま
つ
た
」
（
マ
爵
）
事
実
で
あ
る
。
実
り
豊
か
な
政
治
理
論
は
、
「
政
治

生
活
の
量
的
側
面
ば
か
り
で
な
く
質
的
側
面
に
も
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
（
サ
ミ
）
の
で
あ
つ
て
、
復
活
し
た
民
主
主
義
理
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
学

問
的
水
準
の
拡
大
」
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
上
に
立
つ
て
「
伝
統
的
な

政
治
理
論
と
科
学
的
政
治
理
論
」
を
拡
大
す
る
と
い
う
意
味
の
あ
る
努
力
を
推
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進
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
等
の
原
因
に
よ
つ
て
政
治
理
論
は
没
落
の
過
程
を
辿
つ
た
の
で
あ
る

が
、
政
治
理
論
が
復
活
す
る
、
ひ
い
て
は
民
主
主
義
理
論
が
蘇
生
す
る
た
め
に

は
、
前
述
し
た
五
機
能
の
体
現
が
前
提
と
さ
れ
、
こ
の
体
現
化
過
程
に
よ
つ
て

ま
た
、
政
治
学
の
再
構
成
の
希
望
が
生
ず
る
の
で
あ
る
．
と
い
う
の
は
、
政
治

学
と
政
治
理
論
は
一
体
を
な
し
て
成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
五
　
行
動
指
針
と
し
て
の
政
治
理
論
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
の

べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
政
治
理
論
の
本
来
的
意
義
と
し
て
当
然
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
実
践
的
政
治
理
論
へ
の
要
請
と
い
う
点
に
し
ぽ
ら
れ
て
く
る
。

こ
れ
が
第
三
章
の
主
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
理
論
は
価
値
、
経
験
的
一
般

化
．
お
よ
び
公
共
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
倫
理
、
権
力
、
哲

学
、
政
治
家
に
も
か
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
当
為
と
存
在
の
両

者
間
の
架
橋
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
古
典
的
、
伝
統
的
政
治
理

念
の
再
評
価
の
必
要
が
生
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
現
代
の
公
共
政
策
に
示
さ
れ

る
現
代
の
基
本
的
政
治
問
題
に
た
い
す
る
直
視
、
確
認
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
行
動
指
針
、
実
践
原
理
と
し
て
の
政
治
理
論
の
意
義
が
見
い

だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
指
針
と
な
る
政
治
理
論
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
は
、
よ
き
生
活
に
た
い
す

る
明
確
な
構
図
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
そ
の
構
図
を
う
る
た
め
に
は

さ
ら
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
機
能
的
理
念
に
相
当
す
る
価
値
関
係
を
把
握
し
、

そ
こ
か
ら
リ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
論
理
が
ひ
き
だ
さ
れ
、
よ
き
生
活
に
か
ん
す

る
構
図
と
つ
ぎ
合
わ
さ
れ
、
規
範
、
経
験
、
実
践
の
三
要
素
を
整
合
す
る
政
治

理
論
の
可
能
性
を
一
歩
進
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
が
第
四
章
の
文
脈
で
あ

一
〇
四

（
二
三
二
）

る
。　

第
五
章
「
権
力
闘
争
の
判
定
」
で
は
、
権
力
闘
争
に
た
い
す
る
判
定
基
準
と

し
て
の
政
治
理
論
の
意
義
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ル
ー

ル
と
は
何
か
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
社
会
の
諸
構
成
要
素
間
の
権
力
闘
争
の
調
整

作
用
の
過
程
に
力
点
を
お
く
以
上
、
そ
の
闘
争
に
た
い
す
る
判
定
の
ル
ー
ル
が

確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
ル
ー
ル
は
従
来
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
二
支
柱
で
あ
つ
た
憲
法
と
多
数
決
原
理
に
よ
る
と
さ
れ
て
き
た
．
し

か
し
、
ど
の
よ
う
な
多
数
派
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ル
ー
ル
の
適
用
を
な
す
の

か
。
ど
の
よ
う
な
多
数
派
に
よ
つ
て
選
出
さ
れ
た
寡
頭
制
的
指
導
者
が
、
ど
れ

だ
け
の
正
当
性
を
も
つ
て
調
整
作
用
を
果
た
す
の
か
。
大
統
領
を
選
出
し
た
多

数
派
な
の
か
、
最
高
裁
を
支
持
す
る
多
数
派
な
の
か
。
ま
た
こ
の
両
者
の
権
限

が
重
複
す
る
部
分
に
お
い
て
生
ず
る
調
整
に
は
い
か
な
る
ル
ー
ル
が
承
認
さ
れ

る
の
か
。
多
数
派
と
い
う
の
は
常
に
流
動
過
程
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
内

容
か
ら
い
え
ば
多
数
派
と
は
常
に
同
一
の
人
間
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も

の
で
も
な
い
。
「
あ
る
問
題
に
か
ん
し
て
は
支
配
者
で
あ
り
、
拘
束
者
で
あ
つ
て

も
、
問
題
が
別
で
あ
れ
ば
、
被
支
配
者
で
あ
り
、
被
拘
束
者
で
あ
る
」
（
サ
＝
。
）

多
数
派
が
、
ど
れ
だ
け
の
実
践
的
役
割
を
果
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
半

数
プ
ラ
ス
の
一
の
単
純
な
多
数
決
原
理
で
あ
ろ
う
と
、
「
ゲ
…
ム
が
ル
ー
ル
に

の
つ
と
つ
て
公
正
に
行
な
わ
れ
る
限
り
ゲ
ー
ム
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
ゲ

：
ム
の
ル
ー
ル
に
よ
つ
て
そ
の
権
力
を
行
使
す
る
」
（
づ
」
お
）
民
主
主
義
的
、

立
憲
的
多
数
決
原
理
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。　

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
政
治
理
論
は
い
か
な
る
課
題
を
自
身
に
課
さ
ね
ば



な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
リ
ー
マ
ー
は
次
の
よ
う
に
や
や
漢
然
と
で
は
あ
る
が

答
え
て
い
る
．
「
多
数
決
原
理
の
ご
と
き
方
策
と
か
、
民
主
主
義
的
お
よ
び
憲

法
上
の
調
整
作
用
に
か
ん
す
る
広
汎
な
規
範
的
原
理
に
た
い
し
て
ば
か
り
で
な

く
、
重
要
な
利
益
集
団
、
主
要
政
党
、
お
よ
び
立
法
部
、
執
行
部
、
司
法
部
に

お
け
る
決
定
作
成
過
程
の
経
験
的
機
能
ー
特
に
葛
藤
と
調
整
作
用
を
明
ら
か

に
す
る
よ
う
な
ー
に
か
ん
し
て
も
つ
と
大
量
の
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
」
（
等
富
㌣
器
と
．
す
な
わ
ち
現
実
の
権
力
闘
争
に
か
ん
す
る
見
取

図
の
確
認
と
規
範
的
原
理
の
推
敲
の
両
者
の
強
調
で
あ
り
、
そ
の
両
者
が
判
定

基
準
の
設
定
に
集
約
さ
れ
る
と
い
う
志
向
を
持
つ
て
進
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と

い
う
主
張
で
あ
る
。
「
そ
う
し
た
場
合
に
限
つ
て
、
実
際
の
調
整
過
程
が
．
共

通
の
善
と
い
う
枠
組
内
で
個
々
人
の
業
績
達
成
と
両
立
す
る
か
し
な
い
か
を
は

つ
き
り
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
b
レ
認
）
の
で
あ
る
。

第
六
章
「
孤
独
な
る
群
集
と
世
界
的
無
秩
序
の
挑
戦
」
の
問
題
は
、
現
代
の

二
つ
の
特
徴
的
な
側
面
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
人
間
の
個
人
と
し
て
の
存
在
が

「
孤
独
な
る
群
集
」
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
内
的
問
題
と
、

世
界
的
混
乱
と
い
う
外
的
問
題
で
あ
る
．
前
者
の
問
題
は
、
政
治
的
義
務
が
現

代
に
お
い
て
多
元
化
し
、
条
件
つ
き
の
も
の
と
な
る
、
換
言
す
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
の
忠
誠
が
、
国
家
、
教
会
、
労
働
組
合
．
学
枝
、
家
族
、
友
人
等
に
た
い
し

て
多
元
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
義
務
は
一
時
的
で

あ
り
、
ま
た
選
択
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
」
（
b
」
霧
）
と
い
う
内
容
を
持

つ
て
く
る
．
ま
た
忠
誠
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
現
代
社
会
に
お

け
る
個
人
は
自
己
の
実
現
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
現
実
で
あ
る
．
か

く
て
人
間
は
群
集
の
中
で
の
み
、
自
己
発
現
が
可
能
に
な
る
．
こ
う
し
た
状
況
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に
お
い
て
現
代
の
民
主
主
義
理
論
は
、
「
政
治
的
義
務
と
か
予
測
さ
れ
た
危
険

と
い
つ
た
概
念
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
民
主
主
義
理
論
の
枠

組
内
部
で
こ
う
し
た
も
の
を
再
叙
述
し
、
孤
独
な
る
群
集
と
か
世
界
的
混
乱
と

の
そ
れ
等
の
関
連
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
℃
」
翫
）
の
で
あ
り
、
ま

た
現
代
人
に
た
い
し
て
理
論
的
解
明
と
実
践
的
指
導
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、

「
こ
の
種
の
検
討
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
孤
独
な
る
群
集
内
の
個
人
の
疎
外

性
と
虚
弱
性
と
い
5
危
険
を
査
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
際
社
会
の
無
秩
序
性

と
虚
弱
性
と
い
う
危
険
を
も
査
定
す
る
可
能
性
を
持
つ
」
（
℃
」
翫
）
こ
と
が
要

請
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
こ
で
の
中
心
問
題
は
、
「
す
で
に
展

開
さ
れ
た
近
代
民
主
主
義
理
論
の
概
念
と
一
致
す
る
義
務
の
理
論
」
と
、
「
こ

の
義
務
の
理
論
は
、
孤
独
な
る
群
集
と
い
う
問
題
に
対
決
し
て
い
る
か
」
、
ま

た
「
予
測
さ
れ
た
危
険
に
か
ん
す
る
民
主
主
義
理
論
は
、
世
界
的
混
乱
と
い
う

問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
決
し
て
い
る
か
」
（
b
」
器
）
だ
と
リ
ー
マ
ー
は
い
う
．

そ
し
て
こ
の
要
請
は
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
権
力
闘
争
を
安

定
さ
せ
、
世
界
中
の
後
進
地
域
に
お
い
て
拾
頭
し
つ
つ
あ
る
期
待
の
革
命
を
駆

動
さ
せ
、
西
欧
の
よ
り
成
熟
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
強
化
し
、
か
つ
又
世
界
共

同
体
へ
の
、
そ
し
て
ま
た
実
際
に
は
立
憲
的
な
世
界
政
府
へ
と
か
り
立
て
る
よ

う
な
過
渡
期
の
多
元
的
理
論
」
（
や
一
霞
）
の
主
張
に
よ
つ
て
完
結
さ
れ
る
．

　
第
七
章
は
い
わ
ぽ
こ
れ
ま
で
に
の
べ
て
き
た
リ
ー
マ
ー
の
「
民
主
主
義
理
論

に
か
ん
す
る
再
述
」
の
総
括
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
少
く
と
も
、
ど
う
す
れ
ば

民
主
主
義
理
論
が
政
治
学
の
諸
構
成
部
分
や
諸
分
野
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
ど
う
す
れ
ぽ
道
徳
的
解
明
が
達
成
さ
れ
う
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
経
験

的
実
在
が
整
序
化
さ
れ
う
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
実
践
的
指
導
が
促
進
さ
れ
う
る
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紹
介
と
批
評

か
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ぽ
研
究
が
推
進
さ
れ
う
る
か
」
と
い
つ
た
命
題
を
論
ず

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
「
こ
う
い
つ
た
、
ま
た
比
較
可
能
で
も
あ
る
努
力
の
中
に
、

特
に
そ
う
い
つ
た
努
力
が
よ
り
完
全
な
規
範
的
、
経
験
的
、
ま
た
実
践
的
諸
研

究
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
た
場
合
に
、
民
主
主
義
理
論
の
復
活
の
希
望
」
（
も
」
零
）

が
生
ず
る
の
だ
と
強
調
す
る
．
と
は
い
え
、
こ
の
主
張
が
直
ち
に
未
熟
な
政
治

学
の
主
張
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
．
た
と
え
未
熟
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
成

立
へ
の
時
機
は
「
今
」
で
あ
つ
て
、
明
日
で
は
な
い
の
で
あ
る
．
「
本
当
の
問

題
は
、
未
熟
対
成
熟
」
で
は
な
く
て
、
「
成
熟
の
度
合
で
あ
り
、
ま
た
最
善
の
利

用
可
能
な
知
識
と
用
具
を
用
い
て
研
究
す
る
わ
れ
わ
れ
の
能
力
な
の
で
あ
る
」

（
b
」
①
c

。
）
．
こ
の
覚
悟
は
、
政
治
学
徒
の
基
本
的
関
心
が
「
よ
り
よ
き
生
活
に

か
ん
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
自
身
の
た
め
の
『
純
粋
な
』
科
学
に
か
か
わ

る
も
の
で
な
い
」
（
℃
」
8
）
こ
と
か
ら
生
れ
る
は
ず
だ
し
、
目
的
と
手
段
を
見

す
え
る
こ
と
か
ら
の
必
然
的
態
度
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
生
れ
る
民
主
主
義
理
論
は
、
過
渡
期
の
民
主
主
義
理
論
で
あ
ろ
う

し
、
そ
う
し
た
意
味
で
よ
り
以
上
の
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
と
な

る
．
か
く
し
て
そ
の
要
請
に
、
比
較
政
治
学
と
国
際
政
治
学
が
積
極
的
に
応
ず

る
こ
と
が
緊
急
と
な
り
、
そ
5
し
た
も
の
の
参
加
に
よ
つ
て
こ
の
理
論
の
弾
力

性
と
有
効
性
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
六
　
「
現
実
の
世
界
、
す
な
わ
ち
創
造
的
精
神
に
た
い
す
る
冒
険
と
挑
戦
に

満
ち
た
現
実
の
世
界
に
た
い
す
る
理
論
（
唱
」
醇
）
と
し
て
の
政
治
理
論
ー

民
主
主
義
理
論
1
が
復
活
す
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
復
活
さ
せ
る
た
め
の
可
能

性
を
論
じ
た
リ
ー
マ
ー
は
、
政
治
学
者
が
壮
大
な
学
問
の
殿
堂
に
ひ
き
こ
も
つ

て
、
全
体
主
義
か
ら
の
脅
威
と
姉
妹
諸
科
学
か
ら
の
挑
戦
か
ら
の
保
身
に
懸
命
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に
な
る
こ
と
を
自
ら
捨
て
て
、
政
治
学
本
来
の
規
範
的
．
経
験
的
、
実
践
的
命

題
に
雄
々
し
く
立
ち
向
う
こ
と
に
よ
つ
て
政
治
理
論
は
蘇
生
し
う
る
し
、
ま
た

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ー
の
論
述
が
必
ず
し
も
ア

メ
リ
カ
人
の
強
が
り
ば
か
り
で
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
つ
て
生
き
る
現
代

の
要
請
に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
う
意
義
を
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
確
認
す
る
べ

き
で
あ
る
。
本
書
が
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
人
の
た
め
に
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
意
味
を
割
び
く
必
要
は
な
い
。

批
判
は
非
難
で
は
な
く
、
体
制
に
・
イ
ヤ
ル
で
あ
つ
て
こ
そ
建
設
的
に
な
り
う

る
の
だ
と
す
る
ア
メ
リ
カ
知
識
人
の
発
想
を
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
現
代
と
い

う
負
担
を
担
う
意
味
か
ら
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
．
と
同
時
に
も
し
こ
う
し
た

提
起
を
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
狂
奔
す
る
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン
マ
と
考
え
る
な
ら

ば
、
「
よ
つ
て
立
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
　
の
意
味
を
躁
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
こ
の
発
想
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ヘ
の
狂
信
」
に
通
ず
る
も
の
で
も
な
い
。
こ

こ
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
生
命
を
賭
け
た
」
決
断
を
支
え
る
原
理
へ
の
情

熱
と
、
冷
た
い
理
性
の
確
信
の
交
叉
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
戦
後
い
ち
早
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
の
み
こ
み
、
「
分
析
の
学
」
と
し
て
の
ア

メ
リ
カ
政
治
学
を
吸
収
し
た
わ
が
国
政
治
学
が
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
政
治
学

の
反
省
を
こ
そ
す
み
や
か
に
汲
み
と
る
べ
き
で
あ
る
．
こ
の
反
省
に
参
加
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
目
的
と
手
段
を
よ
り
明
確
に

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
て
あ
つ
て
、
学
説
史
家
を
「
蘇
生
」
さ
せ
る
こ
と

に
終
ら
ぬ
た
め
に
は
、
政
治
学
徒
が
す
べ
て
こ
の
反
省
の
中
で
格
闘
を
続
け
る

こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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