
PDF issue: 2025-01-15

日本型財政ポピュリズムに関する一考察

OIKAWA, Tomohiro / 及川, 智洋

(出版者 / Publisher)
法学志林協会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法学志林 / Review of law and political sciences

(巻 / Volume)
120

(号 / Number)
2

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
28

(発行年 / Year)
2022-12-05
(URL)
https://doi.org/10.15002/00030480



日
本
型
財
政
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
及
川
）�

一

日
本
型
財
政
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
一
考
察

及
　
川
　
智
　
洋

一
　
な
ぜ
日
本
の
財
政
は
歯
止
め
を
失
っ
た
の
か

■
財
政
危
機
と
い
う
「
オ
オ
カ
ミ
少
年
」

　
一
九
八
二
年
九
月
一
六
日
、
鈴
木
善
幸
首
相
は
記
者
会
見
で
財
政
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
国
民
に
訴
え
、
徹
底
し
た
歳
出
削

減
と
赤
字
国
債
（
特
例
国
債
）
の
増
発
で
乗
り
切
る
決
意
を
語
っ
た
。「
財
政
非
常
事
態
宣
言
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
政
府
声
明
の
当
時
、

政
府
の
国
債
残
高
は
約
八
〇
兆
円
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
四
〇
年
後
に
は
十
数
倍
、
一
千
兆
円
を
超
え
る
額
に
達
す
る
こ
と
に
な
る）（
（

と
は
、

鈴
木
首
相
は
じ
め
政
府
、
特
に
大
蔵
省
（
当
時
）
幹
部
に
と
っ
て
お
よ
そ
想
像
を
絶
す
る
「
異
次
元
の
」
世
界
の
話
だ
っ
た
違
い
な
い
。

し
か
も
一
千
兆
円
超
の
債
務
残
高
の
七
割
以
上
が
赤
字
国
債
─
─
財
政
法
で
本
来
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
緊
急
的
な
特
例
法
と
し
て
国

会
の
議
決
承
認
を
経
て
発
行
す
る
国
債
─
─
で
あ
る
。
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二

　
日
本
政
府
は
一
般
会
計
予
算
で
み
る
と
歳
入
の
お
よ
そ
三
分
の
一
を
債
務
（
う
ち
八
割
以
上
が
赤
字
国
債
）
で
賄
い
、
歳
出
の
四
分
の

一
前
後
を
債
務
の
返
還
お
よ
び
利
払
い
に
充
て
る
と
い
う
状
態
が
近
年
、
恒
常
化
し
て
い
る
。「
借
金
で
借
金
を
返
す
」
こ
と
に
も
追
い

つ
か
ず
、
長
期
政
府
債
務
は
毎
年
度
約
一
〇
数
兆
円
の
ペ
ー
ス
で
積
み
上
が
っ
て
ゆ
く
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
自
由
民
主
主
義
国
か
つ

経
済
的
な
先
進
国
と
し
て
は
異
例
の
事
態
で
、
当
然
な
が
ら
、
財
政
的
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
状
態
と
い
う
指
摘
が
出
る
所
以
で
あ
る）（
（

。

　
一
方
で
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
旧
来
型
の
財
政
分
析
を
否
定
す
る
意
見
も
近
年
、
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
現
代

貨
幣
理
論
（
Ｍ
Ｍ
Ｔ
）」（
自
国
通
貨
に
よ
る
政
府
債
務
は
増
大
し
て
も
債
務
不
履
行
＝
デ
フ
ォ
ル
ト
な
ど
の
財
政
破
綻
を
も
た
ら
さ
な

い
）
を
先
鋭
的
な
典
型
例
と
し
て
、
通
貨
を
発
行
す
る
中
央
銀
行
と
財
政
を
司
る
中
央
政
府
の
機
能
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代

国
家
の
財
政
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
一
部
で
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
従
来
の
政
治
・
経
済
学
の
常
識
か
ら
は
か

け
離
れ
た
見
解
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
「
財
政
非
常
事
態
宣
言
」
以
降
も
債
務
残
高
を
拡
大
し
続
け
て
き
た
日
本
政
府
が
財
政
破
綻
し
て

い
な
い
こ
と
も
、
論
拠
の
ひ
と
つ
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　
昭
和
の
時
代
か
ら
大
蔵
省
の
ち
財
務
省
が
財
政
危
機
を
訴
え
続
け
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
多
く
が
お
お
む
ね
そ
れ
に
同
調
的
な
報
道
を
し

て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
政
府
債
務
残
高
八
〇
兆
円
で
非
常
事
態
と
称
し
て
い
た
の
に
、
そ
れ
が
一
千
兆
円
に
及
ん
で
も
財
政
破
綻

と
さ
れ
る
現
象
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
経
過
だ
け
に
焦
点
を
当
て
る
な
ら
、
政
府
と
く
に
財
務
省
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
強
調
し
て
き

た
財
政
危
機
論
議
が
信
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
は
や
む
を
得
な
い
面
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
に
財
政
破
綻
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
未
来
永
劫
そ
れ
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
無
論
な
い
。
Ｍ
Ｍ
Ｔ
な
ど
が
、
長
期
に
わ
た

る
政
策
的
妥
当
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
な
ら
、
世
界
各
国
の
政
府
共
通
の
悩
み
で
あ
っ
た
財
政
問
題
は
も
は
や
存
在
す
る
理
由
は
な
く
、

政
府
は
国
民
の
求
め
に
応
じ
て
必
要
な
政
策
に
際
限
な
く
公
的
資
金
を
投
入
で
き
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
税
を
は
じ
め
と
す
る

各
種
の
国
民
負
担
す
ら
、
す
べ
て
撤
廃
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
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三

　
財
政
悪
化
を
戒
め
る
財
務
省
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
学
者
の
言
説
、
こ
れ
ら
は
数
十
年
単
位
で
み
れ
ば
一
般
に
は
「
オ
オ
カ
ミ
少

年
」
的
に
映
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
様
々
な
政
治
的
な
経
緯
か
ら
、
日
本
の
政
党
政
治
、
議
会
政
治
が
財

政
問
題
に
関
す
る
感
覚
を
徐
々
に
麻
痺
さ
せ
、
二
〇
一
〇
年
代
に
入
っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
経
済
理
論
が
政
治
と
結
び
つ
い
て
跋
扈
す
る

こ
と
で
そ
れ
を
補
強
し
た
。

　
そ
う
し
た
現
象
が
表
れ
た
の
は
、
将
来
い
つ
起
こ
る
か
知
れ
な
い
経
済
危
機
の
懸
念
よ
り
、
と
り
あ
え
ず
現
下
の
生
活
水
準
の
維
持
向

上
を
優
先
し
た
い
国
民
の
多
数
意
思
が
作
用
し
て
き
た
─
─
と
い
う
構
図
が
論
証
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
政
治
が
財
政
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
分
析
は
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
日
本
企
業
の
内
部
留
保
は
二
〇
一
〇
年
代
以
降
、
増
加
を
続
け
て
二
〇
二
一
年
度
で
五
百
兆
円
に
達
し
た
。
政
府
は
こ
れ
に
課
税
す
べ

き
だ
と
い
う
意
見
が
近
年
、
一
部
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
是
非
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
が
、
も
う
一
つ
、
あ
ま
り
声
高
に
指

摘
さ
れ
て
い
な
い
数
値
が
あ
る
。

　
日
本
国
内
の
個
人
金
融
資
産
額
の
推
移
を
見
る
と
、
二
〇
二
一
年
末
時
点
で
二
千
兆
円
を
超
え
（
う
ち
お
よ
そ
半
分
が
現
預
金
）、
そ

の
着
実
な
増
加
ぶ
り
は
企
業
の
内
部
留
保
と
同
様
に
、
政
府
債
務
の
増
加
分
と
ほ
ぼ
正
比
例
の
関
係
に
あ
る
。
高
齢
化
や
過
去
一
〇
年
ほ

ど
に
わ
た
る
株
価
上
昇
も
影
響
し
て
は
い
る
が
、
基
本
的
に
は
政
治
の
側
が
、
国
民
に
必
要
な
負
担
を
求
め
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
こ
と

の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

　
政
府
債
務
が
一
千
兆
円
を
超
え
て
も
財
政
破
綻
の
兆
し
が
明
確
に
発
現
し
な
い
要
因
の
一
つ
は
、
そ
れ
に
倍
す
る
金
融
資
産
を
日
本
国

民
が
保
持
し
、
さ
ら
に
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
総
体
と
し
て
の
日
本
は
負
担
増
の
余
地
が
十
分
な
ほ

ど
に
富
裕
で
あ
る
─
─
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
政
府
お
よ
び
国
債
に
つ
い
て
の
市
場
の
信
認
を
つ
な
ぎ
止
め
て
い
る
の
だ
。

志林120_2_01及川.indd   3 2022/11/18   9:03



法
学
志
林
　
第
一
二
〇
巻
　
第
二
号�

四

■
民
主
政
治
＝
財
政
悪
化
は
必
然
か
？

　
こ
う
し
た
財
政
悪
化
へ
至
る
政
治
経
済
の
現
象
は
、
日
本
に
お
い
て
は
や
や
極
端
な
形
で
見
ら
れ
る
が
、
二
〇
世
紀
中
か
ら
一
定
の
経

済
水
準
に
達
し
た
民
主
主
義
国
で
散
見
さ
れ
て
き
た
傾
向
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
二
一
世
紀
に
入
り
、
二
〇
〇
八
年
の
米
国
「
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
」
に
端
を
発
し
た
世
界
同
時
不
況
へ
の
対
応
、
そ
れ
が
一
段
落
し
た
後
に
二
〇
二
〇
年
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
各
国
は
政
府
支
出
を
拡
大
さ
せ
た
。
財
政
悪
化
は
先
進
国
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
こ
の
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
複
数
の
国
、
特
に
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
財
政
悪
化
が
政
治
的
混
乱
を
招
き
、
も
と
も
と
国
会
議

員
＝
政
治
家
で
は
な
か
っ
た
学
者
な
ど
の
人
物
が
緊
急
避
難
的
に
内
閣
を
組
織
す
る
と
い
う
、
議
会
制
民
主
主
義
か
ら
見
れ
ば
邪
道
と
も

い
え
る
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
は
加
盟
す
る
Ｅ
Ｕ
に
よ
っ
て
（
日
本
な
ど
か
ら
見
れ
ば
）
か
な
り
厳
格
な
財
政
規
律
が
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
民
主
政
治
は
必
然
的
に
財
政
悪
化
へ
の
道
を
た
ど
る
と
い
う
指
摘
は
早
く
か
ら
あ
っ
た
。
公
共
選
択
論
で
知
ら
れ
る
Ｊ
・
Ｍ
ブ
キ
ャ
ナ

ン
と
Ｒ
・
Ｅ
ワ
グ
ナ
ー
は
、
選
挙
を
通
じ
て
財
政
赤
字
は
拡
大
す
る
の
で
、
抑
制
の
た
め
に
は
法
律
的
な
歯
止
め
が
必
要
で
あ
る
と
一
九

七
〇
年
代
に
主
張
し
て
い
た）（
（

。
日
本
の
場
合
は
こ
の
法
的
な
歯
止
め
を
喪
失
し
た
状
態
が
四
〇
年
近
く
に
わ
た
り
続
い
て
い
る
。

　
ま
た
主
要
国
の
多
く
で
採
用
さ
れ
て
い
る
議
会
外
の
独
立
財
政
機
関
が
存
在
せ
ず
、
前
記
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
よ
う
な
外
交
上
の
財
政
的
制
約

も
な
い
。
二
〇
二
二
年
現
在
、
日
本
の
議
会
に
お
い
て
財
政
赤
字
の
解
消
を
強
く
求
め
る
政
党
勢
力
は
不
在
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
野
党

は
二
〇
一
〇
年
代
以
降
わ
ず
か
な
期
間
の
例
外
を
除
い
て
、
財
政
規
律
と
い
う
概
念
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
な
主
張
を
選
挙
公
約
な
ど

で
競
っ
て
展
開
す
る
こ
と
を
続
け
て
き
た
。

　
一
方
、
日
本
政
府
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
い
わ
ゆ
る
主
要
国
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
中
に
財
政
悪
化
が
顕
在
化
し
て
き
た
こ
と
は
、

中
長
期
的
な
観
点
か
ら
は
二
〇
世
紀
末
か
ら
世
界
を
席
巻
し
て
き
た
新
自
由
主
義
経
済
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
が
、
民
主
主
義
下
で
限
界
を
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五

迎
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
新
自
由
主
義
は
福
祉
国
家
の
行
き
詰
ま
り
の
打
開
策
と
し
て
政
策
化
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
経
済
成
長
の

鈍
化
に
よ
っ
て
各
国
の
税
収
が
頭
打
ち
に
な
っ
た
こ
と
が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
。
民
主
政
下
で
増
税
が
よ
り
困
難
に
な
る
中
で
、
財
政
規

律
を
重
視
す
れ
ば
新
自
由
主
義
政
策
の
ほ
か
の
選
択
肢
は
乏
し
か
っ
た
。

　
し
か
し
新
自
由
主
義
は
当
然
な
が
ら
国
民
の
間
で
貧
富
の
格
差
を
生
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
は
国
境
を
越
え
て
税
負
担
を
避
け
る
企
業

を
増
や
し
た
。
民
主
政
の
下
で
の
人
々
は
絶
対
的
貧
困
よ
り
も
相
対
的
貧
困
に
よ
り
敏
感
な
傾
向
が
あ
り
、
為
政
者
は
常
に
選
挙
結
果
に

よ
っ
て
政
権
を
失
う
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
る
の
で
、
い
き
お
い
財
政
出
動
に
よ
っ
て
政
治
へ
の
不
満
の
緩
和
を
は
か
る
こ
と
に
な
り
が

ち
だ
。

　
厄
介
な
の
は
、
日
本
政
府
の
本
格
的
な
財
政
破
綻
が
来
る
と
す
れ
ば
い
つ
か
、
そ
れ
が
ど
ん
な
形
な
の
か
は
専
門
家
で
も
明
確
に
予
想

し
得
な
い
こ
と
だ
。
数
年
後
か
、
十
数
年
後
か
、
さ
ら
に
数
十
年
後
な
の
か
、
百
年
以
上
先
の
可
能
性
に
な
る
の
か
。
そ
れ
が
遠
い
将
来

で
あ
れ
ば
長
期
計
画
に
基
づ
い
た
財
政
再
建
策
も
有
効
と
な
り
う
る
半
面
、
次
世
代
以
降
に
問
題
を
先
送
り
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
誘
惑

も
増
す
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
現
状
の
日
本
政
治
に
お
い
て
、
抜
本
的
な
財
政
再
建
を
目
指
す
機
運
は
見
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

　
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
は
「
運
命
の
日
」
が
な
る
べ
く
遅
れ
る
こ
と
を
祈
り
な
が
ら
、
子
孫
へ
の
若
干
の
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
つ
つ
、

政
治
的
無
策
を
年
々
歳
々
、
見
送
る
こ
と
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
せ
め
て
次
世
代
の
た
め
に
、
日
本
政
治
が
今
日
の
よ
う
な
財
政
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
と
評
さ
れ
る
ま
で
の
道
の
り
を
振
り
返
り
、
い
く
つ
か
の
時
期
に
分
け
て
検
証
を
試
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
日
本
の
政
党
政
治
は
冒
頭
に
挙
げ
た
「
財
政
非
常
事
態
宣
言
」
か
ら
の
四
〇
年
間
で
、
自
民
党
の
長
期
単
独
政
権
か
ら
連
立
政
権
の
時

代
へ
移
り
、
さ
ら
に
本
格
的
な
政
権
交
代
の
時
代
へ
と
推
移
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
変
化
が
財
政
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
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六

つ
い
て
、
分
析
に
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
連
立
政
権
の
恒
常
化
や
政
権
交
代
は
少
な
く
と
も
財
政
規
律
を
重
視
す
る
方
向
へ

は
作
用
せ
ず
、
む
し
ろ
逆
の
傾
向
を
強
め
る
結
果
と
な
っ
た
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
。

　
政
治
的
な
一
般
論
と
し
て
あ
え
て
単
純
に
言
え
ば
、
議
会
制
民
主
主
義
と
政
党
政
治
を
前
提
と
す
る
な
ら
長
期
一
党
単
独
政
権
よ
り
も

連
立
政
権
、
さ
ら
に
与
野
党
の
政
権
交
代
が
実
現
す
る
方
が
民
意
の
反
映
と
い
う
面
で
よ
り
望
ま
し
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ

れ
が
財
政
の
悪
化
を
加
速
さ
せ
た
一
因
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
主
政
下
で
の
財
政
対
策
は
よ
り
困
難
か
つ
複
雑
な
も
の
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
過
去
四
〇
年
間
の
う
ち
お
よ
そ
三
四
年
以
上
に
わ
た
り
自
民
党
が
首
相
を
出
し
政
権
を
担
当
し
て
き
た
こ
と
に
は
十
分
に
留
意
す
べ
き

で
あ
る
し
、
何
よ
り
経
済
状
況
の
変
化
が
政
治
に
与
え
た
影
響
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
自
民
党
単
独
政
権
時
代
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
、
財
政
と
民
主
政
に
ま
つ
わ
る
軌
跡
を
た
ど
り
つ
つ
考
察
を
加
え
た
い
。

※
次
頁
の
図
は
一
般
会
計
歳
出
・
歳
入
・
公
債
発
行
額
の
推
移
お
よ
び
公
債
残
高
の
推
移
で
、
い
ず
れ
も
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
資
料
か

ら
の
引
用
で
あ
る
（
二
〇
二
二
年
八
月
三
〇
日
付
）。

二
　「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
と
政
治
の
失
敗

■
遅
れ
て
付
加
価
値
税
導
入
を
志
向

　
一
九
七
〇
年
代
は
西
側
経
済
先
進
国
に
お
い
て
、
財
政
が
政
治
的
争
点
と
し
て
浮
上
し
た
時
代
で
あ
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
多
少
の
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
経
済
成
長
と
民
主
主
義
が
お
お
む
ね
順
調
に
進
展
し
た
「
黄
金
の
三
〇
年
」
が
、
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七

一般会計歳出

一般会計税収

建設公債発行額

特例公債発行額

昭 50
（1975）

5.3
3.2
2.1

13.8
20.9

14.2
7.0
7.2

26.9

43.4

12.3
6.3
6.0

38.2

53.0

6.3
6.3

60.1

69.3

18.4

16.4

2.0

51.9

75.9

33.0
11.1

21.9

50.7

89.3

31.3
7.8

23.5

49.1

85.5

42.3
7.5

34.8

44.5

95.3

38.7

52.0

15.0

35.8

101.0

34.9
6.5

28.4

56.3

98.2

60.8

86.0

22.6

60.4

108.6

147.6

63.9
8.2

56.5

65.7

142.6

65.2

36.9
5.3

31.6

107.6

昭 55
（1980）

昭 60
（1985）

平 2
（1990）

平 7
（1995）

平 12
（2000）

平 17
（2005）

平 22
（2010）

平 27
（2015）

令 2
（2020）

令 4
（2022）

（年度）

（兆円）
160

140

120

100

80

60

40

20

0

特例公債残高

建設公債
残高

復興債残高

昭 40
（1965）

昭 50
（1975）

昭 45
（1970）

昭 55
（1980）

昭 60
（1985）

平 2
（1990）

平 7
（1995）

平 12
（2000）

平 17
（2005）

平 22
（2010）

平 27
（2015）

令 2
（2020）

令 4
（2022）

（年度末）

（兆円）
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0 0 3

2
13
15

28
42
71

59

75
134

65

102

166

67

158

225

158

209

368

280

247

527

390

246

636
11
10
9
8
6 7
5 5 6

7

5 5

356

238

594

534

266

805

657

238

947

712

287

1,004

732

289

1,026
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八

二
度
に
わ
た
る
石
油
危
機
で
終
幕
し
、「
福
祉
国
家
」
路
線
の
限
界
が
見
え
始
め
た
。
民
主
主
義
に
よ
る
大
衆
の
政
治
参
加
は
必
然
的
に

行
政
需
要
を
拡
大
す
る
半
面
、
政
治
的
に
増
税
が
困
難
と
な
っ
て
く
る
。
西
・
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
は
六
〇
年
代
ま
で
に
付
加
価

値
税
を
採
用
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
低
所
得
者
へ
の
「
逆
進
性
」
の
問
題
は
残
る
も
の
の
、
近
代
国
家
に
お
け
る
税
の
主
流
と
な
っ
て
き

た
所
得
税
、
法
人
税
な
ど
の
直
接
税
に
比
べ
れ
ば
景
気
の
変
動
を
受
け
に
く
く
政
府
に
安
定
し
た
税
収
を
も
た
ら
す
。

　
日
本
で
も
七
〇
年
頃
に
は
自
民
党
政
務
調
査
会
で
付
加
価
値
税
の
必
要
性
が
話
題
に
の
ぼ
り
、
石
油
危
機
後
に
赤
字
国
債
の
増
加
に
悩

む
よ
う
に
な
っ
た
大
蔵
省
も
七
〇
年
代
後
半
に
は
本
格
的
な
検
討
に
入
っ
て
い
た
。

　
そ
れ
が
表
面
化
し
た
の
が
一
九
七
九
年
で
あ
る
。
大
蔵
省
出
身
の
大
平
正
芳
首
相
が
「
一
般
消
費
税
」
と
い
う
大
型
間
接
税
の
導
入
に

よ
る
財
政
再
建
を
提
案
す
る
も
の
の
、
反
発
が
強
く
同
年
九
～
一
〇
月
の
総
選
挙
期
間
中
に
撤
回
を
表
明
し
た
。
選
挙
結
果
も
自
民
党
は

追
加
公
認
を
含
め
て
よ
う
や
く
衆
議
院
の
過
半
数
を
確
保
す
る
な
ど
芳
し
く
な
く
、
大
平
の
引
責
辞
任
を
求
め
る
党
内
反
主
流
派
と
の
抗

争
が
激
し
く
な
っ
た
。
増
税
に
よ
る
財
政
再
建
が
有
権
者
に
拒
否
さ
れ
た
と
判
断
し
た
大
平
政
権
は
「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
路
線
へ
変

更
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
こ
の
路
線
は
、
翌
八
〇
年
七
月
の
衆
参
同
日
選
挙
期
間
中
に
お
け
る
大
平
の
急
病
死
、
お
よ
び
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
と
い
え
る
自
民
党

の
大
勝
と
安
定
多
数
確
保
と
い
う
選
挙
結
果
を
受
け
継
い
で
発
足
し
た
鈴
木
善
幸
政
権
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
。
折
し
も
七
八
年
か
ら
七

九
年
に
か
け
て
、
鉄
建
公
団
の
不
正
に
端
を
発
し
た
『
朝
日
新
聞
』
の
「
公
費
天
国
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
報
道
な
ど
に
よ
っ
て
行
政
機

構
の
利
益
体
質
が
明
ら
か
に
な
り
、
増
税
よ
り
も
行
政
側
の
モ
ラ
ル
の
是
正
を
求
め
る
論
調
が
説
得
力
を
持
ち
や
す
い
状
況
で
は
あ
っ
た
。

鈴
木
政
権
は
、
次
期
政
権
を
う
か
が
う
中
曽
根
康
弘
・
行
政
管
理
庁
長
官
の
提
案
に
よ
り
臨
時
行
政
調
査
会
を
設
置
す
る
。
そ
し
て
そ
の

会
長
に
は
、
行
財
政
改
革
の
シ
ン
ボ
ル
た
る
べ
く
財
界
の
リ
ー
ダ
ー
、
土
光
敏
夫
・
元
経
団
連
会
長
を
据
え
た
。

　
後
に
土
光
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
特
集
番
組
で
、
夕
食
に
メ
ザ
シ
を
食
す
る
よ
う
な
質
素
な
生
活
ぶ
り
が
放
映
さ
れ
て
国
民
の
好
感
を
集
め
る
。
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九

首
相
の
鈴
木
は
「
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
も
「
行
革
は
天
の
声
で
あ
る
」
と
評
価
す
る
よ
う
に
な
り
国
民
世
論
が
高
揚
し
た
」「
世
論
、
マ
ス

コ
ミ
に
た
た
か
れ
る
も
の
だ
か
ら
官
僚
な
ど
も
行
革
に
反
対
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
後
に
振
り
返
っ
て
い
る）（
（

。
土
光
に
代
表
さ
れ
る
行
革

路
線
は
、
要
す
る
に
「
小
さ
な
政
府
」
へ
の
政
策
転
換
で
あ
り
、
後
に
新
自
由
主
義
と
呼
ば
れ
る
民
営
化
と
規
制
緩
和
、
そ
し
て
福
祉
縮

減
の
潮
流
へ
と
、
日
本
政
府
も
踏
み
出
し
て
ゆ
く
方
針
を
意
味
し
て
い
た
。

　「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
は
決
し
て
不
可
能
と
は
言
え
な
い
が
、
相
当
程
度
の
経
済
成
長
か
さ
も
な
け
れ
ば
行
政
経
費
の
大
幅
な
削
減

─
─
そ
の
対
象
は
社
会
保
障
費
と
な
る
場
合
が
多
い
─
─
が
必
須
と
な
る
。
現
実
に
八
〇
年
代
末
か
ら
日
本
経
済
は
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
期

が
数
年
間
続
い
て
税
収
も
大
き
く
伸
び
、
八
九
年
度
か
ら
九
三
年
度
ま
で
は
赤
字
国
債
の
発
行
が
ほ
ぼ
ゼ
ロ
と
な
っ
て
財
政
再
建
へ
の
端

緒
を
つ
け
る
こ
と
が
成
功
し
た
か
に
見
え
た
。
こ
の
間
、
政
府
は
消
費
税
を
竹
下
登
政
権
下
の
八
九
年
四
月
に
導
入
す
る
こ
と
と
な
る
。

大
蔵
省
は
大
平
内
閣
以
来
、
鈴
木
内
閣
、
中
曽
根
康
弘
内
閣
を
経
て
お
よ
そ
一
〇
年
越
し
で
宿
願
を
果
た
し
た
形
だ
。

■
「
借
換
債
」
容
認
で
歯
止
め
喪
失

　
そ
も
そ
も
日
本
政
府
の
極
端
な
財
政
悪
化
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
起
因
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
真
渕
勝
は
戦
後
七
〇
年
代
後
半
ま

で
の
過
程
を
分
析
し
て
、
行
政
機
構
上
で
大
蔵
省
が
財
政
と
金
融
の
双
方
を
所
管
し
て
い
る
こ
と
が
、
赤
字
国
債
の
大
量
発
行
を
容
易
に

し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た）（
（

。
市
中
銀
行
が
監
督
官
庁
で
あ
る
大
蔵
省
の
要
請
に
応
じ
て
国
債
の
多
く
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
か
ら
、
財
政

的
な
帳
尻
合
わ
せ
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
戦
後
の
民
主
政
治
の
進
展
に
よ
っ
て
、
財
政
に
対
す
る
自
民
党
の
介
入
は
進
ん
だ
。
い
わ
ゆ
る
開
発
型
の
公
共
事
業
政
策
に
加
え
、
田

中
角
栄
内
閣
以
降
は
政
権
維
持
の
た
め
に
野
党
の
求
め
る
福
祉
政
策
の
充
実
も
は
か
る
こ
と
で
財
政
負
担
は
増
す
一
方
と
な
る
。
そ
う
し

た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
遅
ま
き
な
が
ら
用
意
さ
れ
た
の
が
大
型
間
接
税
だ
っ
た
と
い
え
る
。
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し
か
し
、
大
型
間
接
税
の
実
現
は
財
政
再
建
に
資
す
る
結
果
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
期
的
に
は
む
し
ろ
そ
の
逆
に
な
っ
た
と
見

た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
半
面
、
そ
の
引
き
換
え
と
し
て
政
治
的
な
判
断
か
ら

行
っ
た
所
得
税
、
法
人
税
な
ど
の
減
税
を
総
合
す
れ
ば
、
消
費
税
の
導
入
で
「
直
間
比
率
」
の
是
正
を
は
か
っ
た
こ
と
は
か
え
っ
て
、
バ

ブ
ル
経
済
の
崩
壊
後
に
な
っ
て
財
政
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
他
方
、
政
府
は
中
曽
根
政
権
下
の
八
四
年
度
、
そ
れ
ま
で
特
例
公
債
法
で
禁
じ
て
い
た
借
換
債
の
発
行
を
禁
止
す
る
規
定
を
削
除
で
き

る
法
改
正
を
行
っ
た
。
国
債
を
償
還
す
る
た
め
に
新
た
な
国
債
を
発
行
で
き
る
、
事
実
上
の
赤
字
国
債
無
制
限
発
行
に
道
を
開
く
も
の
と

さ
れ
る
。
こ
れ
が
冒
頭
述
べ
た
歯
止
め
の
喪
失
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
財
政
規
律
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
政
策
変
更
に
対
す
る
批
判
的
な

報
道
の
中
に
は
、
当
時
社
会
問
題
化
し
て
い
た
脱
法
的
な
消
費
者
金
融
（
い
わ
ゆ
る
「
サ
ラ
金
」）
に
な
ぞ
ら
え
て
「
サ
ラ
金
財
政
」
と

い
う
論
評
も
生
ま
れ
て
話
題
に
な
っ
た）（
（

。

　
大
蔵
省
と
し
て
は
、
不
人
気
政
策
で
あ
る
大
型
間
接
税
の
導
入
さ
え
で
き
れ
ば
、
い
ず
れ
税
率
引
き
上
げ
な
ど
に
よ
っ
て
赤
字
国
債
の

発
行
か
ら
は
脱
却
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
そ
れ
が
い
っ
と
き
実
現
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
バ
ブ
ル
経
済
と
い
う
時
代
の
徒
花
が
も
た
ら
し
た
わ
ず
か
数
年
の
夢
で
し
か
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、
借
換
債
は
二
一
世
紀
に
か
け
て

赤
字
国
債
の
累
増
を
保
証
す
る
効
果
を
持
っ
た
。

■
政
治
的
に
「
鬼
門
」
と
化
す
消
費
税

　
消
費
税
は
そ
の
成
立
か
ら
政
治
的
な
困
難
さ
を
伴
い
、
そ
の
後
長
ら
く
歴
代
政
権
に
と
っ
て
「
鬼
門
」
と
な
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

八
二
年
か
ら
政
権
を
担
当
し
た
中
曽
根
は
外
交
に
比
べ
て
内
政
、
特
に
経
済
は
不
得
手
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
往
々
に
し
て
「
一
言
多

い
」
失
言
癖
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。
政
権
の
長
期
化
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
懸
案
の
一
つ
で
あ
っ
た
税
制
改
革
に
は
失
敗
す
る
。
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「
死
ん
だ
ふ
り
解
散
」
と
い
わ
れ
た
八
六
年
七
月
の
衆
参
同
日
選
挙
を
前
に
中
曽
根
は
、
い
く
つ
か
の
留
保
条
件
を
つ
け
な
が
ら
で
は
あ

る
が
「
大
型
間
接
税
は
や
ら
な
い
」
と
明
言
し
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
八
〇
年
と
同
様
に
自
民
党
は
大
勝
し
て
安
定
多
数
を
得
る
が
「
売
上
税
」
と
名
称
を
変
え
た
付
加
価
値
税
は
、
当
然
な
が

ら
公
約
違
反
と
い
う
野
党
や
マ
ス
コ
ミ
の
猛
攻
撃
を
招
き
、
法
案
成
立
は
見
送
ら
れ
る
。
こ
の
間
に
行
わ
れ
た
参
院
補
欠
選
挙
で
自
民
党

は
議
席
を
落
と
し
、
中
曽
根
内
閣
末
期
の
八
七
年
統
一
地
方
選
で
も
退
潮
ぶ
り
が
目
立
っ
た
。
中
曽
根
が
弥
縫
策
的
な
詭
弁
を
弄
さ
ず
に

消
費
税
を
「
検
討
課
題
」
と
明
示
し
て
選
挙
戦
に
入
っ
て
い
れ
ば
、
選
挙
結
果
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
中
曽
根
は
後
年
、

大
平
と
自
ら
の
失
敗
の
原
因
に
つ
い
て
「
大
蔵
省
と
い
う
の
は
政
治
家
殺
し
だ
か
ら
」
と
責
任
を
転
嫁
し
て
い
る）（
（

。

　
結
局
、
八
七
年
に
政
権
と
国
会
の
安
定
多
数
を
引
き
継
い
だ
竹
下
登
内
閣
が
、
仕
切
り
直
し
た
消
費
税
法
案
を
、
野
党
や
各
業
界
に
根

回
し
を
し
な
が
ら
慎
重
に
実
現
し
た
。
も
っ
と
も
消
費
税
に
対
す
る
国
民
の
反
感
は
一
貫
し
て
強
く
、
八
八
年
六
月
の
世
論
調
査
で
は
自

民
党
案
へ
の
反
対
は
六
割
に
達
し
た
。
賛
成
が
二
割
弱
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
所
得
税
減
税
に
期
待
す
る
高
所
得
者
層
が
多
か
っ
た
と
み
ら

れ
る）（
（

。

　
こ
の
後
、
リ
ク
ル
ー
ト
社
の
政
官
界
へ
の
未
公
開
株
提
供
問
題
が
広
が
り
を
見
せ
、
利
益
政
治
の
一
方
で
「
庶
民
に
負
担
を
強
い
る
」

新
税
へ
の
評
価
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
実
際
に
は
減
税
分
を
踏
ま
え
れ
ば
国
民
の
多
数
は
負
担
「
減
」
と
な
っ
た
の
だ
が
、
反
対
派
が
強

調
し
た
逆
進
性
の
弊
害
を
被
る
と
さ
れ
る
低
所
得
者
や
中
小
小
売
業
者
の
感
情
的
な
反
発
は
特
に
強
く
、
浜
の
真
砂
と
続
く
金
を
め
ぐ
る

事
件
・
不
祥
事
続
き
で
脛す

ね

に
傷
持
つ
政
権
の
側
も
、
そ
れ
を
鎮
め
る
言
葉
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
消
費
税
は
大
方
の
国
民
の
合
意
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
税
率
も
大
蔵
省
が
主
張
し
て
い
た
五
％
で
は
な
く
三
％
、
し
か
も
税
額
票
を
使

わ
な
い
自
己
申
告
の
う
え
免
税
業
者
が
全
体
の
七
割
近
く
に
達
す
る
と
い
う
後
退
し
た
内
容
で
八
九
年
四
月
に
開
始
さ
れ
た
。
自
民
党
は

そ
の
年
七
月
の
参
院
選
で
非
改
選
議
席
を
含
め
て
も
過
半
数
を
割
り
込
む
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
し
、「
ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ
」
と
消
費
税
を
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二

批
判
し
続
け
た
社
会
党
が
大
幅
に
議
席
を
伸
ば
し
た
。

　
他
の
要
因
も
あ
っ
た
が
、
消
費
税
に
対
す
る
有
権
者
の
評
価
が
最
も
大
き
く
影
響
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る）（
（

。
も
っ
と
も
社
会
党
へ
の
支

持
は
一
過
性
の
も
の
で
、
消
費
税
の
定
着
と
と
と
も
に
抵
抗
路
線
を
引
き
ず
る
同
党
は
急
速
に
衰
退
の
道
を
た
ど
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
政
府
自
民
党
も
野
党
も
、
税
負
担
と
望
ま
し
い
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
真
摯
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
も
広

い
合
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
も
果
た
せ
な
か
っ
た
。
消
費
税
に
関
す
る
失
敗
の
刻
印
は
、「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
と
も
に
長
く
日
本
政
治
を
呪
縛
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
八
〇
年
代
後
半
、
付
加
価
値
税
は
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
加
盟
の
先
進
国
を
中
心
に
、
世
界
の
お
よ
そ
四
〇
カ
国
で
採
用
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
税
率
の
高
さ
と
福
祉
水
準
は
お
お
む
ね
正
比
例
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
、「
薄
く
広
く
」
負
担
す
る
福
祉
財
源

と
し
て
の
妥
当
性
を
評
価
す
る
指
摘
は
当
時
の
日
本
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
主
流
と
な
ら
ず
に
表
面
的
な
「
痛
税
感
」
の
方
が
庶
民
感
情

に
響
く
結
果
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
長
期
課
題
へ
の
政
策
的
な
対
応
が
取
り
に
く
い
民
主
政
治
の
弱
点
が
す
で
に
表
れ
て
い
た
。

　
中
曽
根
の
「
食
言
」
は
有
権
者
の
判
断
能
力
を
信
用
し
て
い
な
い
政
治
家
の
本
音
が
出
た
も
の
と
言
え
る
が
、
野
党
や
自
民
党
政
治
に

批
判
的
な
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
、
消
費
税
の
正
当
性
自
体
を
否
定
す
る
口
実
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。
さ
り
と
て
、
仮
に
政
権
側
が
正
直
に

国
民
に
訴
え
か
け
れ
ば
望
む
よ
う
な
信
認
を
得
ら
れ
た
か
に
も
疑
問
が
あ
る
。
社
会
党
の
浮
沈
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
有
権
者
が
全
体
と

し
て
政
治
的
に
そ
こ
ま
で
成
熟
し
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
は
不
幸
に
し
て
大
き
な
変
化
を
見
せ
な
い
ま
ま
、
日
本
政
治
は
五
五
年
体
制
か
ら
連
立
政
権
の
時
代
に
移
行
す
る
。

失
敗
を
重
ね
た
大
蔵
省
が
影
響
力
を
落
と
す
一
方
で
、
長
期
不
況
下
で
財
政
を
め
ぐ
る
環
境
は
一
段
と
悪
化
し
、
政
治
的
な
意
思
決
定
の

不
安
定
さ
が
さ
ら
に
そ
れ
を
助
長
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
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三
　
連
立
政
権
と
消
費
税
を
め
ぐ
る
攻
防

■
経
済
に
翻
弄
さ
れ
る
連
立
政
権

　
一
九
九
三
年
の
自
民
党
分
裂
と
非
自
民
連
立
政
権
の
誕
生
以
降
、
単
独
で
政
権
を
成
立
さ
せ
う
る
政
党
は
な
く
な
っ
た
。
日
本
政
治
は

連
立
の
時
代
に
入
る
。
連
立
政
権
は
負
担
増
に
つ
い
て
与
党
の
複
数
政
党
の
合
意
を
要
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
で
、
有
権
者
の
歓
心
を

得
る
べ
く
財
政
出
動
を
求
め
る
政
治
的
圧
力
も
複
数
の
与
党
か
ら
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
財
政
的
に
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ

ス
の
効
果
が
働
く
こ
と
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　
他
方
、
最
有
力
官
庁
と
さ
れ
て
き
た
大
蔵
省
は
九
〇
年
代
後
半
に
金
融
行
政
の
失
敗
や
相
次
ぐ
過
剰
接
待
問
題
な
ど
の
不
祥
事
に
よ
っ

て
発
言
力
を
低
下
さ
せ
て
ゆ
く
。
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
後
、
再
び
赤
字
国
債
の
発
行
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
政
府
に
は
、
自
民
党
─
大
蔵

省
の
ラ
イ
ン
で
財
政
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
時
代
よ
り
も
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
り
に
く
く
な
っ
た
。
そ
の
経
過
を
見
て
ゆ
こ
う
。

　
九
〇
年
代
の
連
立
政
治
は
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
を
め
ぐ
っ
て
揺
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
非
自
民
連
立
政
権
が
短
命
に
終
わ
る
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
は
、
九
四
年
二
月
、
細
川
護
熙
首
相
が
消
費
税
に
代
わ
る
税
率
七
％
の
「
国
民
福
祉
税
」
を
提
案
し
た
も
の
の
連
立
与

党
内
の
反
対
か
ら
短
期
間
で
撤
回
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

　
こ
の
当
時
、
間
接
税
を
福
祉
財
源
と
し
て
強
化
す
る
と
い
う
発
想
自
体
は
妥
当
な
も
の
だ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
高
齢
化
が
世
界
一
と

さ
れ
る
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
で
い
た
こ
と
に
加
え
て
出
生
率
が
八
九
年
の
「
一
・
五
七
シ
ョ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
落
ち
込
み
か
ら
回
復
を
見
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一
四

せ
ず
、
少
子
高
齢
化
が
政
策
課
題
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
始
め
て
い
た
。

　
し
か
し
、
深
夜
に
突
然
記
者
会
見
を
開
い
て
新
税
の
構
想
を
発
表
し
た
細
川
は
、
税
率
の
根
拠
を
問
わ
れ
て
「
腰
だ
め
の
数
字
」
と
答

え
る
な
ど
、
い
か
に
も
急
ご
し
ら
え
の
政
策
で
あ
る
印
象
を
与
え
た
。
ま
た
社
会
党
や
新
党
さ
き
が
け
が
明
確
に
反
対
す
る
な
ど
連
立
政

権
内
に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
結
果
と
も
な
っ
た
。

　
大
蔵
省
は
、
清
新
な
印
象
で
国
民
の
人
気
が
高
か
っ
た
細
川
を
利
用
す
れ
ば
突
破
で
き
る
と
い
う
甘
い
見
通
し
を
持
ち
、
連
立
政
権
内

の
調
整
を
軽
視
し
て
い
た
。
連
立
政
権
を
実
質
的
に
取
り
仕
切
っ
て
い
た
新
生
党
の
小
沢
一
郎
の
政
治
力
を
過
大
に
見
積
も
っ
て
い
た
こ

と
も
失
敗
の
原
因
と
い
え
る
。
実
際
に
は
小
沢
の
政
治
手
法
に
対
す
る
懸
念
と
反
発
が
社
会
党
な
ど
与
党
内
に
も
、
そ
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
内
に
も
蓄
積
さ
れ
て
い
て
、「
国
民
福
祉
税
」
騒
動
は
格
好
の
批
判
材
料
と
な
っ
た
。
細
川
は
こ
れ
か
ら
二
か
月
ほ
ど
で
政
権
を
投
げ

出
し
、
大
蔵
省
の
「
政
治
家
殺
し
」
ぶ
り
を
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
も
っ
と
も
国
民
福
祉
税
に
は
反
対
し
て
い
た
社
会
党
・
さ
き
が
け
も
、
ほ
ど
な
く
消
費
税
率
の
ア
ッ
プ
に
は
賛
成
す
る
と
い
う
一
貫
性

を
欠
い
た
対
応
を
示
し
て
い
る
。
両
党
は
野
党
で
あ
っ
た
自
民
党
と
組
ん
で
社
会
党
の
村
山
富
市
を
首
班
と
す
る
新
た
な
連
立
政
権
を
発

足
さ
せ
、
す
ぐ
に
九
七
年
度
か
ら
消
費
税
率
を
五
％
と
す
る
法
案
を
通
し
た
。
引
き
換
え
に
所
得
税
減
税
を
三
年
間
先
行
さ
せ
た
の
は
国

民
の
反
発
に
配
慮
し
た
措
置
で
あ
り
、
消
費
税
率
を
上
げ
る
た
め
に
ト
ー
タ
ル
で
は
減
税
と
喧
伝
す
る
導
入
時
と
同
じ
手
法
で
あ
っ
た
。

　
か
く
し
て
社
会
保
障
と
適
正
な
国
民
負
担
に
つ
い
て
の
議
論
は
ま
た
し
て
も
広
が
ら
な
い
ま
ま
、
日
本
経
済
は
「
失
わ
れ
た
一
〇
年
」

と
後
に
呼
ば
れ
る
本
格
的
な
不
況
期
に
入
っ
て
ゆ
く
。
止
ま
っ
て
い
た
赤
字
国
債
の
発
行
も
九
五
年
度
以
降
、
復
活
し
た
。
バ
ブ
ル
経
済

の
後
始
末
と
い
え
る
不
良
債
権
問
題
、
住
専
問
題
の
処
理
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
金
融
シ
ス
テ
ム
が
動
揺
し
、
大
蔵
省
と
日
本
銀
行
へ
の
信
用

は
他
の
不
祥
事
も
あ
っ
て
著
し
く
低
下
し
た
。

　
日
銀
が
大
蔵
省
に
従
属
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、
九
八
年
に
は
日
銀
の
独
立
性
を
高
め
る
た
め
と
し
て
法
改
正
が
行
わ
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一
五

れ
た
。
そ
の
後
の
省
庁
再
編
の
過
程
で
金
融
行
政
は
大
蔵
省
か
ら
分
離
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
措
置
を
講
じ
て
も
日
銀
が
政
治
か
ら

完
全
に
独
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
十
数
年
後
に
明
ら
か
に
な
る
。

■
橋
本
政
権
の
挫
折
と
転
換

　
九
七
年
四
月
に
予
定
通
り
消
費
税
率
を
上
げ
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
は
、
村
山
内
閣
か
ら
連
立
政
権
の
枠
組
み
を
引
き
継
い
で
前
年
に

就
任
し
て
い
た
自
民
党
の
橋
本
龍
太
郎
首
相
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
山
一
証
券
や
北
海
道
拓
殖
銀
行
の
破
綻
が
表
面
化
し
た
ほ
か
、

ア
ジ
ア
通
貨
危
機
な
ど
予
想
外
の
事
態
が
続
い
て
景
況
感
は
最
悪
の
時
期
を
迎
え
た
。
こ
れ
が
「
消
費
税
五
％
は
失
敗
だ
っ
た
」
と
い
う

野
党
の
攻
撃
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
野
党
の
中
に
は
、
か
つ
て
国
民
福
祉
税
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
小
沢
一
郎
ら
も
含
ま
れ
て
い
た
。

　
こ
の
時
期
の
経
済
低
迷
の
要
因
は
複
合
的
な
も
の
と
の
見
方
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
消
費
税
ア
ッ
プ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
重
な
っ
た
こ
と

で
、「
消
費
税
上
げ
は
景
気
に
深
刻
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
の
反
対
論
が
ず
っ
と
後
年
ま
で
出
続
け
る
根
拠
と
さ
れ
た
。

　
省
庁
再
編
を
実
現
す
る
な
ど
橋
本
内
閣
は
久
し
ぶ
り
の
本
格
政
権
と
見
ら
れ
た
も
の
の
、
経
済
の
不
調
か
ら
急
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
て

九
八
年
七
月
の
参
院
選
で
自
民
党
は
大
敗
し
た
。
そ
し
て
橋
本
は
事
実
上
の
引
責
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
主
な
敗
因
は
「
経
済
失

政
」
と
さ
れ
、
橋
本
が
財
政
再
建
路
線
を
維
持
し
て
大
規
模
な
経
済
対
策
、
つ
ま
り
赤
字
国
債
の
大
量
発
行
に
比
較
的
慎
重
だ
っ
た
こ
と

に
も
野
党
の
批
判
が
高
ま
っ
て
い
た
。

　
一
方
で
参
院
選
で
は
消
費
税
の
引
き
下
げ
を
主
張
し
た
共
産
党
が
大
き
く
議
席
を
伸
ば
す
と
い
う
結
果
に
も
な
っ
た
。
自
民
党
に
と
っ

て
八
九
年
参
院
選
の
再
現
と
も
い
え
る
消
費
税
絡
み
の
挫
折
で
あ
り
、
対
抗
政
党
と
し
て
菅
直
人
・
鳩
山
由
紀
夫
ら
の
民
主
党
が
勢
力
を

伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
の
自
民
党
政
権
は
消
費
税
率
の
ア
ッ
プ
を
当
面
の
間
封
印
す
る
一
方
で
、
赤
字
国
債
発
行
に
対
す
る
抑
制
的
な
態
度
を
か
な
ぐ
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り
捨
て
る
。
橋
本
に
交
代
し
て
首
相
と
な
っ
た
小
渕
恵
三
は
、
参
院
で
の
議
席
不
足
を
補
う
べ
く
新
た
な
連
立
相
手
と
し
て
自
由
党
と
公

明
党
に
接
近
し
た
。
そ
の
後
長
期
間
に
わ
た
り
自
民
党
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
公
明
党
は
短
期
的
、
即
物
的
な
景
気
対
策
へ
の
志
向
が
強

く
、
九
八
年
度
か
ら
九
九
年
度
に
か
け
て
政
策
化
さ
れ
た
約
七
千
億
円
の
「
地
域
振
興
券
」
は
公
明
党
の
要
求
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
小
渕
が
九
九
年
末
に
「
私
は
世
界
一
の
借
金
王
」
と
自
嘲
と
も
開
き
直
り
と
も
取
れ
る
発
言
を
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
公
債
残
高

は
過
去
最
大
を
更
新
し
続
け
て
三
〇
〇
兆
円
を
突
破
し
、
政
権
維
持
の
た
め
に
財
政
規
律
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
自
公
連
立
政
権
の
性
格

が
露
骨
に
表
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
〇
六
年
ま
で
自
民
党
と
し
て
は
久
し
ぶ
り
の
長
期
政
権
を
担
っ
た
小
泉
純
一
郎
首

相
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
国
民
の
人
気
が
高
か
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
に
郵
政
民
営
化
を
争
点
と
し
て
衆
議
院
を
解
散
、
こ
れ
に
圧
勝
し
た
が

「
自
分
の
在
任
中
に
消
費
税
率
を
上
げ
る
こ
と
は
な
い
」
と
明
言
す
る
な
ど
、
負
担
増
に
踏
み
込
む
こ
と
は
避
け
た
。

■
自
公
連
立
政
権
で
再
び
消
費
増
税
を
目
指
す
が
…

　
も
っ
と
も
、
自
公
連
立
政
権
が
財
政
再
建
を
は
な
か
ら
無
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
評
価
は
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
小
泉
は
構
造

改
革
路
線
を
掲
げ
て
歳
出
削
減
は
か
な
り
踏
み
込
ん
で
行
い
、
基
礎
的
財
政
収
支
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
）
を
二
〇
一
一
年
に
黒
字

化
す
る
こ
と
を
政
府
目
標
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
。
自
公
政
権
お
よ
び
財
務
省
と
し
て
は
、
ま
ず
歳
出
削
減
の
の
ち
に
消
費
増
税
と
い

う
お
よ
そ
一
〇
年
単
位
の
シ
ナ
リ
オ
を
大
ま
か
に
描
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
小
泉
政
権
後
は
短
期
政
権
が
続
い
た
が
、
二
〇
〇
八
年
に
就
任
し
た
麻
生
太
郎
首
相
は
同
年
末
、「
二
〇
一
一
年
に
消
費
税
を
引
き
上

げ
た
い
」
と
の
意
向
を
表
明
し
た
。
た
だ
し
景
気
が
回
復
す
れ
ば
と
い
う
条
件
つ
き
で
あ
る
。
同
年
秋
に
ア
メ
リ
カ
の
住
宅
ロ
ー
ン
問
題

が
波
及
し
て
著
名
な
投
資
顧
問
会
社
で
あ
る
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ス
社
の
経
営
破
た
ん
が
表
面
化
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
二
〇
〇
九
年

に
か
け
て
日
本
を
含
め
て
主
要
国
で
の
株
価
の
急
落
な
ど
、
世
界
同
時
不
況
と
呼
ば
れ
る
状
況
を
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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政
府
は
緊
急
の
経
済
対
策
と
し
て
所
得
に
関
係
な
く
国
民
一
人
あ
た
り
一
万
二
千
円
を
臨
時
に
支
給
す
る
定
額
給
付
金
（
一
八
歳
以
下

と
六
五
歳
以
上
に
は
八
千
円
加
算
）
を
決
定
し
て
い
た
が
、
約
一
〇
年
前
の
地
域
振
興
券
と
同
様
に
公
明
党
の
希
望
に
配
慮
し
た
政
策
と

さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
こ
の
間
の
報
道
や
世
論
は
、
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代
と
は
異
な
り
消
費
増
税
に
対
す
る
批
判
が
多
数
を
占
め
る
と
い
う
状
況
で

は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
朝
日
新
聞
と
東
大
に
よ
る
共
同
調
査
に
よ
る
と
、
消
費
増
税
に
対
す
る
有
権
者
の
態
度
は
二
〇
〇
九
年
頃
か
ら
賛

成
が
増
加
に
転
じ
、
一
一
年
に
は
反
対
を
上
回
っ
て
い
る）（1
（

。

　
二
一
世
紀
に
入
っ
て
も
少
子
高
齢
化
の
進
行
は
一
向
に
止
ま
ら
ず
、
政
府
一
般
会
計
の
社
会
保
障
関
連
費
は
毎
年
一
兆
円
前
後
の
ペ
ー

ス
で
増
加
を
続
け
る
。
そ
う
し
た
実
態
が
頻
繁
に
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
将
来
世
代
へ
の
負
担
と
な
る
政
府
債
務
が
増
大
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
、
社
会
保
障
の
充
実
の
た
め
に
は
何
ら
か
の
負
担
増
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
認
識
が
徐
々
に
有
権

者
の
間
で
広
が
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
麻
生
は
「
高
負
担
高
福
祉
」
の
道
は
避
け
つ
つ
も
「
中
福
祉
」
を
実
現
す
る
た
め
の
財
源
と
し
て

の
消
費
増
税
に
理
解
を
求
め
、
二
〇
〇
九
年
八
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
再
び
消
費
税
は
争
点
の
一
つ
と
見
ら
れ
た
。

　
そ
こ
で
自
民
党
が
「
社
会
保
障
の
強
化
の
た
め
景
気
回
復
後
に
消
費
税
を
引
き
上
げ
た
い
」
と
の
訴
え
を
改
め
て
提
示
し
た
の
に
対
し
、

政
権
交
代
を
目
指
す
民
主
党
の
鳩
山
由
紀
夫
代
表
は
「
政
権
を
取
っ
て
も
四
年
間
は
消
費
税
を
上
げ
な
い
」
と
の
方
針
を
掲
げ
た
。
結
果

は
民
主
党
が
大
勝
し
鳩
山
政
権
が
発
足
、
二
大
政
党
の
競
合
に
よ
る
政
権
交
代
と
い
う
新
た
な
政
治
の
時
代
が
訪
れ
た
か
に
見
え
た
。
し

か
し
財
政
面
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
政
権
交
代
は
財
政
規
律
の
喪
失
に
つ
な
が
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
自
民
党
出
身
の
保
守
系
議
員
と
社
会
党
な
ど
旧
革
新
系
議
員
の
寄
り
合
い
所
帯
で
あ
る
民
主
党
は
政
策
的
な
一
貫
性
を
欠
き
、
二
〇
一

一
年
の
東
日
本
大
震
災
と
い
う
想
定
外
へ
の
対
応
も
強
い
ら
れ
た
こ
と
で
、
迷
走
続
き
と
い
う
印
象
を
多
く
の
国
民
に
与
え
続
け
る
こ
と

に
な
る
。
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八

四
　
二
度
の
政
権
交
代
と
財
政
規
律
の
喪
失

■
民
主
党
「
バ
ラ
マ
キ
」
財
政
と
方
針
転
換

　
二
〇
〇
九
年
に
政
権
交
代
を
果
た
し
た
民
主
党
は
当
初
、
財
政
再
建
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
。「
子
ど
も
手
当
」

「
農
家
の
個
別
所
得
補
償
」「
高
速
道
路
の
無
料
化
」
と
い
う
「
バ
ラ
マ
キ
」
色
の
強
い
政
策
を
政
権
公
約
に
並
べ
、
数
兆
円
に
及
ぶ
そ
の

財
源
は
歳
出
削
減
に
よ
っ
て
賄
う
、
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
公
約
を
実
施
に
移
し
た
二
〇
一
〇
年
度
予
算
は
代
わ
り
に
約
七
兆
円
を
捻

出
す
る
は
ず
が
、
実
際
に
「
事
業
仕
分
け
」
な
ど
で
削
減
で
き
た
の
は
そ
の
一
〇
分
の
一
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

　
一
年
足
ら
ず
で
退
陣
し
た
鳩
山
に
代
わ
り
副
総
理
・
財
務
相
の
菅
直
人
が
首
相
に
就
任
し
て
、
そ
の
よ
う
な
路
線
の
修
正
を
は
か
る
。

一
方
、
二
〇
一
〇
年
七
月
の
参
院
選
を
控
え
て
自
民
党
総
裁
の
谷
垣
禎
一
は
消
費
税
を
一
〇
％
に
す
る
案
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
麻
生
の

方
針
を
受
け
継
ぎ
、
放
漫
財
政
ぶ
り
を
批
判
し
て
き
た
民
主
党
政
権
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
狙
い
も
あ
っ
た
。
菅
は
こ
れ
を
と
ら
え
て

「（
今
後
の
消
費
税
は
）
自
民
党
案
の
一
〇
％
を
参
考
に
し
た
い
」
と
述
べ
、
増
税
に
お
い
て
野
党
と
の
協
力
を
探
る
方
針
を
示
唆
し
た
。

ギ
リ
シ
ャ
な
ど
で
表
面
化
し
て
い
た
財
政
危
機
に
よ
る
政
治
的
混
乱
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
菅
の
こ
の
方
針
転
換
は
、
そ
の
後
の
消
費
増
税
を
与
野
党
が
協
力
し
て
成
立
さ
せ
る
端
緒
と
な
っ
た
が
、
民
主
党
自
体
は
参
院
選
で
大

き
く
議
席
を
減
ら
し
て
過
半
数
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
。
菅
は
自
ら
の
消
費
増
税
に
関
す
る
発
言
が
敗
因
と
な
っ
た
こ
と
を
認
め
る
。
消

費
税
を
め
ぐ
り
与
党
が
参
院
選
で
大
敗
す
る
と
い
う
現
象
が
、
八
九
年
、
九
八
年
に
続
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
の
場
合
も
、
消
費
税
以
外
の
要
因
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
消
費
増
税
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は
選
挙
結
果
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
（
の
で
可
能
な
限
り
避
け
た
方
が
賢
明
で
あ
る
）、
と
い
う
本
音
が
政
界
に
広
く
共
有
さ
れ
て

き
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

■
復
興
特
別
税
と
消
費
増
税
合
意
の
画
期

　
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
は
財
政
面
で
戦
後
政
治
に
ひ
と
つ
の
画
期
を
も
た
ら
し
た
。
震
災
復
興
財
源
の
捻
出
と
い

う
重
い
課
題
に
つ
い
て
、
与
野
党
合
意
に
よ
る
特
別
税
と
い
う
解
答
で
合
意
し
た
の
だ
。
総
額
で
お
よ
そ
四
〇
兆
円
に
の
ぼ
る
と
見
ら
れ

た
復
興
予
算
は
、
所
得
税
、
法
人
税
、
住
民
税
へ
わ
ず
か
ず
つ
上
乗
せ
課
税
す
る
方
式
が
採
用
さ
れ
、
法
人
税
は
二
〇
一
二
年
度
か
ら
三

年
間
一
〇
％
の
追
加
徴
収
、
所
得
税
は
二
〇
一
三
年
か
ら
二
五
年
間
の
長
期
に
わ
た
り
二
・
一
％
の
上
乗
せ
、
住
民
税
は
二
〇
一
四
年
度

か
ら
一
〇
年
間
、
千
円
を
徴
収
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　
最
大
野
党
の
自
民
党
は
震
災
対
応
を
め
ぐ
っ
て
菅
政
権
を
強
く
批
判
し
退
陣
を
求
め
た
が
、
広
く
薄
く
負
担
を
求
め
る
特
別
税
に
関
し

て
は
歩
み
寄
り
、
財
界
も
協
力
し
た
。
菅
に
復
興
増
税
の
ア
イ
デ
ア
を
伝
え
た
の
は
蔵
相
経
験
の
あ
る
谷
垣
と
も
い
わ
れ
て
い
る）（（
（

。
戦
後

最
大
級
と
い
え
る
国
難
が
緊
急
避
難
的
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
合
意
し
た
与
野
党
い
ず
れ
も
一
部
に
は
異
論
を
抱
え
て
い
た
。
未
曽
有
の
大
災
害
か
ら
の
復
興
と
い
う
非
常
時
に
、
増
税
と

い
う
国
民
負
担
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
自
民
党
内
で
は
日
銀
の
借
金
＝
国
債
引
き
受
け
な
ど
金
融
緩
和
策
で
充

て
る
べ
き
と
い
う
意
見
が
一
部
に
出
て
い
た
。
こ
れ
が
後
の
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
称
す
る
金
融
緩
和
を
柱
と
す
る
経
済
政
策
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
菅
は
一
一
年
九
月
で
辞
任
し
、
後
継
に
は
財
務
相
の
野
田
佳
彦
が
選
ば
れ
る
。
短
期
間
な
が
ら
二
代
続
け
て
財
務
相
か
ら
首
相
へ
の
横

滑
り
と
い
う
形
と
な
り
、
民
主
党
政
権
内
で
財
務
省
の
影
響
力
が
増
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
菅
の
方
針
を
受
け
継

志林120_2_01及川.indd   19 2022/11/18   9:03



法
学
志
林
　
第
一
二
〇
巻
　
第
二
号�

二
〇

い
だ
野
田
は
、
自
民
党
と
公
明
党
に
呼
び
か
け
て
二
〇
一
二
年
六
月
に
い
わ
ゆ
る
「
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
に
関
す
る
与
野
党
合

意
を
ま
と
め
る
。
具
体
的
に
は
消
費
税
率
を
一
四
年
四
月
か
ら
八
％
へ
、
一
五
年
一
〇
月
に
一
〇
％
へ
二
段
階
で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
決

め
た
。

　
増
税
の
引
き
換
え
と
な
る
所
得
税
な
ど
の
減
税
は
行
わ
ず
、
消
費
税
の
歴
史
で
初
め
て
純
然
た
る
負
担
増
と
な
る
。
増
収
分
の
八
割
を

政
府
債
務
の
返
済
に
、
二
割
を
社
会
保
障
の
充
実
に
充
て
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

　
震
災
特
別
税
に
続
き
、
与
野
党
が
合
意
し
て
国
民
の
負
担
増
を
決
め
る
と
い
う
戦
後
民
主
政
治
の
エ
ポ
ッ
ク
で
は
あ
る
が
、
あ
る
意
味

で
財
務
省
の
描
い
た
筋
書
き
に
沿
っ
た
政
治
と
も
言
え
る
。
こ
れ
で
民
主
党
政
権
の
評
価
が
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
野
田
は
衆
院
の

任
期
満
了
を
待
た
ず
に
二
〇
一
二
年
一
一
月
に
解
散
、
一
二
月
の
総
選
挙
で
は
壊
滅
的
な
惨
敗
を
喫
し
て
「
自
爆
解
散
」
と
評
さ
れ
た
。

再
び
自
民
党
と
公
明
党
に
よ
る
連
立
政
権
が
復
活
し
、
九
月
に
自
民
党
総
裁
に
選
ば
れ
て
い
た
安
倍
晋
三
が
、
二
度
目
の
政
権
の
座
に
就

い
た
。

　
谷
垣
が
総
裁
選
の
立
候
補
を
見
送
っ
た
こ
と
で
本
命
不
在
の
混
戦
を
際
ど
く
制
し
た
安
倍
へ
の
評
価
と
期
待
は
、
一
部
の
固
い
保
守
・

右
派
層
を
除
け
ば
あ
ま
り
高
く
は
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
に
小
泉
の
最
有
力
側
近
と
し
て
事
実
上
の
後
継
指
名
を
受
け
て
戦
後
最
年
少

で
政
権
を
得
た
も
の
の
、
〇
七
年
参
院
選
の
敗
北
や
持
病
な
ど
か
ら
一
年
ほ
ど
で
政
権
を
投
げ
出
し
て
自
民
党
凋
落
へ
の
起
点
を
作
っ
た

記
憶
が
ま
だ
生
々
し
く
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
安
倍
は
谷
垣
時
代
の
経
済
政
策
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
。

■
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
異
端
の
逆
転

　「
日
銀
の
輪
転
機
を
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
、
無
制
限
に
お
札
を
す
る
」「
建
設
国
債
は
日
銀
に
全
部
買
っ
て
も
ら
う
」

　
二
〇
一
二
年
一
一
月
、
総
選
挙
を
前
に
次
期
首
相
が
確
実
視
さ
れ
て
い
た
安
倍
は
こ
う
し
た
発
言
を
繰
り
返
し
、
こ
れ
に
反
応
し
た
市
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二
一

場
は
株
価
の
上
昇
に
わ
い
た
。「
安
倍
相
場
」
と
呼
ば
れ
た
異
例
の
展
開
に
安
倍
と
そ
の
経
済
ブ
レ
ー
ン
た
ち
は
自
信
を
深
め
、
翌
月
に

政
権
が
成
立
し
て
か
ら
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
称
す
る
大
胆
な
金
融
緩
和
を
実
施
に
移
し
た
。
二
〇
一
三
年
に
新
た
な
日
銀
総
裁
に
黒
田

東
彦
を
就
け
た
こ
と
は
、
日
銀
の
中
立
性
と
独
立
性
を
軽
視
し
た
露
骨
な
「
政
治
任
用
」
と
見
ら
れ
、
日
銀
の
国
債
購
入
は
か
つ
て
戦
時

下
で
の
み
用
い
ら
れ
た
「
禁
じ
手
」
で
あ
る
と
の
批
判
も
強
か
っ
た
。

　
し
か
し
「
バ
ズ
ー
カ
」
と
称
さ
れ
た
日
銀
の
国
債
大
量
購
入
が
発
表
さ
れ
る
と
株
価
は
さ
ら
に
上
昇
し
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
批
判
の
声
は

次
第
に
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
。
一
部
で
懸
念
さ
れ
た
イ
ン
フ
レ
は
起
こ
ら
ず
、
日
銀
が
政
策
目
標
と
し
て
掲
げ
た
物
価
上
昇
は
八
年
近
い

安
倍
政
権
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
デ
フ
レ
基
調
が
続
い
た
こ
と
で
、
国
民
生
活
の
上
で
の
不
満
が
生
じ
に
く
く
な
っ

た
感
す
ら
あ
る
。
株
価
上
昇
の
恩
恵
を
受
け
た
層
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
て
も
一
定
割
合
で
存
在
し
、
円
安
も
あ
っ
て
企
業
業
績
は
総
じ

て
改
善
し
、
失
業
率
も
低
め
で
雇
用
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
。

　
安
倍
が
金
融
緩
和
政
策
を
看
板
に
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
自
民
党
の
野
党
時
代
、
震
災
特
別
税
に
反
対
す
る
グ
ル
ー
プ
が
出
来
て
、

そ
の
頭
目
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る）（1
（

。
後
に
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
仕
掛
け
人
」
と
呼
ば
れ
た
自
民
党
衆
院
議
員
の
山

本
幸
三
や
、
浜
田
宏
一
、
岩
田
規
久
男
な
ど
安
倍
ブ
レ
ー
ン
と
さ
れ
た
金
融
緩
和
を
主
張
す
る
学
者
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
、
従
来
の
金
融
・

経
済
学
の
主
流
か
ら
は
や
や
異
端
視
さ
れ
て
い
た
。
他
に
も
黒
田
や
本
田
悦
朗
、
高
橋
洋
一
な
ど
旧
大
蔵
省
出
身
で
省
内
で
も
主
流
で
は

な
か
っ
た
人
物
が
重
用
さ
れ
た
の
も
特
徴
で
あ
る
。
政
策
的
に
は
「
リ
フ
レ
派
」
と
分
類
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

　
傍
流
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
た
ち
が
不
遇
を
か
こ
つ
安
倍
と
結
び
つ
き
、
そ
の
安
倍
が
大
方
の
予
想
に
反
し
て
再
び
政
権
を
得
る
こ
と
で
、

異
端
が
正
統
へ
と
逆
転
し
た
。
両
者
と
も
あ
る
種
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
（
怨
恨
）
に
似
た
心
情
的
な
共
通
点
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
後
に
欧
米
の
主
要
国
も
多
く
が
金
融
緩
和
に
踏
み
切
り
、
中
央
銀
行
の
国
債
引
き
受
け
も
禁
じ
手
と
は
見
な
さ
れ
な
い
よ
う
な

状
態
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
日
本
の
経
済
政
策
転
換
は
世
界
に
先
ん
じ
る
形
に
な
り
、
そ
の
点
で
は
安
倍
グ
ル
ー
プ
の
成
功
と
い
え
る
。
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二
二

■
財
政
「
緩
和
」
と
い
う
副
作
用

　
一
方
で
、
財
政
規
律
の
面
で
は
民
主
党
政
権
時
代
よ
り
も
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
焦
点
と
な
っ
た
消
費
増
税
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
の

八
％
へ
の
引
き
上
げ
は
三
党
合
意
の
通
り
行
わ
れ
た
も
の
の
、
続
く
二
〇
一
五
年
一
〇
月
の
一
〇
％
引
き
上
げ
は
凍
結
さ
れ
、
実
施
は
四

年
後
の
一
九
年
一
〇
月
ま
で
延
ば
さ
れ
る
。
実
施
の
際
に
も
連
立
を
組
む
公
明
党
の
か
ね
て
か
ら
の
主
張
を
容
れ
る
形
で
、
生
活
必
需
品

は
八
％
に
据
え
置
い
た
。

　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
支
持
・
推
進
派
の
学
者
た
ち
は
お
お
む
ね
消
費
増
税
に
否
定
的
で
、
安
倍
自
身
も
増
税
実
行
の
国
政
選
挙
へ
の
悪
影
響

や
政
権
維
持
の
障
害
と
な
る
可
能
性
を
意
識
し
て
い
た
。
ま
た
二
次
政
権
時
の
安
倍
は
小
泉
政
権
時
代
の
「
小
さ
な
政
府
」
路
線
に
や
や

批
判
的
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
格
差
の
拡
大
を
も
是
認
し
た
従
来
型
の
新
自
由
主
義
者
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
政
権
前
期
に
は
保
育
所

の
増
設
を
促
し
、
政
権
後
期
の
低
所
得
世
帯
へ
の
教
育
費
支
援
な
ど
の
政
策
で
は
子
育
て
世
代
、
若
年
層
の
好
感
を
呼
ん
だ
。
緊
縮
財
政

を
進
め
る
の
で
は
日
銀
に
国
債
を
買
わ
せ
る
意
味
は
な
い
。
か
く
し
て
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
目
標
は
二
〇
二
〇
年
度
へ
、

さ
ら
に
二
五
年
度
へ
と
先
送
り
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
「
緩
い
財
政
運
営
」
に
は
公
明
党
の
存
在
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
党
は
野
党
時
代
か
ら
伝
統
的
に
国
民
へ
の

直
接
現
金
（
な
い
し
金
券
）
支
給
を
重
視
し
て
き
た
。
典
型
的
な
の
が
、
安
倍
政
権
末
期
の
二
〇
二
〇
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策

の
「
一
律
一
〇
万
円
」
支
給
決
定
で
あ
る
。
所
得
制
限
を
か
け
な
い
一
律
支
給
を
主
張
す
る
意
見
は
自
民
党
内
に
も
あ
っ
た
が
、
決
め
手

と
な
っ
た
の
は
公
明
党
の
強
い
要
望
で
あ
る
。
赤
字
国
債
で
賄
っ
た
総
額
約
一
二
兆
円
の
大
部
分
は
個
人
の
貯
蓄
に
回
っ
た
と
見
ら
れ
、

政
府
が
借
金
し
て
個
人
の
懐
を
温
め
る
分
か
り
や
す
い
例
と
な
っ
た
。

　
安
倍
政
権
の
長
期
化
に
伴
っ
て
、
財
政
面
で
の
批
判
は
減
少
し
て
い
っ
た
。
安
倍
退
陣
後
の
二
〇
二
一
年
一
〇
月
に
岸
田
文
雄
政
権
下
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二
三

で
行
わ
れ
た
総
選
挙
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
有
権
者
心
理
を
慮
っ
た
与
野
党
が
公
約
に
財
政
出
動
を
競
う
よ
う
に
並
べ
、
財
務
省
の
矢
野
康

治
事
務
次
官
が
『
文
藝
春
秋
』
に
政
治
へ
の
警
鐘
を
鳴
ら
す
原
稿
を
寄
せ
て
話
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
政
治
の
側
に
さ
し
た
る
反
応
は
な

く
、
二
〇
二
二
年
七
月
の
参
院
選
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
野
党
が
消
費
税
の
引
き
下
げ
か
廃
止
を
主
張
し
た
、
財
政
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

の
一
層
の
深
化
が
進
ん
で
い
る
。

五
　「
民
主
主
義
の
負
債
」
は
返
済
可
能
か

■
議
会
制
民
主
主
義
と
財
政
悪
化

　
残
念
な
が
ら
、
複
数
政
党
に
よ
る
競
合
や
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
と
い
う
議
会
制
民
主
主
義
の
機
能
は
、
か
え
っ
て
財
政
を
悪
化
さ
せ

る
可
能
性
が
高
い
─
─
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
日
本
政
府
の
財
政
運
営
過
程
を
振
り
返
る
と
、
そ
う
結
論
す
る
こ
と
が
妥
当
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
半
世
紀
、
経
済
成
長
の
長
期
停
滞
と
並
行
し
て
少
子
高
齢
化
や
医
療
の
進
歩
に
よ
り
社
会
保
障
費
が
膨
張
し
て
き
た
と

い
う
環
境
の
変
化
が
大
き
く
影
響
し
て
は
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
七
〇
～
八
〇
年
代
、
単
独
政
権
時
代
の
自
民
党
の
方
が
、
財
政
に
関
す

る
問
題
意
識
や
責
任
感
を
わ
ず
か
な
が
ら
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
野
党
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
、
財
政
支
出
の

増
大
を
促
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
財
政
赤
字
の
削
減
を
促
す
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。

　
九
〇
年
代
以
降
の
連
立
政
権
時
代
、
そ
し
て
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
二
度
の
本
格
的
政
権
交
代
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ

う
に
財
政
を
悪
化
さ
せ
る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
九
〇
年
代
は
共
産
党
を
除
く
す
べ
て
の
国
政
政
党
が
与
党
を
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二
四

経
験
し
た
が
、
消
費
増
税
（
総
合
的
に
は
減
税
だ
が
）
に
対
し
て
自
民
党
を
除
け
ば
一
貫
性
の
な
い
態
度
が
多
か
っ
た
。
与
党
の
場
合
は

推
進
す
る
が
、
野
党
に
な
れ
ば
反
対
す
る
と
い
う
使
い
分
け
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
現
象
は
、
こ
れ
は
二
〇
一
三
年
に
政
権
を
失
っ
た
あ

と
の
民
主
党
（
民
進
党
）
一
部
議
員
に
も
見
ら
れ
た
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
二
〇
一
一
年
に
消
費
増
税
に
関
す
る
与
野
党
協
議
を
提
案
し
た
菅
政
権
と
、
野
党
と
し
て
翌
年
こ
れ
に
合
意
し
た
谷

垣
自
民
党
に
は
、
よ
り
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
あ
く
ま
で
財
政
と
い
う
角
度
の
み
か
ら
の
視
点
で
は
あ
る
が
。

　
し
か
し
辛
う
じ
て
財
政
規
律
へ
の
関
心
を
持
続
し
て
き
た
自
民
党
も
、
安
倍
が
長
期
政
権
化
に
成
功
し
た
こ
と
で
歯
止
め
を
失
い
、
も

と
も
と
財
政
に
関
心
の
薄
い
公
明
党
と
連
立
を
組
ん
で
い
る
こ
と
が
一
層
、
そ
う
し
た
流
れ
を
助
長
し
た
。
主
要
国
が
金
融
緩
和
に
追
随

し
て
以
降
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
も
財
政
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
皆
無
で
は
な
い
も
の
の
、
副
次
的
に
し
か
扱
わ
な
い
傾

向
が
顕
著
で
あ
る
。
Ｍ
Ｍ
Ｔ
な
ど
が
一
部
で
熱
狂
的
な
支
持
者
を
増
や
し
、
財
政
破
綻
の
警
鐘
が
国
民
に
信
用
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る

こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

■
社
会
保
障
と
国
民
負
担
の
水
準

　
日
本
政
治
で
負
担
と
給
付
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
消
費
税
導
入
お
よ
び
消
費
増
税
の
際
に
も
深
ま
ら
ず
に
終
わ
っ
て
き
た
。
福
祉
財
源
は

付
加
価
値
税
に
限
る
理
由
は
な
い
し
、
他
の
有
力
な
収
入
源
が
政
府
に
あ
れ
ば
（
例
え
ば
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
よ
う
に
）、
国
民
の
負
担

増
が
な
く
て
も
社
会
保
障
の
充
実
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
通
常
、
自
由
民
主
主
義
国
の
比
較
に
お
い
て
は
、
福
祉
水
準
と
付
加
価
値
税
の
税
率
は
比
例
す
る
の
が
常
識
だ
。
主
要
国
の
中

で
も
福
祉
水
準
が
際
立
っ
て
低
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
統
一
し
た
付
加
価
値
税
を
実
施
し
て
い
な
い
（
売
上

税
の
税
率
は
州
、
都
市
ご
と
に
異
な
る
）。
税
と
社
会
保
険
料
の
国
民
負
担
率
で
日
本
が
先
進
国
と
し
て
は
か
な
り
低
い
水
準
に
あ
り
、
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二
五

こ
れ
が
財
政
赤
字
の
増
大
圧
力
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
望
ま
し
い
社
会
保
障
と
負
担
の
水

準
に
つ
い
て
、
現
実
を
見
据
え
た
国
民
的
な
合
意
が
必
要
だ
が
、
政
権
は
そ
う
し
た
議
論
に
消
極
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。

■
根
強
い
消
費
税
ア
レ
ル
ギ
ー

　
海
外
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
間
に
は
、
他
の
先
進
国
と
異
な
り
日
本
政
府
に
は
財
政
再
建
へ
の
時
間
的
余
裕
が
ま
だ
十
分
に
残
さ
れ
て
い

る
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
論
者
で
も
、
長
期
的
に
は
持
続
不
可
能
な
レ
ベ
ル
の
財
政
赤
字
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て

い
る）（1
（

。
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
は
一
九
年
、
日
本
政
府
は
消
費
税
率
を
三
〇
年
ま
で
に
一
五
％
ま
で
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
提

言
す
る
報
告
書
を
発
表
し
た
。
妥
当
な
分
析
だ
ろ
う
が
、
政
治
的
に
は
か
な
り
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。

　
消
費
増
税
に
対
す
る
国
民
の
感
情
的
な
反
発
は
以
前
よ
り
小
さ
く
は
な
っ
た
も
の
の
、
な
お
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
近
年
の
「
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
」
派
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
た
ち
は
そ
れ
を
増
強
し
て
き
た
。
政
治
の
側
も
選
挙
結
果
へ
の
懸
念
か
ら
政
権
党
は
引
き
上
げ
を
た
め
ら

い
、
先
送
り
し
、
一
方
で
野
党
は
必
ず
一
定
の
集
票
が
見
込
め
る
と
の
考
え
か
ら
財
政
を
無
視
し
て
減
税
を
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
悪
循

環
が
財
政
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
根
源
に
あ
る
。

　
消
費
税
批
判
の
主
な
論
点
は
、
低
所
得
者
に
対
す
る
逆
進
性
と
景
気
へ
の
悪
影
響
で
あ
ろ
う
。

　
逆
進
性
に
つ
い
て
は
、
増
税
に
よ
っ
て
社
会
保
障
は
じ
め
再
配
分
の
利
益
を
最
も
受
け
る
の
が
低
所
得
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
政

府
が
説
得
力
を
も
っ
て
明
示
す
る
こ
と
で
納
得
性
を
高
め
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。
ア
メ
リ
カ
型
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
志

向
す
る
な
ら
、
税
制
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
に
近
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
共
産
党
を
は
じ
め
と
す
る
反
米
的
な
立
場
の
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政

党
は
、
こ
の
点
を
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
景
気
の
「
下
振
れ
リ
ス
ク
」
に
関
し
て
は
、
将
来
の
財
政
破
綻
の
リ
ス
ク
と
の
比
較
考
量
に
な
る
。
す
で
に
人
口
減
少
が
確
実
に
進
ん
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で
い
る
日
本
は
今
後
、
高
い
経
済
成
長
は
望
み
に
く
い
。
長
期
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築
を
優
先
す
る
の
か
、
微
小
な
景
気
変
動

を
言
い
訳
に
し
て
貧
弱
な
社
会
保
障
と
借
金
を
将
来
世
代
に
残
す
の
か
、
政
治
の
側
が
明
確
な
選
択
肢
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
政
府
へ
の
信
頼
と
将
来
世
代
の
た
め
に

　
国
民
の
自
国
政
府
に
対
す
る
信
頼
度
が
低
い
ほ
ど
財
政
は
悪
化
す
る
─
─
そ
う
推
測
し
た
く
な
る
デ
ー
タ
が
あ
る
。
米
Ｐ
Ｒ
会
社
の
エ

デ
ル
マ
ン
が
二
〇
二
〇
年
に
世
界
一
一
カ
国
で
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
対
象
国
中
で
「
政
府
を
信
頼
し
て
い
る
」
と
答
え
た
人
の
割
合

は
日
本
が
三
七
％
で
最
も
低
く
、
日
本
よ
り
わ
ず
か
に
高
い
の
が
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
は
も
う
少
し
高
く
、
先
進
民
主
主
義
国

中
で
最
も
高
か
っ
た
の
は
約
六
〇
％
の
ド
イ
ツ
だ
っ
た）（1
（

。

　
政
府
へ
の
信
頼
度
の
低
さ
と
政
府
債
務
の
多
さ
の
順
位
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
は
、
あ
な
が
ち
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
信
頼
度
の
高

さ
は
、
負
担
増
や
歳
出
削
減
に
つ
い
て
あ
る
程
度
納
得
し
て
い
る
国
民
の
多
さ
と
重
な
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
調
査
で

は
、
比
較
的
高
い
ド
イ
ツ
に
し
て
も
首
位
の
中
国
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
（
八
二
％
）
と
い
っ
た
専
制
主
義
的
な
国
よ
り
は
ず
っ
と
低
く
、

民
主
主
義
の
難
し
さ
を
物
語
っ
て
も
い
る
。

　
日
本
政
治
と
財
政
に
関
し
て
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
問
題
点
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
自
由
民
主
主
義
国
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
自

由
な
言
論
や
平
等
で
公
正
な
選
挙
に
基
づ
く
民
主
的
な
政
党
政
治
は
、
長
期
に
わ
た
る
安
定
し
た
政
策
決
定
を
必
ず
し
も
保
障
し
な
い
。

近
年
の
新
自
由
主
義
を
批
判
す
る
勢
力
は
、
そ
の
行
動
様
式
を
「
今
だ
け
金
だ
け
自
分
だ
け
」
で
あ
る
と
揶
揄
し
て
き
た
。
し
か
し
人
間

が
自
己
保
存
本
能
を
有
す
る
限
り
「
今
を
生
き
る
自
分
」
の
利
益
を
優
先
す
る
政
治
的
選
択
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
果
と
し

て
地
球
環
境
問
題
な
ど
と
同
様
に
、
中
高
年
に
偏
っ
た
政
財
界
の
指
導
者
た
ち
は
、
痛
み
を
伴
う
改
革
を
次
世
代
に
先
送
り
す
る
こ
と
を

繰
り
返
す
。
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二
七

　
ま
し
て
伝
統
的
な
共
同
体
や
宗
教
の
紐
帯
が
弱
ま
っ
た
状
況
で
の
民
主
政
は
、
よ
り
困
難
さ
を
増
し
て
い
る
。
少
子
高
齢
化
の
進
行
に

よ
っ
て
、
五
〇
歳
に
な
っ
て
子
ど
も
が
い
な
い
、
高
齢
者
に
な
っ
て
も
孫
が
い
な
い
有
権
者
の
割
合
は
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

家
庭
の
変
容
で
「
将
来
世
代
の
た
め
の
財
政
再
建
」
が
共
感
を
得
に
く
く
な
る
可
能
性
も
無
視
で
き
な
い
。

　
経
済
学
者
の
小
黒
一
正
は
「
民
主
主
義
の
失
敗
＝
世
代
間
格
差
」
の
是
正
の
た
め
に
、
政
治
の
人
材
供
給
の
あ
り
方
を
含
め
て
若
い
世

代
の
政
治
力
を
高
め
る
必
要
を
指
摘
し
て
い
る）（1
（

。
正
論
だ
が
、
二
〇
二
五
年
に
は
五
〇
代
以
上
が
有
権
者
の
六
割
超
を
占
め
る
と
い
う
見

通
し
の
下
、
実
行
に
移
す
の
は
か
な
り
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

　「
民
主
主
義
の
負
債
」
は
民
主
政
に
よ
っ
て
返
済
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
日
本
が
財
政
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
は
、

差
し
当
た
っ
て
議
会
外
の
財
政
独
立
機
関
の
創
設
、
社
会
保
障
費
の
増
減
と
国
民
負
担
率
を
連
動
さ
せ
る
仕
組
み
の
構
築
な
ど
が
検
討
課

題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
現
実
に
は
与
野
党
と
も
二
〇
二
〇
年
代
中
の
消
費
増
税
す
ら
タ
ブ
ー
に
近
い
よ
う
な
扱
い
で
、
見
通
し
は
暗
い
。

財
政
破
綻
の
「
運
命
の
日
」
へ
の
対
処
策
を
練
る
方
が
ま
だ
現
実
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
稿
の
主
題
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
、
近
時
の
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
が
世
論
と
政
治
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
を
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
力
及
ば
な
か
っ
た
。
他
日
を
期
し
た
い
。�

（
文
中
敬
称
略
）

【
注
】

（
（
）　
本
稿
で
の
政
府
債
務
な
ど
に
つ
い
て
の
数
値
は
基
本
的
に
財
務
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
「
財
政
に
関
す
る
資
料
」
に
よ
る
。

（
（
）　
例
え
ば
現
存
す
る
政
治
学
者
の
大
御
所
で
あ
る
佐
々
木
毅
（
元
東
大
総
長
）
は
、
二
〇
一
八
年
の
段
階
で
「
欧
州
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
政
権
は
財
政
的

に
は
す
で
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
読
売
新
聞
』
同
年
一
〇
月
三
〇
日
付
朝
刊
解
説
面
「
時
代
の
証
言
者
」）。

（
（
）　
Ｊ
・
Ｍ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
、
Ｒ
・
Ｅ
・
ワ
グ
ナ
ー
『
赤
字
財
政
の
政
治
経
済
学
：
ケ
イ
ン
ズ
の
政
治
的
遺
産
』（
文
具
堂
、
一
九
七
九
年
）。
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（
（
）　
東
根
千
万
億
『
等
し
か
ら
ざ
る
を
憂
え
る
　
元
首
相
鈴
木
善
幸
回
顧
録
』（
岩
手
日
報
社
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
（
）　
真
渕
勝
『
大
蔵
省
統
制
の
政
治
経
済
学
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）

（
（
）　『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
四
年
一
月
二
一
日
付
朝
刊
。

（
（
）　
中
曽
根
康
弘
『
天
地
有
情
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
六
年
）

（
（
）　『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
八
年
六
月
二
六
日
付
朝
刊
。

（
（
）　
高
畠
通
敏
編
『
社
会
党
─
─
万
年
与
党
か
ら
抜
け
出
せ
る
か
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

（
（0
）　
田
中
雅
子
『
負
担
増
政
策
の
成
立
と
政
治
制
度
─
─
連
立
政
権
時
代
の
政
党
間
競
争
と
協
調
』（
東
京
大
学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
、
博
士
論
文
要
約
）

（
（（
）　『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
八
日
付
朝
刊
四
面
連
載
「
七
〇
年
目
の
首
相
　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」。

（
（（
）　
同
連
載
一
一
月
二
七
日
付
、
一
二
月
一
日
付
朝
刊
な
ど
。

（
（（
）　
例
え
ば
マ
ー
ク
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
『
政
府
は
巨
大
化
す
る
　
小
さ
な
政
府
の
終
焉
』（
訳
・
月
谷
真
紀
、
日
経
Ｂ
Ｐ
。
二
〇
二
二
年
）
の
中
で
、
国
際
比

較
で
は
日
本
政
府
の
総
債
務
（
二
〇
一
七
年
で
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
三
八
％
）
を
過
度
に
問
題
視
す
る
の
は
誇
張
で
あ
り
純
債
務
（
同
一
二
四
％
）
を
重
視
す
べ
き
と

の
意
見
で
、
外
国
人
か
ら
借
り
た
分
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
も
債
務
不
履
行
リ
ス
ク
の
認
知
を
下
げ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
日
本
に
は
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
赤
字
を
減
ら
す
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ
る
。
た
だ
し
長
期
的
に
持
続
不
可
能
な
赤
字
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

（
（（
）　『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
二
一
年
八
月
一
八
日
付
朝
刊
四
面
「
チ
ャ
ー
ト
で
読
む
政
治
　
世
論
⑥
」

（
（（
）　
加
藤
創
太
・
小
林
慶
一
郎
編
著
『
財
政
と
民
主
主
義
　
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
債
務
危
機
へ
の
道
か
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
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