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「
民
主
主
義
の
危
機
」
？

金＂
＿＿―-口ヘ

S
ぷ

S̀
 今

政
治
制
度
と
「
文
化
」

ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
ヘ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
1

こ
の
夏
に
生
じ
た
、
経
済
学
の
実
証
分
析
を
め
ぐ
る
ち
ょ
っ
と

し
た
「
論
争
」
の
こ
と
か
ら
話
を
始
め
た
い
。
口
火
を
切
っ
た
の

は
『
日
本
経
済
新
聞
』
に
「
優
位
性
後
退
、
崩
壊
の
瀬
戸
際
に
」

*
1
 

と
い
う
論
考
を
発
表
し
た
イ
エ
ー
ル
大
学
の
成
田
悠
輔
だ
。
成
田

は
そ
こ
で
、
横
軸
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
く
ー

D
e
m
研
究
所
が
公

表
し
た
民
主
主
義
指
数
を
と
り
、
縦
軸
に

2
0
0
1
¥
1
9
年
の

平
均
経
済
成
長
率
と
、

1
0
0
万
人
あ
た
り
の
コ
ロ
ナ
死
者
数
を

と
っ
た

2
つ
の
グ
ラ
フ
を
示
し
、
「
民
主
国
ほ
ど
コ
ロ
ナ
で
人
が

亡
く
な
り
、

1
9
¥
2
0
年
に
か
け
て
の
経
済
の
失
墜
も
大
き
い
」
と

い
う
相
関
が
示
さ
れ
た
と
し
て
、

21
世
紀
の

21
年
間
は
「
民
主
主

梶

谷

懐

義
の
敗
北
に
次
ぐ
敗
北
」
だ
と
結
論
付
け
た
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら

は
既
存
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
独
立
し
た
国
家
や
都
市
群

が
、
個
人
や
企
業
を
自
由
に
誘
致
・
選
抜
す
る
、
「
民
主
主
義
か

ら
の
逃
走
」
が
あ
ら
た
な
政
治
経
済
革
命
を
引
き
起
こ
す
か
も
し

れ
な
い
、
と
い
う
刺
激
的
な
見
解
で
結
ん
だ
の
だ
。

こ
の
成
田
の
論
考
が
公
表
さ
れ
る
と
、

S
N
S
上
な
ど
で
異
論

が
相
次
い
だ
。
ま
た
東
北
大
学
の
東
島
雅
昌
お
よ
び
早
稲
田
大
学

の
安
中
進
は
、
そ
の
よ
う
に
昨
今
の
コ
ロ
ナ
禍
の
情
勢
を
背
景

に
、
や
や
短
絡
的
に
「
民
主
主
義
の
敗
北
」
を
喧
伝
す
る
こ
と
に

*
2
 

警
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
な
内
容
の
論
考
を
相
次
い
で
発
表
し
た
。
東

島
や
安
中
は
、
権
威
主
義
体
制
で
は
、
政
策
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

関
す
る
情
報
操
作
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
み
出
さ
れ
や
す
い
こ

、＊

占
~
ゞ

＇ 
‘⑬ 
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STANDPOINT、i点
と
か
ら
、
実
際
よ
り
も
死
者
が
少
な
い
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
民
主
制
と
コ
ロ
ナ
感
染
死
者

数
に
存
在
す
る
正
の
相
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
情
報
透
明
性
、

す
な
わ
ち
デ
ー
タ
信
憑
性
指
標
を
追
加
的
な
変
数
と
し
て
加
え
る

と
、
統
計
的
有
意
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

確
か
に
、
単
純
な
二
変
数
間
の
相
関
関
係
を
も
っ
て
「
民
主
主

義
の
敗
北
」
と
い
っ
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
結
論
を
導
く
こ
と

は
危
険
で
あ
り
、
東
島
・
安
中
の
批
判
は
妥
当
な
も
の
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
連
の
議
論
を
通
じ
て
、
コ
ロ

ナ
禍
へ
の
対
応
や
米
大
統
領
選
挙
の
混
乱
な
ど
に
よ
っ
て
広
が
っ

た
「
民
主
主
義
の
優
位
性
」
へ
の
懐
疑
的
な
見
解
は
、
十
分
に
払

拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
3
つ
あ
る
。

第
一
に
、
非
民
主
主
義
国
に
、
政
権
に
都
合
の
悪
い
情
報
を
隠

す
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
の
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
程
度

の
も
の
な
の
か
、
つ
ま
り
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
起
因
の
死
者
数
の
公

表
値
が
実
態
か
ら
ど
れ
だ
け
異
な
っ
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明

ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
死
者
数
の
バ
イ
ア
ス
に
つ
い

て
は
、
感
染
が
指
数
関
数
的
な
広
が
り
を
見
せ
、
医
療
体
制
が
混

乱
し
て
い
る
状
況
で
生
じ
た
も
の
と
、
あ
る
程
度
状
況
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
状
況
と
で
は
そ
の
意
味
合
い
が
異
な
る
は
ず

だ
が
、
そ
の
点
も
、
一
連
の
議
論
の
中
で
十
分
考
慮
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
。

次
に
、
情
報
の
透
明
性
と
民
主
化
の
度
合
い
に
は
強
い
相
関
関

係
が
あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
情
報
の
透
明
性
と
公
表
さ
れ
た
死

者
数
と
の
相
関
は
、
一
方
で
非
民
主
主
義
国
が
真
の
死
者
数
を
隠

し
て
い
る
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
変
数
で
も
あ
る
が
、
一
方
で

民
主
主
義
体
制
が
感
染
の
抑
え
込
み
に
失
敗
し
て
い
る
、
と
い
う

現
象
を
説
明
す
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ど
ち
ら
が
よ
り

本
質
的
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
判
別
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で

あ
る
。第

三
は
、
一
連
の
議
論
を
通
じ
て
、
自
然
環
境
が
も
た
ら
す
リ

ス
ク
と
、
社
会
的
な
制
度
が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
す
な
わ
ち
、
人
為

的
環
境
が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
の
問
題
と
が
十
分
切
り
分
け
ら
れ
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
だ
。
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
の
『
危
険

社
会
』
が
説
く
よ
う
に
、
後
期
近
代
に
お
い
て
は
、
外
部
環
境
の

不
確
実
性
に
対
処
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
人
為
的
環
境
が
環
境
破

壊
や
国
家
の
横
暴
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
「
個
人
」
の
生
活
を
脅
か

す
リ
ス
ク
と
な
り
う
る
。
民
主
主
義
が
、
こ
の
人
為
的
な
リ
ス
ク

を
軽
減
さ
せ
る
た
め
の
優
れ
た
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
だ
か
ら
と
言
っ

て
民
主
主
義
が
、
今
回
の
よ
う
な
予
想
も
つ
か
な
い
感
染
症
の
流

行
と
い
う
、
自
然
環
境
の
大
き
な
変
化
の
対
応
に
も
有
効
だ
と
は

言
い
切
れ
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

政
治
体
制
と
感
染
の
広
が
り
の
相
関
に
つ
い
て
は
慎
重
に
な
る

べ
き
だ
と
し
て
も
、
感
染
の
抑
え
込
み
に
あ
る
程
度
の
「
自
由
の

制
限
」
が
不
可
欠
だ
、
と
い
う
こ
と
も
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
を
通

じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
民
主
的
な
政
治
体
制
を
採
用
し
つ
つ
、
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こ
こ
で
、
民
主
主
義
と
コ
ロ
ナ
対
策
を
め
ぐ
る
議
論
に
、
「
文

化
」
と
い
う
補
助
線
を
引
い
て
み
よ
う
。
そ
の
こ
と
で
、
情
報
の

透
明
性
や
民
主
主
義
と
コ
ロ
ナ
対
策
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
ま
た

異
な
っ
た
見
方
が
可
能
に
な
る
、
と
考
え
る
か
ら
だ
。

た
と
え
ば
、
昨
年
、
第
7
波
の
調
査
が
公
開
さ
れ
た
世
界
価
値

観
調
査
の
結
果
を
基
に
人
々
の
価
値
観
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
た
イ
ン

グ
ル
ハ
ー
ト
l

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
図
は
、

A
'
C
o
n
f
u
c
i
a
n
"
す
な
わ
ち

儒
教
文
化
瀾
に
分
類
さ
れ
た
国
々
と
、

"
E
n
g
l
i
s
h
,
S
p
e
a
k
i
n
g
"

（
英
語
圏
）
の
国
々
お
よ
び

"
P
r
o
t
e
s
t
a
n
t
E
u
r
o
p
e
"
 
(
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
に
分
類
さ
れ
た
国
々
に
お
い
て
、
生
存

と
自
己
表
現
の
ど
ち
ら
を
重
要
視
す
る
か
、
と
い
う
価
値
観
の
違

い
を
鮮
明
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

縦
軸
は
伝
統
的
な
価
値
と
世
俗
的
な
価
値
の
度
合
い
を
示
し
、

「
文
化
」

は
感
染
対
策
に
ど
う
影
響
す
る
か

感
染
の
抑
え
込
み
に
成
功
し
た
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
過
程
で
強

い
「
自
由
の
制
限
」
、
す
な
わ
ち
「
民
主
主
義
の
原
則
の
一
時
的

な
停
止
」
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
は
重
く
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。つ

ま
り
、
成
田
が
展
開
し
た
「
民
主
主
義
の
敗
北
」
論
は
、
あ

ま
り
に
ナ
イ
ー
ブ
で
あ
り
、
突
っ
込
み
ど
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
る

の
だ
が
、
そ
れ
を
全
く
根
拠
の
な
い
も
の
と
し
て
一
蹴
し
て
し
ま

う
こ
と
も
ま
た
危
険
だ
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

上
に
行
く
ほ
ど
世
俗
的
な
価
値
が
強
い
。
横
軸
は
、
生
存
と
自
己

表
現
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
を
示
し
て
お
り
、
右
に
行
く
ほ
ど

表
現
の
自
由
を
重
視
す
る
度
合
い
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
図
の
右

上
に
位
置
す
る
。
フ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
分
類
さ
れ
て

い
る
国
々
が
、
最
も
自
由
を
志
向
す
る
度
合
い
が
高
く
、
ま
た
世

俗
的
な
価
値
観
が
強
い
こ
と
が
み
て
と
れ
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、

中
央
上
に
儒
教
文
化
圏
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
に
さ
れ
て
い
る
諸

地
域
は
、
世
俗
的
な
価
値
観
は
強
い
一
方
で
、
欧
米
諸
国
に
比
べ

よ
り
「
自
由
」
よ
り
「
生
存
」
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
日
本

の
位
置
は
、
ち
ょ
う
ど
両
者
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
図
で
は
台
湾
と
中
国
が
横
軸
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
と

こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
し
よ
う
。

ま
た
こ
れ
ら
の
文
化
圏
は
、
例
え
ば
政
府
に
対
す
る
信
頼
性
や

無
制
限
な
権
力
へ
の
容
認
な
ど
の
個
々
の
論
点
に
関
す
る
回
答
に

お
い
て
も
、
際
立
っ
た
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
例
え
ば
「
政
府
を

信
頼
す
る
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
各
国
の
回
答
の
平
均
値
で

は
、
中
国
の
「
大
い
に
信
頼
し
て
い
る
」
「
か
な
り
信
頼
し
て
い

る
」
と
い
う
二
つ
の
回
答
の
合
計
が
約
80
％
を
示
す
な
ど
、
主
要

国
の
中
で
は
群
を
抜
い
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
で
も
、

こ
の
二
つ
の
回
答
の
合
計
が

50
％
に
達
す
る
の
は
台
湾
や
韓
国
な

ど
「
儒
教
文
化
圏
」
に
偏
っ
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
英
語
圏
と
の
対
比
は
明
ら
か
だ
。

C
O
V
I
D
'
1
9
の
対

策
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
「
文
化
」
の
違
い
が
ウ
ィ
ル
ス
感

染
抑
制
に
大
き
く
影
響
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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STANDPOINT、i点
The lnglehart-Welzel World Cultural Map (2020) 
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「
文
化
」
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
な
理
由
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

人
類
学
者
で
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
ら

は
、
ヘ
ー
ル
ト
・
ホ
フ
ス
テ
ー
ド
に
よ
る
個
人
主
義
／
集
団
主
義

の
対
比
を
は
じ
め
と
し
た
、
進
化
心
理
学
や
経
済
学
分
析
で
よ
く

用
い
ら
れ
る
文
化
的
価
値
に
関
す
る
指
標
が
、
西
欧
で
教
育
を
受

け
、
工
業
化
さ
れ
、
豊
か
で
民
主
的
な

(
W
E
I
R
D
:
W
e
s
t
e
r
n
,
 

e
d
u
c
a
t
e
d
,
 industrialized, rich a
n
d
 d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
)
 
:
t
i
-
4
~

に
お

け
る
バ
イ
ア
ス
を
強
く
受
け
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
民
主
主
義
の
危
機
」
を
め
ぐ
る
論
争
で

問
題
と
さ
れ
た
民
主
化
の
度
合
い
や
情
報
の
透
明
度
と
い
っ
た
、

個
人
主
義
的
な
価
値
観
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
社
会
制
度
上
の
指
標
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
々
が
、
米
国
な
ど

の
「
W
E
I
R
D
な
」
主
要
国
の
文
化
的
な
価
値
に
ど
れ
だ
け
近
い

か
、
と
い
う
こ
と
に
規
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
権
威
主
義
か
民
主
主
義
か
、
と
い
っ
た
形
式
的
な

政
治
制
度
の
問
題
と
は
異
な
り
、
文
化
的
な
価
値
観
は
そ
も
そ
も

単
純
な
指
標
化
に
な
じ
み
に
く
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
問
題
を

論
じ
る
に
は
指
標
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
用
い
た
数
量
分
析
だ
け
に

頼
る
の
で
は
な
く
、
異
な
る
文
化
的
背
景
を
知
る
た
め
の
十
分
な

理
解
を
払
っ
た
う
え
で
、
丁
寧
な
議
論
を
行
う
こ
と
が
重
要
な
の

だ
と
言
え
よ
う
。
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以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
コ
ロ
ナ
対
策
に
お
い
て

露
わ
に
な
っ
た
中
国
社
会
と
西
側
諸
国
と
の
「
文
化
の
違
い
」
と

し
て
、
「
市
民
」
と
「
人
民
」
と
の
対
立
の
先
鋭
化
、
と
い
う
現

象
に
注
目
し
て
み
た
い
。

新
型
肺
炎
の
流
行
は
、
当
初
「
市
民
」
に
よ
る
政
府
批
判
に
勢

い
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
た
。

2
0
2
0
年

1
月
20

日
、
中
国
政
府
が
初
め
て
人
か
ら
人
へ
の
感
染
を
認
め
る
と
、
当

初
武
漠
市
へ
広
が
っ
た
際
地
元
政
府
の
情
報
隠
蔽
へ
の
不
満
が
高

ま
り
、
抑
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
政
府
批
判
の
声
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
や

S
N
S
で
盛
ん
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

さ
ら
に

2
0
1
9
年

12
月
の
段
階
で

S
A
R
S
に
似
た
肺
炎
が

広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を

S
N
S
で
訴
え
て
い
た
武
漢
市
中
心
医

院
の
眼
科
医
李
文
亮
は
、
「
デ
マ
を
流
し
た
」
と
し
て
当
局
に
処

罰
さ
れ
た
後
、
自
身
も
肺
炎
に
か
か
り

20
年

2
月
7
日
に
亡
く

な
っ
た
。
ま
た
感
染
が
蔓
延
す
る
武
漠
市
の
窮
状
を
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
世
界
に
配
信
し
て
い
た
市
民
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

陳
秋
実
と
方
斌
は
、

2
月
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
後
消
息
不
明
と

な
っ
た
（
陳
は
そ
の
後
「
政
府
の
監
視
下
に
置
か
れ
て
い
る
」
と

報
道
さ
れ
た
）
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
て
、
北
京
大
学
教
授

の
張
千
帆
や
清
華
大
学
教
授
の
許
章
潤
な
ど
著
名
な
大
学
教
授
や

人
権
派
弁
護
士
が
名
を
連
ね
、
「
人
民
の
知
る
権
利
の
剥
奪
」
が

肺
炎
の
蔓
延
を
招
い
た
と
し
て
、
自
由
な
言
論
の
実
現
を
求
め
る

人
民
戦
争
か
、
市
民
の
自
由
の
尊
重
か

書
簡
を
李
克
強
首
相
ら
に
宛
て
て
公
開
し
、
多
く
の
賛
同
者
を
集

め
た
。し

か
し
、
政
府
に
よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
か
つ
徹
底
し

た
感
染
対
策
が
功
を
奏
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
「
市

民
」
に
よ
る
自
由
な
言
論
、
お
よ
び
そ
れ
を
求
め
る
声
は
し
ぼ
ん

で
い
く
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
が
、
一
連

の
感
染
対
策
を
習
近
平
政
権
が
「
人
民
戦
争
」
と
し
て
位
置
づ

け
、
そ
れ
を
左
派
の
知
識
人
が
礼
賛
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

中
国
民
衆
の
生
活
史
に
詳
し
い
京
都
大
学
の
太
田
出
に
よ
れ

ば
、
中
国
に
お
い
て
新
型
肺
炎
が
猛
威
を
振
る
っ
た

2
0
2
0
年

前
半
に
は
過
去
の
感
染
症
対
策
に
お
け
る
毛
沢
東
の
功
績
、
特
に

「
偉
大
な
る
勝
利
」
と
さ
れ
る

1
9
5
0
年
代
の
日
本
住
血
吸
虫

症
撲
滅
運
動
の
歴
史
が
た
び
た
び
呼
び
起
こ
さ
れ
、
そ
れ
を
現
在

の
習
近
平
政
権
の
「
新
型
肺
炎
と
の
闘
い
」
に
投
影
し
よ
う
と
す

る
政
治
的
な
試
み
が
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
報
道
を
通
じ
て
盛
ん
に

*
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な
さ
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
「
新
左
派
」

を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
る
清
華
大
学
の
注
暉
は
、
レ
ー
ニ
ン
生

誕

l
5
0
周
年
を
記
念
し
た
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
習
政
権
の
官
民

挙
げ
て
の
コ
ロ
ナ
対
策
を
毛
沢
東
の
「
人
民
戦
争
」
に
な
ぞ
ら

え
、
「
新
型
ウ
ィ
ル
ス
と
の
闘
い
に
お
い
て
、
中
国
共
産
党
は

（
人
民
戦
争
の
）
伝
統
を
賢
明
に
も
利
用
し
、
伝
染
病
と
の
闘
い

を
『
人
民
戦
争
、
か
つ
総
力
戦
、
か
つ
防
御
戦
』
だ
と
総
括
し

た
」
。
そ
の
う
え
で
、
「
21
世
紀
に
、
共
産
党
は
再
び
人
民
戦
争
モ
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そ
れ
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
後
の
世
界
の
混
乱
は
こ
の
よ
う
な
「
人

民
戦
争
」
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
正
し
さ
を
証
明
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
江
暉
ら
の
議
論
に
お
け
る

「
人
民
」
と
い
う
用
語
の
用
い
方
に
は
無
視
で
き
な
い
、
恐
ら
く

グ
ロ
ー
バ
ル
に
搾
取
さ
れ
る
「
ピ
ー
プ
ル
11
人
民
」

デ
ル
に
頼
り
、
上
下
の
連
携
と
水
平
的
な
支
援
に
よ
る
新
し
い
タ

*
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イ
。
フ
の
社
会
動
員
を
形
成
し
た
」
と
手
放
し
で
評
価
し
た
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
毛
沢
東
の
「
人
民
戦
争
」
と
は
、
農
民
と
労
働
者

を
主
体
と
し
た
大
衆
動
員
型
の
反
帝
国
主
義
戦
争
の
ス
タ
イ
ル
を

指
す
。
さ
ら
に
注
は
「
西
側
諸
国
に
お
け
る
多
く
の
論
者
は
、
中

国
の
対
応
を
中
央
集
権
的
な
体
制
に
起
因
す
る
も
の
と
み
な
し
、

国
家
総
動
員
体
制
の
下
で
の
『
人
民
戦
争
』
の
力
を
認
め
ず
、
人

民
の
戦
争
と
総
力
戦
と
の
複
雑
な
関
係
を
区
別
し
て
い
な
い
」
と

た
た
み
か
け
る
。

す
な
わ
ち
、
江
に
よ
る
人
民
戦
争
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
中
国
の

人
権
問
題
を
声
高
に
批
判
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
感
染
抑

制
に
失
敗
し
多
数
の
命
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
西
側
諸
国
の
「
矛

盾
」
を
椰
楡
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時

に
、
あ
く
ま
で
市
民
の
自
由
の
尊
重
と
感
染
対
策
の
両
立
を
目
指

さ
ざ
る
を
得
な
い
西
側
諸
国
と
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
後
者
の

実
現
の
た
め
に
前
者
を
犠
牲
に
し
た
中
国
と
の
文
化
的
な
価
値
観

の
隔
た
り
を
象
徴
す
る
も
の
だ
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

は
意
図
的
な
誤
謬
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

2
0
2
0
年
、
コ
ロ
ナ
禍
の
全
世
界
へ
の
広
が
り
を
受
け
て
、

日
本
や
米
国
を
含
む
世
界
の
主
要
国
は
相
次
い
で
市
民
の
生
活
を

支
え
る
現
金
給
付
や
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
企
業
や
店
舗
へ
の

補
償
を
こ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
で
行
っ
た
。
一
方
で
、
中
国
政
府

は
、
そ
う
い
っ
た
財
政
支
出
を
通
じ
た
現
金
給
付
を
含
む
市
民
や

業
者
へ
の
直
接
補
償
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
代

わ
っ
て
政
府
が
重
視
し
た
の
が
、

5
G
な
ど
高
速
通
倍
網
の
整

備
、
さ
ら
に
は
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
や

A
I
、
ス
マ
ー
ト
フ
ァ
ク
ト

リ
ー
な
ど
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
著
し
い
分
野
を
中
心
と
し
た
、

い
わ
ゆ
る
「
新
イ
ン
フ
ラ
建
設
（
新
基
建
）
」
へ
の
投
資
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ロ
ナ
禍
に
対
す
る
中
国
政
府
の
経
済
政
策
は
、

1
・
個
人
の
所
得
補
償
よ
り
も
企
業
へ
の
低
金
利
融
資
を
重
視
す

る、

2
・
供
給
面
の
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
い
局
面
で
は
総
需
要
を
刺

激
す
る
政
策
を
控
え
る
、

3
•

財
政
出
動
に
よ
る
景
気
刺
激
策
で

は
効
率
性
に
配
慮
し
た
イ
ン
フ
ラ
投
資
を
重
視
す
る
、
な
ど
の
点

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
資
源
の
効
率
性
を
重
視

し
、
需
要
面
よ
り
も
供
給
面
の
シ
ョ
ッ
ク
ヘ
の
対
応
を
優
先
さ
せ

る
、
主
流
派
の
、
あ
え
て
言
う
な
ら
「
新
自
由
主
義
的
な
」
経
済

学
者
の
考
え
方
に
沿
っ
た
対
応
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中
国
の
対
策
は
、
資
源
配
分
の
効
率
性

を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
零
細
な
事
業
者
や
不
安
定
な
雇
用
環
境
に

置
か
れ
て
い
る
労
働
者
へ
の
救
済
を
欠
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

「
自
助
」
に
過
度
に
依
存
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
批
判
を
免
れ
な
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い
も
の
で
あ
っ
た
。
各
種
の
推
計
に
よ
る
と
、

3
月
期
の
都
市
に

お
け
る
失
業
者
数
は

7
0
0
0
万
＼

8
0
0
0
万
人
、
失
業
率
に

す
る
と
約
20
％
に
達
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の

70
％
以
上
は
最
も

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
脆
弱
な
農
民
エ
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
失
業
問
題
の
深
刻
化
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
農
民

工
の
存
在
や
、
フ
ー
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
に
代
表
さ
れ
る
ギ
グ
・
エ

コ
ノ
ミ
ー
の
広
が
り
な
ど
、
中
国
社
会
に
お
け
る
労
働
市
場
の
流

動
性
の
著
し
い
高
さ
が
、
そ
の
矛
盾
を
覆
い
隠
し
た
と
い
う
側
面

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
は
、
「
感
染
症
と
の
闘

い
」
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
に
、
大
手

I
T
企
業
の
経
営
者
か

ら
、
農
民
エ
ま
で
を
「
人
民
」
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
し
て
し
ま

う
こ
と
の
欺
脳
性
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
前
者
の
葵
大
な
利
益

は
、
農
民
工
を
は
じ
め
と
し
た
資
本
主
義
の
周
辺
に
あ
る
存
在
に

不
均
衡
な
負
担
を
押
し
付
け
る
形
で
実
現
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
真
の
「
人
民
の
利
益
」
が
実
現
し
て
い
な
い
、
と

い
う
問
題
は
、
民
主
主
義
を
採
用
し
て
い
る
は
ず
の
西
側
諸
国
に

お
い
て
も
同
様
に
生
じ
て
い
る
。
そ
の
象
徴
が
、
米
国
の
ト
ラ
ン

。
フ
政
権
に
象
徴
さ
れ
る
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
世
界
的
な
広
が
り
で

あ
る
。社

会
学
者
の
酒
井
隆
史
は
、
イ
タ
リ
ア
の
思
想
家
マ
リ
オ
・
ト

ロ
ン
テ
ィ
が
、
近
代
社
会
に
お
け
る
「
ピ
ー
。
フ
ル
1
1

人
民
」
概
念

の
起
源
を
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る
、
モ
ー
ゼ
が
導
い
た
人
々
、
す

な
わ
ち
広
場
に
集
ま
っ
て
討
議
す
る
市
民
で
は
な
く
、
抑
圧
や
隷

属
か
ら
の
解
放
や
エ
ク
ソ
ダ
ス
を
求
め
る
群
衆
に
求
め
て
い
る
こ

*
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と
に
注
目
し
て
い
る
。
ト
ロ
ン
テ
ィ
1
1

酒
井
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
労
働
者
の
あ
い
だ
の
決
裂
が
フ
ラ
ン
ス
ニ
月
革
命

へ
と
結
実
し
た

1
8
4
8
年
こ
そ
、
上
記
の
よ
う
な
「
世
俗
化
さ

れ
た
神
学
の
観
念
」
と
し
て
の
「
ピ
ー
プ
ル
」
の
政
治
的
意
義
に

と
っ
て
の
分
水
嶺
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で

初
め
て
「
理
念
上
で
は
ピ
ー
。
フ
ル
に
主
権
を
与
え
る
と
い
う
こ

と
」
と
、
「
実
態
上
で
は
支
配
や
搾
取
・
収
奪
に
ピ
ー
プ
ル
が
さ

ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
と
の
亀
裂
が
顕
在
化
し
た
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
市
民
（
的
公
共
性
）
」
を
攻
撃
す
る
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
は
、
こ
の
近
代
国
家
に
お
け
る
ピ
ー
プ
ル
の
扱
い
を
め
ぐ

る
矛
盾
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
「
健
全
な
病
理
形
態
」
な
の
で
あ
る
。

酒
井
が
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
民
と
市
民
と
の
矛

盾
、
と
い
う
現
象
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
進
展
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
、
全
世
界
的
な
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
顕

在
化
の
仕
方
は
「
文
化
」
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
上

述
の
、
中
国
に
お
け
る
「
人
民
戦
争
」
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
強
調

と
、
そ
れ
に
伴
う
「
市
民
」
的
な
公
共
性
へ
の
過
度
の
抑
圧
は
、

そ
の
―
つ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

2
0
2
0
年
末
よ
り
ア
リ
バ
バ

や
テ
ン
セ
ン
ト
な
ど
の
大
手

I
T
企
業
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
を

掲
げ
た
当
局
の
締
め
付
け
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て

い
る
。

2
0
2
1
年

9
月
現
在
、
こ
の
よ
う
な

I
T
企
業
へ
の
締

め
付
け
は
単
な
る
独
占
禁
止
法
の
徹
底
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
、
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「
共
同
富
裕
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
政
府
の
再
分
配
政

策
の
名
の
も
と
に
進
行
中
で
あ
る
。
批
判
の
矛
先
を
か
わ
す
た
め

に
、
ア
リ
バ
バ
グ
ル
ー
。
フ
は
「
共
同
富
裕
」
政
策
を
実
施
す
る
た

め
の
資
金
と
し
て
、

2
0
2
5
年
ま
で
に

1
0
0
0
億
元
（
約

1

兆
7
0
0
0
億
円
）
を
拠
出
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
の

I
T

企
業
を
突
如
襲
っ
た
か
に
見
え
る
逆
風
も
、
感
染
対
策
で
「
人

民
」
の
一
体
性
が
強
調
さ
れ
る
中
で
、
底
辺
労
働
者
の
雇
用
が
不

安
定
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
を
取
り
繕
う
た
め
の
「
健
全
な

（
？
）
病
理
形
態
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

コ
ロ
ナ
禍
は
、
な
に
よ
り
も
西
洋
社
会
と
非
西
洋
社
会
の
「
文

化
」
の
違
い
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
。
一
方
で
、
近
代
国
家
に
お

け
る
「
人
民
1
1

ピ
ー
。
フ
ル
」
に
対
す
る
搾
取
と
収
奪
、
と
い
う
世

界
共
通
の
問
題
の
存
在
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以

前
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
統
合
さ
れ
た
資
本
主
義
体
制
に
お
け
る

中
国
の
よ
う
な
権
威
主
義
的
国
家
の
台
頭
は
、
人
権
問
題
を
始
め

と
す
る
価
値
観
の
違
い
を
め
ぐ
っ
て
、
米
国
に
代
表
さ
れ
る
西
側

諸
国
と
の
深
刻
な
対
立
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
民
主
主

義
と
権
威
主
義
の
ど
ち
ら
が
優
位
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
一
見
単

純
な
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
実
際
に
は
い
く
つ
も
の
層
と
し

て
重
な
り
合
っ
た
解
決
の
難
し
い
問
題
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界
が
こ
の
よ
う
な
複

*
5
 

*
4
 

*
3
 

*
2
 

*
1
 成
田
悠
輔
「
民
主
主
義
の
未
来
（
上
）
優
位
性
後
退
、
崩
壊

の
瀬
戸
際
に
」
『
日
本
経
済
新
聞
』

2
0
2
1
年
8
月
18
日

東
島
雅
昌
「
民
主
主
義
の
未
来
（
中
）
『
権
威
主
義
の
優
位
』

前
提
疑
え
」
『
日
本
経
済
新
聞
』

2
0
2
1
年
8
月
19
日
、
お

よ
び
安
中
進
「
民
主
主
義
は
権
威
主
義
に
劣
る
の
か
？
コ

ロ
ナ
下
の
政
治
体
制
を
分
析
す
る
」
『
中
央
公
論
.jp』

2
0

2
1
年

9
月

3
日、

h
t
t
p
s
:
/
/
 ch
u
o
k
o
r
o
n
.
j
p
/
p
o
l
i
t
i
c
s
/
1
1
7
8
 

7
0
.
h
t
m
l
 

太
田
出
『
中
国
農
漁
村
の
歴
史
を
歩
く
』
京
都
大
学
学
術
出

版
会
、

2
0
2
1
年

注
暉
「
革
命
者
人
格
与
勝
利
的
哲
学
紀
念
列
寧
誕
辰

l
5
0

周
年
」
『
観
察
者
』

2
0
2
0
年

4
月
22
日、

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
 

g
u
a
n
c
h
a
.
c
n
/
w
a
n
g
,
h
u
i
/
2
0
2
0
_
0
4ー

2
2
_
5
4
7
7
9
8ー

s
.
s
h
t
m
l

酒
井
隆
史
「
ピ
ー
。
フ
ル
の
い
な
い
と
こ
ろ
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

あ
り
？
」
以
文
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、

2
0
1
9
年
9
月
24
日、

h
t
t
p
:
/
 /
w
w
w
.
i
b
u
n
s
h
a
.
e
o
.
j
p
/
 c
o
n
t
e
n
t
s
/
 s
a
k
a
i
s
p
e
c
i
a
l
O
l
/
 匿

雑
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
が
遠
回
り
に
見
え
て
も
、
民
主
主
義
を
堅
持
し
つ
つ
、

異
な
る
価
値
観
を
持
っ
た
人
々
と
の
対
話
の
道
筋
を
探
る
た
め
の

一
番
の
近
道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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