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民
主
主
義
と
は
何
か
と
聞
か
れ
れ
ば
、
多
く
の
人

は
何
か
し
ら
の
答
え
を
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
民
意

に
も
と
づ
く
政
治
と
か
、
み
ん
な
で
討
議
し
て
最
後

は
多
数
決
で
決
め
る
と
か
。
と
こ
ろ
が
、
立
憲
主
義

と
は
何
か
と
問
わ
れ
て
も
、
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と

言
う
人
の
ほ
う
が
多
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
立
憲
主

義
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
社
会
の
な
か
に
根
づ
い
て

こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
憲
法
と
は
何
か
、
な
ぜ
必
要
な
の
か
、

憲
法
と
法
律
は
ど
う
違
う
の
か
。
こ
う
し
た
憲
法
に

関
わ
る
重
要
な
問
い
と
答
え
が
ぎ
ゅ
っ
と
詰
ま
っ
て

い
る
の
が
、
立
憲
主
義
で
あ
る
。

政
府
の
権
力
を
縛
る
憲
法

立
憲
主
義
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
個
人
の
自

由
（
人
権
）
を
守
る
た
め
に
政
府
の
権
力
（
国
家
権
力
）

を
憲
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
家
権
力
に
勝
手
な
こ
と
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
憲

法
で
あ
ら
か
じ
め
縛
り
を
か
け
る
こ
と
だ
、
と
言
っ

て
も
よ
い
。

こ
の
社
会
で
は
、
政
府
は
市
民
（
自
由
な
個
人
）
ど

う
し
の
合
意
と
契
約
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
あ
る
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
作
り
話
）
で
は
あ

る
が
、
み
ん
な
に
承
認
さ
れ
た
約
束
事
で
あ
り
、
そ

れ
に
従
っ
て
政
治
や
法
や
市
場
経
済
の
仕
組
み
や

ル
ー
ル
も
作
ら
れ
て
い
る
。
政
府
は
市
民
の
信
託
を

受
け
て
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
事
を
す

る
が
、
同
時
に
強
大
な
権
力
を
手
に
し
て
い
る
。
税

金
を
取
り
立
て
た
り
、
人
を
逮
捕
し
拘
束
で
き
る
強

制
力
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
市
民
の
自
由
を

脅
か
し
た
り
圧
迫
す
る
こ
と
に
走
り
が
ち
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
政
府
が
け
っ
し
て
侵
害
し
て
は
な
ら
な

い
個
人
の
自
由
を
、「
人
権
」
と
し
て
保
障
す
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。
人
権
を
守
る
た
め
に
政
府
の
権

力
行
使
の
自
由
を
制
限
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の

が
、
憲
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
よ
く
読
む
と
分
か
る

が
、
憲
法
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
政
府
が
し
て

は
な
ら
な
い
事
柄
や
果
た
す
べ
き
義
務
な
の
で
あ
る
。

思
想
・
良
心
の
自
由
、
信
仰
の
自
由
、
言
論
・
表
現

の
自
由
、
学
問
の
自
由
な
ど
を
保
障
す
る
、
つ
ま
り

政
府
が
こ
れ
ら
の
自
由
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と

定
め
て
い
る
。
日
本
の
憲
法
で
は
さ
ら
に
第
９
条
に

よ
っ
て
、
政
府
が
軍
隊
を
持
っ
た
り
戦
争
を
始
め
る

こ
と
（
交
戦
権
）
ま
で
禁
じ
て
い
る
。
政
府
の
自
由

を
制
限
す
る
と
い
う
立
憲
主
義
が
、
そ
こ
ま
で
徹
底

し
て
い
る
。

裏
返
し
て
言
う
と
、
憲
法
は
、
市
民
が
し
て
は
な

ら
な
い
事
柄
や
果
た
す
べ
き
義
務
を
定
め
て
い
な
い
。

他
人
を
殺
傷
す
る
行
為
は
、
憲
法
で
は
な
く
そ
の
下

位
の
法
律
（
刑
法
）
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
借
り
た

お
金
は
約
束
ど
お
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
民
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
市
民
は
法
律
に
よ
っ
て
自
ら
の
行

動
を
縛
ら
れ
る
が
、
反
対
に
憲
法
に
よ
っ
て
政
府
の

行
為
を
縛
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
憲
法
を
尊
重

し
擁
護
す
る
義
務
」
は
、
権
力
を
行
使
で
き
る
立
場

の
人
間
に
だ
け
課
せ
ら
れ
て
い
る
（
第
99
条
）。

し
か
し
、
憲
法
に
は
勤
労
、
教
育
、
納
税
と
い
う

国
民
の
３
つ
の
義
務
も
書
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か

と
反
論
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
働
か
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
子

ど
も
に
「
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
」
は
、
子
ど
も

が
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
実
現
を
支
え
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

納
税
の
義
務
を
負
う
」
と
い
う
条
文
も
、
政
府
が
課

税
す
る
と
き
に
は
必
ず
必
要
な
法
律
を
作
る
べ
き
こ

と
を
強
調
し
た
も
の
だ
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
立
憲
主
義
は
、
た
と
え

民
主
主
義
的
に
選
出
さ
れ
た
政
府
で
あ
っ
て
も
そ
の

権
力
行
使
を
制
限
す
る
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
民
衆
（
国
民
）
が
政
治
に
参
加
し
民

衆
の
意
思
を
代
表
す
る
政
府
が
で
き
る
、
つ
ま
り
国

民
主
権
（
主
権
在
民
）
が
実
現
し
て
も
、
政
府
が
独

走
し
な
い
か
と
警
戒
し
、
枠
を
は
め
て
お
く
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
民
主
主
義
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
と
立

立
憲
主
義
と
は
何
か

白
川
真
澄
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憲
主
義
は
、
政
府
の
権
力
行
使
に
対
す
る
向
き
合
い

方
が
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
は
、
民
衆
が

政
治
（
公
共
的
な
事
柄
の
決
定
）
に
積
極
的
に
参
加
し
、

国
家
権
力
の
行
使
の
主
体
（
主
権
者
）
に
な
る
こ
と

を
め
ざ
す
。
統
治
す
る
者
と
統
治
さ
れ
る
者
が
合
致

し
、
民
衆
が
自
ら
統
治
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
立
憲
主
義
は
、
個
人
の
自
由
の
実
現

に
最
大
の
価
値
を
お
く
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
立
脚
し
て

い
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
政
府
の
圧
制
か
ら
個
人

の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
。
治
者
と
被

治
者
と
は
あ
く
ま
で
も
別
々
で
あ
る
、
と
見
る
。

そ
こ
か
ら
、民
主
主
義
は
、民
衆
の
政
治
参
加
（
意

思
表
示
）
を
選
挙
の
投
票
だ
け
で
な
く
住
民
投
票
や

デ
モ
と
い
っ
た
形
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
対
し
て
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
政
府
の
権
力
行
使
を
情
報
公
開

の
徹
底
と
い
っ
た
方
法
で
監
視
し
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

民
主
主
義
で
は
、
民
衆
（
国
民
）
と
い
う
集
団
が

決
定
の
主
体
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
し
ば
し

ば
少
数
者
の
意
見
や
権
利
が
無
視
さ
れ
た
り
切
り
捨

て
ら
れ
る
と
い
う
問
題
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
「
多
数

者
の
専
制
」
と
呼
ば
れ
、
民
主
主
義
が
抱
え
る
落
と

し
穴
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
な
く
て

は
な
ら
な
い
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

個
人
が
自
ら
決
め
る
こ
と
を
優
先
す
る
か
ら
、
少
数

者
や
当
事
者
の
意
見
や
権
利
を
無
視
し
て
多
数
派
が

物
事
を
決
め
る
こ
と
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
も
、
多
数
決
で
何
で
も

決
め
る
民
主
主
義
か
ら
、
少
数
者
の
発
言
権
や
当
事

者
の
拒
否
権
を
認
め
た
多
元
的
な
民
主
主
義
に
進
化

す
る
。

国
民
の
多
数
派
の
意
思
で
決
め
て
は
い
け
な
い
こ
と

樋
口
陽
一
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
民
主
主
義

の
原
理
は
「
み
ん
な
で
決
め
る
」
こ
と
で
あ
る
。
立

憲
主
義
の
原
理
は
、「
み
ん
な
で
決
め
て
は
い
け
な

い
」
こ
と
が
あ
る
、
に
な
る
。
言
い
か
え
る
と
、
多

数
決
で
決
め
た
り
変
え
た
り
で
き
な
い
事
柄
（
た
と

え
ば
人
権
の
尊
重
）
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
お
く
、

と
い
う
こ
と
だ
。

改
憲
に
前
の
め
り
の
安
倍
首
相
は
昨
年
、
そ
の
入

口
と
し
て
第
96
条
を
先
行
し
て
改
正
す
る
と
言
い
だ

し
た
。「
３
分
の
１
を
越
え
る
国
会
議
員
が
『
変
え

ら
れ
な
い
』
と
言
え
ば
、
国
民
は
意
思
表
示
の
手
段

す
ら
行
使
で
き
な
か
っ
た
」（
13
年
３
月
12
日
、
衆
院

予
算
委
員
会
）。
だ
か
ら
、
改
正
手
続
き
を
緩
和
し
て

「
国
民
の
手
に
憲
法
を
取
り
戻
す
」（
同
４
月
23
日
、
参

院
予
算
委
員
会
）
の
だ
、
と
。
改
憲
す
る
か
ど
う
か

を
国
民
の
多
数
派
の
意
思
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
主
張

し
、
国
民
主
権
の
論
理
を
持
ち
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
96
条
の
先
行
改
憲
は
、
立

憲
主
義
を
破
壊
す
る
企
て
だ
」
と
い
う
強
い
批
判

が
、
改
憲
に
賛
成
す
る
人
ま
で
含
め
て
湧
き
起
こ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
安
倍
首
相
も
こ
の
企
て
を
い
っ
た

ん
引
っ
込
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
立
憲
主
義
と

い
う
言
葉
が
マ
ス
コ
ミ
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
人
び
と
の
な
か
に
少
し
は
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
96
条
の
先
行
改
憲
の
問
題
が
浮
上
し

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

安
倍
首
相
の
「
功
績
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
96
条
は
、
な
ぜ
改
憲
に
高
い
ハ
ー
ド

ル
を
設
け
て
い
る
の
か
。
一
般
の
法
律
は
、
そ
の

と
き
ど
き
の
国
民
の
多
数
派
の
意
思
（
実
際
に
は
国

会
の
多
数
派
の
意
見
）
に
よ
っ
て
決
め
て
よ
い
。
し
か

し
、
憲
法
の
中
心
に
は
人
権
の
保
障
と
い
っ
た
普
遍

的
な
原
理
、
つ
ま
り
社
会
や
民
族
や
文
化
の
違
い
を

越
え
て
通
用
す
る
原
理
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

国
民
の
多
数
派
が
賛
成
し
た
か
ら
否
定
し
て
も
よ
い
、

と
は
け
っ
し
て
な
ら
な
い
原
理
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
国
民
主
権
も
万
能
で
は
な
い
、
と
い

う
考
え
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
民
の
多
数

派
は
し
ば
し
ば
ム
ー
ド
に
流
さ
れ
て
間
違
っ
た
判
断

を
下
す
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
歴
史
か
ら
学
ん
だ

知
恵
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
改
憲
を
繰

り
返
し
て
き
た
国
々
で
も
、
改
憲
手
続
き
に
高
い

ハ
ー
ド
ル
を
設
け
た
り
、
改
正
の
対
象
に
し
て
は
な

ら
な
い
原
理
や
項
目
を
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

憲
法
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
統
治
の
仕
組
み
や

ル
ー
ル
（
国
会
や
内
閣
）
に
関
す
る
多
く
の
項
目
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
三
権
分
立
と
か
地
方
自
治
と
い
っ

た
原
理
・
原
則
と
な
ら
ん
で
、
国
会
議
員
の
任
期
と

い
っ
た
事
柄
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
柄
ま

で
も
国
民
の
多
数
派
の
意
思
で
変
更
し
て
は
な
ら
な

い
と
は
、
誰
も
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
普
遍

性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
変
え
て
は
な
ら
な
い
原
理
こ
そ

が
、
憲
法
の
要
で
あ
る
。

立
憲
主
義
は
、
国
民
主
権
（
民
主
主
義
）
を
制
限

し
て
ま
で
も
、
普
遍
的
な
原
理
を
守
ろ
う
と
す
る
。

そ
の
原
理
と
は
個
人
の
自
由
の
尊
重
で
あ
り
、
人
権

と
い
う
思
想
で
あ
る
。
人
権
は
、
た
し
か
に
西
欧
近

代
に
出
自
を
も
つ
思
想
だ
が
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
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国
々
や
地
域
で
人
び
と
が
圧
制
に
対
す
る
抵
抗
や
解

放
運
動
を
通
じ
て
確
認
し
、
共
有
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
普
遍
性
を
主
張
で
き
る
原
理

な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
憲
法
が
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
政
府

の
権
力
行
使
を
制
限
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
人
権
と

い
う
普
遍
的
な
原
理
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
原
理
を
否
認
す
る
よ
う
な
改
憲
は
、
改
憲
で
は

な
く
憲
法
そ
の
も
の
の
自
殺
行
為
で
あ
り
、
憲
法
の

破
壊
（「
壊
憲
」）
な
の
で
あ
る
。

憲
法
が
拠
っ
て
立
つ
原
理
の
１
８
０
度
の
転
換

―
自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案

憲
法
は
、
普
遍
的
な
原
理
に
拠
っ
て
政
府
の
権
力

を
制
限
す
る
。
こ
の
立
憲
主
義
の
考
え
方
を
、
安
倍

首
相
は
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
。「
憲
法
が
国
家
権

力
を
縛
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
は
、
１
つ
の
考
え
方

で
あ
っ
て
、
絶
対
王
政
の
時
代
の
主
流
的
な
考
え
方
。

憲
法
は
（
日
本
と
い
う
）
国
の
形
、
理
想
、
未
来
を

語
る
も
の
で
あ
る
」（
14
年
２
月
３
日
、
衆
院
予
算
委
員

会
）。憲法

が
政
府
の
権
力
を
縛
る
と
い
う
考
え
方
は
時

代
遅
れ
の
も
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
代
わ
っ

て
、
憲
法
が
「
国
の
形
、
理
想
、
未
来
を
語
る
も
の
」

だ
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
憲
法
は
、

自
国
の
歴
史
や
伝
統
に
も
と
づ
く
国
家
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
規
範
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
美
し

い
国
」
を
作
る
と
い
う
国
民
の
あ
る
べ
き
姿
や
生
き

方
を
提
示
す
る
も
の
（「
行
為
規
範
」）
だ
、
と
言
い

た
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
憲
法
の
見
方
は
、
自
民
党
の
憲
法
改
正

草
案
に
絵
に
画
い
た
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
。「
日

本
国
は
、
長
い
歴
史
と
固
有
の
文
化
を
持
ち
」、「
天

皇
を
戴
く
国
家
で
あ
る
」。「
日
本
国
民
は
、
国
と
郷

土
を
誇
り
と
気
概
を
持
っ
て
自
ら
守
り
、
基
本
的
人

権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
和
を
尊
び
、
家
族
や
社

会
全
体
が
互
い
に
助
け
合
っ
て
国
家
を
形
成
す
る
」。

「
良
き
伝
統
と
我
々
の
国
家
を
末
永
く
子
孫
に
継
承

す
る
た
め
、こ
こ
に
こ
の
憲
法
を
制
定
す
る
」（
前
文
）。

そ
こ
で
は
、
憲
法
は
、
人
権
と
い
う
普
遍
的
な
原

理
に
代
わ
っ
て
、
民
族
の
「
長
い
歴
史
と
固
有
の
文

化
」
と
「
良
き
伝
統
」
に
立
脚
す
る
も
の
に
す
り
替

え
ら
れ
て
い
る
。「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
と
い
う

言
葉
だ
け
は
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
原

理
で
あ
る
こ
と
は
巧
み
に
消
去
さ
れ
て
い
る
。
現
在

の
憲
法
に
あ
る
「
人
類
普
遍
の
原
理
」（
前
文
）、「
基

本
的
人
権
は
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努

と
に
か
く
キ
ナ
臭
い
。
私
が
生
き
て
い
る
う
ち

に
、
こ
ん
な
時
代
が
来
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ

た
。第
１
次
安
倍
内
閣（
２
０
０
６
年
９
月
～
07
年
８
月
）

が
そ
の
先
触
れ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
現
在
の
第
２

次
に
な
っ
て
か
ら
の
進
み
行
き
は
異
常
と
い
う
し
か

な
い
。

私
は
07
年
９
月
に
『
目
覚
め
た
ら
、
戦
争
。
―
―	

力
の
成
果
」（
第
97
条
）
と
い
う
規
定
を
も
の
の
見
事

に
削
り
落
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。　

安
倍
首
相
と
自

民
党
の
改
憲
の
狙
い
は
、
憲
法
が
拠
っ
て
立
つ
原
理

を
人
権
と
い
う
普
遍
的
な
原
理
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
に
１
８
０
度

転
換
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
の
自
由
や

人
権
と
い
っ
た
憲
法
の
最
も
重
要
な
価
値
の
否
定
で

あ
る
。
人
権
と
い
う
普
遍
的
な
原
理
の
上
に
立
つ
立

憲
主
義
を
壊
す
こ
と
で
あ
る
。
安
倍
政
権
の
改
憲
は
、

憲
法
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る「
壊
憲
」に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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憲
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コ
モ
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刊
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い
う
本
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梓
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た
。
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の
本
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中
で
、
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ん
な
ふ

う
に
書
い
た
。

〈
戦
争
は
こ
う
し
て
突
然
、
私
た
ち
の
目
の
前
に

現
実
と
な
っ
て
立
ち
現
わ
れ
た
。
あ
る
朝
、
銃
声
で

目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
絵
空
事
で
は
な
く
な
っ

安
倍
流「
日
本
を
取
り
戻
す
政
治
」の
あ
ま
り
に

デ
タ
ラ
メ
な
中
身
を
検
証
す
る
と
…
…
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