
● 

民
主
主
義
体
制
と
イ
ン
ド

　

イ
ン
ド
は
、
一
九
七
五
年
か
ら
七
七

年
ま
で
一
時
独
裁
体
制
に
陥
っ
た
が
、

そ
の
時
期
を
除
け
ば
一
九
四
七
年
の
独

立
以
降
今
日
ま
で
、
基
本
的
に
民
主
主

義
体
制
を
維
持
し
て
い
る
。
民
主
主
義

体
制
は
様
々
に
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
最
小
限
の
定
義
で
あ
る
「
公
正
な

選
挙
に
よ
っ
て
政
府
が
選
ば
れ
る
体

制
」
と
し
て
お
こ
う
。
民
主
主
義
体
制

を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
す
る

と
そ
れ
は
一
般
に
ど
の
よ
う
な
条
件
の

も
と
で
、
存
続
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

プ
シ
ュ
ヴ
ォ
ル
ス
キ
等
は
、
経
済
発

展
と
民
主
主
義
の
関
係
を
統
計
的
に
探

り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
「
民
主
主
義

と
発
展
」（
二
〇
〇
〇
年
）
で
、
民
主

主
義
体
制
の
「
生
存
率
」
は
経
済
発
展

レ
ベ
ル
が
高
い
ほ
ど
高
く
、
逆
に
貧
困

な
国
で
は
民
主
主
義
体
制
は
脆
弱
で
崩

壊
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
見
い
だ

し
た
。
ま
た
複
雑
な
民
族
構
成
を
持
つ

ほ
ど
民
主
主
義
で
あ
れ
権
威
主
義
で
あ

れ
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
と

し
た
。
ま
た
ホ
ー
ル
の
研
究
（
二
〇
〇

九
）
は
、
民
主
主
義
体
制
は
経
済
的
不

平
等
性
が
高
い
国
ほ
ど
脆
弱
で
あ
る
こ

と
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
経
済

的
に
後
進
的
で
不
平
等
性
も
甚
だ
し

く
、
民
族
的
に
も
極
め
て
複
雑
な
イ
ン

ド
が
長
年
民
主
主
義
を
維
持
し
て
き
た

こ
と
は
非
常
に
ま
れ
な
例
で
あ
る
と
い

う
。
い
わ
ば
イ
ン
ド
は
一
般
的
な
常
識

か
ら
す
れ
ば
例
外
的
な
民
主
主
義
体
制

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
論
そ

し
て
イ
ン
ド
例
外
論
は
、
イ
ン
ド
が
民

主
主
義
体
制
を
長
年
維
持
し
て
き
た
と

い
う
事
実
を
前
に
、
一
笑
に
付
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ

う
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
の

植
民
地
支
配
の
特
質
か
ら
、
独
立
時
に

は
比
較
的
に
安
定
し
た
政
党
政
治
が
既

に
存
在
し
、
ま
た
、
中
央
、
州
レ
ベ
ル

で
も
一
定
の
経
験
を
積
ん
だ
議
会
制
や

官
僚
制
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
比
較
的

に
安
定
し
た
形
で
民
主
主
義
体
制
が
船

出
し
得
た
。
し
か
し
、
様
々
な
形
で
の

不
安
定
性
、
歪
み
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

露
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
態
と

し
て
民
主
主
義
体
制
は
イ
ン
ド
に
お
い

て
「
自
然
に
」
存
続
し
続
け
る
た
め
に

は
脆
弱
で
矛
盾
が
多
く
、
い
わ
ば
様
々

な
点
で
ハ
ン
デ
ィ
を
抱
え
、
矛
盾
を
抱

え
た
体
制
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

● 

イ
ン
ド
民
主
主
義
体
制
の
限
界

と
適
応
進
化

　

そ
の
よ
う
な
矛
盾
が
露
呈
し
た
典
型

的
な
例
は
一
九
七
五
年
か
ら
七
七
年
ま

で
続
い
た
「
非
常
事
態
宣
言
」
に
よ
る

民
主
主
義
の
停
止
で
あ
る
。
そ
れ
は
経

済
危
機
な
ど
様
々
な
要
素
が
そ
の
背
景

に
あ
る
が
、
民
主
主
義
体
制
の
脆
弱
性

に
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
も
っ
と
も
こ
の
強
権
的
体
制
は
短

期
間
に
民
主
主
義
体
制
に
復
帰
し
た

が
。
ま
た
、
ム
ス
リ
ム
が
住
民
の
多
数

を
占
め
パ
キ
ス
タ
ン
と
領
有
権
が
争
わ

れ
て
い
る
カ
シ
ミ
ー
ル
地
域
に
お
け
る

強
権
的
支
配
、
北
東
部
の
分
離
主
義
に

対
す
る
抑
圧
な
ど
国
家
統
合
と
民
族
自

決
の
原
理
の
矛
盾
の
解
消
に
も
、
民
主

主
義
体
制
は
必
ず
し
も
有
効
に
働
い
て

い
る
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
、
社
会

に
眼
を
向
け
て
み
る
と
、
独
立
後
半
世

紀
を
経
て
も
カ
ー
ス
ト
、
宗
教
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
、
そ
し
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に

よ
る
差
別
や
格
差
の
解
消
な
ど
に
有
効

に
対
処
し
て
き
た
か
ど
う
か
、
判
断
に

苦
し
む
面
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
疎
外
さ
れ
劣
悪
な
地
位
に
押
し
と

ど
め
ら
れ
て
い
る
部
族
民
の
間
で
「
ナ

ク
サ
ラ
イ
ト
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
極
左

運
動
に
よ
る
武
力
闘
争
が
広
が
る
傾
向

に
あ
る
の
も
そ
の
例
と
考
え
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
す
る
と

民
主
主
義
体
制
と
は
そ
の
時
々
の
社
会

的
に
優
勢
で
数
的
に
優
位
な
特
定
階
層

の
支
配
を
正
統
化
す
る
だ
け
の
制
度
で

し
か
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑

問
が
つ
き
ま
と
う
。
イ
ン
ド
の
民
主
主

義
体
制
は
社
会
の
構
造
的
な
諸
問
題
を

解
決
す
る
能
力
に
様
々
な
問
題
や
限
界

が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

し
か
ら
ば
こ
の
よ
う
な
恒
常
的
な

「
逆
境
」
の
中
で
も
民
主
主
義
体
制
が

比
較
的
に
安
定
し
て
存
続
し
て
い
る
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
理
由
は

上
述
の
ご
と
き
歴
史
的
経
緯
の
故
に
、

インド民主主義体制の
ゆくえ

̶挑戦と変容

特 集

特
集
に
あ
た
っ
て近

藤
則
夫

2アジ研ワールド・トレンド No.194 （2011. 11）



会
議
派
⑴

を
中
心
と
す
る
政
党
政
治
、

連
邦
制
、
議
会
制
度
と
選
挙
制
度
、
官

僚
制
な
ど
か
ら
な
る
包
摂
的
で
、か
つ
、

ぎ
こ
ち
な
い
な
が
ら
も
社
会
的
変
化
に

対
応
で
き
る
民
主
主
義
体
制
が
独
立
の

時
点
で
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
そ

の
よ
う
な
体
制
が
今
日
ま
で
の
歴
史
的

展
開
の
中
で
、
政
治
社
会
的
変
化
に
適

応
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
た
こ
と
で
あ

る
。

　

い
く
つ
か
の
例
を
述
べ
る
。
ま
ず
、

連
邦
制
は
歪
な
州
の
境
界
を
再
調
整
し

て
、
一
九
五
六
年
に
は
原
則
的
に
言
語

を
単
位
と
し
た
州
へ
再
編
成
さ
れ
、
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
と
基
本
的
行
政
単
位
＝
州

の
不
一
致
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、

カ
ー
ス
ト
制
度
で
最
下
層
に
置
か
れ
差

別
さ
れ
て
き
た
旧
不
可
触
民
（
指
定

カ
ー
ス
ト
）
や
部
族
民
（
指
定
部
族
）

に
は
選
挙
、
あ
る
い
は
、
行
政
機
関
や

高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
彼
ら
専
用
の

「
留
保
」
枠
が
憲
法
制
定
時
に
は
既
に

制
度
化
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
留
保
枠

の
仕
組
み
は
旧
不
可
触
民
や
部
族
民
で

は
な
い
が
社
会
的
教
育
的
に
同
じ
よ
う

に
後
進
的
な
「
そ
の
他
の
後
進
階
級
」

に
も
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
ま
ず

州
レ
ベ
ル
で
適
用
さ
れ
、
一
九
九
三
年

に
は
中
央
政
府
レ
ベ
ル
で
も
適
応
さ
れ

た
。
一
方
、
人
々
の
よ
り
身
近
な
民
主

主
義
で
あ
る
地
方
自
治
に
関
し
て
は

「
パ
ン
チ
ャ
ー
ヤ
ト
制
度
」
と
呼
ば
れ

る
開
発
機
能
に
力
点
を
お
い
た
地
方
自

治
制
度
が
一
九
九
三
年
に
憲
法
改
正
で

全
国
的
に
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
改
正
で

注
目
す
べ
き
は
女
性
へ
一
／
三
の
議
席

が
留
保
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
女
性
の

政
治
進
出
に
よ
り
封
建
的
な
農
村
社
会

に
お
け
る
そ
の
地
位
向
上
が
期
待
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
政
党
政
治
に
眼
を
向
け
て
み

る
と
、
左
翼
の
イ
ン
ド
共
産
党
か
ら
、

右
翼
の
大
衆
連
盟
（
一
九
八
〇
年
以
降

「
イ
ン
ド
人
民
党
」）
ま
で
幅
広
い
政
治

勢
力
が
民
主
主
義
体
制
の
中
で
位
置
を

与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
で

あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
七
年
に
は
、

ケ
ー
ラ
ラ
州
の
州
議
会
選
挙
で
イ
ン
ド

共
産
党
は
過
半
数
近
く
の
議
席
を
獲
得

し
政
権
の
座
に
つ
い
た
が
、
そ
れ
は
世

界
で
初
め
て
選
挙
で
選
ば
れ
た
共
産
党

政
権
で
あ
っ
た
⑵

。
同
政
権
は
農
民
組

織
や
労
働
組
合
を
通
じ
る
激
し
い
政
治

動
員
を
行
う
こ
と
で
急
進
的
変
革
を
目

指
し
た
が
会
議
派
中
央
政
権
の
介
入
を

受
け
て
二
年
後
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
一
九
七
七
年
に
西
ベ
ン
ガ
ル

州
州
議
会
選
挙
で
政
権
を
獲
得
し
た
イ

ン
ド
共
産
党
（
マ
ル
ク
ス
主
義
）
を
中

心
と
す
る
左
翼
戦
線
政
府
は
、
ネ
オ
リ

ベ
ラ
ル
な
経
済
発
展
と
い
う
大
き
な
流

れ
に
適
応
で
き
ず
敗
北
を
喫
し
た
本
年

二
〇
一
一
年
五
月
の
州
議
会
選
挙
ま

で
、州
政
権
を
担
当
し
て
い
る
。
一
方
、

大
衆
連
盟
／
イ
ン
ド
人
民
党
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
民
族
主
義
を
と
な
え
る
政
党
で

あ
り
、
し
ば
し
ば
宗
派
暴
動
に
つ
な
が

る
扇
動
政
治
を
行
っ
て
き
た
政
党
で
あ

る
が
故
に
、
会
議
派
は
じ
め
中
道
諸
政

党
が
警
戒
し
て
き
た
政
党
で
あ
る
。
し

か
し
、
イ
ン
ド
人
民
党
も
一
九
九
〇
年

代
か
ら
他
党
と
の
連
合
の
た
め
過
激
な

主
張
を
自
制
し
一
九
九
八
年
に
は
中
央

で
政
権
を
獲
得
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
左
右
の

政
党
は
議
会
政
治
と
選
挙
制
度
を
通
じ

て
イ
ン
ド
の
民
主
主
義
体
制
に
適
応
し

て
き
た
と
い
う
、
点
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
民
主
主

義
体
制
は
様
々
な
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら

適
応
進
化
し
て
い
る
体
制
で
あ
る
。
そ

の
行
方
を
展
望
す
る
た
め
に
は
、
従
っ

て
、
そ
れ
が
抱
え
込
ん
で
い
る
様
々
な

問
題
や
矛
盾
の
構
造
、
そ
し
て
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
の
か
、

的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
本
特
集
は
そ
の
理
解
の
た
め
に
編

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
こ
ん
ど
う　

の
り
お
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

南
ア
ジ
ア
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
注
》

⑴ 

イ
ン
ド
国
民
会
議
派
（Indian 

N
ational Congress

）。
一
八
八
五

年
設
立
。
独
立
運
動
の
中
心
的
役
割

を
担
い
、
独
立
時
に
は
Ｊ
・
ネ
ル
ー

を
首
相
と
し
て
政
権
を
担
当
。

⑵ 

同
党
は
一
九
六
四
年
に
内
部
対
立
か

ら
イ
ン
ド
共
産
党
と
イ
ン
ド
共
産
党

（
マ
ル
ク
ス
主
義
）
に
分
裂
す
る
。

後
者
の
方
が
よ
り
左
翼
的
で
か
つ
勢

力
が
大
き
い
。
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