
　

一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
、
世
界
の

多
く
の
地
域
を
席
巻
し
た
「
民
主
化
の

波
」
は
、
世
紀
の
変
わ
り
目
に
は
い
わ

ゆ
る
政
党
主
導
型
の
権
威
主
義
体
制

（
台
湾
・
メ
キ
シ
コ
）
を
飲
み
込
み
、

い
ま
や
、
民
主
化
の
鬼
門
と
さ
れ
て
き

た
中
東
諸
国
の
独
裁
政
権
を
も
突
き
崩

そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
南
欧
、

南
米
、
旧
ソ
連
・
東
欧
諸
国
な
ど
先
発

の
民
主
化
諸
国
で
は
、政
治
的
に
は「
民

主
主
義
の
定
着
」
が
半
ば
所
与
と
さ
れ

る
な
か
で
、
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
に

本
格
化
し
た
新
自
由
主
義
の
波
は
、
こ

れ
ら
の
国
だ
け
で
な
く
、
世
界
を
「
格

差
と
不
平
等
の
時
代
（
参
考
文
献
⑤
）」

へ
と
連
れ
戻
し
た
。
こ
う
し
た
時
代
の

変
化
へ
の
ひ
と
つ
の
政
治
的
適
応
が
、

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
現
象
の
世

界
的
な
広
ま
り
は
ま
さ
に
こ
う
し
た

「
民
主
化
の
波
」
を
必
要
条
件
と
し
、

ま
た
往
々
に
し
て
そ
れ
が
新
自
由
主
義

政
策
の
導
入
（
入
口
）
と
そ
れ
へ
の
反

動
（
出
口
）
と
い
う
局
面
で
生
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
実
際
ど
こ

ま
で
「
現
代
で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政

治
家
が
珍
し
く
な
い
ば
か
り
か
、
む
し

ろ
そ
う
で
あ
る
の
が
当
た
り
前
の
時
代

を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
（
参
考
文
献

⑥
：
八
―
九
）」
と
言
え
る
の
か
は
依

然
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
や
国
で
、
社
会
経

済
的
発
展
の
度
合
い
や
統
治
形
態
の
相

違
に
関
わ
ら
ず
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
親

和
性
な
「
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の

個
人
主
義
化
」
が
ま
す
ま
す
進
ん
で
い

る
と
さ
れ
る
一
方
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

不
確
実
な
時
代
の
な
か
で
市
民
（
被
治

者
）
の
側
で
も
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
誘

惑
」
に
陥
り
が
ち
な
状
況
が
生
じ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
は
な

い
だ
ろ
う
。

●
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
現
在

　

か
つ
て
政
治
学
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と

い
え
ば
、
先
進
国
で
は
一
九
世
紀
末
の

ア
メ
リ
カ
、
ま
た
途
上
国
で
は
二
〇
世

紀
半
ば
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
が
想
起
さ

れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
「
古
典
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
は
、
そ

れ
が
生
じ
る
社
会
経
済
的
な
構
造
と
密

接
に
関
連
し
、
概
し
て
、
社
会
正
義
や

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
唱
導
す
る
指
導
者

が
、
労
働
・
福
祉
政
策
な
ど
に
よ
っ
て

階
級
横
断
的
な
支
持
を
獲
得
し
、
そ
れ

を
テ
コ
に
政
治
革
新
や
国
家
主
導
型
の

開
発
を
推
進
す
る
よ
う
な
政
治
の
あ
り

方
と
し
て
捉
え
ら
れ
た（
参
考
文
献
②
：

一
）。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
後
半
に
冷

戦
構
造
が
崩
壊
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場

の
拡
大
に
伴
っ
て
新
自
由
主
義
が
世
界

へ
と
伝
播
す
る
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く

し
て
、
古
典
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
政

策
理
念
や
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
が
大

き
く
異
な
っ
た
（
往
々
に
し
て
全
く
逆

の
）「
ネ
オ
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
世

間
の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
る
。
日

本
で
も
、
小
泉
政
権
の
成
立
を
機
に
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
語
が
た
び
た
び
人
口

に
膾か
い

炙し
ゃ

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
近
の
世

界
的
な
政
治
ト
レ
ン
ド
を
鑑
み
れ
ば
、

ネ
オ
・
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
流
れ
を
汲
む

政
権
（
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ル
コ
ジ
、
イ
タ

リ
ア
の
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
な
ど
）
か
ら

古
典
的
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
呼
び
う
る
そ

れ
（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
チ
ャ
ベ
ス
、
エ
ク

ア
ド
ル
の
コ
レ
ア
な
ど
）
ま
で
、
い
ま

や
新
旧
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
入
り
混

じ
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
生
じ
る

社
会
経
済
的
な
文
脈
の
違
い
や
、
そ
こ

で
唱
導
さ
れ
る
言
説
や
対
応
策
の
多
様

性
を
反
映
し
、
こ
れ
を
扱
う
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
論
の
方
も
時
を
経
て
、
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
と
い
う
現
象
を
特
定
の
社
会
経
済

構
造
や
支
持
基
盤
ま
た
は
政
策
内
容
と

い
っ
た
も
の
か
ら
は
切
り
離
し
、
特
定

の
状
況
に
あ
る
政
治
指
導
者
（
ら
）
に

よ
る
一
種
の
政
治
手
法
／
ス
タ
イ
ル
と

し
て
理
解
す
る
方
向
へ
と
変
化
し
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
理
解
か
ら
す
る
と
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
、
概
し
て
既
存
の
政

党
シ
ス
テ
ム
の
周
辺
部
や
そ
の
外
部
か

ら
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
し
て
現
れ

る
政
治
指
導
者
（
ら
）
が
、政
治
を
友
・

上
谷
直
克

「
民
主
政
治
の
試
金
石
」
と
し
て
の

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

特 集
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敵
二
項
対
立
に
還
元
す
る
よ
う
な
言
説

を
唱
導
し
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ

て
賛
同
者
を
鼓
舞
し
、
選
挙
や
街
頭
に

動
員
す
る
た
め
の
政
治
手
法
／
ス
タ
イ

ル
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
（
参
考
文

献
④
、
⑨
）。

　

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
政
治
指
導
者
ら

に
よ
る
手
法
／
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の

「
上
か
ら
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
は
別

に
、「
既
存
の
政
党
や
政
治
勢
力
に
代

表
さ
れ
な
い
人
々
に
よ
る
運
動
（
参
考

文
献
⑥
：
六
六
）」
と
し
て
の
「
下
か

ら
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」が
想
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
昨
今
の
ネ
オ
・
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
「
下

か
ら
の
動
き
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
む
し
ろ
、
上
か
ら
の
リ
ー
ダ
ー
の

政
治
戦
略
に
焦
点
を
合
わ
せ
よ
う
と
す

る
傾
向
が
強（
参
考
文
献
③
：
二
七
八
）」

す
ぎ
る
と
す
る
批
判
や
、
こ
う
し
た
ス

タ
イ
ル
を
重
視
す
る
定
義
は
、
ポ
ピ
ュ

リ
ス
ト
が
動
員
に
使
用
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
組
織
形
態
の
違
い
が
見
え
て
こ
な
い

と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
（
参
考
文
献

⑧
）。
し
か
し
政
治
指
導
者
か
ら
に
せ

よ
運
動
家
か
ら
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
唱

導
す
る
言
説
ま
た
は
世
界
観
が
、
大
衆

の
な
か
に
新
た
な
包
摂
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
喚
起
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
彼
（
女
）
ら
の
政
治
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
引
き
出
し
・
増
幅
す
る
に
不
可
欠
な

要
素
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
く
、
こ

う
し
た
「
リ
ー
ダ
ー
と
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の

相
互
作
用
」
こ
そ
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の

起
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
う
し
た
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」

に
は
、例
え
ば
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る「
庶

民
」
や
、
富
裕
層
に
対
す
る
「
貧
し
き

者
た
ち
」、
少
数
の
既
得
権
者
に
対
す

る
「
疎
外
さ
れ
た
多
数
の
人
び
と
」、

悪
し
き
官
僚
に
対
す
る
「
善
良
な
市

民
」、堕
落
し
た
公
務
員
に
対
す
る
「
勤

勉
な
民
間
人
」、
ま
た
は
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン（
の
脅
威
）に
対
す
る「
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
」
な
ど
多
様
な
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
う
る
。

　

例
え
ば
こ
の
よ
う
な
善
悪
二
元
論
的

な
言
説
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
核
心
と
見

る
Ｋ
・
ホ
ー
キ
ン
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

国
で
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
目
さ
れ
る
政
治

家
の
講
話
や
演
説
を
全
体
論
的
評
価
法

（holistic grading

）
と
呼
ば
れ
る
テ

ク
ス
ト
分
析
の
一
手
法
に
よ
っ
て
測
定

し
、「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
ス
コ
ア
」
と

し
て
点
数
化
し
た
（
参
考
文
献
⑦
：

Chapter. 3

）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
近

年
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
の
平
均
値
は

〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
れ
以
上

で
は
、ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
チ
ャ
ベ
ス
（
一
・

九
）、ボ
リ
ビ
ア
の
モ
ラ
レ
ス（
一
・
六
）、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
メ
ネ
ム
（
〇
・
八
）、

エ
ル
・
サ
ル
バ
ド
ル
の
サ
カ
（
〇
・
六
）、

パ
ラ
グ
ア
イ
の
ド
ゥ
ア
ル
テ
（
〇
・
五
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
他

の
地
域
（
平
均
〇
・
四
四
）
で
は
、
ベ

ラ
ル
ー
シ
の
ル
カ
シ
ェ
ン
コ（
一
・
七
）、

ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
（
一
・
二
）、

イ
ラ
ン
の
ア
フ
マ
デ
ィ
ネ
ジ
ャ
ー
ド

（
一
・
二
）、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ユ
シ
チ
ェ

ン
コ
（
一
・
一
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ア

ロ
ヨ
（
〇
・
五
）
な
ど
が
名
を
連
ね
る
。

●
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
生
じ
る
理
由

　
―
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
実
証
分
析

　

こ
の
よ
う
な
ホ
ー
キ
ン
ス
に
よ
る
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
ス
コ
ア
化
の
試
み
は
、

従
来
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論

の
多
く
が
叙
述
的
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
、
と
き
に
印
象
論
的
に
語
ら
れ
が
ち

で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
れ

だ
け
で
十
分
評
価
に
値
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼

は
、
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
で

半
ば
通
念
と
さ
れ
て
き
た
「
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
が
生
じ
る
理
由
」
を
も
俎
上
に
載

せ
、自
ら
の
作
成
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・

ス
コ
ア
を
従
属
変
数
と
し
て
、
こ
れ
ら

の
「
理
由
」
の
妥
当
性
を
統
計
的
に
検

証
し
た
。

　

例
え
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
発
生
に

つ
い
て
、
旧
来
の
近
代
化
論
は
、
近
代

化
に
伴
う
急
激
な
工
業
化
や
都
市
化
が

「
操
作
さ
れ
や
す
い
大
衆
」
を
多
数
生

み
出
し
、
そ
の
政
治
・
経
済
・
社
会
的

な
包
摂
へ
の
期
待
を
利
用
し
て
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
が
現
れ
る
と
し
、
ま
た
最
近
の

大
衆
社
会
論
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
急

速
な
普
及
と
、
玉
石
混
淆
す
る
情
報
を

取
捨
選
択
し
う
る
大
衆
の
教
育
レ
ベ
ル

と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
そ
の
発
生
の
背
景
に

あ
る
と
指
摘
す
る
。
同
様
に
、
従
属
論

的
な
解
釈
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に

お
け
る
従
属
的
地
位
か
ら
の
脱
却
の
一

手
段
と
し
て
（
輸
入
代
替
工
業
化
志
向

の
）
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
要
請
さ
れ
た
と

し
て
い
る
し
、
ま
た
、
業
績
投
票
モ
デ

ル
と
い
う
、
よ
り
短
期
的
な
要
因
に
着

目
す
る
議
論
で
は
、
と
り
わ
け
伝
統
的

な
政
党
が
主
導
す
る
政
府
の
下
で
の
経

済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
悪
化
こ
そ
が
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
招
来
す
る
と
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
ホ
ー
キ
ン
ス
自
身
が
奉

じ
る
「
規
範
や
モ
ラ
ル
」
に
よ
る
説
明

で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
興
隆
は
、
物

質
的
な
動
機
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
主

主
義
の
ル
ー
ル
の
歪
曲
や
法
の
支
配
の

蹂じ
ゅ
う

躙り
ん

と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
民
主
政

治
シ
ス
テ
ム
の
退
廃
や
汚
職

（corruption

）
に
対
す
る
国
民
の
規

範
的
反
応
の
表
れ
だ
と
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
彼
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
で
重
視
さ
れ
る
要
因
を
、
デ
ー

タ
入
手
が
可
能
な
変
数
へ
と
操
作
化

し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
ス
コ
ア
と
の
相
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関
分
析
や
多
変
数
解
析
を
実
施
す
る
。

例
え
ば
近
代
化
論
に
よ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
発
生
ロ
ジ
ッ
ク
の
検
証
に
は
「
労
組

の
組
織
率
」
や
「
一
五
年
間
で
の
組
織

率
変
動
」
を
、
そ
し
て
大
衆
社
会
論
の

検
証
に
は
「
テ
レ
ビ
の
普
及
率
」、「
報

道
の
自
由
の
程
度
」、「
中
等
教
育
の
就

学
率
」
な
ど
を
代
理
変
数
と
し
て
使
用

す
る
。
ま
た
、
従
属
論
に
は
「
Ｇ
Ｄ
Ｐ

に
占
め
る
外
国
直
接
投
資
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
）

×
一
次
産
品
輸
出
額
の
割
合
」
や
「
Ｇ

Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
Ｆ
Ｄ
Ｉ
×
輸
出
総
額
の

割
合
」
を
、
業
績
投
票
モ
デ
ル
に
つ
い

て
は
「
二
年
、
五
年
、
一
〇
年
、
二
〇

年
に
お
け
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
平
均
成
長
率
」を
、

そ
し
て
汚
職
を
重
視
す
る
議
論
の
検
証

に
は
「
世
銀
の
汚
職
指
標
（
Ｃ
Ｃ
Ｉ
）」

や
「
世
界
汚
職
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
」
な
ど

を
独
立
変
数
と
し
て
設
定
す
る
。
そ
の

結
果
、
相
関
分
析
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｃ

Ｉ
な
ど
の
汚
職
変
数
を
除
く
ほ
と
ん
ど

の
変
数
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
ス
コ
ア
と

有
意
な
相
関
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が

分
か
っ
た
。
ま
た
、
多
変
量
解
析
に
お

い
て
も
、
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
悪

化
や
労
組
の
組
織
率
の
低
下
な
ど
、
モ

デ
ル
に
よ
っ
て
は
有
意
性
を
示
す
変
数

も
存
在
す
る
が
、
ひ
と
た
び
汚
職
変
数

で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
、
こ
れ
ら
の

変
数
の
効
果
は
消
え
去
り
、
結
局
、
有

意
水
準
お
よ
び
効
果
に
お
い
て
い
ず
れ

の
変
数
も
汚
職
変
数
に
及
ば
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も

こ
の
検
証
結
果
か
ら
す
る
と
、
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
の
興
隆
は
、
政
治
腐
敗
や
政
治

シ
ス
テ
ム
の
正
統
性
の
危
機
に
対
す

る
、
国
民
の
規
範
意
識
か
ら
の
拒
絶
反

応
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
、
こ
う
し

た
危
機
に
よ
り
生
じ
る「
政
治
の
停
滞
」

や
「
政
治
的
空
白
」、
さ
ら
に
は
「
社

会
の
閉
塞
感
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
こ
そ

が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
絶
好
の
政
治
的

機
会
を
与
え
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

●�
民
主
政
治
へ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
―
何
が
問
題
な
の
か

　

こ
う
し
て
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
や

地
域
ま
た
は
政
治
的
文
脈
で
生
起
す
る

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
で
は
、
と
か
く
「
さ

ま
ざ
ま
な
給
付
や
補
助
金
の
バ
ラ
マ

キ
」
と
同
一
視
さ
れ
、
単
な
る
「
人
気

取
り
」
や
「
大
衆
迎
合
主
義
」
な
ど
と

揶
揄
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
多

か
れ
少
な
か
れ
こ
れ
ら
の
要
素
が
現
代

の
民
主
政
治
に
不
可
避
な
も
の
と
さ
れ

る
以
上
、
そ
の
否
定
は
民
主
主
義
そ
の

も
の
の
否
定
に
繋
が
り
か
ね
ず
、ま
た
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
付
随
す
る
全
て
の
属

性
が
必
ず
し
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と

は
限
ら
な
い
。

　

実
際
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
内
在
す
る

「
平
等
化
」
と
「
包
摂
」
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
、
そ
れ
が

生
じ
た
社
会
の
政
治
・
経
済
的
な
格
差

や
不
平
等
を
是
正
す
る
役
割
を
担
っ
て

き
た
だ
け
で
な
く
、
従
来
そ
こ
か
ら
排

除
さ
れ
て
き
た
人
び
と
の
声
や
利
害
を

代
弁
し
、
彼
（
女
）
ら
を
新
た
に
政
治

の
場
へ
と
包
摂
す
る
機
能
を
も
果
た
し

て
き
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
意
味
で
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
民
主
主
義
の
実
質
化
に

寄
与
し
て
き
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
少
な
く
と
も
ホ
ー
キ
ン
ス
の
検

証
結
果
が
示
唆
す
る
も
の
と
は
、
す
な

わ
ち
、
既
存
の
民
主
政
治
へ
の
幻
滅
こ

そ
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
招
来
す
る
こ

と
、
換
言
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
民
主
政
治
が
損
な
わ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
「
既
得
権
益

と
利
害
関
係
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ

て
身
動
き
が
取
れ
な
い
政
治
に
、
新
し

い
政
治
の
あ
り
方
」
や
「
新
た
な
改
革
」

を
突
き
つ
け
る
（
参
考
文
献
⑥
：
二
八
、

一
四
八
）
役
割
を
果
た
し
、
こ
の
意
味

で
、
い
わ
ば
社
会
運
動
が
「
下
か
ら
」

の
問
題
発
見
装
置
で
あ
る
な
ら
ば
、
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
「
上
か
ら
の
」
そ
れ
と

し
て
既
存
の
政
治
秩
序
に
出
現
し
、
民

主
政
治
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
あ
る
論
者
の
言
を

借
り
れ
ば
、
概
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が

想
起
さ
せ
る「
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

や
「
断
定
的
な
言
葉
や
約
束
」
は
、
そ

の
実
現
の
ほ
ど
は
別
に
せ
よ
、「
方
向

性
を
喪
失
し
、
バ
ラ
バ
ラ
に
原
子
化
さ

れ
て
発
言
力
を
も
た
な
い
現
代
の
ピ
ー

プ
ル
」
に
と
っ
て
「
む
ず
か
し
い
判
断

を
省
略
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
利
点
」

を
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
一
つ
の
統
治
の

形
式
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
一
応
の
政
治
の
安
定
を
も
も
た

ら
す
」
も
の
と
し
て
さ
え
捉
え
る
こ
と

も
で
き
る
（
参
考
文
献
①
：
一
四
〇
―

一
四
三
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
側
面
の
背
後
に
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
覆
い
隠
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ

ど
の
危
険
性
や
脆
弱
性
が
潜
ん
で
い
る

の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本

稿
で
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
的
属
性

と
し
た
極
端
な
か
た
ち
の
友
敵（
善
悪
）

二
項
対
立
の
言
説
に
お
い
て
は
「
善
き

人
び
と
（「
沈
黙
す
る
真
の
多
数
者
」）」

も
「
悪
し
き
奴
ら
」
も
決
し
て
自
明
な

存
在
で
は
な
く
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
実

践
す
る
政
治
指
導
者
ら
の
み
が
、
状
況

や
目
的
に
応
じ
て
自
在
に
そ
の
範
囲
を

確
定
し
、
選
別
し
、
攻
撃
や
排
除
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
下
で
は
、
と
り
わ
け
、

そ
の
指
導
者
に
対
し
て
効
果
的
な
ア
カ

ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
を
課
す
制
度
的
仕
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掛
け
や
、
被
治
者
の
側
で
の
健
全
な
警

戒
意
識
が
存
在
し
な
い
限
り
、
自
ら
が

代
表
す
る
と
称
し
た
「
人
び
と
」
さ
え

新
た
な
排
除
や
不
平
等
か
ら
自
由
に
は

な
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
政
権
奪
取
時

の
「
約
束
」
も
半
ば
に
、
ご
都
合
主
義

的
で
脆
弱
な
（
包
摂
）
状
態
に
留
め
置

か
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様

に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
想
定
さ
れ
る
極
端

な
二
項
対
立
的
な
図
式
は
、
常
に
具
体

的
な
敵
を
想
定
し
、
い
わ
ば
そ
の
存
在

こ
そ
が
自
ら
の
正
当
性
と
求
心
力
を
担

保
す
る
。
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
は
政
治
運

営
が
排
他
的
か
つ
敵
対
的
と
な
り
や
す

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
引
や
妥
協
や
討
議

の
技
術
を
要
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
の

政
治
が
醸
成
さ
れ
に
く
い
と
い
う
問
題

も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
確
か
に
「
必

ず
し
も
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
民
主

政
治
が
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」

が
、
あ
る
種
の
民
主
政
治
の
進
展
は
阻

害
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
も
言
え
る

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
界
の

ほ
と
ん
ど
の
国
が
政
治
原
理
と
し
て
民

主
主
義
を
採
用
す
る
現
在
、
あ
ら
ゆ
る

国
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
勃
興
し
う
る
の

で
あ
り
、
今
後
も
そ
れ
は
「
民
主
主
義

に
と
っ
て
最
も
大
き
な
難
問
（
参
考
文

献
⑥
）」
を
突
き
つ
け
続
け
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
果
的
に
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
選
び
取
る
こ
と
が
「
さ

ら
な
る
包
摂
の
契
機
」
と
な
る
の
か
そ

れ
と
も
「
自
滅
的
な
選
択
」
と
な
る
の

か
は
、
ひ
と
え
に
、
各
国
国
民
の
い
わ

ば
民
主
主
義
の
セ
ン
ス
に
依
存
す
る
の

で
あ
る
。

（
う
え
た
に　

な
お
か
つ
／
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
グ

ル
ー
プ
）
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