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政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
、
今
世
紀
で
も
っ
と
も
影
響
の
強
か

っ
た
自
由
主
義
者
は
、
間
違
い
な
く
フ
リ
ー
ド
マ
ン
で
あ
ろ
う
。

彼
以
上
に
、
自
由
主
義
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
を
行
っ
た
研
究
者

は
い
く
ら
で
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
中
に
は
ブ
リ

i
ド
マ
ン
の

由
民
由
主
義
の
不
徹
底
さ
を
批
判
す
る
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
一

九
七

0
年
代
後
半
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
先
進
国
で
盛
り
上
が

っ
た
新
・
自
由
主
義
の
流
れ
は
、
多
く
を
ブ
リ

i
ド
マ
ン
に
負
っ
て

い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
吋
資
本
主
義
と
自
由
』
は
、
決
し
て
自
由

主
義
の
全
盛
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
元
と
な
っ
た

ウ
ォ
バ
ッ
シ
ュ
大
学
で
の
講
義
が
行
わ
れ
た
一
九
五
九
年
は
、
ケ

イ
ン
ズ
的
一
福
祉
国
家
の
全
盛
期
で
あ
る
。
冷
戦
体
制
下
で
国
家
主

義
に
対
す
る
警
戒
感
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
に
、
ケ
イ

ン
ズ
的
政
策
に
一
つ
一
つ
反
論
し
て
い
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容

易
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
国
家
に
よ
る
経
済
へ
の
干
渉
主
義
批
判
は
次

の
四
つ
に
類
型
化
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
金
融
財
政
政
策
に
対
す

る
批
判
、
国
家
管
理
の
効
率
性
批
判
、
国
家
管
理
の
シ
ス
テ
ム
的

問
題
点
、
現
代
民
主
主
義
の
制
度
的
欠
陥
で
あ
る
。
第
四
の
点
は
、

後
に
ブ
キ
ャ
ナ
ン
日
ワ

i
グ
ナ
!
の
定
理
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
民
主
主
義
的
意
思
決
定
過
程
で

は
、
多
数
派
の
好
ま
な
い
政
策
は
、
そ
れ
が
妥
当
な
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
決
し
て
採
択
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

一
九
五

0
年
代
に
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る

で
あ
ろ
う
。

金
融
政
策
に
つ
い
て
の
批
判
や
財
政
政
策
の
批
判
は
、
ケ
イ
ン

ジ
ア
ン
リ
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
論
争
の
争
点
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
詳
し
く
取
り
上
げ
る
余
地
は
こ
こ
で
は
な
い
が
、
フ
リ
ー
ド

マ
ン
は
、
政
府
の
裁
量
的
政
策
に
よ
っ
て
貨
瞥
供
給
量
を
変
化
さ

せ
る
こ
と
は
決
し
て
経
済
の
安
定
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
む
し
ろ
不

確
実
性
を
増
大
さ
せ
不
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
が
も
っ
と
も
問
題
と
し
て
い
る
非
自
発
的
失
業
の

解
決
と
い
う
点
に
関
し
て
も
、
大
恐
慌
時
に
お
け
る
政
府
の
誤
っ

た
貨
幣
供
給
政
策
が
不
況
を
長
期
化
さ
せ
た
と
し
て
批
判
し
て
い

た
。
こ
の
論
争
に
関
し
て
は
、
第
三
者
の
目
か
ら
見
る
と
い
ま
だ

決
着
が
つ
い
て
い
る
と
は
一
言
い
難
い
。

国
家
管
理
の
効
率
性
の
問
題
は
、
そ
の
議
論
の
多
く
を
ハ
イ
エ

ク
の
知
識
論
に
負
っ
て
い
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
一
九
五

O
年
か
ら
シ
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フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
自
由
主

義フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
議
論
を

読
む
と
最
初
に
気
が
つ
く

の
は
、
そ
れ
が
白
出
擁
護

論
で
は
な
く
、
国
家
干
渉

批
判
で
あ
る
こ
と
だ
。
彼

は
、
自
由
の
意
味
を
考
え

た
ハ
イ
エ
ク
と
は
違
い
、

民
家
の
経
済
に
対
す
る
現

行
の
介
入
政
策
の
欠
陥
と

限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、

背
開
法
的
に
自
由
主
義
を

擁
護
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
現
行
の
政
策
批
判

H
自
前
擁
護
に
は
な
ら
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
制
度
的
問
題

が
あ
る
と
し
て
も
、
制
度

改
良
に
よ
っ
て
そ
れ
は
川

選
可
能
で
あ
る
と
い
う
主

張
を
ボ
口
定
し
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
実
際
フ
リ
ー
ド

マ
ン
の
議
論
が
、
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
白
山
LK
義
者
た
ち

の
よ
う
に
完
全
な
国
家
再



カ
ゴ
大
学
道
纏
科
学
教
授
で
あ
り
、
一
九
四
六
年
か
ら
シ
カ
ゴ
大

の
准
教
授
(
一
九
四
八
年
か
ら
は
教
授
)
に
な
っ
て
い
た
フ
リ
ー
ド

マ
ン
と
の
思
想
的
関
係
は
無
視
し
え
な
い
。
経
済
に
お
け
る
様
々

な
資
源
の
配
分
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
社
会
に
散
在
す
る
無
数

の
知
識
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
政
府
が
市
場
よ
り

そ
れ
を
う
ま
く
や
れ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
し
、
多
く
の
場
合
、

人
の
力
は
「
見
え
ざ
る
神
の
手
」
に
劣
る
こ
と
に
な
る
。

福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
各
政
策
は
基
本
的
に
は
弱
者
を
保
護

し
、
経
済
的
環
境
を
整
え
、
す
べ
て
の
国
民
の
経
済
状
態
を
改
善

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く

は
時
間
の
流
れ
の
中
で
当
初
の
目
的
か
ら
は
ず
れ
、
政
策
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
制
度
を
う
ま
く
利
用
で
き
る
一
部
の
人
々
の
利
益
を

守
る
た
め
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム

的
問
題
点
は
今
日
で
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ド

マ
ン
が
特
に
取
り
上
げ
た
、
医
師
の
免
許
制
も
そ
も
そ
も
は
不
当

な
治
療
か
ら
患
者
側
を
保
護
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
は
医
療
業
界
へ
の
自
由
な
参
入
を

阻
止
し
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
を
強
力
な
圧
力
団
体
と
化
し
、
医
療

費
の
高
騰
を
通
じ
て
貧
困
者
の
生
活
を
脅
か
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
彼
は
、
医
療
の
質
を
維
持
す
る
た
め
に
は
免
許
制
の
必
要
は

な
く
、
登
録
制
に
よ
っ
て
医
師
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上

で
競
争
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
い
っ
た
解

v
レ
η
ム」

決
策
の
提
案
は
、
医
療
情
報
の
難
解
さ
に
対
し
て
後
込
み
し
て
し

ま
う
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
容
易
に
は
認
め
が
た
い
も
の
が
あ
る
。

だ
が
、
医
療
は
と
も
か
く
と
し
て
も
わ
れ
わ
れ
の
身
の
回
り
に
は
、

「
弱
者
保
護
」
の
名
の
下
に
、
政
府
に
後
押
し
さ
れ
た
不
適
切
な
独

占
が
堂
々
と
ま
か
り
通
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
他
の
多
く
の
自
由
主
義
者
(
例
え
ば
モ
ン
ペ

ル
ラ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
)
の
批
判
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
彼
ら
以
上
の
影
響
力
を
持
ち
得
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
彼
の
議
論
が
わ
か
り
や
す
く
、
提
起
し
て
い
る
問
題
点

が
そ
の
時
代
の
人
々
の
感
じ
て
い
た
不
快
感
を
正
確
に
表
し
て
い

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
簡
潔
さ
、
明
瞭
さ
は
時
に
は
浅
薄

さ
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
政
治
家
が
自
ら

の
態
度
を
明
確
に
表
現
す
る
場
合
に
は
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
。
政
治
の
現
場
で
は
わ
か
り
や
す
さ
が
、
そ
の
ま
ま
説
得

力
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
学
者
や
政
治
家
と
い
っ
た
直
接
経
溌
政
策

に
か
か
わ
る
人
々
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
々
に
ま
で
、
，
自
由
主

義
経
済
の
重
要
性
と
優
越
性
を
説
い
た
。
彼
は
、
自
由
な
社
会
が

一
部
の
「
賢
人
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す

べ
て
の
人
々
の
自
発
的
な
努
力
に
よ
っ
て
の
み
維
持
さ
れ
る
こ
と

を
誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
江
頭
進
)
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定
に
つ
な
が
ら
ず
、
代
替

案
の
提
出
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
の
は
こ
の
辺
り
と
関

係
す
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
直

ち
に
彼
の
議
論
を
否
定
す

る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な

い
。
む
し
ろ
完
会
な
自
由

体
制
へ
の
移
行
過
程
を
考

え
ず
「
絵
に
描
い
た
餅
」

を
拝
ん
で
い
る
よ
う
な

人
々
よ
り
は
、
遥
か
に
説

得
的
で
あ
る
。
経
済
埋
論

に
お
い
て
も
そ
の
実
用
性

を
強
調
し
た
フ
リ
ー
ド
マ

ン
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
経

済
政
策
の
現
場
を
担
っ
た

人
物
と
し
て
の
特
徴
を
見

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

モ
ン
ペ
ル
ラ
ン
・
ソ
サ
イ

エ
-
ア
イ

K
・
。
ホ
パ
ー
や

F
-
ハ
イ

エ
ク
に
よ
っ
て
、
一
九
四

七
年
に
ス
イ
ス
の
モ
ン
ベ

ル
ラ
ン
で
設
立
さ
れ
た
。

二
度
の
大
戦
の
中
で
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
自
由
社
会

の
知
的
基
礎
を
復
活
さ
せ

る
た
め
に
戦
争
当
事
国
の

知
識
人
が
結
集
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
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