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二
〇
一
一
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
金

融
街
で
発
生
し
た「
ウ
ォ
ー
ル
街
占
拠
」

運
動
（O

ccu
p
y W
all S

treet

）
は
、

ア
メ
リ
カ
国
内
だ
け
で
な
く
世
界
中
か

ら
注
目
を
浴
び
た
。
ア
メ
リ
カ
社
会
で

深
ま
る
所
得
格
差
へ
の
不
満
、そ
し
て
、

そ
れ
が
「
人
口
の
一
％
に
過
ぎ
な
い
高

所
得
者
層
」
に
優
遇
的
な
政
治
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判

は
、
一
般
の
人
々
の
み
な
ら
ず
、
著
名

な
経
済
学
者
、
政
治
学
者
の
な
か
か
ら

も
賛
同
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
民
主

主
義
体
制
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
ア

メ
リ
カ
の
政
治
が
所
得
格
差
の
拡
大
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
政
治
的
な
平
等
と
と
も
に
社

会
経
済
的
な
平
等
を
も
求
め
て
民
主
化

を
果
た
し
た
多
く
の
途
上
国
の
人
々
に

と
っ
て
、
悲
観
的
な
将
来
を
予
想
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
民
主
主
義

は
社
会
経
済
的
な
格
差
の
解
消
に
有
効

な
制
度
的
枠
組
み
と
な
り
う
る
の
だ
ろ

う
か
。

● 
中
位
投
票
者
定
理
と

　

新
し
い
構
造
主
義

　

所
得
格
差
を
解
消
す
る
た
め
に
政
治

が
果
た
す
役
割
は
再
分
配
政
策
を
進
め

る
こ
と
で
あ
る
。
再
分
配
政
策
と
は
、

簡
単
に
言
え
ば
、
政
府
が
課
税
を
通
じ

て
所
得
の
高
い
層
か
ら
富
の
一
部
を
調

達
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
所
得
の
低
い
層

に
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
富
の
移

転
を
は
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
再

分
配
の
機
能
を
持
つ
政
策
は
社
会
政
策

と
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
は
、
政
府
が
運
営

す
る
保
健
衛
生
事
業
、
健
康
保
険
、
教

育
の
提
供
、
貧
困
層
へ
の
生
活
支
援
、

社
会
保
険
、
低
所
得
者
層
向
け
住
宅
の

提
供
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

　

こ
う
し
た
再
分
配
政
策
が
進
展
す
る

こ
と
は
、当
然
、所
得
の
高
い
層
に
と
っ

て
は
負
担
が
増
え
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
個
人
的
な
資
産
が
あ
れ
ば
、
医
療

も
教
育
も
住
居
も
市
場
を
通
じ
て
買
え

ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、
政
府
に
提
供
し

て
も
ら
う
必
要
性
は
低
い
。
税
を
通
じ

て
所
得
の
低
い
人
た
ち
へ
の
サ
ー
ビ
ス

を
担
う
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ

て
資
産
を
減
じ
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。一
方
、所
得
の
低
い
層
に
と
っ

て
は
、
再
分
配
政
策
は
自
ら
の
利
益
を

拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
所
得
が

低
い
ほ
ど
負
担
が
増
加
す
る
逆
進
的
な

課
税
制
度
で
な
け
れ
ば
、
低
所
得
者
層

が
受
け
取
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
通
常
、

彼
ら
が
負
担
す
る
税
以
上
の
も
の
と
な

る
。
高
所
得
者
の
よ
う
に
自
ら
の
資
産

の
み
で
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
で
き

な
い
低
所
得
者
層
に
と
っ
て
は
、
そ
う

し
た
サ
ー
ビ
ス
を
政
府
の
提
供
に
よ
っ

て
確
保
し
て
自
ら
の
社
会
経
済
的
な
地

位
を
高
め
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
利
得
構
造
を
前
提
と
す
る

と
、高
所
得
者
層
は
再
分
配
を
望
ま
ず
、

低
所
得
者
層
は
再
分
配
を
望
む
、
と
い

う
選
好
を
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
と
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
選
好
の

相
違
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
で
は
民
主

主
義
制
度
は
、
ど
う
い
っ
た
政
策
を
帰

結
と
し
て
も
た
ら
す
と
予
測
さ
れ
る
だ

ろ
う
か
。
民
主
主
義
は
多
数
派
の
意
思

を
実
現
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
、
と
い
う

根
源
的
な
特
徴
か
ら
、
民
主
主
義
制
度

を
単
純
な
多
数
決
制
度
と
置
き
換
え
て

考
え
て
み
た
場
合
、
そ
こ
で
も
た
ら
さ

れ
る
最
終
的
な
決
定
・
帰
結
は
、
中
位

投
票
者
（m

ed
ian
 vo
ter

）
の
選
好

と
一
致
す
る
、と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

こ
れ
は
中
位
投
票
者
定
理
と
呼
ば
れ

る
。
中
位
投
票
者
と
は
、
投
票
者
を
そ

れ
ぞ
れ
の
政
策
な
ど
に
対
す
る
選
好
に

従
っ
て
一
次
元
の
上
に
並
べ
た
と
き
、

ち
ょ
う
ど
中
央
に
位
置
す
る
投
票
者
を

意
味
す
る
。
単
純
化
し
て
考
え
る
た
め

に
、
こ
こ
に
二
つ
の
政
党
（
Ａ
、
Ｂ
）

が
あ
る
と
し
よ
う
。
政
策
の
軸
は
再
分

配
の
程
度
で
、
政
党
Ａ
は
再
分
配
の
率

は
極
め
て
低
く
抑
え
る
べ
き
だ
と
考

え
、
政
党
Ｂ
は
一
定
程
度
の
再
分
配
が

必
要
だ
と
考
え
て
い
る
と
す
る
。
こ
の

二
つ
の
政
党
の
選
好
を
一
次
元
の
軸
で

表
す
と
図
1
の
よ
う
に
な
る
。
仮
に
、

民
主
化
と
再
分
配

川
中　

豪

分析リポート
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投
票
す
る
人
々
の
選
好
の
分
布
が
一
様

で
、
ど
の
政
策
の
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て

も
そ
れ
と
合
致
す
る
選
好
を
も
つ
投
票

者
が
同
数
存
在
す
る
と
し
、
か
つ
、
中

位
投
票
者
の
選
好
に
政
党
Ｂ
が
自
ら
の

政
策
を
一
致
さ
せ
た
と
す
る
。
こ
う
し

た
場
合
、
政
党
Ａ
と
政
党
Ｂ
の
そ
れ
ぞ

れ
が
主
張
す
る
再
分
配
率
の
丁
度
真
ん

中
よ
り
低
い
再
分
配
率
を
望
ま
し
い
と

考
え
る
人
々
は
政
党
Ａ
に
、
そ
れ
よ
り

も
高
い
再
分
配
率
が
必
要
と
考
え
る

人
々
は
政
党
Ｂ
を
支
持
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
政
党

Ｂ
の
政
策
が
中
位
投
票
者
の
選
好
と
一

致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
政
党

Ｂ
を
支
持
す
る
人
々
の
数
は
常
に
過
半

数
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
果
、
政
党

Ｂ
は
権
力
を
獲
得
し
て
そ
の
政
策
が
実

施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る（M

elt-

zer an
d
 R
ich
ard
 1
9
8
1

）。
そ
れ

で
は
、
投
票
者
の
分
布
を
よ
り
現
実
に

合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う

か
。
再
分
配
率
に
関
す
る
選
好
と
所
得

の
レ
ベ
ル
が
一
致
す
る
、
つ
ま
り
、
所

得
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
よ
り
高
い
再

分
配
率
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
と
い
う

先
ほ
ど
の
推
測
を
前
提
と
し
て
考
え
る

と
、
途
上
国
で
は
図
2
の
よ
う
な
投
票

者
の
分
布
が
考
え
ら
れ
る
。
途
上
国
は

当
然
所
得
の
低
い
階
層
が
人
口
の
大
半

を
占
め
る
か
ら
、
中
位
投
票
者
は
所
得

の
低
い
層
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
単
純

な
所
得
の
平
均
値
に
当
た
る
階
層
よ
り

も
低
い
所
得
を
得
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
中
位
投
票
者
の
選

好
に
合
わ
せ
た
政
策
を
提
示
す
る
政
党

は
、
先
ほ
ど
の
中
位
投
票
者
定
理
に
基

づ
い
て
考
え
れ
ば
、
最
も
支
持
を
集
め

や
す
く
、
そ
の
政
党
が
権
力
を
掌
握
す

れ
ば
そ
の
政
党
の
政
策
が
実
現
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
多
数
派
の
選

好
が
反
映
さ
れ
る
民
主
主
義
の
制
度
的

手
続
に
沿
え
ば
、論
理
的
に
考
え
る
と
、

途
上
国
に
お
い
て
は
多
数
派
で
あ
る
低

所
得
者
に
望
ま
し
い
再
分
配
政
策
が
実

施
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

近
年
、
民
主
化
を
説
明
す
る
研
究
の

な
か
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
き
て

い
る
流
れ
は
、
こ
う
し
た
中
位
投
票
者

定
理
を
そ
の
理
論
の
基
礎
に
置
い
て
い

る
。
権
力
者
が
独
占
的
に
政
策
を
決
定

で
き
る
独
裁
的
な
政
治
制
度
と
多
数
派

の
市
民
が
政
策
を
決
定
で
き
る
民
主
主

義
制
度
の
選
択
は
、
社
会
階
級
間
の
格

差
の
程
度
（
加
え
て
、
資
本
の
流
動
性

の
程
度
）
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
議

論
で
あ
る
。

　

高
所
得
者
層
と
選
好
が
一
致
す
る
独

裁
的
な
権
力
が
存
在
す
る
状
態
を
議
論

の
出
発
点
と
し
て
、
ボ
イ
シ
ュ
は

（B
o
ix 2
0
0
3

）、
所
得
格
差
が
縮
ま

れ
ば
、
独
裁
体
制
が
民
主
主
義
制
度
に

転
換
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
す

る
。
所
得
格
差
が
縮
ま
れ
ば
、
そ
も
そ

も
階
級
間
の
利
益
対
立
の
程
度
は
低
く

な
り
、
民
主
主
義
に
転
換
し
て
も
、
中

位
投
票
者
と
高
所
得
者
の
選
好
の
違
い

は
小
さ
い
た
め
、
高
所
得
者
の
選
好
か

ら
大
き
く
離
れ
た
極
端
な
再
分
配
を
進

め
る
可
能
性
が
低
く
な
る
。
一
方
、
独

裁
的
な
体
制
は
そ
れ
を
維
持
す
る
抑
圧

コ
ス
ト
を
抱
え
る
の
で
、
再
分
配
に
よ

る
コ
ス
ト
が
抑
圧
コ
ス
ト
を
十
分
下
回

る
状
況
に
な
れ
ば
、
独
裁
的
な
権
力
者

は
、
抑
圧
コ
ス
ト
を
回
避
す
る
た
め
民

主
主
義
制
度
に
移
行
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
持
つ
、と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ア
セ
モ
グ
ル
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン

（A
c
e
m
o
g
lu
 a
n
d
 R
o
b
in
s
o
n
 

2
0
0
6

）
は
、
ボ
イ
シ
ュ
同
様
、
高
所

得
者
層
の
選
好
と
合
致
す
る
独
裁
的
な

権
力
が
存
在
す
る
状
態
を
出
発
点
と

し
、
低
所
得
者
層
の
独
裁
的
な
権
力
に

対
す
る
抵
抗
が
十
分
強
く
な
る
こ
と

が
、
民
主
主
義
へ
の
転
換
を
引
き
起
こ

す
と
説
明
し
た
。
低
所
得
者
層
の
権
力

者
に
対
す
る
抵
抗
が
権
力
者
に
対
し
重

大
な
脅
威
と
な
っ
た
場
合
、
権
力
者
は

図1　2つの政党と政策帰結（投票者の分布が一様な場合）

（注）斜線部分が政党Bの支持層。
（出所）筆者作成。

高い再分配率低い再分配率

中位投票者の選好

A BB

図2　途上国における所得・選好別人口の分布と再分配

（出所）筆者作成。

高い再分配率低い再分配率

中位投票者の選好平均所得者の選好
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低
所
得
者
層
の
要
求
に
妥
協
し
て
い
く

（
再
分
配
を
進
め
て
い
く
）
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
抵
抗

運
動
が
下
火
に
な
っ
た
と
き
、
権
力
者

の
妥
協
が
撤
回
さ
れ
、
再
び
逆
進
的
な

政
策
（
あ
る
い
は
収
奪
）
が
と
ら
れ
る

可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
権

力
者
の
こ
う
し
た
将
来
的
な
裏
切
り
行

為
（
こ
れ
を
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
と

呼
ぶ
）
を
防
ぐ
た
め
に
、
民
主
主
義
制

度
が
導
入
さ
れ
る
の
だ
と
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
民
主
主
義
制
度
の
も
と
で
は
多

数
派
（
す
な
わ
ち
中
位
投
票
者
を
含
む

社
会
階
層
）
の
同
意
な
く
し
て
政
策
の

変
更
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

独
裁
者
は
革
命
に
よ
る
放
逐
と
い
う
最

悪
の
帰
結
を
避
け
る
た
め
に
、
民
主
主

義
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
と
説

明
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
は
、
ど
の
よ
う
な
制

度
が
選
択
さ
れ
る
の
か
を
社
会
経
済
的

な
構
造
に
よ
っ
て
説
明
す
る
た
め
、
構

造
が
直
接
帰
結
を
決
定
す
る
と
い
う
既

存
の
構
造
主
義
と
区
別
さ
れ
る
形
で
、

「
新
し
い
構
造
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
（Iversen
 2
0
1
0

）。
ボ
イ
シ
ュ
の

議
論
に
従
え
ば
、
一
定
程
度
の
所
得
格

差
が
あ
る
国
は
独
裁
的
な
政
治
体
制
を

維
持
し
、
所
得
格
差
が
縮
ま
っ
た
国
で

は
民
主
主
義
に
移
行
す
る
。
ア
セ
モ
グ

ル
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
議
論
に
従
え
ば
、

独
裁
的
な
政
治
体
制
は
所
得
格
差
を
維

持
す
る
が
、
民
主
化
す
る
と
所
得
格
差

が
縮
小
す
る
。
説
明
の
仕
方
は
異
な
る

も
の
の
、
彼
ら
の
議
論
に
従
え
ば
、
い

ず
れ
に
し
て
も
民
主
主
義
体
制
で
は
独

裁
的
な
体
制
よ
り
も
所
得
格
差
が
小
さ

い
と
い
う
現
象
が
観
察
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。

●
民
主
主
義
の
効
果

　

理
論
が
予
測
す
る
よ
う
に
民
主
主
義

に
転
換
し
た
国
は
独
裁
的
な
国
よ
り
も

所
得
格
差
が
小
さ
い
、
あ
る
い
は
、
少

な
く
と
も
再
分
配
政
策
は
進
ん
で
い
る

だ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
民
主
主
義

と
再
分
配
の
関
係
、
特
に
発
展
途
上
国

に
お
け
る
民
主
化
と
再
分
配
に
つ
い
て

の
実
証
的
な
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
、
研
究
者
た
ち
が
合
意
で
き
る

確
立
さ
れ
た
結
論
は
ま
だ
な
い
。
こ
れ

ま
で
再
分
配
を
担
う
社
会
政
策
の
研
究

が
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
先
進
国
に

限
定
さ
れ
て
進
め
ら
れ
て
き
て
、
途
上

国
に
は
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
お
ら

ず
、
ま
た
、
途
上
国
に
関
す
る
デ
ー
タ

が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
大
き
な

障
害
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
近
年
、
途
上
国
で
民
主
化

が
進
展
す
る
の
に
と
も
な
い
、
こ
う
し

た
国
々
を
対
象
に
含
め
た
研
究
が
増
加

し
つ
つ
あ
る
。
民
主
主
義
が
再
分
配
に

与
え
た
効
果
を
検
証
す
る
実
証
的
な
研

究
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
タ
イ

プ
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
再
分
配
を
担

う
社
会
政
策
へ
の
政
府
支
出
を
従
属
変

数
と
す
る
も
の
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

実
際
に
低
所
得
者
層
の
生
活
向
上
の
度

合
い
（
識
字
率
、
平
均
寿
命
、
幼
児
死

亡
率
な
ど
）
を
従
属
変
数
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
、
特
に
計
量

経
済
学
の
手
法
を
使
っ
た
実
証
研
究
の

動
向
を
知
る
の
に
有
用
な
の
が
、
ハ

ガ
ー
ド
と
カ
ウ
フ
マ
ン
（H

aggard
 

an
d
 K
au
fm
an
 2
0
0
8

）
に
よ
る
整

理
で
あ
る
。
彼
ら
が
取
り
上
げ
た
研
究

の
な
か
で
、
社
会
政
策
関
連
支
出
の
大

き
さ
に
対
し
て
民
主
主
義
体
制
が
も
た

ら
す
効
果
を
検
証
し
た
研
究
は
全
部
で

一
七
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
部
分
的
に
効

果
が
見
ら
れ
る
と
い
う
も
の
も
含
め

て
、
一
四
の
研
究
が
、
民
主
主
義
体
制

が
社
会
政
策
関
連
支
出
を
増
大
さ
せ
る

効
果
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
残
り
の
三
つ
の
研
究
は
、
民
主

主
義
体
制
で
あ
る
か
な
い
か
は
、
社
会

政
策
関
連
支
出
に
影
響
を
与
え
な
い
と

し
て
い
る
。
一
方
、
民
主
主
義
体
制
に

低
所
得
者
の
生
活
向
上
を
も
た
ら
す
よ

う
な
効
果
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
検
証

し
た
も
の
と
し
て
は
全
部
で
二
一
の
研

究
が
あ
り
、
何
ら
か
の
生
活
向
上
効
果

が
認
め
ら
れ
た
の
が
一
八
、
効
果
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
三
つ
で
あ
っ

た
。

　

こ
う
し
た
実
証
研
究
に
は
、
世
界
全

体
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
特
定
の
地
域
や
、
特
定
の
所
得
水

準
の
国
々
を
対
象
と
し
た
も
の
な
ど

様
々
あ
り
、
ま
た
、
民
主
主
義
の
効
果

の
有
無
だ
け
で
な
く
、
効
果
が
見
ら
れ

る
分
野
の
違
い
を
示
す
も
の（
例
え
ば
、

人
的
資
本
開
発
に
は
効
果
が
あ
る
が
、

社
会
保
険
で
は
効
果
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
な
ど
）、
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の

条
件
（
対
外
的
な
経
済
開
放
度
、
経
済

状
況
な
ど
）
に
依
存
し
て
効
果
が
変
わ

る
と
い
う
デ
ー
タ
を
示
す
も
の
も
あ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
民
主
主
義
制
度

と
再
分
配
政
策
の
間
に
あ
る
因
果
関
係

は
、
統
計
的
な
相
関
関
係
だ
け
で
は
必

ず
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
民
主
主

義
か
ら
再
分
配
政
策
、
さ
ら
に
は
実
際

の
効
果
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
定
性
的

な
研
究
に
よ
っ
て
示
す
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
に
は
事
例
研
究
の
積
み
重
ね
が
不

可
欠
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
研
究
は
依

然
と
し
て
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
研

究
者
た
ち
が
確
実
に
合
意
で
き
る
結
論

は
ま
だ
出
て
は
い
な
い
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

●
再
分
配
政
策
の
多
様
性

　

と
は
い
え
、
ハ
ガ
ー
ド
と
カ
ウ
フ
マ

民主化と再分配
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ン
が
整
理
し
た
実
証
研
究
の
大
勢
は
、

お
お
ま
か
に
み
れ
ば
、
民
主
主
義
制
度

が
再
分
配
政
策
を
促
す
効
果
を
持
つ
蓋が

い

然ぜ
ん

性せ
い

が
一
定
程
度
確
認
さ
れ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
仮
に
こ
う
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

効
果
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
ご
と
、

地
域
ご
と
、
あ
る
い
は
分
野
ご
と
の
ば

ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
の
研

究
は
示
唆
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
れ
ま
で
社
会
政
策
を

め
ぐ
る
研
究
は
先
進
国
に
対
象
を
限
定

し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、

そ
う
し
た
先
進
国
す
べ
て
が
民
主
主
義

国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
存
の
社
会
政

策
の
研
究
で
も
、
民
主
主
義
体
制
と
い

う
枠
の
な
か
で
な
ぜ
社
会
政
策
の
あ
り

方
が
異
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
強

い
関
心
が
持
た
れ
て
き
た
。
先
進
国
に

お
け
る
社
会
政
策
の
多
様
性
を
説
明
す

る
議
論
と
し
て
、
二
つ
の
大
き
な
流
れ

が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
権
力
資
源
論

（P
o
w
er R

eso
u
rce M

o
d
el

）
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
に
お

い
て
も
、
社
会
政
策
が
異
な
る
所
得
格

差
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
選
好
に
応
じ

て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
前
提
は
、
先
述

の
中
位
投
票
者
定
理
に
基
づ
く
議
論
と

変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
投
票

者
が
相
互
に
独
立
し
て
投
票
す
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
中
位
投
票
者
定
理
の
議

論
と
は
異
な
り
、
権
力
資
源
論
で
は
、

一
定
の
所
得
層
、
階
級
を
代
表
す
る
集

団
に
注
目
し
、
ど
う
い
っ
た
集
団
が
政

治
的
影
響
力
を
持
つ
の
か
に
よ
っ
て
、

生
み
出
さ
れ
る
社
会
政
策
の
タ
イ
プ
は

異
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
特
に
注
目

さ
れ
る
の
は
、
労
働
組
合
と
左
派
政
党

の
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
集
団
が
強

固
な
力
を
持
っ
て
い
る
国
々
で
は
手
厚

い
社
会
政
策
が
実
現
さ
れ
る
が
、
そ
う

で
な
い
場
合
、
市
場
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

任
せ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
シ
ス
テ
ム
が

生
ま
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
（E

sp
in
g-

A
n
d
ersen

 1
9
9
0

）。
も
う
ひ
と
つ

の
考
え
方
は
、
社
会
政
策
を
階
級
間
対

立
の
帰
結
と
み
る
権
力
資
源
論
の
考
え

方
に
距
離
を
置
き
、
そ
の
国
が
と
る
産

業
の
発
展
経
路
、
そ
し
て
、
そ
の
な
か

で
の
階
級
間
の
戦
略
的
な
相
互
行
動
に

よ
っ
て
社
会
政
策
が
決
定
さ
れ
る
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
代
表
的

な
出
版
物
の
タ
イ
ト
ル
を
と
っ
て
、「
資

本
主
義
の
多
様
性
」
論
（V

arieties 

o
f C
ap
italism

:

Ｖ
ｏ
Ｃ
）
と
呼
ば
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
社
会
政
策
は
必
ず
し

も
労
働
者
の
要
求
の
み
に
よ
っ
て
実
現

す
る
の
で
は
な
く
、
資
本
家
に
し
て
も

生
産
性
を
挙
げ
る
た
め
の
戦
略
と
し
て

社
会
政
策
を
支
持
す
る
場
合
が
あ
る
と

主
張
さ
れ
る
。
資
本
家
と
労
働
者
が
ど

の
よ
う
な
行
動
を
取
る
か
は
、
必
要
な

労
働
力
の
技
術
の
特
殊
性
の
程
度
と
、

そ
れ
と
関
連
し
て
予
測
さ
れ
る
リ
ス
ク

の
タ
イ
プ
な
ど
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

と
考
え
る
（H
all an

d
 S
oskice ed

s. 

2
0
0
1

）。
技
術
が
特
殊
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
産
業
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に

よ
っ
て
技
術
の
価
値
が
下
が
る
可
能
性

が
高
く
、
そ
う
し
た
技
術
に
コ
ミ
ッ
ト

す
る
流
れ
が
進
ま
な
い
。
そ
う
し
た
特

殊
性
の
高
い
技
術
を
中
心
と
し
た
産
業

の
展
開
を
進
め
る
国
に
と
っ
て
は
、
労

働
者
と
し
て
必
要
な
技
能
を
確
保
す
る

訓
練
・
教
育
の
機
会
を
整
え
る
と
と
も

に
、
労
働
者
の
将
来
へ
の
不
安
を
解
消

す
る
た
め
将
来
的
な
リ
ス
ク
へ
の
対
処

も
提
供
す
る
必
要
が
発
生
す
る
。逆
に
、

一
般
的
な
技
術
に
依
存
す
る
国
の
場
合

は
、
そ
う
し
た
社
会
政
策
を
採
る
必
要

が
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

社
会
政
策
を
そ
の
再
分
配
機
能
の
み
か

ら
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
経
済
活
動

を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
保
険
と
し
て

の
機
能
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

今
の
と
こ
ろ
、
途
上
国
の
社
会
政
策

を
め
ぐ
る
議
論
も
、
先
進
国
の
研
究
で

生
み
出
さ
れ
た
こ
う
し
た
理
論
に
大
き

な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
権

力
を
支
え
る
集
団
に
注
目
す
る
理
論
で

あ
る
。
社
会
に
は
い
く
つ
も
の
利
益
集

団
が
存
在
し
て
お
り
、
ど
う
い
っ
た
利

益
集
団
が
権
力
を
支
え
る
連
合
に
加

わ
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
再
分
配
政

策
の
タ
イ
プ
が
異
な
る
と
考
え
る
議
論

で
あ
る
。
こ
れ
は
労
働
組
合
と
左
派
政

党
を
重
視
し
た
権
力
資
源
論
の
応
用
と

も
い
え
る
。そ
こ
で
は
、途
上
国
に
と
っ

て
重
要
な
歴
史
的
転
換
点
で
あ
る
植
民

地
支
配
か
ら
の
独
立
、
あ
る
い
は
、
民

主
化
が
進
ん
だ
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な

利
益
集
団
が
影
響
力
を
発
揮
し
、
そ
の

後
の
権
力
基
盤
を
構
成
し
て
い
っ
た
か

が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
で
は
、
都
市
部
の
フ
ォ
ー
マ

ル
部
門
労
働
者
が
権
力
基
盤
と
し
て
政

治
指
導
者
を
支
え
た
事
例
が
多
く
、
そ

う
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
都
市
部
フ
ォ
ー

マ
ル
部
門
労
働
者
に
手
厚
い
年
金
な
ど

の
社
会
政
策
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
労
働
者
や

農
村
居
住
者
は
社
会
政
策
の
外
に
置
か

れ
た
と
議
論
さ
れ
る
。
一
方
、
東
・
東

南
ア
ジ
ア
で
は
、
独
立
後
の
東
西
冷
戦

の
国
際
環
境
の
影
響
を
大
き
く
受
け
、

労
働
組
合
や
左
派
政
党
が
弾
圧
さ
れ
た

た
め
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な

社
会
政
策
の
形
態
は
と
ら
れ
な
か
っ
た

と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
国
々
で
は
、
相

対
的
に
教
育
に
重
点
が
据
え
ら
れ
た
と

と
も
に
、
政
権
を
支
え
る
軍
あ
る
い
は

公
務
員
部
門
へ
の
配
慮
が
厚
い
社
会
政

策
が
と
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
よ
り
包
括

的
な
社
会
政
策
が
進
展
し
た
の
は
、
民
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主
化
に
よ
っ
て
自
由
な
政
治
的
競
争
が

進
ん
で
か
ら
と
理
解
さ
れ
て
い
る

（H
aggard

 an
d
 K
au
fm
an
 2
0
0
8

）。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
Ｖ
ｏ
Ｃ
の
議
論
の

援え
ん

用よ
う

で
、
異
な
る
タ
イ
プ
の
開
発
戦
略

の
選
択
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
影

響
を
重
視
す
る
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
途
上
国
の
開
発
戦
略
は
輸
入
代
替

工
業
化
と
輸
出
指
向
型
工
業
化
の
二
つ

の
類
型
に
整
理
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開

発
戦
略
に
と
っ
て
望
ま
し
い
労
働
力
の

確
保
の
仕
方
が
社
会
政
策
を
決
定
す
る

要
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
輸
入
代
替

工
業
化
戦
略
を
と
っ
た
場
合
、
労
働
者

の
確
保
と
と
も
に
平
和
的
な
労
使
関
係

が
重
視
さ
れ
、
社
会
保
険
な
ど
保
険
と

し
て
の
性
格
の
強
い
社
会
政
策
が
重
視

さ
れ
、
輸
出
指
向
型
工
業
化
の
戦
略
を

と
っ
た
場
合
は
、
産
業
の
国
際
的
な
競

争
力
を
つ
け
る
た
め
教
育
な
ど
の
よ
う

に
人
的
資
本
の
向
上
を
進
め
る
よ
う
な

社
会
政
策
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（W

ib
b
els 

an
d
 A
h
lq
u
ist 2

0
1
1

）。
こ
の
議
論

で
は
政
治
的
な
要
因
や
人
々
の
選
好
は

社
会
政
策
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
あ

ま
り
重
要
で
は
な
く
、
開
発
戦
略
を
決

定
す
る
よ
う
な
構
造
的
な
要
因
、
つ
ま

り
、
国
内
市
場
の
大
き
さ
、
労
働
力
の

多
寡
、
経
済
の
開
放
度
な
ど
が
重
要
と

み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

● 

政
治
市
場
の
不
完
全
性
、
政
策

の
多
次
元
性
と
選
好
の
多
様
性

　

民
主
化
し
て
も
再
分
配
が
進
ま
な
い

国
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
権
力
を

支
え
る
集
団
に
低
所
得
者
層
が
参
画
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、あ
る
い
は
、

そ
も
そ
も
経
済
開
発
戦
略
の
論
理
で
社

会
政
策
が
決
ま
る
か
ら
、
と
い
う
の
が

権
力
資
源
論
と
Ｖ
ｏ
Ｃ
を
援
用
し
た
説

明
の
仕
方
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
説
明
は
途
上
国
の
社
会
政
策
の
決
定

の
さ
れ
方
を
十
分
明
ら
か
に
し
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
。
い
く
つ
か
の
途
上

国
で
再
分
配
が
進
ま
な
い
の
は
、
そ
う

し
た
国
々
で
は
労
働
組
合
、農
民
組
合
、

左
派
政
党
が
強
く
な
い
た
め
に
低
所
得

者
層
の
利
益
が
政
策
に
反
映
さ
れ
な
い

た
め
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
は
、
間
違

い
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で

は
ど
う
し
て
低
所
得
者
層
を
積
極
的
に

動
員
し
て
選
挙
に
勝
ち
権
力
を
握
ろ
う

と
す
る
政
治
リ
ー
ダ
ー
が
現
れ
な
い
の

か
に
つ
い
て
説
明
が
で
き
な
い
。ま
た
、

開
発
戦
略
に
よ
る
説
明
で
は
、
政
治
が

政
策
を
決
定
す
る
点
が
軽
視
さ
れ
て
い

る
。
確
か
に
政
治
的
競
争
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
の
少
な
い
権
威
主
義
体
制
で
は

経
済
開
発
の
戦
略
が
重
要
な
決
定
要
因

と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
、

選
挙
に
勝
た
な
け
れ
ば
権
力
を
握
れ
な

い
民
主
主
義
体
制
の
も
と
で
は
、
そ
し

て
、選
挙
が
将
来
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
、

権
力
者
の
交
代
が
手
続
的
に
保
障
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
投
票
者
の
選
好
を

無
視
し
て
政
策
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
な
か
な
か
成
り
立
た
な
い
だ
ろ

う
。

　

そ
こ
で
、
途
上
国
で
の
再
分
配
政
策

の
多
様
性
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、

注
目
さ
れ
る
最
近
の
議
論
を
二
つ
紹
介

し
た
い
。
ひ
と
つ
は
政
治
市
場
の
不
完

全
性
を
主
張
す
る
議
論
で
あ
り
、
も
う

ひ
と
つ
は
政
策
の
多
次
元
性
と
選
好
の

多
様
性
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。

　

政
治
市
場
の
不
完
全
性
の
議
論
と

は
、
政
治
リ
ー
ダ
ー
と
有
権
者
と
の
関

係
の
在
り
方
が
、
再
分
配
政
策
の
形
態

を
決
め
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
民

主
主
義
体
制
下
に
あ
る
途
上
国
の
多
く

は
、
民
主
化
の
第
三
の
波
に
よ
っ
て
民

主
化
し
た
新
興
民
主
主
義
国
で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
民
主
主
義
の
下
で

は
、
政
治
リ
ー
ダ
ー
と
有
権
者
の
間
に

は
十
分
な
信
頼
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い

な
い
。
有
権
者
は
政
治
リ
ー
ダ
ー
が
権

力
を
握
っ
た
と
き
に
、
そ
の
事
前
の
公

約
が
実
行
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
十
分
な
情
報
を
持
ち
得
な
い
し
、
し

た
が
っ
て
そ
の
約
束
を
信
頼
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
裏
返
し

と
し
て
、
政
治
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
し
て

も
、
社
会
的
に
評
判
が
確
立
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
か
ら
政
策
公
約
で
票
を

獲
得
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
彼
ら
が

選
挙
で
票
を
確
保
す
る
に
は
、
有
権
者

た
ち
の
な
か
に
自
ら
政
治
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
作
る
か
、
あ
る
い
は
、
既
存

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
依
存
し
て
支
持
を

広
げ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

多
く
の
場
合
は
、
新
た
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
作
り
上
げ
て
い
く
よ
り
も
（
そ
れ

は
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
破
壊
す
る

作
業
も
と
も
な
う
）、
既
存
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
パ
ト
ロ

ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
に
依
存
す
る

ほ
う
が
政
治
リ
ー
ダ
ー
に
と
っ
て
は
コ

ス
ト
が
か
か
ら
な
い
た
め
、
そ
ち
ら
を

選
択
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
へ
依

存
す
る
な
ら
ば
、
仮
に
社
会
政
策
を
進

め
て
い
く
と
い
う
方
向
性
を
政
治
リ
ー

ダ
ー
が
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
既
存

の
仲
介
者
・
パ
ト
ロ
ン
が
支
え
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
跳
び
越
し
て
公
共
財
を
提

供
す
る
こ
と
で
再
分
配
を
進
め
る
こ
と

は
で
き
ず
、
仲
介
者
・
パ
ト
ロ
ン
を
通

じ
て
個
別
の
利
益
の
分
配
（targeted

 

tran
sfer

）
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
関
係
に
基
づ
く
個
別
利
益
の
分
配
で

あ
っ
て
も
低
所
得
者
層
に
一
定
程
度
の

利
益
は
届
け
ら
れ
る
が
、
分
配
と
票
の

取
り
ま
と
め
を
す
る
仲
介
者
・
パ
ト
ロ

民主化と再分配
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ン
が
自
ら
の
取
り
分
を
確
保
す
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
一
般
市
民
に
届
く
利
益

は
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（K

eefer 

2
0
0
7
; K
itsch

elt an
d
 W
ilkin

so
n
  

ed
s. 2
0
0
7

）。
付
け
加
え
て
、
垂
直

的
な
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係

が
強
固
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
階
級
を

ベ
ー
ス
と
し
た
水
平
的
な
政
治
的
結
束

は
深
刻
な
集
合
行
為
問
題
に
直
面
し
、

階
級
を
代
表
す
る
よ
う
な
政
党
な
り
集

団
を
生
み
出
す
こ
と
が
難
し
く
な
る
。

権
力
資
源
論
が
考
察
の
対
象
と
す
る
よ

う
な
低
所
得
者
層
を
代
表
す
る
利
益
集

団
、
政
党
は
出
現
し
に
く
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
、
政
策
の
多
次
元
性

と
選
好
の
多
様
性
と
は
、
途
上
国
に
限

定
さ
れ
る
議
論
で
は
な
い
が
、
そ
も
そ

も
所
得
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
再
分
配

を
望
む
と
い
う
前
提
自
体
に
疑
問
を
投

げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン

は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
世
論
調
査
の

デ
ー
タ
を
基
に
、
低
所
得
者
層
は
必
ず

し
も
高
い
再
分
配
を
望
ん
で
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
主
張
し
た
（K

au
fm
an
 

2
0
0
9

）。
彼
は
、
人
々
が
ど
の
よ
う

な
政
治
リ
ー
ダ
ー
を
支
持
す
る
の
か

は
、
再
分
配
政
策
の
み
を
基
準
に
決
定

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
政

治
的
対
立
や
他
の
タ
イ
プ
の
社
会
の
亀

裂
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。階
級
以
外
の
対
立
軸
と
し
て
は
、

地
域
間
の
対
立
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
間

の
対
立
、
都
市
と
農
村
の
対
立
な
ど
が

あ
る
。
図
3
は
複
数
の
政
策
次
元
が

あ
っ
た
場
合
の
政
党
の
位
置
と
中
位
投

票
者
の
選
好
を
図
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
図
1
の
再
分
配
次
元
に

加
え
、
Ｙ
軸
と
し
て
少
数
派
エ
ス
ニ
ッ

ク
集
団
に
対
し
て
融
和
的
な
立
場
を
と

る
か
、
排
他
的
な
立
場
を
と
る
か
と
い

う
も
う
ひ
と
つ
の
政
策
次
元
を
加
え

た
。
再
分
配
の
程
度
に
つ
い
て
は
図
1

と
同
様
に
、
政
党
Ａ
が
最
も
低
い
再
分

配
率
、
政
党
Ｂ
が
中
位
投
票
者
の
選
好

と
合
致
す
る
再
分
配
率
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
次
元
だ
け
が
政
策
上
の
唯
一

の
対
立
軸
で
あ
れ
ば
、
権
力
を
掌
握
し

政
策
を
実
施
す
る
の
は
政
党
Ｂ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
異
な
る
分
野

に
お
け
る
政
策
の
選
択
に
際
し
て
、
同

じ
政
党
が
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
常
に

中
位
投
票
者
の
選
好
と
合
致
す
る
と
は

限
ら
な
い
。
仮
に
人
口
の
多
数
を
占
め

る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
と
少
数
派
で
あ
る

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
二
つ
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
集
団
が
存
在
す
る
と
し
て
、
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
の
亀
裂
に
よ
る
対
立
が
深
ま
っ

た
場
合
、
多
数
派
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の

な
か
に
存
在
す
る
中
位
投
票
者
は
少
数

派
排
除
を
支
持
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
再
分
配
政
策
に
お
い
て
は
低
い
再

分
配
率
を
政
策
と
し
て
掲
げ
る
政
党
Ａ

が
、
深
ま
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
対
立

を
背
景
に
し
て
少
数
派
の
排
除
を
主
張

し
、
そ
れ
が
中
位
投
票
者
の
選
好
と
一

致
す
れ
ば
、
投
票
者
は
再
分
配
で
は
な

く
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
亀
裂
を
め
ぐ
る
政
策

の
次
元
で
の
選
好
に
基
づ
い
て
投

票
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
政
党
Ａ
が
権
力
を

掌
握
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。

そ
の
と
き
実
施
さ
れ
る
政
策
は
、

政
党
Ａ
の
政
策
、
す
な
わ
ち
、
エ

ス
ニ
ッ
ク
集
団
間
の
関
係
に
つ
い

て
は
少
数
派
排
除
、
再
分
配
に
つ

い
て
は
低
い
再
分
配
率
と
な
る
。

こ
う
し
た
点
に
目
を
向
け
る
と
、

政
策
次
元
が
多
元
的
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
ま
た
、
再
分
配
政
策
以

外
の
政
策
次
元
が
注
目
さ
れ
れ
ば

さ
れ
る
ほ
ど
、
所
得
格
差
の
程
度
に
比

べ
て
再
分
配
政
策
が
進
ま
な
い
と
い
う

こ
と
が
予
測
さ
れ
る
（Iversen

 

2
0
1
0

）。

　

な
お
、
発
展
途
上
国
で
は
、
こ
う
し

た
点
の
ほ
か
に
、
徴
税
や
政
策
の
実
施

に
関
す
る
国
家
の
能
力
が
低
く
、
再
分

配
政
策
が
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ

る
。
政
府
の
能
力
を
規
定
す
る
も
の
と

し
て
汚
職
の
問
題
も
存
在
す
る
。
汚
職

が
多
け
れ
ば
、
再
分
配
政
策
の
実
施
過

程
で
多
く
の
資
源
が
掠
め
取
ら
れ
て
し

ま
う
。
国
家
の
能
力
は
、
先
進
国
と
途

上
国
の
社
会
政
策
の
相
違
を
決
定
す
る

根
本
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

　

民
主
化
は
再
分
配
に
よ
っ
て
低
所
得

者
層
へ
の
富
の
移
転
を
進
め
る
可
能
性

を
高
め
る
が
、
そ
れ
は
権
力
者
の
支
持

基
盤
、産
業
形
態
の
相
違
、政
治
エ
リ
ー

ト
と
市
民
の
関
係
、
政
策
次
元
の
多
元

性
、
国
家
の
能
力
な
ど
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
、
そ
の
程
度
に
は
ば
ら
つ
き
が
生

ま
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
、
と
い
う

の
が
、
最
初
に
立
て
た
問
い
に
対
す
る

本
稿
の
暫
定
的
な
答
え
で
あ
る

　

社
会
政
策
を
取
り
巻
く
環
境
も
、
先

進
国
と
途
上
国
で
は
異
な
る
こ
と
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
広
範
囲
に
わ
た
っ

て
国
民
を
カ
バ
ー
す
る
社
会
政
策
が
す

図3　 2つの政策次元における2つの政党と中
位投票者の選好

（出所）筆者作成。

B

A

中位投票者の選好

高い再分配率低い再分配率

中
位
投
票
者
の
選
好

民
族
融
和

小
数
派
排
除
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で
に
確
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
社

会
政
策
関
連
の
支
出
増
大
が
再
分
配
を

進
め
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
や
す

い
。
し
か
し
、
多
く
の
途
上
国
で
は
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
や
農
村
住
民
な

ど
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
政
策
に
関
わ

る
こ
と
の
出
来
な
い
人
々
が
多
数
存
在

し
て
お
り
、
社
会
政
策
関
連
の
支
出
が

増
大
し
て
も
、
そ
の
恩
恵
は
高
所
得
者

や
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
ま
で
に
し
か
届
か

ず
、
低
所
得
者
に
対
す
る
本
当
の
意
味

で
の
再
分
配
に
な
ら
な
い
場
合
が
多

い
。
教
育
に
し
て
も
、
す
で
に
ほ
と
ん

ど
の
国
民
が
公
的
な
初
等
、
中
等
教
育

を
享
受
で
き
る
国
で
は
、
高
等
教
育
へ

の
政
府
支
出
の
増
大
が
低
所
得
層
の
子

女
の
高
等
教
育
へ
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

公
的
な
初
等
、
中
等
教
育
が
普
及
し
て

い
な
い
国
で
は
、
高
等
教
育
へ
の
政
府

支
出
は
高
所
得
者
を
支
援
す
る
だ
け
の

効
果
し
か
持
た
な
い
。

　

途
上
国
を
対
象
と
し
て
再
分
配
の
問

題
を
考
え
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

先
進
国
の
事
例
に
大
き
く
依
拠
し
て
作

ら
れ
て
き
た
理
論
を
変
え
て
い
く
可
能

性
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
権
力
が
資

源
を
ど
の
よ
う
に
配
分
し
て
い
く
の
か

は
政
治
の
根
幹
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
途
上
国
に
お
け
る
再
分

配
を
め
ぐ
る
研
究
は
途
上
国
政
治
の
本

質
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
も
持
っ
て

い
る
。
途
上
国
を
対
象
と
す
る
比
較
政

治
学
に
と
っ
て
、
民
主
化
、
そ
し
て
民

主
主
義
の
定
着
と
い
っ
た
一
連
の
研
究

に
続
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
新
興
民
主
主
義

の
政
策
過
程
の
研
究
と
い
う
次
の
研
究

課
題
が
立
ち
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

（
か
わ
な
か　

た
け
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅰ
研
究
グ
ル
ー
プ

長
）

《
注
》

⑴ 
冒
頭
の
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
と
所

得
格
差
の
問
題
は
、
途
上
国
を
対
象

と
す
る
本
稿
の
範
囲
を
超
え
て
い
る

た
め
議
論
を
控
え
た
が
、
ア
メ
リ
カ

政
治
研
究
の
専
門
家
で
は
な
い
比
較

政
治
学
者
た
ち
が
興
味
深
い
発
言
を

し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

例
え
ば
、
ス
テ
パ
ン
と
リ
ン
ス

（S
tepan and Linz 2011)

は
上
院

を
中
心
と
し
た
多
数
派
を
抑
制
す
る

機
能
を
持
つ
政
治
制
度
の
効
果
を
指

摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
レ
イ
テ
ィ
ン

（L
aitin

 2
0
1
1
)

も
同
様
の
議
論
を

提
起
し
て
い
る
。

⑵ 

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
間

寧
、
中
村
正
志
両
氏
と
の
議
論
か
ら

多
く
の
示
唆
を
得
た
。
ま
た
、
湊
一

樹
氏
か
ら
も
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂

い
た
。
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民主化と再分配


