
民
主
化
の
失
敗
と
成
功
（
岩
崎
）

（
四
二
三
）

民
主
化
の
失
敗
と
成
功

岩
　
　
崎
　
　
正
　
　
洋

１　

民
主
化
の
失
敗
に
対
す
る
関
心

民
主
化
研
究
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
、
民
主
化
の
成
功
事
例
に
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
民
主
化
の
失
敗
事
例
に
目
が
向
け

ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
特
定
の
事
例
を
取
り
扱
っ
た
研
究
に
限
ら
ず
、
民
主
化
そ
の
も
の
を
理
論
的
な
い
し
一
般
的
に
論
じ
る
際

に
も
、
一
国
の
民
主
化
過
程
に
注
目
し
、
民
主
化
の
成
功
要
因
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
失
敗
し
た
過
程
に
注
目
し
て
、

同
様
の
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
来
、
民
主
化
研
究
は
次
の
よ
う
な
論
点
に
注
目
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
民
主
化
が
成
功
し
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク

タ
ー
が
関
与
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
ア
ク
タ
ー
が
相
互
に
作
用
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
民
主
化
の
過
程
が
進
ん
だ
の

か
。
ど
の
よ
う
に
体
制
の
移
行
が
な
さ
れ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
形
態
の
政
治
制
度
が
採
用
さ
れ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
民
主
化
支
援
が

三
三
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な
さ
れ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
が
定
着
し
た
の
か
、
な
ど
な
ど
。

同
様
の
視
点
か
ら
民
主
化
の
失
敗
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
主
化
が
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し

た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
ア
ク
タ
ー
が
相
互
に
作
用
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
民
主
化
の
失
敗
へ
と
至
る
過
程
が
進
ん
だ
の

か
。
ど
の
よ
う
に
体
制
の
移
行
が
失
敗
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
が
定
着
す
る
の
に
失
敗
し
た
の
か
、
な
ど
な
ど
。

民
主
化
の
成
功
に
関
す
る
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
民
主
化
の
失
敗
に
関
す
る
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
民

主
化
が
失
敗
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
な
ぜ
民
主
化
が
成
功
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
両
者
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
民
主
化
研
究
に
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
視
点
を
補
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
第
三
の
波
以
降
の
民
主
化
の
成
功
事
例
と
失
敗
事
例
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
代
表
的
な
民
主
化
研
究
の

成
果
を
ふ
ま
え
て
、
民
主
化
の
成
功
と
失
敗
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
民
主
化
の
成
功
と
失
敗
を
捉
え
る
に
は
、
一
連
の
民

主
化
の
過
程
と
、
そ
こ
で
の
ア
ク
タ
ー
の
役
割
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
一
国
に
お
け
る
民
主
化
の
成
否
を
把
握
し
、

各
国
の
比
較
分
析
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
枠
組
み
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。

２　

民
主
化
の
諸
段
階

⑴
　
体
制
移
行
の
段
階

民
主
化
の
成
功
や
失
敗
と
い
っ
て
も
、
民
主
化
過
程
の
ど
の
時
点
を
指
し
て
、
成
功
と
し
た
り
、
失
敗
と
し
た
り
す
る
の
か
が
不
明
確

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
民
主
化
後
に
、
揺
り
戻
し
と
い
え
る
よ
う
な
顕
著
な
政
治
的
出
来
事
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
時
間

四
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の
経
過
と
と
も
に
、
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
に
よ
る
評
価
が
変
化
し
、
自
由
度
が
低
下
し
て
い
る
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
民
主
化
に
失

敗
し
た
事
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

他
方
で
、
た
と
え
ば
、
あ
る
国
に
お
い
て
、
国
民
が
民
主
化
要
求
の
た
め
の
反
体
制
運
動
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
既
存
の
権
威
主
義

体
制
の
正
統
性
に
翳
り
が
生
じ
、
複
数
政
党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
施
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
主
化
が
成
功
し
た
事
例
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
で
き
る
の
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
か
ら
先
の
段
階
に
お
い
て
、
民
主
化
が
進
展
し
な
い
場
合
に
は
、
民
主
化
の
成

功
事
例
が
一
転
し
て
失
敗
事
例
へ
と
転
が
り
落
ち
て
し
ま
っ
た
事
例
と
し
て
理
解
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
体
制
移
行
後
に
競
合
的
な
選
挙
の
実
施
が
な
さ
れ
、
複
数
回
の
政
権
交
代
が
民
主
主
義
の
定
着
に
は
必
要
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

日
本
の
五
五
年
体
制
に
お
け
る
自
民
党
一
党
に
よ
る
長
期
政
権
は
、
民
主
主
義
が
定
着
し
た
事
例
と
い
う
の
で
は
な
く
、
民
主
化
の
失
敗

事
例
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

民
主
化
の
成
功
や
失
敗
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
は
、
民
主
化
過
程
の
ど
の
段
階
を
指
し
て
成
功
と
す
る
の
か
失
敗
と
す
る
の
か
を
明
ら

か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
ば
し
ば
、
民
主
化
直
後
は
成
功
事
例
の
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、
時
間
と
と
も
に
失
敗
事
例

へ
と
変
化
し
て
し
ま
う
事
例
を
目
撃
で
き
る
。

か
つ
て
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（S

am
uel P

. H
untington

）
は
、
民
主
化
の
三
つ
の
波
を
区
分
し
た
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
波
が
押
し
寄
せ
た

後
に
、
揺
り
戻
し
の
波
（
逆
転
の
波
）
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
（H

untington 1991

）。
民
主
化
の
揺
り
戻
し
と
い
う
言
葉
は
、
体
制
移
行

は
成
功
し
た
が
、
民
主
主
義
が
定
着
し
な
か
っ
た
事
例
や
、
一
見
す
る
と
、
体
制
移
行
は
成
功
し
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
、
失
敗
し

た
事
例
な
ど
を
一
括
り
に
し
て
お
り
、
民
主
化
の
成
功
や
失
敗
を
判
断
す
る
際
に
、
ど
の
段
階
を
指
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
は
し
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、
民
主
化
の
成
功
に
も
失
敗
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
得
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

四
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民
主
化
の
段
階
は
、
い
く
つ
か
の
過
程
を
経
て
進
行
す
る
（
１
）

。
ま
ず
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
が
も
つ
正
統
性
の
低
下
に
始
ま
り
、
次

に
、
権
威
主
義
体
制
の
崩
壊
、
そ
れ
に
と
も
な
う
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
、
複
数
政
党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
施
、
二
回
目
以
降

の
定
期
的
な
選
挙
の
実
施
、
さ
ら
に
、
選
挙
だ
け
に
限
ら
ず
多
様
な
分
野
で
の
民
主
主
義
の
定
着
な
ど
に
区
分
で
き
る
。
既
存
の
権
威
主

義
体
制
の
正
統
性
が
低
下
し
た
り
崩
壊
し
た
り
す
る
ま
で
の
間
は
、
既
存
の
体
制
が
多
少
な
り
と
も
統
治
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
体
制
移

行
ま
で
の
段
階
と
、
新
し
い
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
し
た
後
の
民
主
主
義
の
定
着
ま
で
の
段
階
と
は
、
統
治
の
特
徴
が
民
主
主
義
的
で

あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
本
質
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
一
括
り
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
、
民
主
化
の
段
階
は
、
体
制
の
移
行
段
階
と
民
主
主
義
の
定
着
段
階
と
い
う
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

体
制
移
行
に
際
し
て
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
に
対
す
る
国
民
の
不
満
が
具
体
的
な
抗
議
行
動
の
形
と
な
っ
て
噴
出
し
た
り
、
支
配
エ

リ
ー
ト
内
部
の
路
線
変
更
や
権
力
関
係
の
変
化
な
ど
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
の
権
威
主
義
体
制
は
威
信
を
失
墜
し
、
正
統

性
の
低
下
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ま
で
盤
石
で
あ
っ
た
支
配
が
揺
ら
ぎ
始
め
る
。

過
去
の
事
例
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
民
の
民
主
化
運
動
が
表
出
し
た
と
し
て
も
、
体
制
側
が
武
力
行
使
も
含
め
た
多
様

な
手
段
を
行
使
す
る
こ
と
で
民
主
化
要
求
を
抑
圧
し
、
結
果
的
に
、
民
主
化
に
は
結
び
付
か
ず
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
に
よ
る
支
配
が

正
統
性
を
保
ち
続
け
る
場
合
も
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
は
、
正
統
性
が
傷
つ
き
、
民
主
化
へ
向
け
た
動
き
が
進
み
、
権
威
主
義
体
制
か
ら

民
主
主
義
体
制
へ
と
体
制
移
行
が
実
現
す
る
事
例
も
数
多
く
存
在
す
る
。
民
主
化
を
体
制
移
行
に
限
定
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
既
存
の
権

威
主
義
体
制
か
ら
新
し
い
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
が
実
現
し
た
場
合
は
、
民
主
化
の
成
功
事
例
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

オ
ド
ネ
ル
（G

uillerm
o O

’D
onnell

）
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
（P

hilippe C
. S

chm
itter

）
は
、
権
威
主
義
支
配
後
の
政
治
生
活
に
関
す
る
共

同
研
究
に
お
い
て
（
２
）

、「
一
つ
の
政
治
体
制
と
他
の
政
治
体
制
と
の
合
間
（interval
）」
の
こ
と
を
移
行
と
呼
ん
で
い
る
（O

’D
onnell and 

四
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S
chm

itter 1986, 

邦
訳 pp.34-35

）。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、「
移
行
は
、
一
方
で
、
権
威
主
義
体
制
の
崩
壊
過
程
の
開
始
に
よ
っ
て
、
ま
た
他
方

で
、
何
ら
か
の
形
態
の
民
主
的
政
治
の
樹
立
、
何
ら
か
の
形
態
の
権
威
主
義
へ
の
回
帰
、
も
し
く
は
、
革
命
的
選
択
肢
の
出
現
、
に
よ
っ

て
そ
の
境
界
が
画
さ
れ
る
（O

’D
onnell and S

chm
itter 1986,

邦
訳 p.35

）」
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
移
行
の
最
中
は
、
政
治
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
決
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
移
行
の
特
色
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ゲ
ー
ム
の

ル
ー
ル
は
、
恒
常
的
に
流
動
的
な
状
態
に
あ
り
、
ア
ク
タ
ー
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
を
追
求
し
な
が
ら
、
ゲ
ー
ム
に
か
か
わ
る
こ
と

に
な
る
（O

’D
onnell and S

chm
itter 1986, 

邦
訳 p.35

）。

体
制
移
行
を
め
ぐ
る
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
側
の
ア
ク
タ
ー
と
、
反
体
制
勢
力
側
の
ア
ク
タ
ー
と
い
う
二
種
類

の
ア
ク
タ
ー
が
少
な
く
と
も
存
在
す
る
。
実
際
に
は
、
権
威
主
義
体
制
側
も
反
体
制
側
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
ク
タ
ー
が
一
人
な
い
し
一
つ
の

集
団
の
み
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
入
り
混
じ
っ
て
、
自
ら
の
正
統
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
に

関
係
す
る
利
益
の
獲
得
を
目
指
し
て
闘
争
を
繰
り
広
げ
る
。
と
き
に
は
、
物
理
的
な
暴
力
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
相
互
作
用
が
な
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
権
威
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
が
実
現
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
と
は
異
な

る
他
の
権
威
主
義
体
制
へ
の
移
行
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
が
再
び
勢
力
を
盛
り
返
し
、
民
主
化

を
要
求
す
る
勢
力
を
抑
圧
し
、
以
前
よ
り
も
権
威
主
義
的
な
支
配
を
強
化
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
移
行
の
段
階
に
お
い
て
は
、

ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
は
不
明
で
あ
り
、
不
確
実
性
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

民
主
化
と
い
う
政
治
現
象
を
移
行
段
階
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
る
と
、
移
行
の
成
功
は
民
主
化
の
成
功
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
民
主
化
は
、
移
行
段
階
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
続
く
民
主
主
義
の
定
着
段
階
ま
で
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

四
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⑵
　
民
主
主
義
の
定
着
段
階

民
主
主
義
の
定
着
に
関
し
て
、
リ
ン
ス
（Juan J. L

inz

）
と
ス
テ
パ
ン
（A
lfred S

tepan

）
は
、
民
主
主
義
へ
の
移
行
の
完
了
と
、
定
着

し
た
民
主
主
義
と
を
区
別
し
、
次
の
よ
う
に
移
行
の
完
了
を
表
現
し
て
い
る
。
民
主
主
義
へ
の
移
行
は
、
選
出
さ
れ
た
政
府
を
つ
く
り
出

す
政
治
的
な
手
続
き
に
つ
い
て
十
分
な
同
意
が
あ
り
、
自
由
な
普
通
選
挙
の
直
接
的
な
結
果
に
よ
り
政
府
が
権
力
の
座
に
就
任
し
、
こ
の

政
府
が
事
実
上
、
一
連
の
新
し
い
政
策
を
つ
く
る
権
威
を
有
し
、
新
し
い
民
主
主
義
に
よ
っ
て
生
じ
た
執
行
権
・
立
法
権
・
司
法
権
が
、

法
律
上
、
他
の
諸
機
関
と
権
力
を
共
有
す
る
必
要
が
な
い
と
き
に
完
了
す
る
（L

inz and S
tepan 1996, p.3, 

邦
訳 p.21

）。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由
化
と
民
主
化
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
由
化
は
民
主
化
な
く
し
て
も
成
り
立
つ
の
に
対
し
、
民
主
化

は
自
由
化
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
自
由
化
を
ふ
ま
え
て
民
主
化
が
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
体
制
移
行
の
段
階
に
お
い
て
は
、
複
数
政

党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
現
が
一
つ
の
敷
居
（threshold

）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
政
権
獲
得
を
め
ぐ
り
複
数
の
政
党
が
競
合

し
た
り
、
自
由
選
挙
が
行
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
な
自
由
化
の
具
体
的
な
姿
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
選
挙
を
や
れ
ば
事
足
り
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（S

nyder 2000

）。
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
い
う
「
選
挙
至
上
主
義
者

の
誤
謬
」
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、「
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
は
移
行
が
完
了
し
て
い
な

い
最
も
一
般
的
な
事
例
は
、
か
つ
て
支
配
者
で
あ
っ
た
軍
部
が
直
接
的
に
は
政
権
を
放
棄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
広
範
な
特
権
を
も
っ
て

い
る
た
め
、
民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
政
府
が
法
的
に
も
主
権
者
で
は
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
（L

inz and S
tepan 1996, p.4, 

邦
訳 

p.22

）」。
か
り
に
権
威
主
義
体
制
が
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
し
た
と
し
て
も
、
移
行
が
完
了
し
た
と
は
安
易
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

表
面
的
な
移
行
で
は
な
く
、
移
行
後
の
民
主
主
義
体
制
の
中
身
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
体
制
の
中
身
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
判
断
し
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て
か
ら
、
よ
う
や
く
移
行
が
完
了
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
層
的
に
民
主
化
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
り
、
民
主
化
の
次
の
段
階
と
し
て
、
民
主
主
義
の
定
着
へ
と
進
む
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
中
身
に
焦
点
が
移
る
こ
と
で
も
あ
る
。

民
主
主
義
の
定
着
と
は
、
民
主
主
義
が
「
街
で
唯
一
の
ゲ
ー
ム
」
と
な
る
よ
う
な
政
治
的
状
況
を
意
味
し
て
い
る
（L

inz and S
tepan 

1996, p.5, 

邦
訳 p.24

）。
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
の
定
着
は
、
人
々
の
行
動
、
態
度
、
制
度
（
憲
法
）
と
い
う
三
つ
の

次
元
を
結
び
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
人
々
の
行
動
や
態
度
と
い
っ
た
非
制
度
的
な
側
面
と
と
も
に
、
憲
法
の
よ
う
な
制
度
的
な
側
面
に
お

い
て
も
民
主
主
義
が
広
く
行
き
渡
り
、
浸
透
す
る
こ
と
が
定
着
で
あ
る
。

こ
こ
で
挙
げ
た
三
つ
の
次
元
に
お
い
て
、
民
主
主
義
が
定
着
し
な
い
場
合
に
は
、
民
主
化
の
失
敗
に
つ
な
が
る
。
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン

に
よ
る
三
つ
の
次
元
の
説
明
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
成
功
し
た
場
合
に
は
、
民
主
主
義
が
定
着
し
た
こ
と
に
な
り
、

民
主
化
の
成
功
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
以
下
の
内
容
に
沿
わ
な
い
場
合
に
は
、
失
敗
事
例
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。

行
動
の
次
元
か
ら
み
る
と
、
あ
る
領
域
に
お
け
る
民
主
主
義
体
制
は
、
次
の
よ
う
な
と
き
に
定
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
的
、
社
会

的
、
経
済
的
、
政
治
的
、
制
度
的
な
ア
ク
タ
ー
が
、
非
民
主
主
義
的
な
体
制
を
創
造
し
た
り
、
国
家
か
ら
分
離
す
る
た
め
に
暴
力
に
頼
っ

た
り
外
国
の
介
入
に
頼
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
目
的
達
成
の
た
め
に
重
要
な
資
源
を
使
用
し
な
い
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

態
度
の
次
元
か
ら
み
る
と
、
民
主
主
義
的
な
体
制
は
、
次
の
よ
う
な
と
き
に
定
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
世
論
の
大
多
数
が
、
民
主
主
義

的
な
手
続
き
や
制
度
を
、
社
会
に
お
け
る
集
団
生
活
を
始
め
る
の
に
最
適
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
も
つ
と
き
や
、
反
シ
ス
テ
ム
的

な
選
択
肢
へ
の
非
常
に
少
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
多
少
な
り
と
も
民
主
主
義
を
支
持
す
る
勢
力
か
ら
孤
立
し
て
い
た
り
す
る
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。

制
度
（
憲
法
）
の
次
元
で
み
る
と
、
民
主
主
義
的
な
体
制
は
、
次
の
よ
う
な
と
き
に
定
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
も
非
政
府
勢
力
も
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ま
た
、
国
家
の
領
域
の
至
る
と
こ
ろ
で
、
新
た
な
民
主
主
義
の
過
程
で
つ
く
ら
れ
た
特
定
の
法
律
、
手
続
き
、
制
度
の
範
囲
内
で
対
立
が

解
消
さ
れ
、
そ
れ
が
習
慣
化
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
は
、
定
着
し
た
民
主
主
義
に
は
相
互
に
関
連
す
る
五
つ
の
領
域
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
五
つ
の

領
域
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、
自
由
で
活
力
の
あ
る
市
民
社
会
、
第
二
に
、
相
対
的
に
自
律
的
で
価
値
の
あ
る
政
治
社

会
、
第
三
に
、
市
民
の
自
由
や
独
立
し
た
結
社
の
活
動
の
法
的
保
証
を
確
実
に
す
る
法
の
支
配
、
第
四
に
、
新
し
い
民
主
的
政
府
に
よ
っ

て
有
用
な
国
家
官
僚
制
、
第
五
に
、
制
度
化
さ
れ
た
経
済
社
会
で
あ
る
（L

inz and S
tepan 1996, p.7, 

邦
訳 p.27

）。
こ
れ
ら
は
相
互
に
関

連
し
補
強
し
合
う
存
在
と
さ
れ
、
民
主
主
義
が
定
着
す
る
に
は
、
五
つ
の
領
域
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
つ
く
り
だ
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
。

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
は
、
国
家
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
つ
の
形
態
で
あ
り
、
現
代
の
民
主
主
義
体
制
は
、
国
家
の
存
在
な
し
で
は

定
着
し
得
な
い
（L

inz and S
tepan 1996, p.7, 

邦
訳 p.26

）。
彼
ら
が
意
識
的
に
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
か
、
そ
れ
と

も
単
に
「
統
治
」
と
い
う
意
味
合
い
程
度
に
使
用
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
民
主
主
義
の
定
着
に
は
五
つ
の
領
域
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
文
脈
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
が
使
っ
た
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
用
語
は
、
単
に
「
統
治
」
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

国
家
の
統
治
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え
る
と
、
政
府
を
は
じ
め
と
す
る
統
治
機
関
が
主
た
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
狭
義

に
考
え
る
と
、
彼
ら
が
挙
げ
た
五
つ
の
領
域
の
う
ち
で
、
政
治
社
会
や
国
家
官
僚
制
が
含
ま
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
法
の
支
配
が
含
ま
れ

る
程
度
で
あ
る
。
広
義
に
捉
え
て
も
、
政
治
社
会
、
国
家
官
僚
制
、
法
の
支
配
に
加
え
、
せ
い
ぜ
い
市
民
社
会
が
含
ま
れ
る
程
度
で
あ
る
。

た
だ
し
、
市
民
社
会
が
統
治
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
存
の
数
多
く
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
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が
実
現
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
経
済
社
会
も
挙
げ
ら
れ
、
五
つ
す
べ
て
の
領
域
が
相
互
に
関
連
し
、
す
べ
て
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
点
か
ら
、
リ

ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
使
っ
た
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
用
語
は
、
狭
義
の
「
統
治
」
で
は
な
く
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る

意
味
で
の
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
３
）

。
た
と
え
ば
、
彼
ら
の
説
明
を
ふ
ま
え
る
と
、
定
着
し
た
民
主
主
主
義
で

み
ら
れ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
既
存
の
統
治
機
構
に
よ
る
一
方
的
な
支
配
で
は
な
く
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し
て
共
治
な
い
し
協
治
を

行
う
こ
と
が
受
容
さ
れ
て
お
り
、
制
度
的
に
も
非
制
度
的
に
も
そ
れ
が
根
づ
い
て
い
る
状
態
を
指
す
。

民
主
主
義
の
定
着
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
と
も
関
連
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
民
主
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現
す
る
。
た
と
え
ば
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
「
組
織
が
目
的
を
設
定
す
る
と
き
の
意
思
決
定
と
、
そ
の
運
営
を
規
律
す
る
仕
組
み
（
曽
根
二
〇
一
一
、p.21

）」
と
定
義

す
る
と
、
ま
さ
に
民
主
主
義
が
「
街
で
唯
一
の
ゲ
ー
ム
」
と
な
っ
て
い
る
状
況
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
効
い
て
い
る
場
面
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
に
関
す
る
議
論
で
は
、
既
存
の
体
制
が
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
す
る
ま
で
を
対
象
と
し
て
お
り
、
あ
く
ま

で
民
主
主
義
と
し
て
識
別
で
き
る
か
否
か
が
論
点
と
な
っ
て
い
た
（
４
）

。
移
行
段
階
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
移
行
後
に

直
ち
に
民
主
的
な
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
規
律
の
仕
組
み
が
順
調
に
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
規
律
の
仕
組
み
が
存
在

す
る
か
否
か
さ
え
不
確
実
な
段
階
で
あ
り
、
移
行
期
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
主
義
の
定
着
段
階
で
は
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
議
論
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
民
主
的
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機

能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
民
主
主
義
が
定
着
す
る
の
は
、
民
主
化
が
成
功
し
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン

ス
と
の
か
か
わ
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー

民
主
化
が
成
功
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー
と
い
う
二
つ
の
点
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
民
主
化
の
段
階
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
民
主
化
の
段
階
と
い
う
判
断
基
準
は
、
時
間
軸
を
意
味
す
る
。
時
間

軸
は
、
あ
る
国
家
の
民
主
化
に
向
け
た
一
連
の
動
き
に
お
い
て
、
ど
の
時
点
に
注
目
す
れ
ば
、
民
主
化
が
成
功
し
た
と
い
え
る
の
か
を
判

断
す
る
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
。

民
主
化
の
段
階
は
、
大
別
す
る
と
、
体
制
の
移
行
段
階
と
民
主
主
義
の
定
着
段
階
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
各
段
階
は
、
細

分
化
さ
れ
る
。
移
行
段
階
は
、
ま
ず
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
が
も
つ
正
統
性
の
低
下
、
次
に
、
権
威
主
義
体
制
の
崩
壊
、
そ
れ
に
と
も

な
う
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
ま
で
を
含
む
。
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
を
具
体
的
な
政
治
的
出
来
事
で
表
現
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
複

数
政
党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
施
が
挙
げ
ら
れ
る
。

続
く
民
主
主
義
の
定
着
段
階
は
、
ま
ず
、
二
回
目
以
降
の
定
期
的
な
選
挙
の
実
施
、
次
い
で
、
選
挙
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
の
領

域
だ
け
に
限
ら
ず
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
け
る
民
主
主
義
の
定
着
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
の
領
域
に
関
し
て
は
、
リ
ン
ス
と
ス

テ
パ
ン
に
よ
る
民
主
主
義
の
定
着
に
関
連
し
た
五
つ
の
領
域
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
治
だ
け
で
な
く
、
法
律
、
経
済
な
ど

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
民
主
主
義
が
定
着
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
民
主
主
義
の
定
着
後
に
、
た
と
え
ば
、
民
主
主
義
の
質
が
問
わ
れ
た
り
、
不
断
の
民
主
化
が
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
先
進

民
主
主
義
国
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
絶
え
ず
発
生
し
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た
り
す
る
と
し
て
も
、
民
主
化
研
究

と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
民
主
化
の
段
階
は
、
ひ
と
ま
ず
、
民
主
主
義
の
定
着
ま
で
が
一
つ
の
区
切
り
と
な
る
。

四
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し
た
が
っ
て
、
民
主
化
の
段
階
は
、
大
別
す
る
と
、
体
制
の
移
行
段
階
と
民
主
主
義
の
定
着
段
階
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、

各
段
階
は
、
さ
ら
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
移
行
段
階
は
、
①
既
存
の
権
威
主
義
体
制
が
も
つ
正
統
性
の
低
下
、
②
権
威
主
義
体
制

の
崩
壊
、
③
複
数
政
党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
施
に
分
け
ら
れ
る
。
民
主
主
義
の
定
着
段
階
は
、
①
二
回
目
以
降
の
定
期
的
な
選
挙

の
実
施
、
②
政
治
の
領
域
を
は
じ
め
、
他
の
領
域
も
含
ん
だ
民
主
主
義
の
定
着
で
あ
る
。

民
主
化
の
成
否
を
判
断
す
る
際
に
注
目
す
べ
き
も
う
一
つ
の
点
は
、
ア
ク
タ
ー
の
存
在
で
あ
る
。
一
連
の
民
主
化
過
程
に
か
か
わ
る
ア

ク
タ
ー
は
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
登
場
し
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
相
互
作
用
す

る
か
に
よ
っ
て
、
民
主
化
の
成
否
は
異
な
っ
て
く
る
（
５
）

。

体
制
移
行
が
成
功
す
る
か
否
か
は
、
旧
体
制
の
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
と
、
新
た
な
民
主
主
義
体
制
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
民
主
化
勢
力

の
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
と
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ア
ク
タ
ー
間
の
力
関
係
に
よ
っ
て
、
移
行
の
成
否
が

決
ま
っ
て
く
る
。
オ
ド
ネ
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
移
行
論
は
、
移
行
段
階
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
役
割
に
注
目
し
、
そ
こ

で
の
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
を
重
視
し
た
。
確
か
に
、
移
行
論
が
ア
ク
タ
ー
中
心
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
移
行
段
階
は
、

ア
ク
タ
ー
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ア
ク
タ
ー
次
第
で
民
主
化
の
行
方
が
影
響
さ
れ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

民
主
主
義
の
定
着
段
階
に
お
い
て
も
ア
ク
タ
ー
の
存
在
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
移
行
後
、
民
主
主
義
が
定
着
す
る
に
は
、
民
主

主
義
が
街
で
唯
一
の
ゲ
ー
ム
と
な
る
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、
ゲ
ー
ム
に
か
か
わ
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
。
多
様
な
ア
ク

タ
ー
が
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
受
容
す
る
こ
と
で
、
ゲ
ー
ム
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
移
行
に
せ

よ
定
着
に
せ
よ
、
ア
ク
タ
ー
の
存
在
に
目
を
向
け
、
ア
ク
タ
ー
に
焦
点
を
絞
る
意
義
は
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
主
化
の
失
敗
事
例
を
考
え

る
際
も
、
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
民
主
主
義
が
定
着
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ク
タ
ー
の
動
向
に
目
を
向
け
る

四
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必
要
が
あ
る
。

次
に
、
民
主
化
の
過
程
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が

登
場
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
1
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
既
存
の
権
威
主
義

体
制
に
お
け
る
支
配
者
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
勢
力
（
い
わ

ば
、
民
主
化
勢
力
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
反
体
制
勢
力
）
と
に
主
要
な

ア
ク
タ
ー
を
二
分
で
き
る
。
体
制
派
と
反
体
制
派
と
い
う
二

分
法
で
あ
る
。

体
制
派
の
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
支
配
者
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
、
長
期
に
わ
た
り
独
裁
的
な
支
配
を
続
け
て
き
た

大
統
領
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
に
も
体
制
派
に
は
、
政
府

の
高
官
を
は
じ
め
、
軍
部
や
警
察
が
含
ま
れ
る
。
と
き
に
は

大
統
領
の
私
兵
な
ど
も
存
在
す
る
。

反
体
制
派
は
、
既
存
の
体
制
に
反
対
し
、
新
た
な
民
主
主

義
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
勢
力
で
あ
る
が
、
民
主
化
勢

力
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
一
括
り
に
す
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
。
民
主
化
を
要
求
し
て
、
抗
議
行
動
を
行
っ
て
い
る
際

表 １　民主化の二つの段階と二種類の主要アクター

民主化の段階
主要アクター

体制派 反体制派

体制移行

民主主義の定着

表 ２　民主化の段階とアクターの類型

民主化の段階

アクター

支
配
者

軍
部
政
党
反
体
制
派

外
部
そ
の
他

体制移行

権威主義体制の正統性の低下

権威主義体制の崩壊

第四回目の自由選挙

民主主義の定着
第四回目以降の自由選挙

定着

四
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は
、
学
生
や
知
識
人
、
一
般
の
大
衆
な
ど
が
体
制
に
反
対
す
る
こ
と
で
一
緒
に
行
動
し
、
民
主
化
の
推
進
を
共
通
目
標
と
し
て
い
る
と
し

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
や
価
値
観
は
本
来
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
反
体
制
勢
力
を
一
枚
岩
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
が
結
集
す
る
こ
と
で
反
体
制
派
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
既
存
の
体
制
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
民
主
化
運
動
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
被
支
配
層
だ
け
が
反
体
制
派
に
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
体
制
派
に
属
す
政
府
高

官
や
、
軍
部
、
警
察
な
ど
か
ら
反
体
制
派
へ
と
立
場
を
変
え
る
人
々
が
み
ら
れ
、
し
ば
し
ば
民
主
化
勢
力
の
強
化
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ

る
。そ

れ
以
外
に
も
、
民
主
化
の
推
進
と
い
う
点
か
ら
一
国
の
民
主
化
に
か
か
わ
り
を
も
つ
よ
う
な
外
部
ア
ク
タ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
外
部
ア
ク
タ
ー
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
民
主
化
支
援
を
行
う
国
際
機
関
や
外
国
政
府
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
国
際
連
合
、
欧
州
連
合
、
各
国
政
府
、
半
官
半
民
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
民
間
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
外
国
の
政
党
や
政
党
財
団
な
ど
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
も
の
以
外
に
、
事
例
ご
と
に
特
異
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
教

会
が
民
主
化
を
推
進
す
る
ア
ク
タ
ー
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
宗
教
団
体
が
一
定
程
度
の
役
割
を
果
た
す
ア
ク
タ
ー
と
な
る
場

合
も
あ
る
。
ま
た
、
国
に
よ
っ
て
は
、
国
王
な
ど
の
貴
族
が
民
主
化
の
成
否
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
類
型

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
そ
の
他
」
の
ア
ク
タ
ー
と
い
う
位
置
づ
け
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
民
主
化
に
お
け
る
主
要
な
ア
ク
タ
ー
に
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
支
配
者
、
軍
部
、
政
党
、
民

主
化
勢
力
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
反
体
制
派
、
外
部
ア
ク
タ
ー
、
そ
の
他
の
ア
ク
タ
ー
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
民
主
化
と
い
う
政
治
現
象

は
、
不
確
実
性
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
最
初
の
段
階
で
登
場
し
た
ア
ク
タ
ー
が
後
々
ま
で
み
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
初
期
に
お
い
て

は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
最
後
ま
で
続
く
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
逆
に
、
あ
る
と
き
か
ら
急
速
に
存
在
感

四
四
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を
増
し
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
ア
ク
タ
ー
も
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
体
制
移
行
の
段
階
に
お
い
て
は
、
主
役
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
定
着
段
階
で

は
、
端
役
と
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
し
、
そ
の
逆
の
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
民
主
化
の
段
階
ご
と
に
登
場
す
る
ア
ク
タ
ー
が
異
な
る
可

能
性
も
あ
る
。

民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー
と
の
か
か
わ
り
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
表
2
で
は
、
縦
軸
に
民
主
化
の
段
階
を
示
し
、
横
軸
に
多
様
な

ア
ク
タ
ー
を
配
列
し
た
。
た
と
え
ば
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
の
正
統
性
が
低
下
す
る
段
階
に
お
い
て
、
体
制
側
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
最

高
権
力
者
で
あ
る
支
配
者
が
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
体
制
派
が
体
制
の
正
統
性
を
傷
つ
け
る
こ
と
に

成
功
し
、
台
頭
し
得
た
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
反
体
制
派
の
存
在
が
み
ら
れ
る
。

各
国
の
事
例
を
個
別
に
注
目
し
て
い
け
ば
明
ら
か
に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
軍
部
が
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

政
党
が
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
オ
ド
ネ
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
移
行
論
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
体
制
派
内

部
に
お
い
て
、
ハ
ト
派
と
タ
カ
派
と
い
う
よ
う
に
、
勢
力
が
分
裂
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
同
様
に
、
反
体
制
派
も
一
枚
岩
で
あ
る
と
は

限
ら
ず
、
ハ
ト
派
と
タ
カ
派
な
ど
の
区
分
が
必
要
に
な
る
場
合
も
あ
る
（O

’D
onnell and S

chm
itter 1986, 

邦
訳 pp.54-58

）。

つ
ま
り
、
民
主
化
の
段
階
ご
と
に
主
要
な
ア
ク
タ
ー
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
移
行
段
階
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
ア
ク

タ
ー
が
民
主
主
義
の
定
着
段
階
で
も
中
心
的
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
事
例
ご
と
で
も
異
な
り
、
あ
る

国
で
は
、
移
行
段
階
で
軍
部
が
主
要
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
別
の
あ
る
国
で
は
、
軍
部
が
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
た
と
え
ば
、

宗
教
団
体
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。

民
主
化
の
成
功
や
失
敗
に
関
し
て
は
、
各
段
階
で
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
す
る
か
に
よ
り
、
成
否
が
左
右
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
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体
制
移
行
の
段
階
の
う
ち
既
存
の
権
威
主
義
体
制
の
正
統
性
が
低
下
し
た
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
、
軍
部
と
反
体
制
勢
力
と
が
協
力
す
る

こ
と
に
よ
り
、
急
速
に
体
制
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
成
功
事
例
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
、

権
威
主
義
体
制
の
正
統
性
が
低
下
し
て
も
、
軍
部
が
体
制
側
の
立
場
を
と
り
続
け
た
り
、
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
影
響
力
を
ほ
と
ん
ど
も
た

な
い
場
合
に
、
軍
部
は
、
民
主
化
の
成
功
へ
と
つ
な
が
る
役
割
を
果
た
す
と
い
う
よ
り
も
、
失
敗
へ
つ
な
が
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
民
主
化
の
成
否
を
考
え
る
際
に
は
、
考
慮
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
い

論
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
各
国
事
例
を
比
較
す
る
際
に
も
、
ど
の
よ
う
な
分
析
の
枠
組
み
を
構
築
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
視
点

を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

４　

民
主
化
の
成
否
に
か
か
わ
る
要
因

か
く
し
て
、
民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー
と
い
う
点
か
ら
、
民
主
化
の
成
功
や
失
敗
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
、
民
主
化
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
の
あ
る
要
因
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
経
済
成
長
が
民
主
化
の
成
否
に
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
（
６
）

。
民
主
化
と
経
済
成
長
と
の
関
連
に
注

目
し
た
の
は
、
古
く
は
リ
プ
セ
ッ
ト
（S

eym
our M

. L
ipset

）
の
議
論
に
代
表
さ
れ
る
（L

ipset 1959

）。
リ
プ
セ
ッ
ト
は
、
民
主
主
義
と

経
済
的
発
展
段
階
が
関
連
し
て
い
る
と
い
う
点
を
、
富
、
工
業
化
、
教
育
、
都
市
化
と
い
う
四
つ
の
指
標
を
用
い
て
説
明
し
た
。
彼
に
よ

四
三



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
四
三
八
）

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
指
標
に
よ
り
、
民
主
主
義
の
水
準
が
高
い
国
と
低
い
国
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
プ
セ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
四
つ
の
指
標
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
数
値
が
い
ず
れ
も
高
い
場
合
は
、
民
主
主
義
の
水
準
が
高
い
国
と
さ
れ
、

数
値
が
低
い
場
合
に
は
、
民
主
主
義
の
水
準
が
低
い
国
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
民
主
化
と
経
済
成
長
と
は
関
連
し
て
お
り
、
民
主
化

に
は
経
済
成
長
が
欠
か
せ
な
い
と
さ
れ
、
民
主
化
の
失
敗
と
経
済
成
長
の
失
敗
と
が
併
せ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

民
主
化
と
経
済
成
長
に
関
し
て
は
、
実
際
に
み
ら
れ
た
各
国
の
民
主
化
と
も
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
両
者
の
関

連
性
が
確
実
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
誰
も
が
納
得
で
き
る
よ
う
な
結
論

が
導
き
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
未
解
決
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
点
は
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
が
い
う
「
国
家
性
（stateness

）」
の
問
題
に
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
の
国
家
に
お
い
て
、
複
数
の
民
族
が
存
在
す
る
場
合
に
、
い
か
に
多
民
族
の
共
存
を
図
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
か
つ
て
レ
イ

プ
ハ
ル
ト
（A

rend L
ijphart

）
が
論
じ
た
よ
う
に
（L

ijphart 1984; L
ijphart 1999

）、
政
治
制
度
に
よ
っ
て
多
民
族
共
存
が
実
現
す
れ
ば

い
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
が
描
い
た
よ
う
に
上
手
く
は
い
か
な
い
。
多
民
族
国
家
に
お
い
て
は
、
民
族
対
立
な
い
し

民
族
紛
争
が
原
因
と
な
り
、
民
主
化
に
失
敗
す
る
事
例
が
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
多
民
族
国
家
に
お
け
る
民
主
化
が
す
べ
て
失
敗
に
終
わ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
し
、
多
民
族
の
存
在
が
民
主
主
義
に
と
っ

て
負
の
影
響
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
、
多
民
族
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
民
族
間
の
対
立
や
紛
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
や
す
く
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
民
主
化
が
進
展
し
な
か
っ
た
り
、
民
主
主
義
が
定
着
し
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
脆
弱
な
民
主
主
義
し
か
根
づ
か
な

か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
き
に
は
、
激
し
い
民
族
紛
争
が
発
生
し
、
民
主
化
と
は
逆
の
方
向
へ
と
進
む
場
合
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
多
民
族
共
存
の
成
否
が
民
主
化
の
成
否
と
も
か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
見
方
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
事
例
を
念
頭
に

四
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置
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
し
、
引
き
続
き
今
後
も
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
民
主
化
と
多
民

族
共
存
の
問
題
に
関
し
て
、
万
能
な
方
策
は
存
在
せ
ず
、
少
し
で
も
実
現
可
能
な
解
決
方
法
が
模
索
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

多
民
族
共
存
へ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
、
制
度
工
学
に
よ
る
対
応
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
民
主
化
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な
政
治
制
度
を

採
用
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
民
主
化
の
成
否
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
（
７
）

。
た
と
え
ば
、
大
統
領
制
は
、
大
統
領
が
強
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
で
迅
速
な
決
定
作
成
や
政
策
の
実
施
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
き
に
は
、
独
裁
的
な
権
力
行
使
が

顕
在
化
す
る
。
民
主
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
、
大
統
領
に
権
力
が
集
中
し
た
こ
と
で
、
民
主
主
義
の
質
が
問
わ
れ
た
り
、

民
主
化
の
揺
り
戻
し
が
危
惧
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

民
主
化
に
際
し
、
大
統
領
制
を
導
入
す
る
か
、
そ
れ
と
も
議
院
内
閣
制
を
導
入
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
民
主
主
義
の
特
徴
は
大

き
く
異
な
っ
て
く
る
。
民
主
化
の
成
功
事
例
に
お
い
て
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
制
度
に
よ
る
正
の
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、

制
度
を
受
け
入
れ
る
土
壌
な
い
し
政
治
文
化
が
存
在
し
得
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
化
の
失
敗
事
例
は
、
新

し
い
制
度
が
馴
染
ま
ず
、
結
果
的
に
、
逆
機
能
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

民
主
化
の
失
敗
事
例
を
思
い
起
こ
す
と
、
民
主
化
後
に
大
統
領
制
を
導
入
し
た
が
、
軍
部
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
、
独
裁
的
な
大
統
領
が

誕
生
し
、
民
主
化
が
進
展
し
な
か
っ
た
事
例
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
統
領
制
が
民
主
化
と
馴
染
ま
な
い
と
か
、
大
統
領
制
が
民
主
主
義

の
定
着
に
と
っ
て
は
阻
害
要
因
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
先
進
民
主
主
義
諸
国
に
お
い
て
、
大
統
領
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
一

目
瞭
然
で
あ
る
し
、
他
方
に
お
い
て
、
民
主
主
義
と
は
い
え
な
い
国
に
お
い
て
も
議
院
内
閣
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
選
挙
制
度
も
重
要
な
政
治
制
度
の
一
つ
で
あ
る
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
ま
ず
、
多
数
代
表
制
か
、
そ
れ
と
も
比
例
代
表
制
か

と
い
う
代
表
制
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
し
、
他
に
も
、
小
選
挙
区
制
か
、
そ
れ
と
も
大
選
挙
区
制
か
と
い
う
選
挙
区
制
の
問
題
も
挙
げ
ら

四
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れ
る
。
ど
の
よ
う
な
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
か
に
よ
っ
て
、
民
意
の
反
映
の
程
度
や
、
政
権
の
形
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
た
め
、

各
国
の
実
情
に
見
合
っ
た
制
度
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
多
民
族
国
家
に
お
い
て
、
小
選
挙
区
制
を
導
入
し
た
場
合
に
は
、
選
挙
区
割
り
に
も
関
連
す
る
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代

表
が
選
出
さ
れ
に
く
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
多
数
派
の
専
制
が
常
態
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
多
民
族
の
平

和
的
な
共
存
が
困
難
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
多
民
族
国
家
で
は
、
比
例
代
表
制
を
採
用
し
、
多
党
制
を
尊
重
し
、
連
立
政

権
に
よ
る
政
権
運
営
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
民
主
化
と
い
う
政
治
現
象
の
特
徴
は
、
一
つ
の
こ
と
が
原
因
と
な
り
成
功
が
も
た
ら
さ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
、
失
敗
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
複
合
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
成
功
や
失
敗
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
本
稿
で
は
、
民
主
化
の
段
階
と
い
う
時
間
軸
、
各
段
階
に
お
い
て
登
場
し
役
割
を
果
た
す
ア
ク
タ
ー
、
さ
ら
に
、
経
済
成
長
、
国
家

性
、
政
治
制
度
な
ど
の
要
因
を
取
り
扱
っ
た
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
が
い
く
つ
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（Inform

ation and C
om

m
unications T

echnology

）
が
体
制
移
行
の
段
階
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
や
、
民
主
化

支
援
の
多
様
な
形
態
な
ど
は
、
民
主
化
の
成
否
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
世
界
各
国
に
お
け
る
民
主
化
の
事
例
が
増
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
民
主
化
の
成
功
や
失
敗
を
考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
は
蓄
積
さ
れ
続
け
る
。
何
が
成
功
の
決
め
手
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は

何
が
失
敗
の
原
因
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
常
に
情
報
を
精
査
し
、
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
い
え
る
こ
と
で
あ
る

が
、
民
主
化
の
成
功
と
失
敗
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
条
件
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
に
も
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
） 

民
主
化
の
段
階
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（B

aloyra 1987, S
venson 
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1991; S
ørensen 2008

）。

（
２
） 

一
九
八
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
四
巻
か
ら
な
る
彼
ら
の
共
編
著
は
、「
不
確
実
な
民
主
主
義
に
関
す
る
暫
定
的
な
結
論
」
と
さ
れ
る
彼
ら
二
人
の

執
筆
個
所
の
み
翻
訳
さ
れ
、
我
が
国
で
も
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
三
巻
で
示
さ
れ
た
議
論
も
、
そ
の
後
の
民
主
化
研
究
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
（O

’D
onnell and S

chm
itter 1986

）。

（
３
） 

「
ガ
バ
ナ
ン
ス
（governance

）」
の
定
義
に
関
し
て
は
、
非
常
に
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（B

evir 

2009

）。
ま
た
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
岩
崎
二
〇
一
一
）。

（
４
） 

こ
こ
で
い
う
「
民
主
主
義
（dem

ocracy

）」
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph A

. S
chum

peter

）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
競
合
的

エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
モ
デ
ル
と
い
う
点
か
ら
民
主
主
義
を
捉
え
る
立
場
を
指
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い

（S
chum

peter 1942; 

曽
根
一
九
八
四;

岩
崎
二
〇
〇
六;

岩
崎
二
〇
〇
七
）。

（
５
） 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
民
主
化
の
パ
タ
ー
ン
と
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
を
検
討
し
た
議
論
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
る
（K

arl 1990

）。

（
６
） 

今
も
な
お
決
着
が
つ
い
た
と
は
い
え
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
主
化
と
経
済
成
長
と
の
間
に
は
、

因
果
関
係
が
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

（
７
） 

政
治
制
度
と
民
主
化
、
あ
る
い
は
政
治
制
度
と
民
主
主
義
に
関
し
て
は
、
民
主
化
の
第
三
の
波
に
お
い
て
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
テ
ー
マ
で
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
岩
崎
二
〇
〇
六
）。
と
り
わ
け
、
同
書
の
第
四
章
に
お
い
て
、
こ

の
点
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
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