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近
藤
則
夫

新
刊
紹
介

近
藤
則
夫
編『
イ
ン
ド

民
主
主
義
体
制
の
ゆ

く
え
：
挑
戦
と
変
容
』

（
研
究
双
書
№
五
八
〇
）

イ
ン
ド
の
よ
う
な
貧
困
か
つ
民
族
的
に

も
極
め
て
複
雑
な
国
が
長
年
に
わ
た
り
民

主
主
義
体
制
を
基
本
的
に
維
持
し
て
き
た

こ
と
は
、
多
く
の
政
治
学
者
か
ら
み
れ
ば

極
め
て
例
外
的
な
事
例
と
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
人
口
一
一
億
を
数
え

る
イ
ン
ド
を
単
な
る
「
例
外
」
と
し
て
無

視
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、

イ
ン
ド
の
事
例
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ

ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
に
民
主

主
義
体
制
が
現
に
存
在
す
る
こ
と
を
も
っ

て
民
主
主
義
体
制
の
生
存
条
件
に
関
す
る

政
治
学
者
の
既
存
の
考
え
方
の
方
を
改
め

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
イ
ン
ド

の
民
主
主
義
体
制
が
既
存
の
民
主
主
義
体

制
と
い
さ
さ
か
違
っ
た
も
の
で
あ
る
が
故

に
イ
ン
ド
は
「
例
外
」
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
二
つ
の
考
え
方

は
と
も
に
一
理
あ
る
。
既
存
の
民
主
主
義

体
制
の
理
論
が
十
全
と
は
い
え
な
い
こ
と

は
間
違
い
な
い
が
、
し
か
し
、
イ
ン
ド
の

民
主
主
義
体
制
に
様
々
な
問
題
が
あ
る
と

い
う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
本
書
は
イ
ン

ド
の
民
主
主
義
体
制
の
ゆ
く
え
を
探
る
た

め
そ
の
よ
う
な
問
題
点
を
論
証
し
た
論
文

集
で
あ
る
。
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序　

章　

イ
ン
ド
民
主
主
義
体
制
の
ゆ
く

え　

―
挑
戦
と
変
容
―　
　

近
藤
則
夫

第
一
章　

イ
ン
ド
の
民
主
主
義
と
連
邦
下

院
議
会　

佐
藤　

宏

第
二
章　

組
織
化
趨
勢
で
見
る
労
働
組
合

の
代
表
性
と
労
働
運
動
の
動
態　

―
イ

ン
ド
労
働
組
合
の
政
治
経
済
論
―　
　

太
田
仁
志

第
三
章　

公
益
訴
訟
の
展
開
と
憲
法
解
釈

か
ら
み
る
イ
ン
ド
司
法
の
現
在　

―
そ

の
他
後
進
階
級
に
か
か
わ
る
タ
ー
ク
ル

判
決
を
も
と
に
―　
　

浅
野
宜
之

第
四
章　

イ
ン
ド
に
お
け
る
草
の
根
の
民

主
主
義
と
開
発
政
治　

―
カ
ル
ナ
ー
タ

カ
州
と
西
ベ
ン
ガ
ル
州
で
の
パ
ン

チ
ャ
ー
ヤ
ト
に
お
け
る
住
民
参
加
の
事

例
か
ら
―　
　

森　

日
出
樹

第
五
章　

イ
ン
ド
に
お
け
る
政
党
政
治
と

地
域
主
義　

―
テ
ラ
ン
ガ
ー
ナ
州
創
設

運
動
を
事
例
と
し
て
―　
　

三
輪
博
樹

第
六
章　

憲
法
第
六
付
則
を
通
し
て
見
る

イ
ン
ド
北
東
地
方　

―
多
民
族
地
域
に

お
け
る
差
別
的
保
護
政
策
の
問
題
―　
　

井
上
恭
子

第
七
章　

イ
ン
ド
に
お
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開　
―
州
政
治

と
コ
ミ
ュ
ナ
ル
暴
動
―　
　

近
藤
則
夫

第
八
章　

イ
ン
ド
の
テ
ロ
対
策
法
制　

―

個
人
の
権
利
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
政

治
、
国
家
安
全
保
障
―　
　

伊
豆
山
真

理
第
九
章　

暴
力
革
命
と
議
会
政
治　

―
イ

ン
ド
に
お
け
る
ナ
ク
サ
ラ
イ
ト
運
動
の

展
開
―　
　

中
溝
和
弥

全
体
と
し
て
み
る
と
本
書
は
、
連
邦
議

会
の
問
題
や
、
組
合
運
動
、
司
法
の
動
態
、

お
よ
び
、「
パ
ン
チ
ャ
ー
ヤ
ト
」
と
呼
ば

れ
る
草
の
根
自
治
と
い
っ
た
民
主
主
義
体

制
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
部
分
に
か
か
わ
る
分

析
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
よ
り
実
力
主
義
的

な
政
治
分
析
、
す
な
わ
ち
、
新
州
の
創
設

運
動
に
関
わ
る
地
域
主
義
や
、
し
ば
し
ば

暴
力
を
伴
う
北
東
地
方
の
自
治
権
運
動
の

分
析
に
進
む
。
し
か
る
の
ち
に
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
と
ム
ス
リ
ム
の
間
の
宗
派
暴
動
の

問
題
や
、
テ
ロ
と
国
家
安
全
保
障
の
問
題
、

そ
し
て
農
村
か
ら
の
革
命
を
目
指
す
極
左

勢
力
で
あ
る
「
ナ
ク
サ
ラ
イ
ト
」
の
問
題

と
い
っ
た
民
主
主
義
体
制
の
マ
ー
ジ
ナ
ル

な
部
分
で
暴
力
を
伴
っ
て
発
現
す
る
諸
問

題
を
扱
っ
て
い
る
。

多
く
の
イ
ン
ド
研
究
者
は
イ
ン
ド
政
治

の
展
開
を
特
徴
付
け
る
も
の
と
し
て
「
漸

進
主
義
」
を
あ
げ
る
。
民
主
主
義
体
制
を

と
っ
て
い
る
が
故
に
選
挙
や
議
会
な
ど

フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
き
、
お
よ
び
、
様
々

な
ア
ク
タ
ー
間
の
交
渉
や
妥
協
を
経
た
後

で
な
い
と
政
策
の
決
定
と
実
行
が
行
わ
れ

な
い
た
め
、
政
策
や
政
治
の
展
開
は
基
本

的
に
漸
進
的
な
の
で
あ
る
。
特
に
制
度
が

確
立
し
て
い
る
部
分
で
は
そ
う
で
あ
る
。

同
時
に
民
主
主
義
体
制
は
オ
ー
プ
ン
な
制

度
で
あ
る
た
め
、
政
治
の
展
開
は
人
々
の

目
に
触
れ
人
々
と
そ
の
指
導
者
か
ら
様
々

な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
つ
つ
進
む
。

こ
の
よ
う
な
漸
進
主
義
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
が
イ
ン
ド
民
主
主
義
体
制
の
核
心
部
分

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
通
常
の

プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
政
治
社
会
の
主
要
問

題
が
解
決
さ
れ
る
に
は
イ
ン
ド
の
社
会
は

あ
ま
り
に
厳
し
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
様
々
な
エ
ス

ニ
ッ
ク
、あ
る
い
は
民
族
的
紛
争
、低
カ
ー

ス
ト
や
社
会
的
弱
者
層
に
対
す
る
構
造
的

抑
圧
な
ど
は
通
常
の
民
主
主
義
的
プ
ロ
セ

ス
に
よ
っ
て
は
、
解
決
は
難
し
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
は
そ
の
よ
う
な
問

題
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
イ
ン
ド
民
主
主
義
体
制
の
苦
悩
が

あ
る
。
そ
の
苦
悩
の
症
候
が
典
型
的
に
現

れ
る
の
が
大
規
模
な
テ
ロ
や
暴
力
事
件
、

社
会
的
弱
者
層
に
対
す
る
構
造
的
抑
圧
で

あ
る
。
い
わ
ば
イ
ン
ド
の
民
主
主
義
体
制

は
か
な
り
「
無
理
」
を
し
て
存
続
し
て
い

る
体
制
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方

に
は
お
そ
ら
く
反
対
す
る
論
者
も
い
る
で

あ
ろ
う
が
、
最
低
限
イ
ン
ド
民
主
主
義
体

制
の
「
安
定
性
」
の
陰
に
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
が
積
み
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
苦
悩
し
つ
つ

も
な
お
進
化
し
て
き
た
イ
ン
ド
民
主
主
義

体
制
の
現
状
を
分
析
し
た
論
文
集
で
あ
る
。

本
論
文
集
を
ま
と
め
た
後
で
編
者
が
思

う
と
こ
ろ
は
、
問
題
を
抱
え
つ
つ
も
民
主

主
義
体
制
は
よ
り
深
化
し
て
行
く
の
で
は

な
い
か
と
い
う
予
感
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
に
お
い
て
、
不
十
分
と
は

い
え
、
何
ら
か
の
対
処
が
行
わ
れ
、
全
体

と
し
て
み
る
と
漸
進
的
に
よ
り
歪
み
の
少

な
い
状
況
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
局
面
で
の

場
当
た
り
的
な
対
応
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
そ
の
累
積
的
効
果
は
お
そ
ら
く
無
視

で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
予
感
が
間
違
っ

て
い
る
か
ど
う
か
は
本
論
文
集
を
読
ん
で

判
断
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
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