
民
主
化
過
程
に
お
け
る
政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
「
固
定
化

東
中
欧
の
事
例
か
ら

中

田

瑞

穂

は

じ

め

に

一

民
主
制
の
固
定
化
」
論
再

二

東
中
欧
諸
国
に
お
け
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
比
較
分
析
枠
組

三

チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
政
党
シ
ス
テ
ム

政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
の
視
点
か
ら

お

わ

り

に

は

じ

め

に

一
九
九
〇
年
代
の
比
較
政
治
学
に
お
い
て
、
非
民
主
主
義
体
制
の
民
主
化
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
旧
共
産
主
義
諸
国
を
始
め
と
す
る
多

数
の

察
対
象
を
新
た
に
得
て
、
中
心
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
名
の
下
に
行
わ
れ
る
議
論
の
内
実
は
実
に
多
様
で

あ
っ
た
。
民
主
化
の
政
治
過
程
の
う
ち
、
先
行
体
制
の
崩
壊
か
ら
民
主
制
の
創
設
選
挙
に
至
る
「
移
行
（tra

n
sitio

n

」
段
階
に
つ
い

て
は
、
実
質
的
に
は
「
権
威
主
義
体
制
」
の
「
崩
壊
」
あ
る
い
は
終
焉
を
め
ぐ
る
ミ
ク
ロ
な
政
治
過
程
の
分
析
が
中
心
と
な
り
、
比
較

研
究
上
の
変
数
に
も
一
定
の
合
意
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
移
行
に
続
く
と

え
ら
れ
た
「
民
主
制
の
固
定
化
（co

n
so
lid
a
tio
n
o
f
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d
em
o
cra
cy

」
段
階
に
関
し
て
は
、

民
主
制
」
と
「
固
定
化
」
双
方
の
定
義
や
分
析
の
方
法
論
が
ま
さ
に
千
差
万
別
で
あ
り
、
理
論

の
輪
郭
は
判
然
と
し
な
い
ま
ま
個
々
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
定
義
や
方
法
論
上
の
問
題
を
避
け
、
単
に
新
民

主
主
義
国
で
実
際
生
じ
て
い
る
こ
と
の
比
較
研
究
を
表
象
す
る
語
と
し
て
「
民
主
制
の
固
定
化
」
を
使
う
と
い
う
立
場
す
ら
見
ら

1
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
本
稿
は
、
ま
ず
前
提
と
し
て
民
主
制
の
固
定
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
し
、
固
定
化
研
究
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す

る
。
し
か
し
、
固
定
化
研
究
の
中
に
は
な
お
汲
み
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
民
主

化
過
程
に
お
け
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
「
固
定
化
」
に
つ
い
て

察
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
東
中
欧
諸
国
を
対
象
に
、
政
党
シ

ス
テ
ム
の
構
成
要
素
と
し
て
政
党
と
市
民
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
位
置
付
け
、
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
分
類
と
政
党
間
競
合
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な

る
多
様
な
政
党
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
り
政
党
シ
ス
テ
ム
の
「
固
定
化
」
に
対
す
る
新
し
い
見
解
を
提
示
す
る
こ
と

が
、
本
稿
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
。

民
主
化
の
研
究
は
民
主
制
の
多
様
さ
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
本
研
究
も
民
主
化
諸
国
に
お
け
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
分
析

に
資
す
る
と
同
時
に
、
変
容
を
続
け
る
既
存
の
民
主
主
義
諸
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
を
も
含
め
た
分
析
枠
組
み
の
提
示
を
目
指
し
て
い

る
。

一

民
主
制
の
固
定
化
」
論
再

民
主
主
義
の
固
定
化
に
関
す
る
理
論
に
は
、
平
田
の
的
確
な
整
理
に
あ
る
よ
う
に
（
平
田

二
〇
〇
三

、
大
き
く
分
け
て
「
民
主
主

義
の
固
定
化
」
を
①
政
治
文
化
、
民
主
主
義
的
な
政
治
的
態
度
の
浸
透
と
す
る
も
の
と
、
②
政
治
的
諸
制
度
の
構
造
化stru

ctu
ra
-

tio
n

と
す
る
も
の
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
政
党
シ
ス
テ
ム
分
析
の
前
提
と
し
て
、
後
者
、
つ
ま
り
、
民
主
的
諸
制
度
の

制
度
化
、
構
造
化
と
し
て
の
民
主
制
の
固
定
化
論
に
絞
っ
て
、
議
論
の
状
況
を
整
理

2
す
る
。
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民
主
的
諸
制
度
の
制
度
化
、
構
造
化
と
し
て
の
民
主
制
の
固
定
化
論
を
め
ぐ
っ
て

民
主
化
研
究
の
中
で
進
め
ら
れ
た
固
定
化
研
究
に
対
す
る
理
論
的
な
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
は
、
移
行
論
の
主
要
な
担
い
手
の
一
人

で
あ
っ
た
オ
ド
ン
ネ
ル
（G

u
illerm

o
O
’D
o
n
n
ell

）
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
九
六
年
の
「
固
定
化
の
幻
想
」
と
い
う
挑
発
的
な
題
目
の

論
文
で
、

民
主
制
の
固
定
化
」
と
い
う
概
念
の
意
味
や
研
究
上
の
有
効
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
疑
念
を
示
し
て
い
る
（O

’D
o
n
n
ell

1996 /

3

2001
。
い
わ
ゆ
る
固
定
化
論
の
多
く
は
、
政
府
、
政
党
、
議
会
、
司
法
な
ど
諸
制
度
の
「
制
度
化
（in

stitu
tio
n
a
liza
tio
n

」

が
高
度
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
「
民
主
制
の
固
定
化
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
オ
ド
ン
ネ
ル
は
、
こ
の
場
合
多
く
の
移
行
諸
国

の
体
制
が
、

制
度
化
の
遅
れ
た
」

制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
」

固
定
化
し
て
い
な
い
」
と
、
従
来
の
民
主
主
義
諸
国
を
も
の
さ
し
と

し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
描
出
す
る
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
の
展

開
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
批
判
し
た
（p

p
.117

118

。
し
か
も
、
制
度
化
の
「
固
定
化
度
」
を
量
る
も
の
さ
し
が
、
従
来
の
ポ
リ

ア
ー
キ
ー
諸
国
の
特
質
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
平

な
の
か
、
理
想
形
な
の
か
、
そ
れ
と
も
総
体
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
批
判
す
る

（p
.117

。
移
行
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
民
主
制
は
、
長
く
民
主
制
を
享
受
し
繁
栄
す
る
先
進
諸
国
の
民
主
制
に
近
づ
く
は
ず
だ
、
と

い
う
「
幻
想
」
は
政
治
的
に
有
効
な
言
説
で
は
あ
る
が
、
分
析
概
念
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
選
挙
の
制
度

化
を
民
主
制
の
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
と
し
た
う
え
で
、
公
的
な
選
挙
制
度
に
加
え
て
、
こ
れ
と
フ
ィ
ッ
ト
し
な
い
非
公
式
な
制
度
が
存
在
す

る
体
制
を
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て

察
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
例
え
ば
「
委
任
型
民
主
制
（d

eleg
a
tiv
e
d
em
o
cra
cy

」
が
そ
の

一
つ
で
あ
る
（O
’D
o
n
n
ell
1994

。

実
際
、
移
行
諸
国
の
実
証
的
な
研
究
の
中
で
ポ
ス
ト
権
威
主
義
体
制
の
多
様
性
が
明
確
に
な
る
に

4
つ
れ
、
民
主
制
の
固
定
化
過
程
に

あ
る
と
い
う
以
上
の
積
極
的
な
定
義
と
し
て
、
様
々
な
「
形
容
詞
つ
き
民
主
制
」
概
念
が
案
出
さ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
普
通
の
民
主
制
」
を
漠
然
と
想
定
し
、
そ
れ
と
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
部
分
に
着
目
し
て
「
形
容
詞
」
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
り
繁
茂
し
た
様
々
の
「
形
容
詞
つ
き
民
主
制
」
を
、
概
念
上
ど
の
よ
う
に
整
理
す
べ
き
か
を

察
し
た
の
が
コ
リ
ア
と
レ
ビ
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ツ
キ
（C

o
llier

a
n
d
L
ev
itsk
y
1997

）
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ま
ず
大
規
模
な
不
正
行
為
が
な
い
完
全
な
競
合
的
普
通
選
挙
と
、
市
民
的

自
由
の
効
果
的
な
保
障
（
表
現
、
集
会
、
結
社
の
自
由
）
と
い
う
手
続
き
的
な
、
最
小
限
の
民
主
制
定
義
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
形

容
詞
つ
き
民
主
制
を
、
民
主
制
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
体
制
の
古
典
的
サ
ブ
タ
イ
プ
（
議
会
制
民
主
主
義
、
二
大
政
党
制
民
主
主
義
、

連
邦
制
民
主
主
義
な
ど
）
と
、
手
続
き
的
な
ミ
ニ
マ
ム
の
民
主
制
定
義
の
一
部
が
欠
け
る
ケ
ー
ス
（
完
全
な
異
議
申
し
立
て
が
欠
け
る
統
制

さ
れ
た
民
主
制
（co

n
tro
lled

d
em
o
cra
cy

、restrictiv
e
d
em
o
cra
cy

、
市
民
的
自
由
が
欠
け
る
選
挙
民
主
制
（electo

ra
l
d
em
o
cra
cy

、

h
a
rd
d
em
o
cra
cy

、illib
era
l
d
em
o
cra
cy

）
な
ど
）
に
分
類
し
た
。
後
者
は
民
主
主
義
体
制
と
い
う
レ
ジ
ー
ム
の
中
に
含
め
る
べ
き
か

疑
わ
し
い
概
念
で
あ
る
が
、
前
者
の
よ
う
な
古
典
的
サ
ブ
タ
イ
プ
を
も
形
容
詞
つ
き
民
主
制
概
念
の
中
に
位
置
付
け
た
点
が
興
味
深

い
。
さ
ら
に
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
民
主
主
義
体
制
の
複
数
性
と
い
う
問
題
と
し
て
詳
し
く

察
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
際
手
が
か
り
に
な
る
の
が
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
固
定
化
論
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
民
主
制
の
固
定
化
論
は
、
民
主
主
義
体
制
を
複
数
の
部
分
レ
ジ
ー
ム
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と

え
、
そ
の
組
み

合
わ
せ
の
相
違
に
基
づ
く
複
数
の
民
主
制
類
型
の
存
在
を
想
定
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
が
制
度
化
さ
れ
る
過
程
と
し

て
民
主
制
の
固
定
化
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
（S

ch
m
itter

1992,
p
p
.161

162

。
部
分
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
政

府
、
立
法
府
、
行
政
機
構
と
政
党
、
利
益
団
体
の
一
部
か
ら
な
る
国
制
（co

n
stitu

tio
n
a
l
reg
im
e

）
と
、
そ
れ
ら
と
市
民
社
会
の
リ
ン

ケ
ー
ジ
の
体
制
で
あ
る
、
選
挙
レ
ジ
ー
ム
（electo

ra
l
reg
im
e

、
圧
力
団
体
レ
ジ
ー
ム
（p

ressu
re
reg
im
e

、
潜
在
的
集
団
と
政
府

と
の
間
の
代
表
レ
ジ
ー
ム
（rep

resen
ta
tio
n
reg
im
e

、
政
府
と
利
益
団
体
の
調
整
レ
ジ
ー
ム
（co

n
certa

tio
n
reg
im
e

、
政
府
と
政

党
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
レ
ジ
ー
ム
（clien

telist
reg
im
e

）
で
あ
る
（S

ch
m
itter

1992

）＜

図
１
参
照＞

。
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
に

よ
れ
ば
、
市
民
的
権
利
、
公
正
な
選
挙
、
結
社
の
自
由
な
ど
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
基
本
的
に
は
民
主
制
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
部

分
体
制
の
特
性
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
民
主
制
の
型
が
決
ま
っ
て
く
る
。
周
知
の
と
お
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
は
従
来
の
民
主

制
諸
国
に
関
し
て
も
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
を
試
み
な
が
ら

察
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
固
定
化
論
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

161
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図1 シュミッターの部分レジーム論（Schmitter1992,p.161)

Figure8.1.SketchofthePropertySpaceInvolvodintheConsolidationofWhole
andPartialRegimesinModernDemocracies
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る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
も
の
さ
し
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
体
制
を
「
固
定
化
し
て
い
な
い
」

と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
定
義
す
る
、
と
い
う
オ
ド
ン
ネ
ル
の
批
判
は
回
避
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

民
主
制
の
固
定
化
論
の
限
界
と
可
能
性

し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
見
取
り
図
を
、
現
実
の
実
証
的
な
研
究
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
そ
も
そ
も
個
々
の
部
分

レ
ジ
ー
ム
の
特
質
を
、
比
較
研
究
を
行
い
な
が
ら
特
定
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
移
行
諸
国
の
場
合
、
構
造
化
す
る
ま

で
に
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
も

え
ら
れ
、
現
状
を
基
に
「
型
」
を
確
定
す
る
こ
と
が
不
適
切
な
場
合
も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
、
部
分

レ
ジ
ー
ム
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
民
主
主
義
の
型
が
決
ま
る
と
い
っ
て
も
、
変
数
は
多
く
、
枠
組
み
は
完
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
比
較
研
究
の
な
か
か
ら
帰
納
的
に

察
し
て
い
く
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
総
合
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
の
「
民
主
制
」
の
類

型
化
を
展
望
す
る
こ
と
は
実
際
上
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

実
際
、
現
実
の
多
く
の
比
較
研
究
は
、

民
主
化

、

民
主
制
の
固
定
化
」
と
い
う
全
体
像
に
か
か
わ
る
論
点
を
括
弧
に
入
れ
た
形

で
、
個
々
の
部
分
レ
ジ
ー
ム
、
制
度
を
対
象
に
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
見
取
り
図
に
よ
っ
て
、

民
主
制
の
固
定
化
」
の
理
解

に
理
論
的
整
合
性
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
、
固
定
化
研
究
の
事
実
上
の
分
解
を
止
め
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
個
々
の
制
度

を
対
象
と
す
る
議
論
で
は
「
民
主
化
」
論
の
問
題
設
定
よ
り
も
、
制
度
の
変
化
を
追
う
中
で
経
路
依
存
性
と
い
っ
た
制
度
論
的
な
問
題

設
定
が
前
面
に
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
僚
制
度
、
地
方
制
度
、
司
法
制
度
、
社
会
保
障
制
度
な
ど
個
々
の
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
つ
つ
あ
る
の
か
が
、
前
体
制
の
下
で
の
制
度
の
特
徴
を
特
に

慮
し
な
が
ら

察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
仙
石
二
〇
〇
四
参
照

。

こ
の
よ
う
に
民
主
制
の
固
定
化
に
関
す
る
理
論
は
、
直
接
に
適
用
で
き
る
研
究
上
の
分
析
用
具
と
し
て
は
困
難
を
抱
え
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
の
整
理
か
ら
、
次
の
よ
う
な
比
較
研
究
上
の

視
座
が
導
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
新
興
民
主
主
義
国
は
、
こ
れ
ま
で
の
民
主
制
が
通
っ
た
経
路
を
な
ぞ
る
必
要
は
な
く
、
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直
接
に
段
階
を
超
え
て
い
ず
れ
か
の
既
存
民
主
制
の
現
段
階
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
社
会
の
社
会
的
ク
リ
ー

ヴ
ィ
ッ
ジ
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
を
反
映
し
た
ま
っ
た
く
独
自
の
部
分
レ
ジ
ー
ム
と
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
「
民
主

制
」
を
編
み
上
げ
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
部
分
レ
ジ
ー
ム
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
部
分
レ
ジ
ー
ム
自
体
を
い
く
つ
か
の
要
素

に
分
解
し
た
う
え
で
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
独
自
の
部
分
レ
ジ
ー
ム
の
制
度
化
過
程
と
し
て
固
定
化
の
問
題
が

察
で
き
よ
う
。

以
上
の

察
を
踏
ま
え
、
次
章
か
ら
は
本
論
に
入
り
、
東
中
欧
諸
国
の
「
選
挙
レ
ジ
ー
ム
」
の
固
定
化
の
問
題
を

察
し
た
い
。

選
挙
レ
ジ
ー
ム
」
は
、
前
述
の
通
り
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
に
よ
る
概
念
で
、
選
挙
を
通
じ
て
市
民
と
政
治
を
つ
な
ぐ
民
主
制
の
部
分
レ

ジ
ー
ム
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
部
分
レ
ジ
ー
ム
論
は
複
数
の
部
分
レ
ジ
ー
ム
の
組
み
合
わ
せ
を

察
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
と

え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
選
挙
レ
ジ
ー
ム
に
焦
点
を
置
き
、
そ
の
多
様
性
と
固
定
化
の
分
析
に
的
を
絞
る
。

但
し
、
選
挙
レ
ジ
ー
ム
と
い
う
表
現
は
一
般
的
で
は
な
く
、
選
挙
制
度
と
も
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
実
質
的
な
内
容
を
踏
ま
え
、
本
稿

で
は
政
党
シ
ス
テ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。
政
党
シ
ス
テ
ム
と
い
う
用
語
か
ら
は
、
ま
ず
第
一
に
サ
ル
ト
ー
リ
の
分
類
の
よ
う
に
議

会
政
党
の
配
置
と
競
合
関
係
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
や
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
に
よ
る
政
党
組
織
や
党

と
有
権
者
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
全
体
を
含
め
た

察
や
、
ロ
ッ
カ
ン
の
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
と
の
対
応
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
政
党
シ

ス
テ
ム
研
究
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
流
れ
を
構
成
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
全
体
を
「
政
党
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
捉
え
た
上

で
、
諸
要
素
と
そ
の
相
互
関
係
の
分
析
を
通
じ
て
、
総
体
と
し
て
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

東
中
欧
諸
国
に
お
け
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
比
較
分
析
枠
組

東
中
欧
諸
国
に
お
け
る
政
党
と
市
民
社
会
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
特
質
と
「
固
定
化
」

こ
こ
で

察
の
対
象
と
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
東
中
欧
諸
国
で
は
、
社
会
主
義
時
代
に
は
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共
産
党
の
み
が
支
配
的
地
位
を
占
め
て
い
た
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
キ
リ
ス
ト
教
政
党
、
農
業
政
党
な
ど
に
一

定
の
議
席
が
割
り
振
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
衛
星
政
党
と
し
て
存
続
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
が
（
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
政
党
制

、
複
数
政
党
制
の
実

体
は
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
体
制
転
換
後
、
複
数
の
政
党
が
自
由
に
競
合
す
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
形
成
と
そ
の
固
定
化
は
、

民
主
化
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。

移
行
後
約
一
五
年
が
経
過
し
、
創
設
選
挙
を
含
め
て
各
国
が
四
回
か
ら
五
回
選
挙
を
経
験
し
た
現
段
階
で
、
東
中
欧
諸
国
の
政
党
、

政
党
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
①
東
中
欧
諸
国
の
政
党
は
西
欧
の
政
党
に
く
ら
べ
党
員
数
が
少
な
く
、
党
機
構
も
小
規
模
で
あ
る
、
②

選
挙
変
易
性electo

ra
l
v
o
la
tility

（
あ
る
選
挙
か
ら
次
の
選
挙
ま
で
の
間
に
得
票
率
を
伸
ば
し
た
全
政
党
の
得
票
増
加
分
の
合
計
）
が
高

い
、
と
い
う
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

ま
ず
党
員
、
党
組
織
に
関
し
て
見
て
み
る
と
（
表
１

、
党
員
の
数
の
絶
対
規
模
も
少
な
く
、
得
票
数
に
占
め
る
党
員
数
も
少
な
い

（T
o
o
le
2003,

104
105

。

ま
た
選
挙
変
易
性
に
関
し
て
は
、
東
中
欧
諸
国
で
は
、
選
挙
ご
と
に
政
党
の
得
票
率
が
大
き
く
変
動
し
、
西
欧
、
北
米
の
従
来
か
ら

の
民
主
制
と
比
較
し
た
変
易
性
の
高
さ
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
（B

iela
sia
k
2002

。
確
か
に
、
表
２
〜
４
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
行
移
行
諸
国
の
例
と
比
較
す
る
と
高
い
変
易
性
と
な
っ
て
い
る
。
政
党
の
争
点
ポ
ジ
シ
ョ

ン
は
特
定
で
き
て
も
、
選
挙
民
は
あ
る
政
党
に
継
続
的
な
支
持
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
は

新
規
政
党
の
参
入
も
多
く
、
有
効
政
党
数
も
大
き
い
ま
ま
で
あ
る
。
例
え
ば
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
二
〇
〇
二
年
の
選
挙
で
は
三
つ
の
新
政

党
が
議
席
を
獲
得
し
た
。

こ
の
よ
う
に
組
織
政
党
が
少
な
く
、
変
易
性
が
高
い
と
い
う
点
か
ら
、
東
中
欧
諸
国
の
政
党
、
政
党
シ
ス
テ
ム
は
制
度
化
、
構
造
化

が
不
十
分
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
党
、
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
想
形
態
つ
ま
り
、

ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
と
の
対
応
関
係
の
緊
密
な
大
衆
組
織
政
党
を
「
も
の
さ
し
」
に
し
た
議
論
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
オ
ド
ン
ネ
ル
の
固
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表2 東中欧における変易性

1～2回選挙 2～3回選挙 3～4回選挙 4～5回選挙 平 地域平

ポーランド 34.3 21.3 51.1 35.6 25.5

チェコ 15.5 24.2 16.3 13.0 17.3

スロヴァキア 22.1 20.6 20.3 30.3 23.3

ハンガリー 26.8 31.6 19.1 25.8

平 24.7 24.4 26.7 21.7

出所：Bakke,EllisabethandNickSitter,2003.BeyondTransitionandConsolidation：Institu-

tions,ClleavagesandPartySystemsinCentralEurope,p.8.［http：//www.svt.ntnu.no/iss/

fagkonferanse/PA/Bakke％20Sitter.pdf］

表1 政党加盟率（対有権者比)

ca.1980 ca.1990 ca.2000

オーストリア 28.5 23.7 17.7

フィンランド 15.7 13.5 9.7

ノルウェー 15.4 13.1 7.3

ギリシア 3.2 6.3 6.8

ベルギー 9.0 9.2 6.6

スイス 10.7 8.0 6.4

スウェーデン 8.4 8.0 5.5

デンマーク 7.3 5.9 5.1

スロヴァキア 3.3 4.1

イタリア 9.7 9.1 4.1

ポルトガル 4.3 5.1 4.0

チェコ 7.0 3.9

スペイン 1.2 2.1 3.4

アイルランド 5.0 4.9 3.1

ドイツ 4.5 3.9 2.9

オランダ 4.3 3.2 2.5

ハンガリー 2.1 2.2

イギリス 4.1 2.6 1.9

フランス 5.1 3.0 1.6

ポーランド 1.2

西欧平 8.5 7.6 5.5

（除南欧３国 14.2 9.0 5.7）

東中欧４国 4.1 2.9

出所：Mair,PeterandVanBiezen,Ingrid,2001.PartyMemberchipin

TwentyEuropeanDemocracies,1980-2000.PartyPolitics,7(1),5-21.
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表4 創設選挙後の変易性の推移

1～2回選挙 2～3回選挙 3～4回選挙

「第二の波」
オーストリア（1949,53,56) 11.7 3.6 5.6
フランス（1946,51,51) 3.7 6.0 21.3
西ドイツ（1953,57,61) 20.1 8.2 10.4
イタリア（1948,53,58) 25.3 10.5 4.0

平 15.2 7.1 10.3

「第三の波」
ギリシア（1977,81,85) 19.1 24.1 5.0
ポルトガル（1979,83,87) 11.0 2.7 25.7
スペイン（1979,82,87) 10.8 42.5 11.9

平 13.6 23.1 14.2

「第四の波」
チェコ（1992,96,98) 15.9 27.4 7.5
ハンガリー（1990,94,98) 23.7 22.7 31.5
ポーランド（1993,97) 33.8 46.8
スロヴァキア（1992,94,98) 20.6 25.5 11.2
(東中欧４ヶ国平 23.5 30.6 16.7)
ブルガリア（1991,94,97) 11.9 4.9 30.7
ルーマニア（1992,96) 22.1 6.1

平 21.3 22.2 20.2

出所：Beyme,Klausvon,2000.Parteienim Wandel：VondenVolksparteienzudenprofes-

sionalisiertenWahlerparteien.Wiesbaden：WestdeutscherVerlag,p.61.

表3 新しく形成された政党システムにおける変易性

国 名
変易性平
（選挙回数)

指数（西欧1960-89=100)

基準値：西欧、1960-89 8.4（131) 100
（除ギリシア、ポルトガル、スペイン)

西欧、1918-30 12.3（21) 146
［アイルランド、1923-32 15.9（3) 189］

西ドイツ、1949-61 13.9（3) 165
イタリア、1945-58 14.1（3) 168

ギリシア、1974-85 18.4（3) 219
ポルトガル 1975-80 8.7（3) 104
スペイン、1977-86 13.6（3) 162

チェコ、1990-2 19.9（1) 237
ハンガリー、1990-4 25.0（1) 298
ポーランド、1990-3 27.6（1) 329
スロヴァキア、1990-4 25.9（2) 308

出所：Mair,Peter,1997.PartySystem Change：ApproachesandInterpretations.Oxford：Oxford

UniversityPress,p.182.
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表5 西欧における変易性の推移1950-1999

1950-59 1960-69 1970-80 1981-90 1991-99

オーストリア 4.7 4.5 3.4 5.4 11.5

ベルギー 8.2 8.7 4.8 8.4 9.3

デンマーク 5.0 8.4 17 10 11.3

フィンランド 4.1 6.6 7.1 9.3 9.4

フランス 21.0 10.5 12.2 15.3 13.3

ドイツ 14.1 7.1 4.2 6.1 6.4

アイスランド 8.9 5.2 9.3 7.0 9.4

アイルランド 10.1 6.9 3.6 9.0 6.6

イタリア 8.3 7.8 4.3 7.0 21.7

ルクセンブルク 7.4 10.2 13.6 11.3 5.3

オランダ 6.7 9.4 11.0 10.2 16.9

ノルウェー 5.1 5.2 18.8 9.7 14.4

スウェーデン 4.4 4.1 6.5 7.3 13.0

スイス 2.1 3.9 4.5 2.3 8.0

イギリス 3.3 5.1 6.8 7.4 5.8

(平 7.6 6.9 8.5 8.4 10.8)

ギリシア 10 3.4

ポルトガル 18.8 9.4

スペイン 20.7 9.4

(平 16.5 7.4)

平 7.6 6.9 8.5 9.7 10.3

出所：Beyme,Klausvon,2000.Parteienim Wandel：VondenVolksparteienzudenprofes-

sionalisiertenWahlerparteien.Wiesbaden：WestdeutscherVerlag,p.59.
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定
化
論
批
判
が
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
党
員
数
を
み
れ
ば
、
既
存
の
民
主
制
諸
国
の
中
に
も
東
中
欧
諸
国
と
同
レ
ヴ
ェ
ル
の
国
も
存
在

す
る
。

さ
ら
に
、
表
３
、
４
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
移
行
後
何
回
目
の
選
挙
で
ど
れ
だ
け
変
易
性
が
落
ち
着
く
か
、
と
い
う
比
較
が
し
ば
し
ば

な
さ
れ
る
が
、
五
〇
年
代
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
、
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
東
中
欧
諸
国
を
比
較
す
る
の
は
、
政
党
が
置

か
れ
て
い
る
各
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
相
違
と
い
う
要
因
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
表
５
を
み
る
と
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
で
も
九
〇
年
代
に
変
易
性
の
上
昇
し
て
い
る
国
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
東
中
欧
の
変
易
性
の
高
さ
を
地
域
の
特
性
に
の
み
帰
す

こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
も
そ
も
西
側
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
も
地
域
ご
と
に
実
態
は
多
様
で
あ
り
、
し
か
も
時
代
ご
と
の
変
化
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

政
党
シ
ス
テ
ム
の
類
型
化

し
た
が
っ
て
、
組
織
政
党
が
少
な
く
、
変
易
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
、
東
中
欧
の
政
党
シ
ス
テ
ム
が
固
定
化
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
東
中
欧
の
新
民
主
主
義
諸
国
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
政
党
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
を

ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
上
で
そ
れ
が
ど
の
程
度
パ
タ
ー
ン
化
、
制
度
化
し
て
い
る
の
か
を
問
う
必
要
が
あ

る
。ま

た
、
東
中
欧
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
し
て
、
変
易
性
の
高
さ
に
注
目
す
る
の
は
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
政
党
シ

ス
テ
ム
と
し
て
未
成
熟
と

え
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
高
い
変
易
性
と
い
う
要
素
を
も
組
み
込
ん
だ
政
党
シ
ス
テ
ム
分
析
の
枠
組
み

が
必
要
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
第
一
章
の
末
尾
で
述
べ
た
よ
う
に
、
政
党
シ
ス
テ
ム
を
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
伝
統
を
包
含
す
る
幅
広
い
意
味
で
と
ら
え
て

い
る
。
そ
の
分
析
の
た
め
に
は
、
政
党
シ
ス
テ
ム
を
、
①
政
党
と
選
挙
民
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
、
②
政
党
配
置
の
二
要
素
に
分
解
し
、
そ
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れ
ぞ
れ
を
類
型
化
す
る
と
い
う
方
法
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
制
度
化
過
程
と
し
て
、
政
党
シ
ス
テ
ム
の
固

定
化
の
問
題
を

え
る
こ
と
に
し
た
い
。

政
党
と
選
挙
民
の
リ
ン
ケ
ー
ジ

政
党
と
選
挙
民
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
①
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
、
綱
領
な
ど
の
市
民
の
支
持
を
も
た

ら
す
誘
因
、
②
政
党
の
組
織
、
③
政
党
へ
の
選
挙
民
か
ら
の
支
持
の
強
度
や
固
定
度
が
着
目
さ
れ
て
き
た
。
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
（H

er-

b
ert
K
itsch

elt

）
は
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
三
つ
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
類
型
を
提
示
し
て
い
る
（K

itsch
elt
2000b

。

第
一
は
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
あ
り
、
政
治
家
が
独
特
の
個
性
に
基
づ
い
て
選
挙
民
の
支
持
を
集
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類

型
で
は
物
質
的
動
機
付
け
や
政
策
は
提
示
さ
れ
ず
、
選
挙
民
に
対
し
て
責
任
／
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
負
わ
な
い
傾
向
に
あ
る
。
第

二
は
選
挙
民
と
の
物
質
的
利
益
の
交
換
に
基
づ
く
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
あ
る
。
資
本
に
富
ん
だ
人
か
ら
は
資
金

を
、
資
本
の
な
い
人
か
ら
は
票
を
集
め
、
選
挙
民
の
側
も
職
、
住
居
、
コ
ネ
な
ど
直
接
的
な
代
償
を
求
め
る
。
交
換
の
た
め
に
政
党
の

組
織
イ
ン
フ
ラ
に
投
資
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
共
通
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
に
は
関
心
が
注
が
れ
な
い
。
第
三
は
政
策
を
通
じ
て
間

接
的
に
支
持
者
に
見
返
り
を
提
供
す
る
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
あ
る
。
共
通
の
綱
領
の
形
成
が
中
心
と
な
る
一
方
、
組
織
イ
ン
フ
ラ
に
も

投
資
す
る
。

こ
れ
は
、
政
治
家
と
市
民
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
タ
イ
プ
の
整
理
で
あ
り
、
各
政
党
の
性
格
は
複
数
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
組
み
合
わ
せ
方

と
、
ど
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
要
素
が
強
い
か
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。

国
に
よ
っ
て
ど
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
重
視
す
る
政
党
が
多
い
か
は
異
な
り
（K

itsch
elt
2001,

p
.303

、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
ク
ラ
イ

エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
政
党
が
多
く
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
政
党
が
多
い
。
ま
た
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ

リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
や
社
会
民
主
主
義
政
党
は
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
、
選
択
的
報
奨
・
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
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の
両
方
を
利
用
し
て
お
り
、
こ
の
物
質
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
大
衆
組
織
政
党
の
建
設
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
観
察
さ
れ

る
（K

itsch
elt
2001,

p
.303

。
さ
ら
に
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
だ
け
で
は
、
政
党
の
長
期
間
の
存
続
は
望
め
な
い
の
で
、
政
権
政

党
で
あ
る
立
場
を
利
用
し
て
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
発
達
さ
せ
る
と
い
う
例
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
固
定
化
論
に
お
い
て
政
党
の
制
度
化
の
事
実
上
の
目
標
と
さ
れ
て
い
た
、
綱
領
大
衆
政
党
と
い
う
政
党
の

タ
イ
プ
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
分
節
化
し
て
い
る
点

で
あ
る
。

カ
ッ
ツ
と
メ
ア
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
欧
の
政
党
で
も
大
衆
組
織
は
減
退
し
、
政
党
は
活
動
の
財
源
の
面
で
は
国
家
に
依

存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（K

a
tz
a
n
d
M
a
ir
1995

。
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
も
、
組
織
を
作
っ
て
直
接
に
物
質
的
な
交
換
を
行
う
リ

ン
ケ
ー
ジ
が
減
退
し
て
い
る
と
す
る
が
、
既
存
政
党
の
組
織
の
慣
性
も
あ
る
と

え
て
い
る
。
ま
た
政
党
は
市
民
と
の
間
に
リ
ン
ケ
ー

ジ
を
持
つ
必
要
が
あ
り
、
組
織
の
減
退
は
、
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
消
滅
に
直
結
す
る
の
で
は
な
く
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
カ
リ
ス
マ
・
リ
ン

ケ
ー
ジ
に
重
心
が
移
動
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
類
型
を
分
解
し
て

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
特
定
の
時
期
の
政
党
モ
デ
ル
を
理
想
化
せ
ず

に
、
選
挙
民
と
の
関
係
か
ら
見
た
政
党
の
性
格
を
よ
り
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

政
党
配
置

次
に

慮
す
る
の
は
、
政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
政
党
と
政
党
と
の
関
係
、
政
党
配
置
の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
政
党
配
置
と
い
う

表
現
に
は
、
静
態
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
ま
ず
喚
起
さ
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
政
党
の
交
替
や
位
置
取
り
の
変
動
の
よ
う
な
動
態
的
側
面
も

含
め
て
こ
の
表
現
を
用
い
た
い
。
政
党
配
置
の
パ
タ
ー
ン
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
は
、
二
つ
の
要
素
を
分
け
て

察
す
る
こ
と
が
効

果
的
だ
と

え
ら
れ
る
。
第
一
の
要
素
は
、
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
構
造
を
反
映
し
て
、
部
分
的
な
利
害
を
共
通
し
て
も
つ
選
挙
民

を
政
党
が
囲
い
込
み
、
並
立
す
る
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
を
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
的
要
素
と
し
た
い
。
バ
ル
ト
リ
ー
ニ
と
メ
ア
ー
が
述
べ
て
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い
る
よ
う
に
、
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
を
社
会
的
基
盤
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
組
織
的
要
素
を
要
件
と
す
る
も
の
と

え
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
要
素
は
組
織
に
支
え
ら
れ
た
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
関
わ
り
が
深
い
（B

a
rto
lin
i
&
M
a
ir
1990,

p
p
.215

216
。

第
二
の
要
素
は
、
政
策
空
間
上
に
存
在
す
る
選
挙
民
を
各
党
が
競
合
し
て
奪
い
合
う
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
を
政
策
空
間
的
要
素
と
呼

び
た
い
。
政
策
空
間
は
一
次
元
の
左
右
の
線
上
に
近
似
す
る
と
も
（
ダ
ウ
ン
ズ

、
あ
る
い
は
市
場
｜
国
家
介
入
の
経
済
軸
と
リ
バ
タ

リ
ア
ン
｜
権
威
主
義
の
文
化
軸
か
ら
構
成
さ
れ
た
二
次
元
の
面
（
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
も

え
う
る
。
政
策
空
間
上

の
選
挙
民
は
、
自
ら
の
政
策
選
好
に
従
っ
て
そ
れ
に
近
い
支
持
政
党
を
選
ぶ
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、
政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
の
な
か

で
は
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と

え
ら
れ
る
。
選
挙
民
の
政
策
選
好
位
置
は
景
気
や
そ
の
と
き
先
鋭
化
し
た

争
点
に
よ
っ
て
局
面
ご
と
に
変
化
す
る
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
て
政
党
支
持
の
動
態
も
変
化
す
る
。

現
実
の
政
党
配
置
の
形
成
に
お
い
て
は
両
方
の
要
素
が
作
用
す
る
。
西
欧
諸
国
で
は
、
綱
領
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
掲
げ
る
政
党
が
、
同

時
に
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
選
挙
民
を
囲
い
込
ん
で
い
た
た
め
に
、
政
策
空
間
的
要
素
か
ら
見
た
と
き
に
、
政
党
が

政
策
選
好
の
軸
に
沿
っ
て
整
然
と
並
ぶ
と
同
時
に
、
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
的
要
素
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
民
は
政
党
の
ク
ラ
イ

エ
ン
テ
リ
ズ
ム
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
通
じ
て
囲
い
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
政
党
配
置
は
、
両
方
の
要
素
か
ら
安
定
し
て
い
た
と

え

ら
れ
る
。
西
欧
諸
国
に
お
け
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
安
定
（
い
わ
ゆ
る
凍
結
テ
ー
ゼ
）
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
条
件
の
も
と
で
成
立
し

て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
こ
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
「
凍
結
」
が
、
逆
に
社
会
的
ク

リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
を
保
存
す
る
役
割
を
果
た
し
、
両
者
は
相
互
に
補
強
し
合
っ
て
い
た
。
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
融
解
が
指
摘
さ
れ

て
久
し
い
が
、
い
ま
な
お
、
組
織
の
慣
性
の
力
は
大
き
い
（
津
田
二
〇
〇
四
、
四
一
頁
、
四
六

四
七
頁

。
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東
中
欧
諸
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
仮
説

こ
の
枠
組
み
を
適
用
す
る
と
、
東
中
欧
諸
国
の
政
党
は
ど
の
よ
う
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
発
達
さ
せ
、
ど
の
よ
う
な
政
党
配
置
を
作
っ
て

い
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
に
よ
る
ポ
ス
ト
共
産
主
義
諸
国
の
政
党
と
選
挙
民
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
特
徴
の
分
析

こ
こ
で
も
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
の
議
論
を
出
発
点
と
し
よ
う
。
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
の
分
析
は
広
く
ポ
ス
ト
共
産
主
義
諸
国
全
般
の
政
党
を

扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
東
中
欧
諸
国
の
政
党
も
含
め
て
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
特
色
に
つ
い
て
重
要
な
指
摘
を
し
て
い

る
。
彼
は
、
綱
領
ア
ピ
ー
ル
を
持
ち
、
か
つ
大
衆
組
織
を
持
つ
、
戦
後
西
欧
で
支
配
的
で
あ
っ
た
政
党
類
型
が
東
欧
で
も
主
流
と
な
る

蓋
然
性
は
低
い
と
す
る
。
東
欧
で
は
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
基
づ
く
組
織
的
に
は
小
さ
い
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
政
党
が
中
心
で
、
そ
れ
に

ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
基
づ
く
組
織
政
党
が
加
わ
る
形
が
支
配
的
と
な
る
と
予
想
す
る
（K

itsch
elt
2001

。

す
な
わ
ち
、
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
に
よ
る
と
、
市
場
自
由
主
義
、
社
会
主
義
を
掲
げ
る
政
党
は
普
遍
主
義
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
し
、
綱

領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る
傾
向
が
あ
る
と
し
、
殊
に
市
場
自
由
主
義
政
党
は
支
持
者
と
の
物
質
的
交
換
に
基
づ
い
た
大
衆
党
組
織

の
構
築
を
目
指
す
傾
向
が
少
な
い
と
い
う
。
共
産
党
後
継
政
党
に
関
し
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
バ
ル
ト
諸
国
で
は
普
遍

主
義
的
な
社
会
民
主
主
義
的
な
綱
領
に
基
づ
く
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ

ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
共
産
党
後
継
政
党
に
お
い
て
は
状
況
が
異
な
り
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
広
く
信
頼
を
失
っ
た
た
め
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
な
い
一
方
で
、
民
主
化
過
程
で
安
価
な
信
用
供
与
、
補
助
金
な
ど
の
リ
ソ
ー
ス
を
得
た
た
め
、
そ
れ
を
利
用

し
た
直
接
的
物
質
的
な
交
換
に
基
づ
く
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
力
を
注
い
で
い
る
と
す

る
。
旧
共
産
党
の
党
員
組
織
の
解
体
も
例
え
ば
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
ど
と
較
べ
て
そ
れ
ほ
ど
急
激
で
は
な
い
。
個
々
の
候
補
者
の
地
元
で
の

人
気
も
利
用
さ
れ
て
い
る
（
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ

。

他
方
、
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
社
会
文
化
、
一
部
の
選
挙
民
に
特
化
し
た
ア
ピ
ー
ル
を
行
う
政
党
の
場
合
、
綱
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領
と
い
う
よ
り
も
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
偏
る
傾
向
が
あ
る
。
組
織
を
作
り
、
直
接
的
交
換
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
し
や
す
い
こ
と
、
突
出
し
た
争
点
で
あ
っ
た
経
済
問
題
に
関
し
て
の
理
論
的
概
念
化
が
な
い
た
め
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
に
傾
斜

し
や
す
い
こ
と
、
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
典
型
例
と
し
て
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
政
党
、
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
、
農
民
政
党
が
あ
げ
ら
れ
る
。
殊

に
、
チ
ェ
コ
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
農
民
政
党
は
政
権
政
党
に
な
っ
た
と
き
に
ク
ラ
イ
エ
ン

テ
リ
ズ
ム
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
で
き
た
と
す
る
。

政
党
配
置

東
中
欧
の
政
党
が
以
上
の
よ
う
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
特
徴
を
も
つ
と
す
る
と
、
政
党
配
置
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
推
論
す
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。
ま
ず
、
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
構
造
を
反
映
し
、
部
分
的
な
利
害
を
共
通
し
て
も
つ
選
挙
民
を
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ

ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
通
し
て
政
党
が
囲
い
込
み
、
並
立
し
あ
う
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
的
要
素
は
、
そ
の
よ
う
な
政
党
が
少
な
い
た
め
に
乏

し
い
。
そ
の
た
め
、
一
次
元
の
線
あ
る
い
は
二
次
元
の
面
上
で
、
連
続
す
る
政
治
的
選
好
を
も
っ
た
選
挙
民
を
各
党
が
競
合
し
て
奪
い

合
う
政
策
空
間
的
要
素
の
方
が
政
党
間
競
合
を
強
く
規
定
す
る
。

政
党

選
挙
民
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
類
型
の
修
正

政
党
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
政
党
配
置
に
つ
い
て
の
上
記
の
仮
説
は
、
実
際
に
東
中
欧
諸
国
の
政
党
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に

実
際
の
事
例
を
分
析
し
検
証
を
試
み
る
。
そ
の
前
に
、
実
証
分
析
の
結
果
を
や
や
先
取
り
す
る
形
に
な
る
が
、
分
析
を
分
か
り
や
す
く

す
る
た
め
に
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
の
類
型
に
若
干
の
修
正
を
試
み
た
い
。

キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
の
分
析
は
、
①
政
策
に
よ
る
間
接
的
な
見
返
り
（
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ

、
②
物
質
的
利
益
の
直
接
供
与
（
ク
ラ
イ
エ
ン

テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ

、
③
政
治
家
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
（
カ
リ
ス
マ
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
）
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
種
類
に
着
目

し
て
い
る
が
、
対
象
と
す
る
選
挙
民
に
つ
い
て
は
、
体
系
的
な
整
理
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ

リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
や
社
会
民
主
主
義
政
党
の
選
択
的
報
奨
・
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
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ル
ー
マ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
共
産
党
後
継
政
党
が
民
主
化
過
程
で
得
た
リ

ソ
ー
ス
を
利
用
し
て
構
築
す
る
直
接
的
物
質
的
な
交
換
に
基
づ
く
ク
ラ
イ
エ

ン
テ
リ
ズ
ム
的
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
同
一
の
も
の
と
し
て

語
れ
る
の
か
ど
う
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
社
会
民
主
主
義
政
党
が

組
織
労
働
者
の
た
め
に
有
利
な
政
策
を
実
現
す
る
の
は
、
政
策
に
よ
る
間
接

的
な
見
返
り
と
し
て
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
含
め
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。そ

こ
で
、
本
稿
で
は
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
選
挙
民
を
①
組
織
さ
れ
た
選

挙
民
と
②
組
織
さ
れ
て
い
な
い
選
挙
民
に
区
分
す
る
（
図
２
参
照

。
さ
ら

に
、
前
者
の
組
織
さ
れ
た
選
挙
民
を
血
縁
、
地
縁
等
の
つ
な
が
り
か
ら
な
る

ク
ラ
ン
型
集
団
と
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
に
基
づ
く
社
会
集
団
（
組
織
労

働
者
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
ど
）
に
分
け
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
ク

ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
も
ク
ラ
ン
型
と
社
会
集
団
型
に
区
分
す

る
。
組
織
さ
れ
て
い
な
い
選
挙
民
も
社
会
的
立
場
が
共
通
す
る
選
挙
民
（
改

革
の
「
敗
者

、

勝
者

、
失
業
者
、
青
年
層
な
ど
）
と
、
選
挙
民
全
般
に
分

け
、
選
挙
民
全
般
を
対
象
と
す
る
政
策
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
リ
ン
ケ
ー
ジ

の
み
を
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
特
定
の
社
会
的

立
場
の
選
挙
民
に
向
け
た
政
策
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
個
別
的
政
策

リ
ン
ケ
ー
ジ
と
名
づ
け
、
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ

図2 政党―選挙民のリンケージの類型

①組織された選挙民 ②組織されていない選挙民

クラン型集団（血

縁、地縁等のつな

がり、後援会など）

社会的クリーヴィ

ッジに基づく社会

集団（組織労働者、

カトリック、マイ

ノリティなど）

社会的立場が共通

する選挙民（改革

の 敗者」 勝者 、

失業者、青年層な

ど）

選挙民全般

政策による間接

的な見返り
×

個別的政策リンケージ

固定型 非固定型

普遍的綱領

リンケージ

物質的利益の直

接供与

クライエンテリズム・リンケージ

クラン型 社会集団型
× ×

政治家個人の

パーソナリティ
カリスマ・リンケージ
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ジ
に
基
づ
く
社
会
集
団
に
た
い
し
て
も
、
政
策
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
、
組
織
さ
れ
て
い
な
い
が
社

会
的
立
場
が
共
通
す
る
選
挙
民
へ
の
政
策
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
機
能
的
に
同
様
で
あ
る
。
共
に
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
あ
る
が
、

前
者
は
固
定
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
非
固
定
的
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
境
界
は
組
織
化
の
程
度
に
よ
っ
て
な
だ
ら
か
に
推
移
す

る
。
さ
ら
に
固
定
型
の
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
社
会
集
団
型
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
の
境
界
も
曖
昧
で
あ

る
。
他
方
、
ク
ラ
ン
型
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
は
カ
リ
ス
マ
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
の
親
和
性
が
高
い
と

え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
枠
組
み
を
整
理
し
た
上
で
、
こ
こ
で
は
、
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
政
党
を
分
析
し
、
検
証
を
試
み
る
こ
と
に
す

る
。
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
一
〇
年
前
ま
で
連
邦
国
家
を
作
っ
て
い
た
両
国
は
、
東
中
欧
諸
国
の
移
行
研
究

に
お
い
て
は
チ
ェ
コ
は
最
も
安
定
し
た
事
例
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
は
逸
脱
的
な
事
例
と
み
な
さ
れ
、
興
味
深
い
対
照
を
な
し
て
い
る
た

め
、
両
国
を
比
較
し
つ
つ
分
析
す
る
こ
と
で
東
中
欧
諸
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
に
一
定
の
視
座
を
提
供
で
き
る
と

え
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
章
を
改
め
て
実
証
分
析
に
移
ろ
う
。

三

チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
政
党
シ
ス
テ
ム

政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
の
視
点
か
ら

以
下
で
は
ま
ず
、
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
各
政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
分
析
し
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
つ
つ
政
党
配
置

の
分
析
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
実
態
分
析
は
、
本
来
個
別
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
積
み
あ
げ
て
お
こ
な
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
が
、
両
国
の
政
党
に
関
し
て
は
未
だ
そ
の
よ
う
な
研
究
の
蓄
積
は
充
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
各
政
党
の
リ

ン
ケ
ー
ジ
の
分
析
に
お
い
て
は
、
組
織
や
党
員
規
模
に
加
え
、
綱
領
を
検
討
の
対
象
と

５
す
る
。
綱
領
の
分
析
を
通
じ
て
各
政
党
が
選
挙

民
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
構
築
し
よ
う
と

え
て
い
る
か
、
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
対
す
る
各
政
党
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら

か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
各
政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
推
論
で

は
あ
る
が
各
政
党
が
実
際
に
依
拠
す
る
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
性
質
や
比
重
に
つ
い
て
も
一
定
の
展
望
を
示
し
た
い
と

え
る
。
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チ
ェ
コ
の
諸
政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略

二
〇
〇
四
年
現
在
下
院
に
議
席
を
持
っ
て
い
る
政

党
は
、
市
民
民
主
党
Ｏ
Ｄ
Ｓ
（
五
八
議
席

、
自
由

連
合
｜
民
主
連
合
Ｕ
Ｓ

Ｄ
Ｅ
Ｕ
（
八
議
席
、
以
下
自

由
連
合

、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
｜
チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
人
民
党
Ｋ
Ｄ
Ｕ

Ｓ
Ｌ
（
二
一
議
席
、

以
下
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟

、
チ
ェ
コ
社
会
民
主
党

Ｓ
Ｓ
Ｄ
（
七
〇
議
席

、
ボ
ヘ
ミ
ア
・
モ
ラ
ヴ
ィ

ア
共
産
党
Ｋ
Ｓ

Ｍ
（
四
一
議
席
）
の
五
政
党
で
あ

る
（
表
６
参
照
、
他
無
所
属
二
名
、
全
部
で
二
〇
〇
議

席

。
中
道
右
派
の
市
民
民
主
党
と
中
道
左
派
の
社

民
党
が
政
権
連
合
の
核
と
な
る
二
大
政
党
で
あ
り
、

一
九
九
七
年
ま
で
は
市
民
民
主
党
と
中
道
政
党
の
中

道
右
派
連
合
政
権
、
二
〇
〇
二
年
以
降
は
社
民
党
と

中
道
政
党
の
中
道
左
派
連
合
政
権
の
時
期
と
な
っ
て

い
る
。
但
し
、
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で

は
、
社
民
党
の
単
独
少
数
派
政
権
を
市
民
民
主
党
が

閣
外
協
力
に
よ
っ
て
支
え
る
事
実
上
の
大
連
合
が
と

ら
れ
て
い
た
。

表6 チェコ下院2002年選挙後の議席配分 （2004年11月27日現在 )

議席 得票率
2004年6月

世論調査

得票数に占める

党員数の割合

社会民主党（CSSD) 70 30.2 13.8 1.11

市民民主党（ODS) 58 24.5 40.5 1.85

チェコ・モラヴィア共産党（KSCM) 41 18.5 17.8 11.42

キリスト教民主同盟-チェコスロヴァ

キア人民党（KDU-CSL)
21 （9.7） 9.2 11.92

自由連合―民主連合（US-DEU) 8 （4.6） 1.14

市民民主同盟（ODA) 0

無所属 2

合計 200

出所：議会と統計局のウェブサイトより筆者作成

(http：//www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?k=1；http：//www.volby.cz/psp/ps2002-win/

ps4xjazyk=CZ)

下院の選挙制度：14の選挙区からなる比例代表制、議席獲得最低得票率5％。

選挙時には「連合」が一つの名簿で議席を獲得したが、後にキリ民連合と自由連合に分裂したた

め、選挙直後の議席数・得票率を使用していない。キリ民連合と自由連合の得票率は、 連合」の得

票率を議席数で按分した値。

Medianによる世論調査（2004年6月25日のMFDnes［http：//zpravy.idnes.cz］の記事よ

り)
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一
九
九
六
年
選
挙
以
降
、
一
九
九
八
年
、
二
〇
〇
二
年
と
下
院
選
挙
が
行
わ
れ
た
が
、
極
右
の
共
和
国
連
盟
｜
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
共
和
党
Ｓ
Ｐ
Ｒ

Ｒ
Ｓ

が
一
九
九
八
年
選
挙
以
来
議
席
を
失
っ
た
こ
と
以
外
政
党
構
成
自
体
に
は
大
き
な
変
化
は
な
い
。
一
九
九

八
年
の
選
挙
で
市
民
民
主
同
盟
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
去
り
、
代
わ
り
に
自
由
連
合
が
登
場
し
た
が
、
両
党
に
は
性
格
的
な
共
通
点
が
多
く
、
政
党

シ
ス
テ
ム
へ
の
影
響
は
少
な
か
っ
た
。

⑴

市
民
民
主
党
Ｏ
Ｄ
Ｓ

ま
ず
、
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
心
と
し
た
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
を
と
る
と
さ
れ
た
市
場
自
由
主

義
政
党
か
ら
分
析
を
始
め
よ
う
。
チ
ェ
コ
で
は
、
こ
の
市
場
自
由
主
義
政
党
が
市
民
民
主
党
と
い
う
大
政
党
と
し
て
安
定
的
な
地
位
を

築
い
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
党
は
ど
の
よ
う
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

市
民
民
主
党
は
一
九
八
九
年
か
ら
の
体
制
転
換
を
支
え
た
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
分
裂
し
て
一
九
九
一
年
に
形
成
さ
れ
た
政
党
で
あ

る
。
歴
史
的
起
源
を
も
つ
政
党
で
は
な
く
、
一
九
八
九
年
以
降
の
民
主
化
の
中
で
成
長
し
た
新
し
い
政
党
で
あ
る
が
、
新
し
い
政
党
と

し
て
は
組
織
が
比
較
的
充
実
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
三
一
日
の
時
点
で
は
、
党
員
数
は
二
万
一
六
四
一

名
、
一
二
七
〇
の
支
部
、
九
三
の
地
域
（o

b
la
st

）
支
部
、
一
四
の
地
方
組
織
を
持
ち
、
二
〇
〇
二
年
選
挙
の
得
票
数
は
一
一
六
万
六

九
七
五
票
で
あ
り
、
投
票
数
に
占
め
る
党
員
の
割
合
は
一
・
八
五
％
で
あ
っ
た
（
表
６
参
照

。
市
民
民
主
党
は
民
営
化
過
程
に
与
党

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
得
た
リ
ソ
ー
ス
で
地
方
を
含
め
た
利
益
配
分
を
握
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
組
織
を
強
固
に
す
る
こ
と
が
出
来

た
。
一
部
議
員
が
離
党
し
自
由
連
合
を
形
成
し
た
際
に
も
、
動
い
た
の
は
議
員
が
中
心
で
、
地
方
組
織
は
市
民
民
主
党
に
残
っ
た
と
い

う
（
林
二
〇
〇
二
ａ
、
六

七
頁

。
九
〇
年
代
に
同
党
の
党
首
と
し
て
長
期
間
首
相
を
務
め
、
現
在
は
大
統
領
と
な
っ
た
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ

フ
・
ク
ラ
ウ
ス
の
指
導
力
が
果
た
し
た
役
割
も
大
き
い
。

同
党
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
文
明
、
戦
間
期
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
第
一
共
和
国
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
民
主
主
義

の
伝
統
、
今
日
の
西
側
民
主
主
義
の
経
験
」
と
結
び
つ
い
た
「
リ
ベ
ラ
ル
保
守
主
義
」
の
政
党
で
あ
る
と
自
ら
を
位
置
付
け
、
イ
ギ
リ
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ス
の
保
守
党
や
ア
メ
リ
カ
の
共
和
党
、
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
の
自
由
民
主
国
民
党
Ｖ
Ｖ
Ｄ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
穏
健
党
（
保
守
）

M
o
d
era
tern
a

に
近
い
政
党
で
あ
る
と
し
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.o
d
s.cz /o

d
s
se
p
red
sta
v
u
je /k
d
o
jsm
e.p
h
p

。
Ｉ
Ｄ
Ｕ

（In
tern
a
tio
n
a
l
D
em
o
cra
tic
U
n
io
n
：

国
際
的
な
保
守
、
リ
ベ
ラ
ル
の
組
織
）
に
は
二
〇
〇
一
年
よ
り
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
九
五
年
一
一
月
フ
ラ
デ
ツ
・
ク
ラ
ー
ロ
ヴ
ェ
ー
の
第
六
回
党
大
会
で
採
択
さ
れ
た
政
治
綱
領
の
中
で
は
、
代
表
民
主
主
義
、
個

人
の
自
由
、
経
営
、
私
的
所
有
、
機
会
の

等
を
尊
重
す
る
「
古
典
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
主
義
」
に
根
ざ
す
、
と
基
本
的
な
立
場

を
示
し
、
そ
の
原
則
に
沿
っ
て
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.o
d
s.cz /o

d
s
se
p
red
sta
v
u
je /

p
ro
g
ra
m
1995.p

h
p

。
経
済
に
お
い
て
は
、
自
由
市
場
と
個
人
の
活
動
を
重
視
し
、
国
家
の
介
入
は
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
農

業
分
野
も
例
外
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
古
典
的
共
産
主
義
に
限
ら
ず
、
国
家
の
大
規
模
な
介
入
に
よ
っ
て
全
て
の
市
民
の
平
等
を
求

め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
、
反
対
す
る
と
し
、

社
会
国
家
」
や
社
会
工
学
的
な
見
解
に
反
対
し
て
い
る
。

個
人
に
加
え
、
同
党
が
重
視
し
て
い
る
制
度
は
国
家
と
家
族
、
基
礎
自
治
体
、
自
発
的
結
社
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
中
央
集
権
的
な

国
家
の
役
割
を
上
か
ら
作
っ
た
社
会
団
体
に
配
分
す
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
仕
組
み
に
は
反
対
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
市
民
民
主
党
の
綱
領
は
普
遍
主
義
的
な
出
発
点
に
立
っ
て
お
り
、
特
定
の
固
定
的
な
社
会
集
団
に
訴
え
る
も
の
で
は

な
い
が
、
市
場
経
済
の
中
で
個
人
の
自
由
を
重
ん
じ
る
立
場
に
あ
る
選
挙
民
に
明
確
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
選
挙
前
の

調
査
に
よ
る
と
、
市
民
民
主
党
の
支
持
者
は
六
二
・
二
％
が
四
五
歳
未
満
と
若
く
、
最
終
学
歴
は
高
等
教
育
な
い
し
中
等
教
育
修
了
が

五
一
・
五
％
と
高
い
（
有
権
者
中
の
割
合
は
両
者
あ
わ
せ
て
三
八
・
二
％
）
（h

ttp
：
//v
o
lb
y
.ih
n
ed
.cz /

。
職
業
で
は
事
務
職
、
技
術

者
、
医
療
関
係
者
、
法
律
職
な
ど
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
経
営
者
、
自
営
業
者
が
五
〇
・
六
％
を
占
め
る
。
年
金
生
活
者
の
割
合
は
一

二
・
五
％
で
あ
る
。
収
入
は
高
い
層
に
な
る
ほ
ど
市
民
民
主
党
の
支
持
率
が
高
い
（
表
７

。
同
党
の
支
持
者
の
政
治
的
指
向
性
は
、

中
道
右
派
三
二
・
三
％
、
右
派
三
五
・
四
％
、
極
右
一
四
・
七
％
で
あ
る
。

市
民
民
主
党
の
成
功
は
、
普
遍
主
義
的
か
つ
志
向
性
の
明
確
な
綱
領
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
、
初
代
党
首
ク
ラ
ウ
ス
の
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
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ケ
ー
ジ
を
加
え
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た

こ
こ
で
は
十
分
に
示
す
こ
と

は
出
来
な
か
っ
た
が

地
方
組
織
が
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の

回
路
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

⑵

自
由
連
合
民
主
連
合
Ｕ
Ｓ

Ｄ
Ｅ
Ｕ

二
〇
〇
五
年
現
在
チ
ェ
コ
下
院
議
会
に
は

も
う
一
つ
の
市
場
自
由
主
義
政

党
で
あ
る
自
由
連
合
が
議
席
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
政
党
は

市
民
民
主
党
か

ら
離
脱
し
た
議
員
を
中
心
に
一
九
九
八
年
に
新
し
く
設
立
さ
れ
た
。
既
存
の
市

民
民
主
同
盟
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
と
「
四
党
連
合
」
と
い
う
政
党
ブ
ロ
ッ

ク
を
組
ん
で
い
た
が
、
市
民
民
主
同
盟
が
借
財
の
た
め
全
国
政
治
か
ら
姿
を
消

し
た
後
、
そ
の
立
場
を
引
き
継
ぐ
形
に
な
っ
て
い
る
。
議
員
中
心
の
政
党
で
党

員
は
二
五
〇
〇
名
と
少
な
く
（h

ttp
：
//w
w
w
.u
n
ie.cz /d

a
ta
.a
sp
?rec

=
cz&

o
d
d
ID
=
2&
p
o
d
o
d
d
elen
i
=

〇&
o
d
d
=
P
ro
fil

、
二
〇
〇
二
年
選
挙
時
の
得
票

数
に
占
め
る
割
合
を
み
て
も
一
・
一
四
％
で
、
社
民
党
と
ほ
ぼ
同
レ
ヴ
ェ
ル
で

あ
る
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
と
あ
わ
せ
て
の
得
票
数
六
八
万
六
七
一
票
を
、
議
席

比
で
分
け
、
二
一
万
九
五
七
一
票
と

え
て
試
算
し
た
数
値
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟

の
数
値
も
同
様

。
一
四
の
州
、
九
一
の
郡
で
活
動
し
て
い
る
が
、
特
に
プ
ラ
ハ

と
ブ
ル
ノ
の
大
都
市
の
組
織
が
党
員
数
が
多
い
。

同
党
は
設
立
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
を
は
じ
め
と
す
る
中
道
小
政
党

と
「
四
党
連
合
」
や
「
連
合
」
と
い
う
名
称
の
政
党
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
、
選

表7 収入別の政党支持率（％) (収入は月収)

回答者数 社民党 市民民主党 連合 共産党

7000コルナ以下 73 13.4 7.0 8.3 17.7

7001－10000コルナ 81 18.3 7.4 10.4 16.0

10001－15000コルナ 255 18.1 13.3 12.1 13.0

15001－20000コルナ 249 16.2 18.9 12.7 8.3

20001－25000コルナ 194 19.7 13.0 11.4 2.4

25001コルナ以上 226 12.7 20.5 8.8 5.4

全体 1118 16.3 15.2 10.9 8.7

出所：”hospodaskenoviny”紙 インターネット版

［http：//volby.ihned.cz/attachment.php?id=20016965&security=

nIi2hDN3y69dQbf8w4PjUlxAB7KmVkpM］
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挙
で
も
選
挙
連
合
を
組
ん
で
い
た
。
綱
領
や
選
挙
綱
領
も
「
四
党
連
合
」
や
「
連
合
」
と
し
て
は
詳
細
な
も
の
を
提
示
し
て
い
た
が
、

同
党
独
自
の
綱
領
的
文
書
と
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
二
〇
〇
四
年
七
月
に
出
さ
れ
た
短
い
『
チ
ェ
コ
共
和
国
繁
栄
の
た
め
の
四
本
の

柱：
自
由
連
合
の
綱
領
的
優
先
事
項
一
〇
項
目
』
が
あ
る
の
み
で
あ
る
（h
ttp
：
//w
w
w
.u
n
ie.cz /d

a
ta
.a
sp
?o
d
d
id
=
345&

b
n
=
345&

rec
=
C
Z
&
o
d
d
=
21.07.2004

。
そ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
同
党
の
立
場
は
、
市
場
経
済
の
原
則
と
い
う
点
で
は
、
市
民
民
主
党
と
共

通
で
あ
る
。
チ
ェ
コ
が
共
通
通
貨
を
少
な
く
と
も
二
〇
〇
九
年
ま
で
に
導
入
す
る
た
め
に
は
、
二
〇
〇
七
年
ま
で
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト

基
準
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
自
由
連
合
は
そ
の
た
め
に
財
政
赤
字
を
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
三
％
以
下
に
す
る
こ
と
を
優
先
事
項
の
第
一
に

掲
げ
、
小
規
模
で
効
率
的
な
法
治
国
家
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
市
民
民
主
党
よ
り
も
右
よ
り
の
側
面
も

持
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
自
由
連
合
の
綱
領
的
ア
ピ
ー
ル
の
な
か
で
目
を
引
く
の
は
、
若
い
世
代
の
支
援
、
環
境
の
尊
重
と
い
う
点
で
市
民
民
主

党
と
は
差
異
化
を
は
か
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
目
標
は
、
安
価
で
手
が
届
く
住
居
の
提
供
、
育
児
休
業
の
三

年
へ
の
延
長
な
ど
若
い
家
族
の
支
援
、
高
等
学
校
の
財
政
支
援
、
税
体
系
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
化
な
ど
、
や
や
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
具
体
的
な
ア
ピ
ー
ル
と
同
党
の
基
本
的
な
価
値
や
立
場
と
の
関
連
性
は
明
確
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
対
象
が
市
民
自
由
党
と
重
な
っ
て
い
る
自
由
連
合
は
、
若
い
世
代
を
支
援
す
る
具
体
的
な
政
策
と

い
う
も
う
一
つ
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
特
に
組
織
は
さ
れ
て
い
な
い

が
一
定
の
社
会
層
に
明
白
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
あ
る
。
但
し
、
自
由
連
合
は
現
在
の
支
持
率
で
は
次
選
挙
で

の
議
席
獲
得
は
危
ぶ
ま
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
よ
っ
て
も
安
定
し
た
支
持
は
確
保
で
き
な
い
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑶

キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
｜
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
民
党
Ｋ
Ｄ
Ｕ

Ｓ
Ｌ

前
述
の
二
党
と
か
な
り
性
格
を
事
に
す
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
で
あ
る
。

同
党
の
一
部
で
あ
る
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
民
党
は

第
一
次
世
界
大
戦
以
前
か
ら
ボ
ヘ
ミ
ア
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
地
域
に
形
成
さ
れ
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て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
政
党
が

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
が
建
国
さ
れ
た
一
九
一
八
年
に
合
同
し
て
形
成
さ
れ
た
政
党
で
、
戦

間
期
に
も
主
要
政
党
の
一
つ
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
同
党
は
社
会
主
義
時
代
に
も

共
産
党
の
指
導
下
に
あ
る
国
民
戦
線
に
参
加
す

る
い
わ
ゆ
る
衛
星
政
党
の
一
つ
と
し
て

存
続
を
続
け
て
い
た
。
一
九
八
九
年
の
体
制
転
換
後
、
人
民
党
は
自
由
な
独
立
政
党
と
な

り
、
新
た
に
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
と
一
九
九
二
年
に
合
併
し
て
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
｜
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
民

党
と
な
っ
た
。

現
在
、
党
員
数
は
五
万
五
〇
〇
〇
人
、
二
六
三
五
の
支
部
、
九
一
の
県
支
部
、
一
四
の
州
組
織
を
も
つ
（h

ttp
：
//za

h
ra
n
icn
i.

k
d
u
.cz /E

N
G
L
IS
H
/d
ef
in
f.h
tm

。
こ
の
党
員
数
は
チ
ェ
コ
の
政
党
の
中
で
は
共
産
党
に
つ
い
で
大
き
い
。
こ
れ
は
衛
星
政
党
で

あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
二
〇
〇
二
年
選
挙
で
の
得
票
数
に
占
め
る
党
員
の
割
合
は
、
一
一
・
九
二
％
で
共
産
党

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
得
票
数
、
議
席
数
の
変
化
は
少
な
く
、
下
院
で
は
一
九
九
六
年
選
挙
で
一
八
議
席
、
一
九
九
八
年
選
挙
で
二
〇

議
席
、
二
〇
〇
二
年
選
挙
で
二
一
議
席
を
獲
得
し
て
い
る
。

一
般
に
チ
ェ
コ
の
諸
政
党
は
首
都
プ
ラ
ハ
で
は
例
外
的
な
支
持
構
造
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
比
較
的
得
票
の
地

域
偏
差
が
少
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
は
得
票
に
は
っ
き
り
し
た
地
域
偏
差
が
見
ら
れ
る
。
二
〇
〇
四
年
現
在
二
一
名

の
下
院
議
員
の
う
ち
一
四
名
が
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
と
南
ボ
ヘ
ミ
ア
の
六
選
挙
区
（
全
一
四
選
挙
区
）
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
。
西
北
ボ
ヘ

ミ
ア
の
三
選
挙
区
か
ら
の
選
出
議
員
は
い
な
い
。

チ
ェ
コ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
で
あ
る
が
戦
間
期
か
ら
世
俗
主
義
も
強
か
っ
た
。
そ
の
中
で
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
と
南
ボ
ヘ
ミ
ア
は
、
信
仰
心

の
強
い
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
多
く
人
民
党
の
地
盤
で
あ
っ
た
。
国
勢
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
宗
教
離
れ
は
社
会
主
義
時
代
に
進
行
し

た
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
九
八
九
年
以
降
の
社
会
変
革
の
中
で
も
急
速
に
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.czso

.cz /csu
/ed
ic-

n
ip
la
n
.n
sf /o
/4110-03--o

b
y
v
a
telstv

o
h
la
sici

se
k
jed
n
o
tliv
y
m
cirk
v
im
a
n
a
b
o
zen
sk
y
m
sp
o
lecn
o
stem

。
無
宗
教
の
割
合

は
、
一
九
五
〇
年
の
五
・
八
％
か
ら
一
九
九
一
年
に
は
三
九
・
九
％
、
二
〇
〇
一
年
の
調
査
で
は
五
九
％
に
達
し
て
い
る
。
殊
に
旧
ド
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イ
ツ
人
居
住
地
域
で
、
戦
後
の
追
放
の
後
新
た
に
チ
ェ
コ
人
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
が
植
民
し
た
西
北
ボ
ヘ
ミ
ア
地
域
で
は

無
宗
教
が

七
〇
％
を
超
え
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.czso

.cz /csu
/ed
icn
ip
la
n
.n
sf /ta

b
/7A
002B

2A
F
5

。
そ
れ
に
対
し
て
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
と
南
ボ

ヘ
ミ
ア
で
は
、
無
宗
教
の
割
合
は
三
六
・
九
％
か
ら
五
三
・
八
％
と
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
平

の
五
九
％
よ
り
低

く
、
逆
に
信
仰
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
人
の
割
合
は
平

の
三
二
・
一
％
よ
り
高
い
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
支
持
率
に
見
ら
れ
る

地
域
偏
差
は
、
こ
こ
か
ら
説
明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
は
、
自
己
定
義
に
よ
れ
ば
保
守
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
、
中
道
右
派
の
政
党
で
あ
る
。
同
党
に
は
基
本
綱
領
は

な
い
が

綱
領
的
文
書
と
し
て
二
〇
〇
三
年
一
月
に
「
二
一
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
治
」
を
出
し
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.

k
d
u
.cz /d

efa
u
lt.a
sp
?p
a
g
e
=
510&

id
r
=
10150&

ID
C
l
=
13161

。
そ
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
基
礎
と
し
て
強
調
し
て
い
る

の
は
、
個
人
の
自
由
と
他
者
の
自
由
の
バ
ラ
ン
ス
、
国
家
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
自
治
や
自
助
に
支
え
ら
れ
た

連
帯
で
あ
る
。
経
済
に
関
し
て
は
社
会
的
市
場
経
済
を
支
持
す
る
と
簡
潔
に
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
政
策
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い

る
の
は
、
教
育
の
重
要
性
と
中
小
経
営
、
農
村
地
帯
、
家
族
の
擁
護
で
あ
る
。
農
村
に
関
し
て
は
、
郷
土
、
環
境
の
維
持
と
失
業
者
の

吸
収
と
い
う
役
割
を
果
た
し
う
る
と
し
て
、
競
争
力
は
な
く
と
も
環
境
に
配
慮
し
た
農
業
や
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
支
援
を
主
張
す
る

（h
ttp
：
//w
w
w
.k
d
u
.cz /d

efa
u
lt.a
sp
?p
a
g
e
=
510&

id
r
=
10150&

ID
C
l
=
13158

。
家
族
に
関
し
て
は
、
中
絶
や
避
妊
に
反
対
し
、
出

生
率
の
低
下
を
移
民
に
よ
っ
て
補
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
心
は
中
小
経
営
者
、
農

村
住
民
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
者
と
い
う
支
持
者
に
個
別
的
に
訴
え
か
け
る
具
体
的
な
政
策
と
な
っ
て
い
る
。

同
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
を
整
理
す
る
と
、
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
比
重
は
軽
く
、
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
力
を
入
れ
て

い
る
と
結
論
で
き
よ
う
。
支
持
基
盤
の
構
成
か
ら

え
る
と
、
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
一
定
程
度
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ

ン
ケ
ー
ジ
も
構
築
し
て
い
る
と

え
ら
れ
る
。
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⑷

チ
ェ
コ
社
会
民
主
党

Ｓ
Ｓ
Ｄ

チ
ェ
コ
社
会
民
主
党
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
二
重
君
主
国
下
に
成
立
し
、
戦
間
期
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
は
も
ち
ろ
ん
、
一
九
四
七

年
の
共
産
党
支
配
確
立
時
に
共
産
党
に
合
併
さ
れ
る
ま
で
主
要
政
党
の
一
つ
で
あ
っ
た
社
会
民
主
党
が
復
活
す
る
形
で
成
立
し
た
。
ハ

ン
ガ
リ
ー
の
社
会
党
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
左
翼
民
主
連
合
が
、
旧
共
産
党
が
社
民
政
党
に
転
換
し
た
後
身
で
あ
る
の
と
は
そ
の
点
で
異

な
っ
て
い
る
。
歴
史
的
政
党
で
は
あ
る
が
、
組
織
や
党
員
の
面
で
は
実
質
的
に
新
政
党
で
あ
り
、
党
員
数
は
約
一
万
六
千
人
と
多
く
は

な
い
（h

ttp
：
//w
w
w
.cssd

.cz /v
ism
o
/d
o
k
u
m
en
ty
2.a
sp
?id
o
rg
=
422010&

id
=
34972

。
二
〇
〇
二
年
選
挙
の
得
票
数
（
一
四
四
万

二
七
九
票
）
に
占
め
る
党
員
の
割
合
も
約
一
・
一
一
％
で
あ
り
、
市
民
民
主
党
に
比
べ
て
も
少
な
い
。
党
組
織
は
八
一
の
地
方
支
部
、

一
四
の
州
支
部
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
。
労
働
組
合
そ
の
も
の
が
チ
ェ
コ
で
は
組
織
率
が
低
い
が
、
こ
れ
と
も
直
接
の
関
係
を
持
た
な

い
。二

〇
〇
二
年
選
挙
前
の
調
査
に
よ
る
と
、
社
民
党
の
支
持
者
は
、
二
九
歳
ま
で
が
二
一
・
二
％
、
三
〇
歳
か
ら
四
四
歳
が
二
五
・

一
％
、
四
五
歳
か
ら
五
九
歳
が
二
八
・
一
％
、
六
〇
歳
以
上
が
二
五
・
六
％
と
各
世
代
に
平

的
に
広
が
っ
て
い
る
。
職
業
は
ブ
ル
ー

カ
ラ
ー
が
三
一
・
九
％
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
が
二
一
・
六
％
、
経
営
者
、
自
営
業
が
七
・
四
％
、
年
金
生
活
者
が
三
〇
・
〇
％
で
あ

る
。
最
終
学
歴
の
割
合
は
有
権
者
中
の
割
合
の
数
値
に
近
く
、
初
等
教
育
中
退
七
・
四
％
（
有
権
者
中
の
割
合
は
八
・
一

、
初
等
教
育

終
了
四
二
・
六
％
（
同
三
九
・
七
％

、
中
等
教
育
中
退
一
一
・
四
％
（
同
一
四
・
一
％

、
中
等
教
育
終
了
三
〇
・
四
％
（
同
二
九
・

六
％

、
高
等
教
育
八
・
一
％
（
同
八
・
六
％
）
で
あ
る
。
収
入
に
関
し
て
も
調
査
対
象
者
の
割
合
に
近
く
、
七
〇
〇
〇
コ
ル
ナ
以
下

六
・
三
％
（
調
査
対
象
者
中
の
割
合
は
六
・
八
％

、
一
万
コ
ル
ナ
以
下
八
・
六
％
（
同
七
・
六
％

、
一
万
五
〇
〇
〇
コ
ル
ナ
以
下
二

五
・
八
％
（
同
二
三
・
七
％

、
二
万
コ
ル
ナ
以
下
二
一
・
七
％
（
同
二
三
・
一
％

、
二
万
五
〇
〇
〇
コ
ル
ナ
以
下
二
一
・
〇
％
（
同
一

八
・
〇
％

、
二
五
〇
〇
一
コ
ル
ナ
以
上
一
六
・
六
％
（
同
二
〇
・
九
％
）
で
あ
る
。
但
し
、
二
万
五
〇
〇
〇
コ
ル
ナ
以
上
の
高
収
入
層

か
ら
の
支
持
は
相
対
的
に
低
い
。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
か
ら
、
社
民
党
は
少
な
く
と
も
二
〇
〇
二
年
の
選
挙
の
時
点
で
は
様
々
な
社
会
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層
か
ら
平

的
に
支
持
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
逆
に
い
え
ば
、
特
に
社
民
党
の
支
持
層
と
し
て
目
立
っ
た
社
会
階
層
は
見
ら

れ
な
い
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
同
党
の
支
持
者
の
政
治
的
指
向
性
で
あ
り
、
左
翼
は
六
・
四
％
、
中
道
左
翼
は
三
三
・
一
％
に
と

ど
ま
り
、
中
道
が
四
二
・
五
％
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
三
月
の
プ
ラ
ハ
第
三
一
回
党
大
会
で
採
択
さ
れ
た
「
伝
統
に
忠
実
に
、
新
し
い
要
請
に
開
か
れ
て
」
と
題
す
る
基
本

（
長
期
）
綱
領
は
、
人
間
へ
の
尊
重
、
人
権
、
自
由
と
責
任
、
平
等
、
連
帯
、
社
会
的
公
正
、
民
主
主
義
、
持
続
可
能
な
発
展
を
基
本

的
価
値
と
し
て
据
え
、
自
由
と
人
格
の
発
展
、
知
識
に
基
づ
く
連
帯
し
た
市
民
社
会
、
社
会
的
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
指
向
す
る
市
場
経

済
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
の
発
展
へ
の
責
任
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.cssd

.cz /so
u
b
o
ry
/422010 /d

lo
u
h
o
d
o
b
y
%

20p
ro
g
ra
m
.rtf

。
そ
の
目
標
の
た
め
に
、
自
由
で
発
展
し
連
帯
的
で
社
会
的
に
公
正
な
社
会
国
家
を
目
指
す
と
同
時
に
、
チ
ェ
コ
経

済
の
競
争
力
を
高
め
、
迅
速
で
持
続
的
な
経
済
成
長
、
経
済
環
境
を
整
え
、
目
的
指
向
的
な
民
営
化
を
行
い
、
環
境
に
配
慮
し
、
教
育

に
力
を
入
れ
る
こ
と
を
挙
げ
、
外
交
課
題
と
し
て
は
Ｅ
Ｕ
の
中
で
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

社
民
党
は
、
基
本
的
価
値
・
目
標
か
ら
始
ま
る
典
型
的
な
政
党
綱
領
を
備
え
て
お
り
、
内
容
的
に
も
経
済
発
展
と
社
会
的
公
正
、
環

境
の
バ
ラ
ン
ス
を
指
向
す
る
綱
領
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
在
の
社
会
民
主
主
義
政
党
の
ト
レ
ン
ド
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

社
民
党
は
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
心
に
置
い
た
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
を
と
っ
て
お
り
、
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
は
、
労
働
組

合
を
通
じ
た
固
定
型
も
、
社
会
的
弱
者
な
ど
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
非
固
定
化
型
も
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
全
て
の
社
会

層
か
ら
満
遍
な
く
支
持
を
得
て
い
た
が
、
現
在
の
支
持
率
の
大
幅
な
落
ち
込
み
は
、
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
み
を
強
調
す
る
こ
と

の
不
安
定
さ
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
、
主
に
次
に
述
べ
る
共
産
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
は
対
照
的
で
あ
る
。

⑸

チ
ェ
コ
・
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
Ｋ
Ｓ

Ｍ

チ
ェ
コ
・
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
は
、
社
会
主
義
時
代
の
体
制
政
党
で
あ
る
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
産
党
の
後
継
政
党
で
あ
る
。

チ
ェ
コ
の
共
産
党
は
一
九
二
一
年
の
設
立
以
来
戦
間
期
も
合
法
政
党
と
し
て
常
に
一
〇
％
近
く
の
票
を
得
て
主
要
政
党
の
一
つ
と
し
て
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活
動
し
て
き
た
長
い
歴
史
を
も
つ
。
九
〇
年
代
の
後
半
か
ら
支
持
を
回
復
し
、
一
九
九
八
年
選
挙
で
は
一
一
％
、
二
四
議
席
、
二
〇
〇

二
年
選
挙
で
は
一
八
・
五
％
、
四
一
議
席
を
獲
得
し
、
第
三
党
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
後
与
党
社
民
党
へ
の
支
持
が
減
少
す
る

の
と
比
例
し
て
さ
ら
に
支
持
を
伸
ば
し
、
二
〇
〇
四
年
の
世
論
調
査
で
は
社
民
党
を
超
え
る
支
持
を
集
め
市
民
民
主
党
に
つ
い
で
二
番

目
に
強
い
政
党
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
六
月
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
は
得
票
率
二
〇
・
二
六
％
で
チ
ェ
コ
の
二
四
議
席
中

六
議
席
を
得
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
内
の
共
産
党
の
会
派
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
左
翼
会
派
に
所
属
し
た
。
東
中
欧
の
新
規
加
盟
国

の
な
か
で
同
会
派
に
所
属
す
る
議
員
が
い
る
の
は
チ
ェ
コ
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
四
一
議
員
中
六
議
員
と
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る

の
は
興
味
深
い
。

組
織
面
で
は
、
社
会
主
義
時
代
か
ら
の
組
織
を
引
き
継
ぎ
、
四
六
九
一
の
支
部
を
持
ち
、
職
を
持
つ
党
員
は
所
得
の
〇
・
五
％
を
党

費
と
し
て
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
党
員
は
一
九
九
二
年
に
は
三
五
万
四
五
四
九
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
八
年
に
は
一
四
万
二

四
九
〇
人
、
一
九
九
九
年
に
は
一
三
万
六
五
一
六
人
と
減
少
し
、
二
〇
〇
四
年
に
は
一
〇
万
七
八
一
人
と
な
っ
た
（h

ttp
：
//w
w
w
.

k
scm
.cz /a

rticle.a
sp
?m
en
u
=
1&
n
ecld

=
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n
ecld
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=
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。
そ
れ
で
も
市
民
民
主
党
や
社
民
党
に
較
べ
一
桁
多
い
党
員
を
擁
し
て

い
る
。
二
〇
〇
四
年
の
党
員
数
が
二
〇
〇
二
年
選
挙
時
の
得
票
数
（
八
八
万
二
六
五
三
票
）
に
占
め
る
割
合
は
一
一
・
四
二
％
で
あ
る
。

但
し
、
党
員
数
が
減
少
す
る
一
方
で
、
支
持
者
は
増
加
し
て
い
る
点
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
〇
〇
二
年
選
挙
前
の
調
査
に
よ
る
と
、
共
産
党
の
支
持
者
は
、
二
九
歳
ま
で
で
は
二
・
五
％
、
三
〇
歳
か
ら
四
四
歳
ま
で
で
は

三
・
四
％
と
非
常
に
低
く
、
六
〇
歳
以
上
で
は
二
一
・
九
％
と
か
な
り
高
い
割
合
に
な
っ
て
い
る
。
教
育
程
度
と
関
連
し
て
は
、
初
等

教
育
中
退
者
の
な
か
で
は
、

投
票
し
な
い
」
三
二
・
五
％
に
つ
い
で
、
共
産
党
支
持
一
七
・
三
％
が
多
か
っ
た
。
収
入
別
の
政
党
支

持
を
み
る
と
、
収
入
が
低
い
層
ほ
ど
共
産
党
支
持
の
割
合
が
高
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

共
産
党
は
一
九
九
九
年
一
二
月
の
ジ
ュ
ダ
ー
ル
・
ナ
ド
・
ザ
ー
ザ
ヴ
ォ
ウ
の
第
五
回
党
大
会
で
「
千
年
紀
の
境
に
立
つ
チ
ェ
コ
・
モ

ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
」
と
「
再
生
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
採
択
し
た
（h

ttp
：
//w
w
w
.k
scm
.cz /n

ew
s
d
eta
il.a
sp
?m
en
u
=
1&
n
ecld

=
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316&
n
ecld
2
=
228&

n
ew
ld
=
207 ；

h
ttp
：
//w
w
w
.k
scm
.cz /n

ew
s
d
e
ta
il.a
sp
&
m
e
n
u
=
1
&
n
e
c
ld
=
3
1
6
&
n
e
c
ld
2
=
2
2
8
&
n
e
w
ld
=

208

。
前
者
は
、
民
営
化
は
一
部
の
人
々
と
外
資
を
潤
す
結
果
と
な
っ
た
と
批
判
し
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
主
導
の
安
全
保
障
の
枠
組
み

で
あ
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
加
盟
と
、
資
本
主
義
主
導
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
に
警
鐘
を
な
ら
す
内
容
で
あ
り
、
後
者
で
は
社
会
的
に
公

正
な
社
会
、
社
会
主
義
を
長
期
的
な
目
標
に
掲
げ
つ
つ
、
中
期
的
な
目
標
を
定
め
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
五
月
一
五
日
の
チ
ェ
ス

キ
ー
・
ブ
ジ
ェ
ヨ
ヴ
ィ
ツ
ェ
で
開
催
さ
れ
た
第
六
回
大
会
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
資
本
主
義
の
再
生
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
新
し

い
経
済
社
会
政
治
文
化
条
件
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
適
用
し
、
経
済
政
治
上
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
を
目
ざ
す
と

し
、

チ
ェ
コ
共
和
国
の
た
め
の
希
望
」
と
い
う
五
年
後
の
党
大
会
ま
で
の
短
期
綱
領
を
採
択
し
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.k
scm
.cz /

n
ew
s.a
sp
?m
en
u
=
1&
n
ecld

=
714&

n
ecld
2
=
551

。

再
生
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
や
「
チ
ェ
コ
共
和
国
の
た
め
の
希
望
」
の
内
容
は
、
雇

用
問
題
（
三
五
時
間
労
働
の
提
唱

、
公
的
住
宅
建
設
に
よ
る
住
宅
問
題
の
解
決
、
国
家
に
よ
る
外
国
企
業
の
経
済
活
動
へ
の
一
定
の
統

制
、
経
済
活
動
の
近
代
化
、
中
小
経
営
の
支
援
、
農
業
へ
の
支
援
と
食
糧
自
給
率
の
向
上
、
福
祉
政
策
の
切
捨
て
で
は
な
く
官
僚
組
織

の
合
理
化
に
よ
る
財
政
赤
字
の
解
消
な
ど
の
個
別
具
体
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

共
産
党
の
綱
領
の
原
則
的
な
部
分
は
社
会
主
義
の
実
現
と
い
う
か
な
り
長
期
的
な
目
標
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
直
接
現
在

の
政
策
目
標
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
中
期
・
短
期
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

一
九
八
九
年
以
降
の
改
革
の
中
で
不
利
益

を
被
っ
た
各
社
会
階
層
に
対
し
て
、
個
別
に
訴
え
か
け
る
内
容
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
非
固
定
型
の
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
部
分
で
の
支
持
増
加
が
、
固
定
型
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ

ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
加
え
て
、
共
産
党
の
支
持
率
を
押
し
上
げ
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
諸
政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略

比
較
的
安
定
し
た
政
党
配
置
の
チ
ェ
コ
に
較
べ
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
政
党
は
分
裂
や
統
合
、
入
れ
替
わ
り
が
多
く
、
有
意
政
党
を
確
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定
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
が
、
現
在
議
会
に
議
席
を
持
っ

て
い
る
の
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ
リ
ス
ト
教
連
合
Ｓ
Ｄ
Ｋ
Ú

（
二
八
議
席

、
新
市
民
同
盟
Ａ
Ｎ
Ｏ
（
一
五
議
席

、
キ
リ
ス
ト
教
民

主
運
動
Ｋ
Ｄ
Ｈ
（
一
五
議
席

、
方
向S

m
er

（
二
五
議
席

、
民
主
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
Ｈ
Ｚ
Ｄ
Ｓ
（
三
六
議
席

、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
産

党
Ｋ
Ｓ
Ｓ
（
一
一
議
席

、
ハ
ン
ガ
リ
ー
連
合
党
Ｍ
Ｋ
Ｐ
（
二
〇
議

席
）
の
七
党
で
あ
る
（
表
８

。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
国
民
党
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は

現
在
議
席
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
最
近
の
世
論
調
査
で
は
五
％
の

敷
居
を
越
え
て
お
り
、
も
う
一
度
議
会
に
復
帰
す
る
可
能
性
を

も
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
政
党
の
う
ち
、
一
九
九
三
年
の
建
国
以
来
一
貫
し
て

支
持
を
集
め
て
い
る
の
は
、
民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
と
キ
リ
ス

ト
教
民
主
運
動
で
あ
る
。
新
市
民
同
盟
、
方
向
、
共
産
党
は
二
〇

〇
二
年
の
選
挙
で
は
じ
め
て
議
席
を
得
た
。
そ
の
一
方
で
、
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
労
働
者
同
盟
Ｚ
Ｒ
Ｓ
や
市
民
合
意
党
Ｓ
Ｏ
Ｐ
な
ど
、
一

時
的
に
八
％
前
後
の
少
な
か
ら
ざ
る
得
票
を
集
め
な
が
ら
次
の
選

挙
で
は
全
国
政
治
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
政
党
や
、
長
年
活
躍
し

て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
左
翼
民
主
党
の
よ
う
に
議
席
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
政
党
も
存
在
す
る
。
政
党
の
合
同
や
分
裂
も
頻
繁
で
あ

表8 スロヴァキア2002年選挙後の議席配分

議席数 得票率 2004年世論調査

民主スロヴァキア運動HZDS 36 19.5 15.4

スロヴァキア民主キリスト教連合SDKÚ 28 15.1 7.0

方向Smer 25 13.5 26.1

ハンガリー連合党MKP 20 11.2 10.7

キリスト教民主運動KDH 15 8.3 8.1

新市民同盟ANO 15 8.0 6.2

スロヴァキア共産党KSS 11 6.3 8.9

スロヴァキア国民党SNS 5.8

合計 150

出所：統計局ウェブサイトより筆者作成

(http：//volby.statistics.sk/volby2002/webdata/slov/tab/tab3.htm）

選挙制度：比例代表制、議席獲得最低得票率5％

Focus［http：//www.focus-research.sk］による2004年11月の世論調査。
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る
。⑴

新
市
民
連
盟
Ａ
Ｎ
Ｏ

最
も
リ
ベ
ラ
ル
指
向
の
政
党
は
新
市
民
連
盟
で
あ
り
、
民
営
テ
レ
ビ
局
の
共
同
経
営
者
パ
ヴ
ォ
ル
・
ル
ス
コ
が
二
〇
〇
二
年
の
選
挙

に
向
け
て
新
た
に
設
立
し
た
党
で
あ
る
。〞
Ａ
Ｎ
Ｏ

は
新
市
民
連
盟
の
略
語
だ
が
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
語
で
Ｙ
Ｅ
Ｓ
の
意
味
も
持
つ
。

同
党
は
詳
細
か
つ
指
向
性
の
明
確
な
綱
領
を
持
っ
て
い
る
（h
ttp
：
//w
w
w
.a
n
o
-a
lia
n
cia
.sk
/d
o
cu
m
en
ts /P

o
litick

y
p
ro
g
ra
m
.

d
o
c ；
h
ttp
：
//w
w
w
.a
n
o
-a
lia
n
cia
.sk
/d
o
cu
m
en
ts /ek

o
n
o
m
ick
y
p
ro
g
ra
m
.d
o
c

。
個
人
の
自
由
と
法
秩
序
に
重
点
を
置
き
、
中

道
志
向
の
リ
ベ
ラ
ル
政
党
を
任
じ
て
い
る
。
特
に
経
営
活
動
の
自
由
を
重
視
す
る
。
社
会
政
策
に
お
い
て
は
社
会
的
再
配
分
を
濫
用
す

る
の
で
は
な
く
、
個
々
人
が
自
分
の
人
生
に
責
任
を
持
ち
、
そ
れ
を
援
助
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の

他
個
別
の
政
策
と
し
て
は
、
宗
教
に
つ
い
て
の
寛
容
、
女
性
の
解
放
、
国
家
の
影
響
力
の
制
限
、
高
品
位
の
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
主
義
、
税
金
と
社
会
保
障
費
負
担
の
切
り
下
げ
、
国
家
機
構
の
縮
小
、
地
方
分
権
を
掲
げ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
政
党
は
明
確
な
指
向
性
を
も
っ
た
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
、
カ
リ
ス
マ
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
重
点
を
置
い
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

⑵

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ
リ
ス
ト
教
同
盟
Ｓ
Ｄ
Ｋ

Ú

一
九
九
八
年
選
挙
時
に
民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
に
対
抗
し
て
中
道
右
派
の
諸
勢
力
が
結
集
し
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
連
合
が
形
成

さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
部
の
中
道
右
派
勢
力
が
も
と
に
な
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
に
創
設
さ
れ
た
新
政
党
が
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ

リ
ス
ト
教
同
盟
で
あ
る
。
民
主
党
（
Ｄ
Ｓ
）
や
民
主
連
合
（
Ｄ

Ú
）
な
ど
九
〇
年
代
に
活
躍
し
た
政
党
が
設
立
に
参
加
し
た
。
二
〇
〇

二
年
選
挙
で
は
民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
に
次
ぎ
第
二
党
と
な
り
、
中
道
右
派
政
権
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
連
合
党

と
）
の
中
心
政
党
と
な
り
、
市
場
重
視
の
社
会
、
経
済
改
革
を
進
め
て
い
る
。

同
党
は
詳
細
な
綱
領
を
備
え
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.sd
k
u
o
n
lin
e.sk
/p
ro
g
v
y
ch
.p
h
p
3

。
そ
の
中
で
同
党
は

キ
リ
ス
ト
教
民
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主
主
義
と
同
時
に
現
代
的
保
守
主
義
、
リ
ベ
ラ
ル
の
政
党
で
あ
る
と
自
己
規
定
し
て
お
り
、
基
本
価
値
と
し
て
も
自
由
と
責
任
、
平

等
、
公
正
、
連
帯
を
あ
げ
、
右
か
ら
中
道
ま
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
幅
広
い
構
え
を
取
っ
て
い
る
。
財
政
の

衡
を
重
視
し
、
社
会

主
義
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
反
対
し
て
い
る
が
、
国
家
の
弱
者
保
護
や
、
中
間
層
の
支
援
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。
外
交
面
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
支
持
の
姿
勢
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ
リ
ス
ト
教
同
盟
は
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
リ
ベ
ラ
ル
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

民
主
主
義
ま
で
か
な
り
広
い
。
ま
た
チ
ェ
コ
の
市
民
民
主
党
と
比
べ
、
非
固
定
型
の
個
別
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
も
意
識
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

⑶

キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
Ｋ
Ｄ
Ｈ

キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
は
一
九
九
〇
年
に
形
成
さ
れ
た
政
党
で
あ
る
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
政
治
運
動
、
政
党
が

一
九
世
紀
末
以
来
盛
ん
で
あ
り
、
戦
間
期
に
は
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
強
い
支
持
を
集
め
て
い
た
。
第
二

次
大
戦
中
に
権
威
主
義
体
制
を
担
う
勢
力
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
社
会
主
義
体
制
下
で
は
表
立
っ
た
活
動
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
反

体
制
知
識
人
や
亡
命
知
識
人
の
運
動
を
通
じ
て
そ
の
流
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
の
選
挙
以
降
、
一
貫
し
て
議
席
を
維
持
し
て
い
る
政
党
は
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
は
同
党
の
み
で
あ
る
。
得
票
率
も
一
九
九

四
年
選
挙
で
一
〇
・
〇
八
％
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
連
合
に
加
わ
っ
た
一
九
九
八
年
選
挙
を
挟
ん
で
二
〇
〇
二
年
選
挙
で
は
八
・
二

五
％
と
安
定
し
て
い
る
。

同
党
に
は
特
に
綱
領
は
な
く
、
党
規
約
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
伝
統
に
立
ち
、
保
守
的
な
民
主
主
義
政
党
で

あ
る
と
自
己
規
定
し
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.k
d
h
.sk
/sta
n
o
v
y
0.h
tm

。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
同
党
の
歴
史
の
頁
で
は
、
経
済
プ
ロ
グ

ラ
ム
上
は
社
会
的
市
場
経
済
を
と
り
、
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
や
ケ
ン
テ
シ
ム
ス
・
ア
ン
ノ
の
教
皇
回
勅
に
基
づ
き
、
キ
リ
ス
ト

教
民
主
主
義
の
基
本
的
原
則
、
つ
ま
り
自
由slo

b
o
d
a

、
補
完
性su

b
sid
ia
rita

、
連
帯so

lid
a
rita

、
公
正sp

ra
v
o
d
liv
o
st’

の
四
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つ
の
Ｓ
を
基
礎
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

同
党
は
、
一
時
は
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ
リ
ス
ト
教
同
盟
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
連
合
を
形
成
し
た
こ
と
も
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
に
重
な
る
部
分
も
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
か
ら
三
名
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ
リ
ス
ト
教
同
盟
か

ら
三
名
が
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
・
民
主
会
派
に
参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
に
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ
リ

ス
ト
教
同
盟
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
な
要
素
は
な
い
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
に
は
家
族
に
つ
い
て
の
綱
領
的
文
書
が

あ
り
、
家
族
を
重
視
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る
。

政
策
を
媒
介
と
し
て
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
構
築
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
同
党
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン

テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
軸
足
を
置
い
て
い
る
政
党
と

え
ら
れ
よ
う
。

⑷

方
向
」S

m
er

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
従
来
か
ら
中
道
左
派
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
は
民
主
左
翼
党
Ｓ
Ｄ
L’
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
党
は
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
共
産
党
の
後
継
政
党
で
あ
る
が
、
党
員
は
同
党
に
再
登
録
す
る
必
要
が
あ
り
直
接
の
正
式
な
連
続
性
は
な
い
。
二
〇
万
人
の
党
員
の

う
ち
民
主
左
翼
党
に
再
登
録
し
た
の
は
一
万
一
千
人
程
度
で
あ
り
、
組
織
を
引
き
継
い
だ
割
合
は
低
か
っ
た
（h

ttp
：
//w
w
w
.

eu
ro
p
ea
n
fo
ru
m
.b
o
t
co
n
su
lt.se /cu

p
/slo
v
a
k
ia
/so
cd
em
.h
tm

。

方
向
」
は
、
一
九
六
四
年
生
ま
れ
の
若
い
政
治
家
ロ
ベ
ル
ト
・
フ
ィ
ツ
ォ
が
、
民
主
左
翼
党
Ｓ
Ｄ
L’
、
か
ら
離
脱
し
て
一
九
九
九

年
に
設
立
し
た
新
政
党
で
あ
る
。
同
党
は
初
め
て
国
政
選
挙
に
参
加
し
た
二
〇
〇
二
年
の
選
挙
で
は
、
一
三
・
五
％
の
得
票
で
第
三
党

の
位
置
を
獲
得
し
た
。
選
挙
後
は
中
道
右
派
政
権
に
対
す
る
野
党
に
と
ど
ま
り
、
世
論
調
査
の
結
果
で
は
現
在
第
一
の
支
持
を
得
る
政

党
に
成
長
し
た
。
一
方
、
民
主
左
翼
党
は
五
％
の
敷
居
を
越
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
設
立
以
来
初
め
て
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
の
議
会
で
の
議

席
を
失
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
で
は
、

方
向
」
か
ら
二
名
、
民
主
左
翼
党
か
ら
一
名
が
社
民
会
派
に
参
加
し
て
い
る
。

二
〇
〇
一
年
一
二
月
の
第
二
回
大
会
で
「
第
三
の
道
」
と
題
す
る
綱
領
的
文
書
を
採
択
し
て
い
る
よ
う
に
、

方
向
」
は
、
イ
ギ
リ
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ス
の
労
働
党
や
、
ド
イ
ツ
の
社
民
党
と
同
様
の
、

第
三
の
道
」
を
標
榜
す
る
中
道
左
派
政
党
と
し
て
自
ら
を
位
置
付
け
、
社
会
的
市

場
経
済
、
社
会
的
社
会
の
モ
デ
ル
を
目
指
し
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
や
保
守
的
社
会
に
対
抗
す
る
と
し
て
い
る
。
秩
序
、
公
正
、
安
定
を
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
実
現
す
る
こ
と
を
最
大
の
目
標
に
掲
げ
（h

ttp
：
//w
w
w
.stra

n
a
-sm
er.sk

/stra
n
a
/p
ro
fil /

、
経
済
政
策
で
は
、
経

済
成
長
を
重
視
す
る
一
方
で
、
中
小
規
模
経
営
の
尊
重
や
食
糧
自
給
を
目
指
し
農
業
を
再
生
す
る
な
ど
一
定
の
規
制
を

慮
し
て
い

る
。
同
党
の
特
徴
は
、
社
会
政
策
面
に
あ
り
、
貧
困
を
本
人
の
責
任
に
帰
す

え
方
を
廃
し
、
青
年
、
家
族
、
子
供
、
病
気
や
障
害
を

持
つ
人
、
年
金
生
活
者
と
の
連
帯
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
く
受
け
入
れ
や
す
い
社
会
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
失
業
手
当
を

受
け
取
る
条
件
と
し
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
で
一
定
期
間
働
く
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
、
ヤ
ミ
労
働
雇
用
者
へ
の
罰
則
な
ど
を
通
し

て
、
社
会
的
給
付
に
秩
序
と
公
正
さ
を
導
入
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
主
権
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
伝
統
を
尊
重
し
、
国
家
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
す
よ
う
努
力
す
る
と
述
べ
る
と
も
に
、
Ｅ
Ｕ
へ
の
加
盟
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
に
と
っ
て
不
可
欠
に
重
要
だ
が
、
相
互
に
利
益
が
あ
り
、
平
等
と
国
民
主
権
の
原
則
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
。方

向
」
の
綱
領
は
社
会
、
経
済
政
策
と
し
て
は
「
第
三
の
道
」
モ
デ
ル
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
伝

統
や
主
権
を
一
定
程
度
擁
護
す
る
と
い
う
姿
勢
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

チ
ェ
コ
の
社
会
民
主
党
と
比
較
す
る
と
、
明
確
な
綱
領
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
目
指
す
点
で
一
致
し
て
い
る
が
、
フ
ィ
ツ
ォ
の
カ
リ
ス

マ
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
果
た
す
役
割
が
大
き
い
。
ま
た
個
別
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
も
重
点
を
置
い
て
い
る
点
で
も
異
な
る
。

⑸

民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
Ｈ
Ｚ
Ｄ
Ｓ

民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
は
、
党
首
で
あ
る
ヴ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
メ
チ
ア
ル
の
政
党
と
し
て
知
ら
れ
、
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
八
年

ま
で
ほ
ぼ
連
続
し
て
政
権
の
中
心
に
あ
っ
た
。
法
律
家
出
身
の
メ
チ
ア
ル
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
魅
力
を
も
つ
有
能
な
政
治

家
と
し
て
根
強
い
人
気
を
誇
っ
て
い
る
。
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同
党
へ
の
支
持
は
党
首
メ
チ
ア
ル
の
個
人
的
な
人
気
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
と

え
ら
れ
る

同
時
に
同
党
は
、
国
営
企
業
の
民
営

化
や
共
産
党
員
を
中
心
と
す
る
地
方
行
政
組
織
の
転
換
の
過
程
に
お
い
て
、
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
を
活
用
し
、
利
益
を
媒
介
と
す
る
パ
ト
ロ

ン＝
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
網
の
基
盤
を
構
築
し
た
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
北
西
部
な
ど
、
市
場
経
済
化
の
メ
リ
ッ
ト
の
及

び
に
く
い
地
域
で
特
に
強
固
で
あ
る
（
林
二
〇
〇
二
ｂ
、
九
四

九
五
頁；
H
a
u
g
h
to
n
2001

。

民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
の
綱
領
は
非
常
に
簡
潔
な
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
の
柱
、
国
民
・
市
民
の
柱
、
社
会
保
障
の
柱

の
三
つ
を
基
本
と
し
、
個
別
に
は
、
若
年
層
の
失
業
問
題
、
教
皇
回
勅
「
ケ
ン
テ
シ
ム
ズ
・
ア
ヌ
ス
（
新
し
い
課
題

教
会
と
社
会
の

百
年
を
ふ
り
か
え
っ
て

」
に
沿
っ
た
社
会
政
策
、
州
レ
ヴ
ェ
ル
の
自
治
体
の
発
展
、
Ｅ
Ｕ
や
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
加
盟
を
重
視
す
る
こ
と
な

ど
を
あ
げ
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.h
zd
s.sk
/d
o
k
u
m
en
ty
/p
ro
g
ra
m
/

。
愛
国
心
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
寛
容
さ
、
個
人
の
責
任
と

弱
者
へ
の
政
府
の
責
任
や
社
会
的
市
場
経
済
の
主
張
と
い
う
よ
う
に
、
総
花
的
主
張
が
多
く
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
位
置
付
け
は
困

難
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
で
も
同
党
出
身
の
議
員
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
自
衛
」
出
身
議
員
と
共
に
ど
の
会
派
に
も
属
し
て
い
な

い
。以

上
の
よ
う
に
、
同
党
は
綱
領
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
目
指
さ
ず
、
カ
リ
ス
マ
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
、
ク
ラ
ン
型
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ

ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
広
い
支
持
を
得
て
い
る
。

⑹

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
産
党
Ｋ
Ｓ
Ｓ

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
産
党
は
、
民
主
左
翼
党
の
社
民
路
線
に
不
満
を
持
っ
た
旧
共
産
党
員
が
一
九
九
二
年
に
設
立
し
た
政
党
で
、
二
〇

〇
三
年
一
月
の
段
階
で
二
万
二
三
五
一
名
の
党
員
と
一
二
六
一
の
基
礎
組
織
、
七
四
の
地
域
組
織
、
八
つ
の
州
組
織
を
持
つ

（h
ttp
：
//k
ss.ja

so
.sk
/in
d
ex
.p
h
p
?z
=
117

。
同
党
は
二
〇
〇
〇
年
九
月
の
ブ
ラ
チ
ス
ラ
ヴ
ァ
第
四
回
党
大
会
で
「
多
数
派
の
た
め
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
題
す
る
綱
領
を
採
択
し
た
（h

ttp
：
//k
ss.ja

so
.sk
/in
d
ex
.p
h
p
?z
=
3

。
そ
の
中
で
、
資
本
主
義
体
制
を
変
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
徐
々
に
社
会
主
義
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
長
期
目
標
と
し
て
い
る
。
社
会
的
公
正
の
実
現
、
人
権
の
擁
護
に
加
え
、
具
体
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的
目
標
と
し
て
、
資
源
や
独
占
的
企
業
・
金
融
機
構
の
国
有
化
、
小
中
経
営
の
保
護
、
失
業
を
な
く
し
、
労
働
の
権
利
を
保
障
す
る
、

教
育
の
無
料
化
、
年
金
生
活
者
に
尊
厳
あ
る
暮
ら
し
を
保
障
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
に
関
し
て
は

全
て
の

市
民
の
平
等
を
実
現
す
る
中
で
解
決
を
図
る
こ
と
を
訴
え
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
部

分
的
軍
事
同
盟
で
あ
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
加
盟
に
は
反
対
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
同
党
の
場
合
、
綱
領
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
加
え
、
非
固
定
型
の
政
策
リ
ン

ケ
ー
ジ
の
戦
略
が
支
持
獲
得
に
効
果
が
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。

⑺

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
国
民
党
Ｓ
Ｎ
Ｓ

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
国
民
党
の
綱
領
に
よ
れ
ば
、
同
党
は
法
治
国
家
、
愛
国
、
家
族
、
秩
序
、
伝
統
に
価
値
を
置
く
保
守
主
義
の
政
党
で

あ
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.sn
s.sk
/sn
s
sk
/p
ro
g
ra
m
.p
h
p

。
国
民
党
は
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
護
、
新
生
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
国

家
へ
の
敬
意
を
支
え
て
い
く
こ
と
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
、
国
家
に
よ
る
市

民
の
社
会
安
定
の
保
障
と
社
会
的
市
場
経
済
を
原
則
に
掲
げ
て
い
る
。
個
別
に
は
、
失
業
率
を
下
げ
る
こ
と
、
若
い
世
代
の
家
族
の
支

援
、
家
族
や
町
や
村
、
伝
統
的
地
域
や
社
会
国
家
へ
の
信
頼
を
再
生
す
る
こ
と
、
Ｅ
Ｕ
に
つ
い
て
は

主
権
を
維
持
し
、
同
等
の
権
利

を
持
つ
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

同
党
の
綱
領
的
立
場
は
明
確
で
あ
り
、
強
い
リ
ン
ケ
ー
ジ
形
成
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
社
会
的
弱
者
へ
の
非
固

定
型
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
強
調
が
同
党
の
戦
略
で
あ
ろ
う
。

⑻

ハ
ン
ガ
リ
ー
連
合
党
Ｍ
Ｋ
Ｐ

ハ
ン
ガ
リ
ー
連
合
党
は
、
一
九
九
八
年
選
挙
に
向
け
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
、
共
存
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
市
民
党
の
三

つ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
系
政
治
組
織
が
連
合
し
て
形
成
さ
れ
た
。
以
来
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
系
人
口
の
割
合
と
ほ
ぼ
同
じ
一
〇
％
強
の
支
持
を
安

定
し
て
集
め
て
い
る
。
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五
二
一
の
地
方
組
織
を
も
ち
、
二
〇
〇
三
年
三
月
末
の
時
点
で
党
員
数
は
一
万
九
八
三
名
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
選
挙
で
の
得
票
に

占
め
る
党
員
の
割
合
は
、
三
・
四
二
％
で
あ
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.m
k
p
.sk
/in
d
ex
.p
h
p
?t
=
a
&
p
=&
x
p
=&
M
Id
=
1&
L
ev
1
=&
In
d
1

=&
M
Id
=
1&
P
=
in
d
ex
,en
,&
In
d
1
=
3

。

党
員
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
指
向
性
に
応
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
保
守
の
人
民
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
、
市
民

リ
ベ
ラ
ル
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
、

そ
の
他
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
党
内
に
設
立
し
、
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
の
組
織
に
関
し
て
は
、
同
党
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
民
党E

u
ro
p
ea
n
P
eo
p
le’s

P
a
rty

（
二
〇
〇
四
年
五
月
よ
り
正
規
メ
ン
バ
ー
）
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
主
連
合E

u
ro
p
ea
n

D
em
o
cra
t
U
n
io
n

（
二
〇
〇
一
年
一
月
よ
り
正
規
メ
ン
バ
ー
）
の
双
方
に
属
す
ほ
か
、
ド
イ
ツ
の
フ
レ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
連
合
同
盟F

ed
era
l
U
n
io
n
o
f
E
u
ro
p
ea
n
N
a
tio
n
a
lities

（F
U
E
N

）
で
も
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ハ
ン
ガ
リ
ー

人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
代
表
し
て
い
る
。

同
党
は
綱
領
は
持
た
ず
、
党
規
約
の
中
で
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
を
代
表
し
、
法
的
な

立
場
を
強
化
し
、
社
会
に
お
け
る
平
等
な
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
要
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
系
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

だ
け
で
な
く
女
性
や
ロ
マ
な
ど
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
権
問
題
に
も
関
心
を
示
し
て
い
る
（h

ttp
：
//w
w
w
.m
k
p
.sk
/in
d
ex
.p
h
p
?t

=
a
&
p
=&
x
p
=&
M
Id
=
1&
L
ev
1
=&
In
d
1
=
7&
M
Id
=
1&
P
=
in
d
ex
,en
,&
In
d
1
=
9

。
こ
れ
を
反
映
し
、
現
在
の
与
党
で
あ
る
内
閣

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
担
当
副
首
相
、
建
設
地
域
発
展
相
、
環
境
相
、
農
業
相
の
四
つ
の
大
臣
ポ
ス
ト
を
得
て
い

る
。
一
方
で
、
経
済
問
題
に
関
し
て
は
特
に
目
立
っ
た
姿
勢
は
示
し
て
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
参
加
、
西
側
と
の
接
近
を
重

要
な
目
標
に
掲
げ
、
自
ら
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
内
で
最
も
西
側
指
向
の
強
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
任
じ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
同
党
は

社
会
集
団
型
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
固
定
型
の
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
形
成
、

維
持
に
的
を
絞
っ
た
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
を
と
り
、
成
果
を
収
め
て
い
る
。
具
体
的
な
成
果
は
不
明
だ
が
、
社
会
的
少
数
派
の
人
権
と
い

う
立
場
か
ら
、
ロ
マ
や
女
性
の
問
題
に
も
手
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
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チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
け
る
政
党
｜
選
挙
民
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
特
徴

以
上
の
よ
う
に
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
各
政
党
と
選
挙
民
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
、
各
政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
戦
略
を
中
心
に
個
別
に

検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
結
果
、
東
中
欧
諸
国
に
お
け
る
政
党
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
せ
る
で

あ
ろ
う
か
。

チ
ェ
コ
の
市
民
民
主
党
は
、
普
遍
的
な
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
核
と
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
も
明
確
で
あ

る
。
そ
れ
に
加
え
九
〇
年
代
の
民
営
化
期
に
与
党
で
あ
っ
た
こ
と
を
利
用
し
て
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
も
構
築
し
、
か

つ
初
代
党
首
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
・
ク
ラ
ウ
ス
を
通
じ
た
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
も
も
っ
て
い
た
こ
と
で
、
強
力
な
政
党
と
成

り
得
た
。
社
民
党
も
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
も
つ
が
、
市
民
民
主
党
に
較
べ
る
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
凝
集
性
は
緩
や
か
で

あ
る
。
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
も
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
も
強
調
せ
ず
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
加
え
る
も
の
と
し
て
は
、
政

党
の
顔
と
な
る
リ
ー
ダ
ー
の
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
頼
っ
て
い
る
。
自
由
連
合
の
場
合
は
、
市
民
民
主
党
と
重
な
る
た
め
イ
ン
パ

ク
ト
に
乏
し
い
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
補
う
形
で
、
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
共
産
党
は
、
普
遍

主
義
的
な
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
た
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
加
え
、
個
別
的
な
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ

で
勢
力
を
拡
大
し
て
い
る
と

え
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
連
合
は
、
対
象
と
す
る
社
会
集
団
が
明
確
で
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
核
と
し
、
そ
れ
を
補
う
か
た
ち
で
、
緩
や

か
な
普
遍
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
、
個
別
的
な
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
目
指
し
て
い
る
。

全
体
と
し
て
、
チ
ェ
コ
で
は
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る
政
党
が
右
か
ら
左
ま
で
順
に
並
ん
で
い
る
。
加
え
て
キ
リ
ス
ト
教
民

主
同
盟
、
共
産
党
で
は
緩
や
か
な
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
、
固
定
型
の
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ

て
お
り
、
市
民
民
主
党
に
も
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
要
素
が
み
ら
れ
る
。

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
は
、
民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
の
よ
う
に
綱
領
の
明
確
で
は
な
い
政
党
の
ほ
う
が
長
期
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的
に
持
続
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
党
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
基
づ
く
政
党
で
、
民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
の

場
合
、
こ
れ
と
共
に
メ
チ
ア
ル
の
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
連
合
政
党
も
エ
ス
ニ
ッ

ク
な
紐
帯
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
社
会
集
団
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
加
え
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。一

方
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
基
づ
く
政
党
は
、
新
市
民
連
合
や
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ
リ
ス
ト
教
同
盟
、
方
向
の
よ
う
に
比
較
的
普
遍

的
な
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
基
礎
と
す
る
政
党
も
、
共
産
党
の
よ
う
に
、
か
な
り
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る
政
党
も
、
類

似
の
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
政
党
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
現
れ
て
い
る
。
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
加
え
て
、
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
重
要

な
役
割
を
果
た
す
た
め
、
そ
れ
が
消
費
さ
れ
尽
く
す
と
、
同
様
の
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
別
の
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
新

た
に
政
党
が
設
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
治
家
個
人
の
関
係
が
政
党
の
構
成
に
反
映
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
る
の
と
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー

ジ
は
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
比
し
コ
ス
ト
が
か
か
ら
ず
、
別
の
政
党
に
し
た
ほ
う
が
、
新
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
や
す

い
の
が
理
由
で
は
な
い
か
と

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
主
キ
リ
ス
ト
教
同
盟
、
民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
と
方
向
の
よ
う
に
、
類
似
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
志
向
性
を
も
つ
政
党
が
一
方
は
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
、
も
う
一
方
は
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
重
点

を
置
き
、
重
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

政
党
配
置

で
は
次
に
、
こ
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
構
造
が
政
党
配
置
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
を

え
て
い
き
た
い
。

選
挙
民
囲
い
込
み
の
弱
さ

政
党
配
置
に
お
け
る
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
的
要
素
の
側
面
、
つ
ま
り
、
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
構
造
を
反
映
し
、
部
分
的
な
利
害
を
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共
通
し
て
持
つ
選
挙
民
を
政
党
が
囲
い
込
み
、
並
列
す
る
要
素
は
、
社
会
集
団
型
の
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
固
定
型

の
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
チ
ェ
コ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
や
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
運
動
が

こ
れ
ら
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
維
持
で
き
る
の
は
、
戦
間
期
に
見
ら
れ
た
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
残
存
し
て
い
る
か
ら
と

え
ら
れ

る
。し

か
し

西
欧
に
お
い
て
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
政
党
シ
ス
テ
ム
の
「
凍
結
」
に
よ
り
第
二
次
大
戦
後
も
か
え
っ
て
保
存
さ
れ

て
い
た
の
と
異
な
り
、
東
中
欧
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
「
凍
結
」
は
な
か
っ
た
。
戦
後
の
社
会
主
義
体
制
の
成
立
に
よ
り
大
き
な
社

会
変
動
が
生
じ
、
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
に
も
影
響
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば

戦
後
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
け
る
農

業
の
集
団
化
に
よ
る
個
人
農
層
の
消
滅
は
、
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
い
て
都
市
｜
農
村
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
農
業
政
党
と
し
て

は
表
出
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
の
原
因
と

え
ら
れ
る
。

一
方
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は

農
業
の
集
団
化
が
断
念
さ
れ
個
人
農
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
が
、
都
市
｜
農
村
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
持
続

に
も
影
響
し
て
い
る
。
ま
た
、
チ
ェ
コ
の
人
民
党
や
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
農
民
党
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
体
制
下
に
も
共
産
党
と
共
に
国

民
戦
線
を
つ
く
る
衛
星
政
党
と
し
て
政
党
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
、
組
織
化
さ
れ
た
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
維
持
に
役
立
っ
た
可
能
性

も
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
主
義
体
制
の
性
格
の
相
違
は
、
現
在
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
構
造
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
農
民
政
党
、
宗
派
政
党
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
政
党
は
小
規
模
な
が
ら
連
合
の
マ
イ
ナ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
と
し
て
各
国
の

政
党
シ
ス
テ
ム
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
チ
ェ
コ
や
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
民
主
主
義
政
党
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
連
合
党
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
農
民
政
党
で

6
あ
る
。

チ
ェ
コ
の
共
産
党
も
、
階
級
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
社
会
主
義
期
の
拡
大
や
そ
の
後
の
離
反
、
一
九
八
九
年
以
降
の
民
主
化
を
超
え
て
残

存
し
て
い
る
事
例
と
み
な
す
と
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
側
面
も
あ
る
。
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し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
、
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
的
要
素
は
、
東
中
欧
諸
国
に
お
い
て
は
限
定
的
に
の
み
観
察
さ
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
社
会
主
義
経
済
の
市
場
経
済
化
と
い
う
大
き
な
社
会
・
経
済
変
動
に
対
応
し
て
、
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
そ
の
敗
者
と
勝
者

の
間
に
生
じ
る
可
能
性
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
少
数
の
絶
対
的
な
勝
者
と
敗
者
の
間
に
存
在
す
る
多
数
の
人
々
は
ネ

オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
賛
成
で
も
反
対
で
も
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
利
害
や
関
心
が
多
様

化
す
る
中
で
、
個
々
人
の
立
場
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
様
々
に
解
釈
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
景
気
の
わ
ず
か
な
動
き
な
ど
に
も
影
響

を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
経
済
的
対
立
軸
と
い
っ
て
も
、
階
級
的
対
立
と
は
そ
の
点
で
異
な
っ
て
お
り
、
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ

は
成
立
し
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
政
党
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
て
こ
そ
、
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
は
政
党
シ
ス
テ
ム
に
反
映

さ
れ
る
が
、
上
に
見
た
よ
う
に
現
在
大
部
分
の
東
中
欧
諸
国
の
政
党
は
組
織
化
に
積
極
的
な
投
資
を
行
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

綱
領
に
基
づ
く
政
党
間
競
合
と
流
動
性
の
高
さ

で
は
、
政
策
空
間
的
要
素
、
つ
ま
り
、
一
次
元
の
線
な
い
し
二
次
元
の
面
上
で
連
続
す
る
政
治
的
選
好
を
持
っ
た
選
挙
民
を
各
党
が

競
合
し
て
奪
い
合
う
要
素
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
チ
ェ
コ
で
は
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る

政
党
が
右
か
ら
左
ま
で
並
ん
で
お
り
、
政
党
配
列
で
は
こ
ち
ら
の
要
素
が
強
く
表
れ
て
い
る
と

え
ら
れ
る
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
も
こ

れ
は
一
定
程
度
当
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
、
国
家
と
市
場
の
役
割
を
め
ぐ
る
立
場
の
違
い
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
連
続
的
な
政
治
的
選
好
の
軸
と
し
て
表
れ
て
お
り
、

し
か
も
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
の
過
程
で
、
各
国
の
経
済
的
選
択
肢
は
狭
ま
り
、
そ
の
狭
い
幅
の
な
か
で
主
要
政
党
が
競
合
し
て
い
る
。
綱
領
的

リ
ン
ケ
ー
ジ
は
、
選
挙
の
際
の
経
済
、
政
治
状
況
に
よ
っ
て
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
大
き
な
差
が
出
て
く
る
。
状
況
に
後
押
し
さ
れ
る
よ

う
な
環
境
で
あ
れ
ば
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
重
心
の
あ
る
政
党
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
要
素
を

慮
し
な
い
で

す
む
分
、
支
持
を
伸
ば
し
や
す
い
が
、
逆
に
向
か
い
風
に
は
弱
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
政
党
が
実
際
に
実
現
す
る
政
策
の
違
い

は
、
一
義
的
に
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
世
界
市
場
の
中
で
そ
の
国
の
直
面
す
る
課
題
と
、
選
挙
民
の
不
満
の
吸
収
と
い
う
二
つ
の
要
請
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へ
の
対
応
か
ら
生
ま
れ
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
で
み
ら
れ
た
社
民
政
党
に
よ
る
市
場
経
済
化
の
促
進
と
い
う
ね
じ

れ
や
、
政
権
党
を
罰
す
る
政
権
交
代
の
常
態
化
は
、
こ
の
よ
う
に
中
東
欧
の
政
党
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
特
質
と
い
う
観
点
か
ら
も
理
解
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

経
済
の
軸
に
交
差
す
る
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
｜
権
威
主
義
的
の
軸
も
、
同
様
に
連
続
的
な
政
治
的
選
好
の
軸
と
し
て

え
ら
れ
、
経
済

的
選
択
肢
の
幅
の
狭
さ
か
ら
、
政
党
間
競
合
上
の
差
異
化
の
選
択
肢
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
軸
に
関
わ
る
具
体
的
争
点
は
ネ
イ
シ
ョ

ン
や
伝
統
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
や
農
村
、
反
Ｅ
Ｕ
な
ど
が
こ
れ
に
結
び
付
け
ら

7
れ
る
。
チ
ェ
コ
で
は
こ
の
軸
上

の
差
異
は
少
な
い
が
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
は
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
軸
も
重
要
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
綱
領
上
で
一
定
の
差
異
化
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
、
囲
い
込
み
の
要
素
が
弱
い
と
い
う
特
質
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
る
だ
ろ
う
か
。
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
要
素
が
弱
く
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
基
盤
を
置
く
政
党
が
並
列
す
る
政

党
配
置
は
、
政
党
行
動
の
次
元
で
は
、
政
策
的
位
置
取
り
の
変
更
や
、
政
策
的
ニ
ッ
チ
へ
の
新
政
党
の
参
入
が
頻
繁
に
生
じ
る
、
と
い

う
現
象
と
な
っ
て
現
れ
る
。
逆
に
選
挙
民
の
行
動
の
次
元
で
は
、
局
面
ご
と
に
自
分
の
政
策
選
好
で
支
持
政
党
を
容
易
に
変
え
る
こ
と

に
つ
な
が
り
、
こ
れ
が
高
い
変
易
性
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

も
う
一
つ

慮
す
べ
き
要
因
と
し
て
は
、
非
固
定
的
な
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
用
い
る
政
党
の
存
在
が
、
政
党
配
置
に
与
え
る
影
響
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
部
分
的
利
害
へ
の
直
接
的
な
訴
え
か
け
と
い
う
点
で
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
や
固
定
型
の
個
別
的

政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
も
近
い
が
、
そ
の
部
分
的
利
害
が
組
織
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
非
固

定
的
な
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
は
恒
常
的
な
も
の
も
想
定
し
う
る
が
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
も
の
や
、
カ
リ
ス
マ

的
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
た
も
の
は
、
突
然
に
強
い
支
持
を
集
め
た
り
逆
に
支
持
を
失
っ
た
り
と
、
政
党
配
置
の
な
か
で
変
化
の
大

き
い
要
因
に
な
る
こ
と
が
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
事
例
か
ら
推
察
で
き
る
。
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政
党
シ
ス
テ
ム
分
析
か
ら
見
た
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
比
較

最
後
に
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
を
比
較
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
ま
と
め
た
い
。
チ
ェ
コ
の
政
党
配
置
で
は
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ

を
中
心
と
す
る
政
党
が
右
か
ら
左
ま
で
隙
間
な
く
並
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
の
中
で
市
民
民
主
党
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
、
共
産
党
が

そ
れ
ぞ
れ
右
翼
、
中
道
、
左
翼
で
弱
い
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
も
持
ち
そ
れ
が
錨
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
の

二
点
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
全
体
的
な
政
党
配
置
は
相
対
的
に
は
安
定
し
て
い
る
一
方
で
（
東
欧
諸
国
の
中
で
の
特
徴

、
そ
の

錨
と
錨
の
間
の
支
持
は
か
な
り
動
き
や
す
い
傾
向
に
あ
る
（
理
念
型
的
な
西
欧
の
政
党
政
治
と
の
対
比

。

そ
れ
に
対
し
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
は
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
主
体
の
政
党
と
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
主
体
の
政
党
が
分
か

れ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
主
体
の
政
党
は
二
次
元
に
広
が
る
政
治
的
選
好
の
空
間
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
ま
た
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
錨
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
隙
間
に
新
政
党
の
登
場
の
余
地

が
あ
る
と

え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
、
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
や
非
固
定
型
の
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
利
用
可
能
性
も

チ
ェ
コ
に
比
べ
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
チ
ェ
コ
に
比
べ
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
政
党
政
治
の
流
動
性
の
高
さ
を
も
た
ら
す
一
因
で

あ
る
と

え
ら
れ
る
。

お

わ

り

に

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
の
後
半
で
は
、
東
中
欧
諸
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
現
状
を
参
照
し
つ
つ
、
政
党
｜
有
権
者
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
政

党
配
置
類
型
を
抽
出
し
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
政
党
シ
ス
テ
ム
が
、
東
中
欧
諸
国
に
お
い
て
は
独
自
な
パ
タ
ー
ン

で
制
度
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
様
子
を
示
し
て
き
た
。

具
体
的
に
検
討
し
た
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
は
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る
政
党
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

が
政
党
配
置
の
流
動
性
を
増
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
同
時
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
要
素
の
加
わ
り
方
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に
よ
っ
て
、
そ
の
流
動
性
に
も
相
違
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
に
は

①
複
数
政
党
シ
ス
テ
ム
の
断
絶
の
た
め
に
、
ク
リ
ー

ヴ
ィ
ッ
ジ
の
組
織
化
さ
れ
た
表
現
が
凍
結
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
歴
史
的
要
因
と
、
②
九
〇
年
代
以
降
の
状
況
を
反
映
し
て
、
経
済
的

対
立
に
関
し
て
は
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
組
み
合
わ
せ
う
る
よ
う
な
ク
ラ
イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
新
た
に
は
作
り
だ
せ
な
い

と
い
う
選
挙
レ
ジ
ー
ム
形
成
期
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
要
因
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
結
果
、
普
遍
的
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
を

補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
非
固
定
型
の
個
別
的
政
策
リ
ン
ケ
ー
ジ
や
カ
リ
ス
マ
的
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
時
間
が
た
て
ば
十
分
に
政
党
シ
ス
テ
ム
が
「
固
定
化
」
し
、
変
易
性
が
下
が
る
と

え
る
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
制
度
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
で
利
用
し
た
枠
組
み
は
、
お
そ
ら
く
、
既
存
民
主
制
諸
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
比
較
や
こ
れ
ら
が
現
在
こ
う
む
っ
て
い
る
変
化

を
分
析
す
る
と
き
に
も
、
利
用
可
能
で
あ
る
と

え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
と
ク
ラ

イ
エ
ン
テ
リ
ズ
ム
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
両
方
を
含
ん
で
い
た
綱
領
組
織
政
党
に
お
い
て
、
二
つ
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
両
立
が
困
難
に
な
り
、

綱
領
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
中
の
組
織
の
要
素
が
減
少
し
、
カ
リ
ス
マ
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
部
分
的
利
用
が
拡
大
す
る
と
い
う
変
化
が
生
じ
る
一

方
で
、
ど
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
に
お
い
て
も
組
織
の
要
素
は
慣
性
の
力
で
持
続
し
て
い
る
と
も
観
察
で
き
る
。
政
党
配
置
に
関
し
て
は
政
策

空
間
的
要
素
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
が
、
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
的
要
素
、
つ
ま
り
社
会
集
団
を
囲
い
込
み
並
列
す
る
要
素
も
持
続
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
結
果
的
に
は
、
東
中
欧
諸
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
の
変
化
の
方
向
を
先
取
り
し
て
い
る
側
面
も

あ
り
、
キ
ッ
チ
ェ
ル
ト
は
政
党
組
織
の
枷
を
は
め
ら
れ
て
対
応
能
力
に
限
界
の
あ
る
西
欧
の
大
衆
政
党
に
対
し
、
東
中
欧
諸
国
は
「
後

進
性
の
ア
ド
ヴ
ァ
ン
テ
ー
ジ
」
を
享
受
し
て
い
る
と
す
ら
述
べ
て
い
る
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
中
欧
諸
国
で
同
じ
パ
タ
ー
ン
が
形
成

さ
れ
る
と
は

え
ら
れ

8
な
い
。
さ
ら
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
一
括
り
に
せ
ず
、
そ
の
中
で
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を

え
る
、
ま
た
東
側

に
関
し
て
も
東
中
欧
諸
国
だ
け
で
は
な
く
旧
ソ
連
諸
国
や
バ
ル
カ
ン
諸
国
を
加
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
後
も
収
斂
と
多
様
性

の
両
側
面
が
観
察
さ
れ
よ
う
。
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シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
的
な
固
定
化
概
念
を
と
る
場
合
、
何
を
以
っ
て
総
体
と
し
て
の
民
主
制
の
固
定
化
と
す
る
か
は
余
り
に
複
雑
で
あ

り
、
オ
ー
プ
ン
な
ま
ま
と
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
試
み
た
よ
う
に
、
部
分
レ
ジ
ー
ム
の
「
固
定
化
」
分
析
を
通
じ
て
、
複
数
形
で
語

ら
れ
る
べ
き
民
主
制
の
制
度
的
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
理
解
を
豊
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1

例
え
ばZ

ielo
n
k
a
a
n
d
P
ra
v
d
a

（2001
,
P
refa
ce.

2

政
治
的
態
度
の
浸
透
と
い
う
意
味
で
は
、co

n
so
lid
a
tio
n

の
訳
語
と
し
て
定
着
と
い
う
言
葉
も
適
切
だ
が
、
本
稿
で
は
制
度
化
、
構
造
化
と
い
う
意
味
で
使
う
の

で
、

固
定
化
」
と
い
う
訳
語
の
ほ
う
を
用
い
る
。
民
主
主
義
の
定
着d
em
o
cra
tic
co
n
so
lid
a
tio
n

か
民
主
制
の
定
着co

n
so
lid
a
tio
n
o
f
d
em
o
cra
cy

か
も
意
味

合
い
は
異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3

以
下
引
用
ペ
ー
ジ
数
は
、D

ia
m
o
n
d
,
a
n
d
P
la
ttn
er.,

2001
.

に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
。

4

二
〇
〇
二
年
度
の
日
本
比
較
政
治
学
会
大
会
で
「
擬
似
権
威
主
義
体
制
」
の
パ
ネ
ル
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

5

こ
の
点
に
関
し
て
は
本
論
の
原
型
と
な
っ
た
比
較
政
治
学
会
二
〇
〇
四
年
度
大
会
で
の
報
告
後
、
林
忠
行
氏
か
ら
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し

た
い
。

6

但
し
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
政
党
は
一
九
九
八
年
、
農
民
政
党
は
二
〇
〇
二
年
の
選
挙
で
議
席
を
喪
失
し
た
。

7

平
田
（
二
〇
〇
一
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
環
境
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
な
ど
脱
物
質
的
価
値
観
が
争
点
化
し
て
い
な
い
の
は
東
中
欧
諸
国
の
特
徴
で
あ
る
。

8

津
田
（
二
〇
〇
三
）
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
極
右
政
党
の
成
長
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
政
党
が
国
家
の
資
源
を
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
構
造
を
通
じ
て
分
配
す
る
ベ

ル
ギ
ー
の
政
治
社
会
の
閉
塞
感
を

察
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
極
右
政
党
の
問
題
も
こ

の
文
脈
の
中
で

え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

＊

本
稿
は
二
〇
〇
四
年
度
比
較
政
治
学
会
の
「
民
主
主
義
体
制
の
『
定
着
』
再

」
パ
ネ
ル
で
の
報
告
を
原
型
と
す
る
。
報
告
時
に
は
大
串
和
雄
氏
、
間
寧
氏
、
粕
谷
祐

子
氏
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
ま
た
草
稿
の
各
段
階
で
、
平
田
武
氏
、
中
山
洋
平
氏
、
査
読
者
の
方
々
か
ら
も
重
要
な
示
唆
を
受
け
た
。
各
氏
に
感
謝
し
た

い
。

＜

参

文
献＞

B
a
er,
Jo
sette,

2001.
“B
o
x
in
g
a
n
d
P
o
litics

in
S
lo
v
a
k
ia
：
‘M
ecia
lism
’
R
o
o
ts,
T
h
eo
ry
,
P
ra
ctice.”

D
em
ocratization

8
2,
p
p
.97

116.

B
a
rto
lin
i,
S
tefa
n
o
a
n
d
M
a
ir,
P
eter,

1990.
Id
en
tity,

com
petition

,
an
d
electoral

availability
：
th
e
stabilisation

of
E
u
ropean

electorates
1
8
8
5
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1
9
8
5
,
C
a
m
b
rid
g
e ：
C
a
m
b
rid
g
e
U
n
iv
ersity

P
ress.

B
iela
sia
k
,
Ja
ck
,
2002.

“T
h
e
In
stitu

tio
n
a
liza
tio
n
o
f
E
lecto

ra
l
a
n
d
P
a
rty
S
y
stem

s
in
P
o
stco
m
m
u
n
ist
S
ta
tes.”

C
om
parative

P
olitics,

34

（2
,
p
p
.

189
210.

B
iela
sia
k
,
Ja
ck
,
a
n
d
B
lu
n
ck
,
D
a
v
id
,
2002.

“P
a
st
a
n
d
P
resen

t
in
T
ra
n
sitio

n
a
l
V
o
tin
g
：
E
lecto

ra
l
C
h
o
ices

in
P
o
st
C
o
m
m
u
n
ist
P
o
la
n
d
.”
P
arty

P
olitics,

8

（5
,
p
p
.563

585.

C
o
llier,

D
a
v
id
,
a
n
d
L
ev
itsk
y
,
S
tev
en
,
1997.

“D
em
o
cra
cy
w
ith
A
d
jectiv

es ：
C
o
n
cep
tu
a
l
In
n
o
v
a
tio
n
in
C
o
m
p
a
ra
tiv
e
R
esea

rch
.”
W
orld

P
olitics

49

（3
,
p
p
.430

451.

D
a
lto
n
,
R
u
ssel

J.,
M
cA
llister,

Ia
n
,
a
n
d
W
a
tten
b
erg
,
M
a
rtin
,
2002.

“P
o
litica

l
P
a
rties

a
n
d
th
eir
P
u
b
lics.”

In
：
K
u
rt
R
ich
a
rd
L
u
th
er
a
n
d

F
erd
in
a
n
d
M
u
ller

R
o
m
m
el

（ed
s.
,
P
olitical

P
arties

in
th
e
N
ew
E
u
rope:

P
olitical

an
d
A
n
aytical

C
h
alllen

ges.
O
x
fo
rd
：
O
x
fo
rd
U
n
iv
ersity

P
ress,

p
p
.19

42.

D
a
u
d
ersta

d
t,
M
ich
a
ell,
a
n
d
Jo
erisen

,
B
ritta

,
2004.

“T
h
e
E
u
ro
p
ea
n
P
o
licy

o
f
L
eft
w
in
g
P
a
rties

in
p
o
st
co
m
m
u
n
ist
A
ccessio

n
C
o
u
n
tries.”

A
rticle

P
resen

ted
a
t
th
e
V
irtu
a
l
C
o
n
feren

ce
“E
u
ro
p
o
lity
”.
h
ttp
：
//w
w
w
.fes.d

e /eu
ro
p
o
lity
/D
a
u
d
erJo

eris.P
D
F

﹇2004.3.24

﹈

D
ia
m
o
n
d
,
L
a
rry
,
a
n
d
P
la
tter,

M
a
rc
F
.,

（ed
s.
,
2001.

T
h
e
G
lobal

D
ivergen

ce
of
D
em
ocracies.

B
a
ltim
o
re ：
T
h
e
Jo
h
n
s
H
o
p
k
in
s
U
n
iv
ersity

P
ress.

G
u
n
th
er,
R
ich
a
rd
,
D
ia
m
a
n
d
o
u
ro
s,
P
.
N
ik
ifo
ro
s,
a
n
d
P
u
h
le,
H
a
n
s
Ju
rg
en
,
1996 /2001.

“O
’D
o
n
n
ell’s

‘Illu
sio
n
s’ ：
a
R
ejo
in
d
er.”

In
：
D
ia
m
o
n
d

a
n
d
P
la
tter

（2001
,
p
p
.131

139.

H
a
u
g
h
to
n
,
T
im
,
2001.

“H
Z
D
S
：
T
h
e
Id
eo
lo
g
y
,
O
rg
a
n
isa
tio
n
a
n
d
S
u
p
p
o
rt
B
a
se
o
f
S
o
v
a
k
ia
’s
M
o
st
S
u
ccessfu

P
a
rty
.”
E
u
rope

A
sia
S
tu
d
ies,
53

（5
,
p
p
.745

769.

2004.
“E
x
p
la
in
in
g
th
e
L
im
ited

S
u
ccess

o
f
th
e
C
o
m
m
u
n
ist
S
u
ccesso

r
L
eft
in
S
o
v
a
k
ia
：
T
h
e
ca
se
o
f
th
e
P
a
rty
o
f
th
e
D
em
o
cra
tic
L
eft

（S
D
L
.”
P
arty

P
olitics,

10

（2
,
p
p
.177

191.

林
忠
行

二
〇
〇
三
。

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
国
内
政
治
と
Ｅ
Ｕ
加
盟
問
題
－
一
九
九
三

二
〇
〇
二
年
」『
Ｅ
Ｕ
の
中
の
国
民
国
家
｜
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
変
容

日
本
比
較
政
治

学
会
年
報
第
五
号

』
早
稲
田
大
学
出
版
部
。

二
〇
〇
二
ａ
。

ポ
ス
ト
共
産
党
時
代
の
チ
ェ
コ
に
お
け
る
政
党
シ
ス
テ
ム
と
選
挙
制
度
改
革
」『
社
会
学
研
究
』
第
七
〇
号
、
東
北
社
会
学
研
究
会
、
一

二
四
頁
。

二
〇
〇
二
ｂ
。

共
産
党
体
制
崩
壊
後
の
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
け
る
『
民
主
主
義
』
と
『
権
威
主
義
』｜
民
主
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
運
動
の
認
識
と
行
動
を
中
心
に
し
て
」

『
日
本
比
較
政
治
学
会
二
〇
〇
二
年
度
研
究
大
会
報
告
論
文
集
』
九
〇

九
九
頁
。

平
田
武

二
〇
〇
一
。

東
中
欧
諸
国
に
お
け
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
形
成
と
変
易
性
」『
ロ
シ
ア
・
東
欧
に
お
け
る
市
民
社
会
の
確
立
に
関
す
る
研
究
』

平
成
一
二
年
度
東
北

大
学
教
育
研
究
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
経
費
成
果
報
告
書

、
東
北
大
学
、
二
〇
〇
一
年
三
月
三
一
日
、
一
一
五

一
三
四
頁
。

二
〇
〇
三
。

政
治
文
化
の
側
面
か
ら
見
た
東
中
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
固
定
化
」『
中
東
欧
と
ロ
シ
ア
』

平
成
一
四
年
度
教
育
研
究
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
経
費
成
果
報
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告
書

、
東
北
大
学
、
一
〇
三

一
二
二
頁
。

伊
東
孝
之
編
一
九
九
五

『
東
欧
政
治
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

議
会
と
政
党
を
中
心
に
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
。

K
a
tz,
R
ich
a
rd
S
.a
n
d
M
a
ir,
P
eter,

1995.
“C
h
a
n
g
in
g
M
o
d
els
o
f
P
a
rty
O
rg
a
n
iza
tio
n
a
n
d
P
a
rty
D
em
o
cra
cy
：
T
h
e
E
m
erg
en
ce
o
f
th
e
C
a
rtel

P
a
rty
.”
P
arty

P
olitics,

1

（1
,
p
p
.5
28.

K
itsch

elt,
H
erb
ert,
2000a

.
“S
ta
te
F
a
ilu
re,
P
o
litica

l
P
a
rty
,a
n
d
E
lecto

ra
te.C

h
a
n
g
in
g
R
ela
tio
n
s
o
f
R
ep
resen

ta
tio
n
in
W
est
E
u
ro
p
ea
n
P
o
litics.”

E
u
ropean

Jou
rn
al
of
P
olitical

R
esearch

,
37

（2
,
p
p
.149

179.

2000b
.
“L
in
k
a
g
es
b
etw
een
C
itizen

s
a
n
d
P
o
liticia

n
s
in
D
em
o
cra
tic
P
o
litics.”

C
om
parative

P
olitical

S
tu
d
ies,
33

（6 /7
,
p
p
.845

879.

2001.
“D
iv
erg
en
t
P
a
th
s
o
f
P
o
stco
m
m
u
n
ist
D
em
o
cra
cies.”

In
：
L
a
rry

D
ia
m
o
n
d
a
n
d
R
ich
a
rd
G
u
n
th
er

（ed
s.
,
P
olitical

P
arties

an
d

D
em
ocracy.

B
a
ltim
o
re ：
T
h
e
Jo
h
n
s
H
o
p
k
in
s
U
n
iv
ersity

P
ress,

p
p
.299

323.

2002.
“L
a
n
d
sca
p
es
o
f
P
o
litica

l
In
terest

In
term

ed
ia
tio
n
：
S
o
cia
l
M
o
v
em
en
ts,
In
terest

G
ro
u
p
s,
a
n
d
P
a
rties

in
th
e
E
a
rly
T
w
en
ty
F
irst

C
en
tu
ry
.”
In
：
P
ed
ro
Ib
a
rra

（ed
.
,
S
ocial

M
ovem

en
ts
an
d
D
em
ocracy.

B
a
sin
g
sto
k
e ：
P
a
lg
ra
v
e,
p
p
.81

104.

2004.
“D
iv
ersifica

tio
n
a
n
d
R
eco
n
fig
u
ra
tio
n
o
f
P
a
rty
S
y
stem

s
in
P
o
stin
d
u
stria

l
D
em
o
cra
cies.”

A
rticle

P
resen

ted
a
t
th
e
V
irtu
a
l

C
o
n
feren

ce
“E
u
ro
p
o
lity
”.
h
ttp
：
//w
w
w
.fes.d

e /eu
ro
p
o
lity
/fin
a
lv
ersio

n
k
itsch

.P
D
F

﹇2004.3.24

﹈

K
o
p
eck
y
.,
P
etr
a
n
d
M
u
d
d
e,
C
a
s,
2003.

“R
eth
in
k
in
g
C
iv
il
S
o
ciety

.”
D
em
ocratization

,
10

（3
,
p
p
.1
14.

K
u
b
a
t,
M
ich
a
l,
2003.

P
ostkom

u
n
ism
u
s
a
d
em
okracie.

P
olitika

ve
st
ed
ovych

od
n
i
E
vrop

.
P
ra
h
a
：
n
a
k
l.
D
o
k
o
a
n
.

L
ew
is,
P
a
u
l
G
.,
2004.

“P
o
litica

l
P
a
rties

a
n
d
th
e
R
ep
resen

ta
tio
n
o
f
S
o
cia
l
In
terests

in
C
en
tra
l
E
u
ro
p
e”.
P
a
p
er
p
resen

ted
a
t
th
e
E
C
P
R
Jo
in
t

S
essio

n
s
o
f
W
o
rk
sh
o
p
s,
13
18
A
p
ril
2004,

U
p
p
sa
la
,
S
w
ed
en
.

L
in
z,
Ju
a
n
J.,
a
n
d
S
tep
a
n
,
A
lfred

,
1996 /2001.

“T
o
w
a
rd
C
o
n
so
lid
a
ted
D
em
o
cra
cy
.”
In
：
D
ia
m
o
n
d
a
n
d
P
la
tter

（2001
,
p
p
.93

112.

M
a
in
w
a
rin
g
,
S
co
tt,
1998 /2001.

“P
a
rty
S
y
stem

s
in
th
e
T
h
ird
W
a
v
e.”
In
：
D
ia
m
o
n
d
a
n
d
P
la
tter

（2001
,
p
p
.185

199.

O
’D
o
n
n
ell,
G
u
illerm

o
,
1994.

“D
eleg
a
tiv
e
D
em
o
cra
cy
.”
Jou
rn
al
of
D
em
ocracy,

5

（1
,
p
p
.55

69.

1996.
“Illu

sio
n
s
a
b
o
u
t
C
o
n
so
lid
a
tio
n
.”
Jou
rn
al
of
D
em
ocracy,

7

（2
,
p
p
.34

51.

2002.
“In
P
a
rtia
l
D
efen
se
o
f
a
n
E
v
a
n
escen

t
’P
a
ra
d
ig
m
’.”
Jou
rn
al
of
D
em
ocracy,

13

（3
,
p
p
.6
12.

S
ch
ed
ler,
A
n
d
rea
s,
1998 /2001.

“W
h
a
t
is
D
em
o
cra
tic
C
o
n
so
lid
a
tio
n
?”
In
：
D
ia
m
o
n
d
a
n
d
P
la
tter

（2001
,
p
p
.149

164.

S
ch
m
itter,

P
h
ilip
p
e
C
.,
1992.

“In
terest

S
y
stem

s
a
n
d
th
e
C
o
n
so
lid
a
tio
n
o
f
D
em
o
cra
cy
.”
In
：
G
a
ry
M
a
rk
s
a
n
d
L
a
rry

D
ia
m
o
n
d

（ed
s.
,

R
eexam

in
in
g
D
em
ocracy

：
E
ssays

in
H
on
or
of
S
eym
ou
r
M
artin

L
ipset.

L
o
n
d
o
n
,
T
h
o
u
sa
n
d
O
a
k
s,
N
ew
D
elh
i ：
S
a
g
e
P
u
b
lica
tio
n
s,
p
p
.156

181.

仙
石
学

一
九
九
六
。

東
欧
諸
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
分
析
｜
構
造
転
換
分
析
の
た
め
の
リ
サ
ー
チ
・
デ
ザ
イ
ン：

ポ
ー
ラ
ン
ド
／
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
場
合
」『
西
南
学
院
大

学
法
学
論
集
』
第
二
九
巻
第
一
号
、
六
〇

八
二
頁
。
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二
〇
〇
二
。

ポ
ス
ト
社
会
主
義
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
政
党
シ
ス
テ
ム
」
日
本
政
治
学
会
編
『
三
つ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
｜
自
由
民
主
主
義
・
社
会
民
主
主
義
・
キ
リ
ス
ト
教

民
主
主
義
（
年
報
政
治
学
二
〇
〇
一

』
岩
波
書
店
、
八
九

一
〇
七
頁
。

二
〇
〇
四
。

ポ
ー
ラ
ン
ド

『
ポ
ス
ト
社
会
主
義
国
』
か
ら
『
欧
州
の
一
員
』

」
小
川
有
美
編
『
ア
ク
セ
ス

地
域
研
究
Ⅱ
・
先
進
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
再
構
築
』

日
本
評
論
社
、
二
一
三

二
三
六
頁
。

T
o
o
le,
Ja
m
es,
2003.

“S
tra
d
d
lin
g
th
e
E
a
st
W
est
D
iv
id
e ：
P
a
rty
O
rg
a
n
isa
tio
n
a
n
d
C
o
m
m
u
n
ist
L
eg
a
cies

in
E
a
st
C
en
tra
l
E
u
ro
p
e.”
E
u
rope

A
sia

S
tu
d
ies,
55

（1
,
p
p
.101

118.

津
田
由
美
子

二
〇
〇
四
。

フ
ラ
ー
ム
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
と
ベ
ル
ギ
ー
政
党
政
治
｜
一
九
九
〇
年
代
を
中
心
に
」『
姫
路
法
学
』
第
三
九
・
四
〇
合
併
号
、
三
三

六
三
頁
。

V
la
ch
o
v
a
,
K
la
ra
,
2003.

“D
y
n
a
m
ik
a
p
o
zitiv

n
ı
a
n
eg
a
tiv
n
ı
stra
n
ick
e
id
en
tifik

a
ce
v
esk
e
rep
u
b
lice.”

S
ociologicky

asopis,
39

（4
,p
p
.487

508.

Z
ielo
n
k
a
,
Ja
n
a
n
d
P
ra
v
d
a
,
A
lex

（ed
s.
,
2001.

D
em
ocratic

C
on
solid

ation
in
E
astern

E
u
rope,

V
ol.
2
:
In
tern
ation

al
an
d
T
ran
sn
ation

al
F
actors.

O
x
fo
rd
：
O
x
fo
rd
U
n
iv
ersity

P
ress.
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