
　

専
制
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
ま
で

を
測
る
基
準
を
設
け
て
、
各
国
の
政
治

体
制
に
ス
コ
ア
を
つ
け
た
ポ
リ
テ
ィ
Ⅳ

と
呼
ば
れ
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
が
あ
る
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
世
界
中
の
国
の
政

治
体
制
を
便
宜
的
に
民
主
主
義
、
中
間

タ
イ
プ
、
専
制
体
制
の
三
つ
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
国
の
数
が
ど
の
よ

う
に
推
移
し
た
か
を
図
に
あ
ら
わ
し
て

み
た
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
独
立
に

よ
る
国
の
数
の
増
加
と
比
例
し
て
専
制

体
制
の
割
合
が
増
え
た
が
、
そ
の
後
、

専
制
体
制
の
割
合
は
一
九
八
〇
年
前
後

を
ピ
ー
ク
と
し
て
減
少
傾
向
を
見
せ
、

民
主
主
義
体
制
が
急
速
に
増
加
し
て
い

る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
民
主
化
の
「
第

三
の
波
」
で
あ
る
。

　

発
展
途
上
国
の
多
く
が
こ
の
民
主
化

の
波
で
民
主
主
義
体
制
を
持
つ
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
新
し
く
生
ま
れ
た

民
主
主
義
体
制
は
必
ず
し
も
安
定
的
で

は
な
い
。選
挙
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、

結
果
を
め
ぐ
っ
て
暴
力
的
な
抗
争
が
発

生
す
る
事
例
は
数
え
切
れ
な
い
。
民
主

主
義
的
手
続
で
選
出
さ
れ
た
政
権
を
転

覆
す
る
ク
ー
デ
タ
も
消
滅
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
民
主
主
義
制
度
自
体
が
、
不

正
に
よ
っ
て
機
能
し
な
か
っ
た
り
、
操

作
さ
れ
た
り
、
と
い
う
こ
と
も
珍
し
い

話
で
は
な
い
。
西
欧
、
北
米
の
古
い
民

主
主
義
に
比
べ
て
、
途
上
国
の
新
し
い

民
主
主
義
が
不
安
定
な
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
そ
う
し
た
新
し
い
民
主
主
義

が
安
定
化
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件

が
必
要
だ
ろ
う
か
。

●
社
会
経
済
構
造
と
エ
リ
ー
ト
の

分
裂

　

民
主
化
し
た
国
々
の
政
治
的
安
定
の

議
論
は
、
そ
れ
ま
で
途
上
国
政
治
研
究

の
中
心
的
な
関
心
だ
っ
た
民
主
化
の
議

論
の
延
長
に
置
か
れ
て
い
る
。
民
主
化

の
理
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
二
つ
の
大
き

な
流
れ
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
社
会
経

済
的
な
構
造
の
変
化
が
重
要
だ
と
考
え

る
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
権
力
エ
リ
ー

ト
の
分
裂
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

社
会
経
済
的
な
構
造
の

変
化
が
民
主
化
を
引
き
起

こ
す
と
い
う
の
は
、
広
く

一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
議
論
だ
ろ
う
。
な
か

で
最
も
一
般
的
な
の
が
、

経
済
発
展
す
る
に
つ
れ
て

増
大
し
た
中
間
層
が
民
主

化
を
進
め
る
、
と
い
う
説

明
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
近

代
化
論
」と
も
呼
ば
れ
る
。

も
っ
と
も
、
中
間
層
が
な

ぜ
民
主
化
を
進
め
る
の
か

に
つ
い
て
は
、
価
値
観
や

利
益
重
視
な
ど
い
く
つ
か

の
異
な
る
説
明
の
仕
方
が

あ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
社
会
経
済
的
な

構
造
の
変
化
が
民
主
化
を

も
た
ら
す
と
い
う
議
論
を
前
提
と
す
る

と
、
民
主
主
義
の
安
定
も
そ
の
延
長
で

説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

民
主
化
を
実
現
し
た
社
会
経
済
的
構
造

の
継
続
、
す
な
わ
ち
、
民
主
化
を
支
え

た
中
間
層
が
民
主
化
後
も
大
き
な
政
治

的
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
い
れ
ば
、
民

主
主
義
が
安
定
す
る
と
い
う
説
明
の
仕

方
で
あ
る
。
中
間
層
を
中
心
と
し
た
市

民
社
会
の
存
在
と
民
主
主
義
の
安
定
を

結
び
つ
け
る
議
論
も
こ
う
し
た
了
解
か

ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
間
層
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図　政治体制別に見た国の数の推移（1946-2009）

（注）専制体制（Polityスコア：－10～－4）、中間タイプ（Polityスコア：－3～3）、
民主主義（Polityスコア：4～10）。

（出所）Polity IVをもとに筆者作成。
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の
成
長
と
経
済
発
展
に
は
相
関
関
係
が

あ
る
の
で
、
経
済
発
展
と
民
主
化
の
間

に
相
関
関
係
が
確
認
さ
れ
れ
ば
近
代
化

論
を
証
明
で
き
た
こ
と
に
な
る
と
考
え

て
、
統
計
的
な
手
法
で
検
証
を
試
み
る

研
究
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
こ
う

し
た
検
証
で
は
、
経
済
的
に
発
展
し
た

国
の
民
主
主
義
が
安
定
的
だ
と
い
う
理

解
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の

の
、
経
済
発
展
に
従
っ
て
民
主
化
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ

て
い
る
。

　

一
方
、
エ
リ
ー
ト
内
の
対
立
が
民
主

化
の
契
機
だ
と
考
え
る
流
れ
も
あ
る
。

専
制
的
な
政
治
体
制
を
維
持
す
べ
き
と

考
え
る
強
硬
派
と
、
野
党
と
妥
協
し
て

あ
る
程
度
の
政
治
的
自
由
化
は
や
む
を

得
な
い
と
考
え
る
穏
健
派
の
対
立
が
起

こ
る
と
、
結
局
、
そ
れ
が
政
治
的
自
由

化
を
進
め
、
さ
ら
に
は
民
主
化
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。

エ
リ
ー
ト
中
心
の
民
主
化
の
説
明
に
基

づ
け
ば
、
民
主
主
義
の
安
定
も
エ
リ
ー

ト
内
の
諸
グ
ル
ー
プ
の
行
動
に
よ
っ
て

影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
民
主
主
義
体
制
の

も
と
、
そ
う
し
た
エ
リ
ー
ト
の
行
動
を

規
定
す
る
も
の
を
探
し
た
と
き
、
政
治

制
度
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が

政
府
の
形
態
で
あ
る
。
民
主
主
義
体
制

が
崩
壊
す
る
事
例
の
な
か
で
、
大
統
領

制
が
比
較
的
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
民

主
主
義
の
安
定
に
は
議
院
内
閣
制
が
望

ま
し
い
と
す
る
議
論
が
生
ま
れ
た
。
ま

た
、
選
挙
制
度
を
含
め
て
、
多
数
派
と

小
数
派
が
固
定
さ
れ
権
力
か
ら
常
に
除

外
さ
れ
る
政
治
制
度
（
大
統
領
制
と
小

選
挙
区
制
）
よ
り
、
小
数
派
の
影
響
力

を
残
す
合
意
型
の
政
治
制
度
（
議
院
内

閣
制
と
比
例
代
表
制
）
の
ほ
う
が
政
治

の
安
定
に
寄
与
す
る
と
い
う
議
論
も
出

さ
れ
た
。多
数
派
重
視
の
政
治
制
度
は
、

選
挙
の
勝
者
が
権
力
を
独
占
す
る
「
勝

者
総
取
り
」
の
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
が

権
力
者
と
野
党
の
対
立
を
先
鋭
化
さ
せ

て
政
治
を
不
安
定
化
さ
せ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

●
均
衡
と
し
て
の
民
主
主
義

　

社
会
構
造
的
な
要
因
や
、
エ
リ
ー
ト

の
行
動
と
そ
れ
を
規
定
す
る
政
治
制
度

に
よ
る
議
論
は
、
説
明
の
レ
ベ
ル
と
し

て
は
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
と
い
う
違
い
が

あ
る
も
の
の
、
民
主
化
後
に
安
定
化
し

た
国
と
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
国
の
事
例

を
観
察
し
、
そ
こ
で
得
た
事
実
か
ら
抽

象
化
を
行
い
理
論
を
導
き
出
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
的
な
事
実
か

ら
理
論
を
編
み
出
し
て
い
く
手
法
を
帰き

納の
う

法ほ
う

と
呼
ぶ
。
帰
納
法
で
出
さ
れ
た
説

明
は
直
感
的
な
理
解
に
馴
染
む
し
、
実

際
、
社
会
構
造
的
な
説
明
、
エ
リ
ー
ト

の
相
互
作
用
に
よ
る
説
明
は
い
ず
れ
も

妥
当
性
の
高
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
で
、
帰
納
的
な
方
法
は
理
論
の

立
て
方
が
現
実
の
後
追
い
と
な
り
、
ロ

ジ
ッ
ク
の
切
れ
と
い
う
点
で
は
や
や
甘

く
な
る
傾
向
も
あ
る
。
社
会
構
造
や
エ

リ
ー
ト
中
心
の
説
明
に
対
し
て
、
よ
り

ロ
ジ
ッ
ク
の
一
貫
性
を
重
視
し
、
理
論

を
精
緻
化
さ
せ
る
議
論
が
近
年
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
民

主
主
義
が
安
定
す
る
状
態
を
均
衡

（
ゲ
ー
ム
理
論
で
言
う
と
こ
ろ
の
ナ
ッ

シ
ュ
均
衡
）と
と
ら
え
る
理
論
で
あ
る
。

こ
の
理
論
は
、
誰
も
が
当
た
り
前
と
考

え
る
前
提
か
ら
論
理
を
つ
め
て
い
き
理

論
を
作
り
挙
げ
る
演
繹
的
な
方
法
に

従
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。

　

均
衡
と
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
状
況

か
ら
誰
も
離
脱
し
た
い
と
思
わ
な
い
状

態
を
指
す
。
誰
も
離
脱
し
た
く
な
い
と

考
え
る
の
は
、
そ
の
状
況
か
ら
離
れ
る

と
そ
こ
で
得
て
い
る
利
得
（
利
益
）
が

少
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
民
主
主

義
が
均
衡
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
民
主
主
義
の
手
続
、
制
度
か
ら

離
脱
し
て
し
ま
う
と
、
そ
う
し
た
行
為

を
行
っ
た
者
が
現
状
よ
り
低
い
利
得
し

か
得
ら
れ
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
。

　

有
力
な
政
治
勢
力
が
民
主
主
義
か
ら

離
脱
し
た
い
と
考
え
る
か
ど
う
か
は
、

ゲ
ー
ム
理
論
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
ゲ
ー
ム
理
論
と
は
、
そ
こ

で
行
動
す
る
人
や
集
団
（
こ
れ
を
一
般

に
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
呼
ぶ
）
が
、
相
互
の

関
係
の
な
か
で
ど
う
い
っ
た
行
動
を
取

る
か
を
考
え
る
道
具
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム

の
基
礎
と
な
る
の
は
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
、

戦
略
の
選
択
肢
、
利
得
の
構
造
の
三
つ

で
あ
る
。
実
は
、
先
に
紹
介
し
た
社
会

経
済
構
造
や
エ
リ
ー
ト
主
体
の
民
主
主

義
の
安
定
の
理
論
は
、
こ
の
ゲ
ー
ム
の

三
つ
の
構
成
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
議

論
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
経
済
構
造
は
、
そ
も
そ
も
誰
が
プ

レ
ー
ヤ
ー
と
な
る
か
と
い
う
問
題
に
関

わ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
利
得
構
造
を
プ
レ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
与

え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
い

る
。
ま
た
、
エ
リ
ー
ト
主
体
の
政
治
制

度
に
注
目
し
た
議
論
は
、
プ
レ
ー
ヤ
ー

を
特
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
プ
レ
ー

ヤ
ー
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
行
動
の
選
択

肢
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
の
意
味
で
、
均
衡
と
し
て
の
民

主
主
義
と
い
う
ゲ
ー
ム
理
論
を
援
用
し

た
理
論
化
の
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
の
議

論
を
統
合
し
、
よ
り
整
理
し
た
形
で
理

論
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
。

　

均
衡
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
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議
論
は
、
民
主
主
義
が
「
内
生
的
」
に

維
持
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
示
す
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
あ
る
制
度
が
維
持

さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
制
度
か
ら
プ

レ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
離
れ
な
い
よ
う
に
第

三
者
が
強
制
す
る
と
い
う
方
法
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
外
生
的
」
に
制
度

の
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
交
通
ル
ー
ル
を
守
ら
せ
る
の
に
警

察
の
取
締
り
を
用
い
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
民
主
主
義
制
度
の
場

合
は
そ
の
罰
を
与
え
る
外
的
な
存
在
が

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
司
法
は
そ
う
し
た

役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
司
法
の
判
断
さ
え
も
プ
レ
ー

ヤ
ー
た
ち
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
方
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
相
互
の
関

係
の
な
か
で
、
制
度
を
守
る
こ
と
が
そ

れ
ぞ
れ
の
利
得
を
高
め
る
か
ら
皆
が
従

う
、
と
い
う
説
明
は
、
制
度
を
強
制
的

に
機
能
さ
せ
る
外
的
存
在
が
な
い
と
こ

ろ
で
制
度
の
維
持
を
説
明
す
る
の
に
適

し
て
い
る
。
こ
の
と
き
重
要
な
の
は
、

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
得
る
利
得
が
特
定
の
時

点
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
点
で

あ
る
。
一
時
的
に
暴
力
を
使
っ
て
権
力

を
得
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
う
し
た

形
で
獲
得
し
た
権
力
に
は
正
統
性
が
な

い
の
で
権
力
基
盤
が
弱
く
な
り
、
そ
の

後
の
権
力
の
維
持
が
難
し
い
、
と
か
、

今
、
敗
者
の
座
に
甘
ん
じ
て
い
て
も
将

来
的
に
は
勝
利
す
る
見
込
み
が
高
い
な

ど
、
将
来
的
に
期
待
さ
れ
る
利
得
も
計

算
に
入
れ
て
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
行
動
を
決

定
す
る
。
ゲ
ー
ム
に
関
係
す
る
プ
レ
ー

ヤ
ー
同
士
の
行
動
と
そ
れ
に
基
づ
い
て

得
ら
れ
る
利
得
で
制
度
遵
守
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
完
結
し
て
い
る
の
で
、「
内
生

的
」
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
な
る
。

　

内
生
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ

た
均
衡
と
し
て
民
主
主
義
の
安
定
を
と

ら
え
る
場
合
、
そ
の
均
衡
を
支
え
る
要

と
し
て
二
つ
重
視
さ
れ
る
も
の
が
あ

る
。ひ
と
つ
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
、

も
う
ひ
と
つ
は
調
整
問
題
で
あ
る
。

●
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
の
解
決

　

あ
る
合
意
が
成
立
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
合
意
成
立
後
に
当
事
者
が
一
方

的
に
そ
の
合
意
を
破
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
事
後
的
な
機
会
主
義
的
行
動

が
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
」
と
呼
ば

れ
る
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
が
解
決

さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
人
々
は
合

意
を
形
成
す
る
の
に
躊
躇
す
る
だ
ろ

う
。
ど
う
す
れ
ば
こ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
問
題
を
解
決
で
き
る
の
か
。
重
要
な

の
は
、
事
後
的
な
裏
切
り
行
為
が
あ
っ

た
と
き
に
制
裁
を
課
す
こ
と
が
で
き
、

し
か
も
、
そ
の
制
裁
の
実
行
可
能
性
が

高
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
制
裁
を
相
手
に
対
す
る
脅
威
と
し
て

確
保
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
譲
れ
な
い

事
項
に
つ
い
て
は
関
係
者
の
同
意
が
な

け
れ
ば
変
更
で
き
な
い
、
と
い
う
仕
組

み
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
拒
否

権
の
設
定
と
呼
ぶ
。

　

民
主
主
義
制
度
は
、
拒
否
権
を
持
つ

プ
レ
ー
ヤ
ー
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。

専
制
体
制
に
お
い
て
は
権
力
者
が
一
方

的
に
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
権
力
者
の
横
暴
な
行
動
に
対
し
、

市
民
が
蜂
起
し
て
制
裁
を
加
え
、
妥
協

を
引
き
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
制
裁
を
受
け
る
危
機
が

去
れ
ば
、
権
力
者
が
再
び
勝
手
な
行
動

を
取
る
可
能
性
は
常
に
存
在
す
る
。
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
に
よ
り
政
治
は
常

に
不
安
定
な
状
態
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
主
主
義
制
度
が
導

入
さ
れ
る
と
、
権
力
者
は
議
会
や
裁
判

所
な
ど
の
同
意
が
な
け
れ
ば
行
動
で
き

な
い
仕
掛
け
が
仕
組
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
議
会
や
裁
判
所
の
拒
否
権
が
無
視

さ
れ
た
場
合
、
市
民
が
蜂
起
し
て
権
力

者
に
制
裁
を
与
え
る
こ
と
が
確
実
で
あ

れ
ば
、
権
力
者
は
拒
否
権
に
従
い
恣
意

的
な
行
為
を
控
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、民
主
主
義
制
度
が
進
展
し
、

権
力
者
が
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
選
出
さ
れ
た
権
力
者

が
恣
意
的
な
行
動
を
取
っ
た
場
合
、
再

選
が
難
し
く
な
っ
て
権
力
を
失
う
と
い

う
制
裁
を
受
け
る
。民
主
主
義
制
度
が
、

市
民
に
と
っ
て
は
権
力
者
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
問
題
を
解
決
す
る
保
障
と
な
る

し
、
権
力
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
あ
ら

か
じ
め
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
を
解
決

す
る
制
度
を
確
保
す
る
こ
と
で
市
民
の

信
頼
を
獲
得
し
、
自
ら
の
権
力
を
安
定

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
問
題
解
決
に
よ
っ
て
安
定
し
た
政

治
を
獲
得
す
る
こ
と
自
体
が
権
力
者
と

市
民
双
方
の
利
得
を
引
き
上
げ
る
こ
と

に
な
り
、
ど
ち
ら
も
民
主
主
義
制
度
か

ら
離
脱
し
よ
う
と
思
わ
な
く
な
る
。
こ

う
し
て
民
主
主
義
制
度
が
均
衡
と
し
て

成
立
す
る
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

●
調
整
問
題
の
解
決

　

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
の
解
決
が
均

衡
と
し
て
の
民
主
主
義
の
基
礎
で
あ
る

と
す
る
と
、
つ
ぎ
の
重
要
な
問
題
が
浮

き
上
が
っ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
権
力
者

が
市
民
か
ら
制
裁
を
受
け
る
可
能
性
が

低
け
れ
ば
、
拒
否
権
を
他
者
に
与
え
る

必
要
が
な
い
。
特
に
、
問
題
な
の
は
、

市
民
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
様
々
な
タ
イ

プ
の
個
人
、
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
て
、
統
一
し
た
行
動
を
取
る
の
が

難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
権
力
者
の
恣
意

的
な
行
動
が
、
市
民
の
な
か
の
特
定
の

集
団
に
対
し
て
だ
け
不
利
益
を
も
た
ら

6アジ研ワールド・トレンドNo.190 （2011. 7）



す
場
合
、
直
接
不
利
益
を
被
ら
な
い

人
々
は
わ
ざ
わ
ざ
権
力
者
に
対
抗
す
る

よ
う
な
行
動
に
は
参
加
し
な
い
だ
ろ

う
。
市
民
が
バ
ラ
バ
ラ
で
参
加
者
が
限

定
さ
れ
、
市
民
の
蜂
起
と
い
う
制
裁
の

効
果
が
十
分
確
保
で
き
な
い
な
ら
ば
、

結
局
、
制
裁
を
加
え
る
行
動
自
体
が
発

生
し
な
い
。
こ
れ
を
市
民
間
の
「
調
整

問
題
」
と
呼
ぶ
。
制
裁
が
有
効
な
効
果

を
持
ち
民
主
主
義
が
維
持
さ
れ
る
に

は
、
権
力
者
が
特
定
の
集
団
に
対
し
侵

害
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
直
接
に
侵
害

の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
人
々
で
も
、

将
来
的
に
別
の
形
で
自
ら
侵
害
を
被
る

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
、
制
裁
行
動

に
参
加
す
る
よ
う
な
条
件
が
整
う
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
将
来
的
に

侵
害
行
為
が
よ
り
広
範
に
及
ぶ
か
ど
う

か
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
基
準
が
共
有

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
権

力
者
の
侵
害
が
そ
こ
に
関
わ
っ
た
場

合
、
そ
れ
が
警
報
と
な
り
市
民
の
協
調

が
生
み
出
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
基
準

点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
準
点
は

フ
ォ
ー
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る
。

一
方
、
権
力
者
の
側
に
し
て
み
れ
ば
、

こ
の
フ
ォ
ー
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
が
明
確

に
存
在
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
を
侵
害
す

る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
察
知
す

る
こ
と
に
な
り
、
侵
害
行
為
を
制
限
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
結
果
と
し
て
民

主
主
義
制
度
が
安
定
化
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
フ
ォ
ー
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
を

提
供
す
る
の
は
、
伝
統
的
に
は
、
市
民

の
人
権
を
保
障
し
た
権
利
章
典
で
あ
っ

た
。
近
年
の
民
主
化
に
お
い
て
も
、
民

主
化
後
の
憲
法
が
そ
う
し
た
フ
ォ
ー
カ

ル
・
ポ
イ
ン
ト
を
提
供
し
て
い
る
か
ど

う
か
が
重
要
に
な
る
。
新
し
い
民
主
主

義
に
お
い
て
重
要
な
フ
ォ
ー
カ
ル
・
ポ

イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
が
選
挙
で
あ

る
。
権
力
者
が
選
挙
を
実
施
し
な
い
、

あ
る
い
は
選
挙
に
よ
っ
て
敗
北
し
な
が

ら
も
権
力
の
座
か
ら
降
り
な
い
、
と

い
っ
た
行
為
は
、
市
民
間
の
調
整
問
題

を
解
決
し
て
、
制
裁
行
為
を
引
き
起
こ

す
き
っ
か
け
と
な
る
。選
挙
は
さ
ら
に
、

社
会
に
お
い
て
誰
が
多
数
の
支
持
を
受

け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
情
報
を
明

ら
か
に
し
、
権
力
者
と
市
民
そ
れ
ぞ
れ

が
と
る
行
動
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も

た
ら
す
の
か
に
つ
い
て
の
予
測
を
容
易

に
す
る
。

　

ま
た
、
フ
ォ
ー
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
と

は
別
に
、
市
民
間
に
い
わ
ゆ
る
「
社
会

関
係
資
本
」（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
）
が
あ
る
こ
と
が
、
民
主
主
義
の

安
定
に
重
要
だ
と
い
う
議
論
も
あ
る
。

社
会
関
係
資
本
と
は
市
民
間
で
協
調
す

る
規
範
・
価
値
観
を
指
す
が
、
こ
れ
が

調
整
問
題
を
解
決
す
る
効
果
を
持
つ
た

め
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
新
し
い
民
主
主
義
の
安
定
の
カ
ギ

　

均
衡
と
し
て
の
民
主
主
義
を
基
本
と

し
て
考
え
て
み
る
と
、
新
し
い
民
主
主

義
が
不
安
定
な
の
は
、
主
要
な
政
治
勢

力
が
、民
主
主
義
制
度
に
従
う
よ
り
も
、

民
主
主
義
制
度
か
ら
離
脱
し
た
行
動
を

取
る
ほ
う
が
高
い
利
得
を
得
ら
れ
る
と

計
算
し
て
い
る
た
め
と
理
解
で
き
る
。

選
挙
に
負
け
て
も
そ
の
結
果
を
受
け
入

れ
ず
、
示
威
行
動
な
ど
に
よ
っ
て
権
力

を
奪
取
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
権
力
の

座
に
い
る
の
と
い
な
い
の
と
で
得
ら
れ

る
利
得
の
差
が
極
め
て
高
い
か
ら
だ
ろ

う
。「
政
治
の
賞
金
」
と
呼
ば
れ
る
権

力
者
の
得
る
利
得
は
、
権
力
か
ら
派
生

す
る
レ
ン
ト
が
大
き
い
政
治
シ
ス
テ
ム

の
場
合
、当
然
大
き
く
な
る
。
他
に
も
、

選
挙
不
正
が
は
び
こ
る
場
合
、
真
の
多

数
派
が
誰
か
に
つ
い
て
情
報
が
歪
め
ら

れ
、
選
挙
敗
者
が
本
当
は
自
分
た
ち
が

多
数
派
で
あ
る
と
考
え
て
制
度
に
従
わ

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、

社
会
の
亀
裂
が
激
し
い
と
か
、
ク
ラ
イ

ア
ン
タ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
市
民
が
分
断

さ
れ
、
調
整
問
題
を
解
決
で
き
な
い
社

会
に
お
い
て
は
、
権
力
者
の
恣
意
的
な

行
為
も
拡
大
し
、
そ
れ
が
民
主
主
義
を

徐
々
に
形
骸
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

　

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
や
調
整
問
題

の
解
決
を
果
た
す
よ
う
な
制
度
を
確
立

し
て
均
衡
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
、
新
し

い
民
主
主
義
が
安
定
す
る
カ
ギ
だ
と
し

て
も
、
そ
れ
は
な
か
な
か
意
図
し
て
作

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
い
民
主
主
義

が
経
験
し
て
き
た
よ
う
に
、
新
し
い
民

主
主
義
に
お
い
て
も
、
政
治
の
ゲ
ー
ム

が
繰
り
返
さ
れ
、
均
衡
と
し
て
制
度
遵

守
が
選
択
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ

と
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。

（
か
わ
な
か　

た
け
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

《
参
考
文
献
》

●�

川
中　

豪
［
二
〇
〇
九
］「
新
興
民

主
主
義
の
安
定
を
め
ぐ
る
理
論
の
展

開
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
五
〇
巻
一

二
号
、
五
五
―
七
五
ペ
ー
ジ
。

7

どうすれば民主主義は安定するのか？
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