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政
治
に
お
け
る
不
祥
事
と
利
益
誘
導
政
治

岩
　
　
崎
　
　
正
　
　
洋

１　

政
治
に
お
け
る
不
祥
事
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

こ
れ
ま
で
、
政
治
学
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
不
祥
事
」
の
問
題
が
正
面
か
ら
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
皆
無
で
は
な
い
と
は
い
え
、

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
１
）

。
そ
の
た
め
、
政
治
学
で
は
、「
不
祥
事
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
研
究
者
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
理
解

を
得
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
説
明
が
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
般
に
用
い
ら
れ
る
「
不
祥
事
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
と
え
ば
、『
広
辞
苑
（
第
六
版
）』
に
よ
れ
ば
、「
関
係
者
に
と
っ
て
不
名
誉
で
好

ま
し
く
な
い
事
柄
・
事
件
」
と
さ
れ
て
い
る
。

政
治
に
お
け
る
「
不
祥
事
」
を
同
様
に
捉
え
る
と
、「
関
係
者
に
と
っ
て
不
名
誉
で
好
ま
し
く
な
い
政
治
的
な
事
柄
や
政
治
的
な
事
件
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
政
治
に
お
け
る
不
祥
事
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う

関
係
者
が
誰
な
の
か
と
い
う
問
題
を
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
一
国
の
首
相
が
起
こ
し
た
不
祥
事
は
、
誰
に
と
っ
て
不
名
誉
で
好
ま
し
く
な
い
こ
と
な
の
か
が
判
別
し
に
く
い
。
内
閣
を

二
二



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
二
八
）

構
成
す
る
一
人
と
し
て
首
相
を
位
置
づ
け
れ
ば
、
内
閣
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
不
名
誉
で
好
ま
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

議
院
内
閣
制
と
い
う
政
治
制
度
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
首
相
を
議
会
に
お
い
て
選
出
し
た
与
党
お
よ
び
与
党
の
議
員
に
と
っ
て
、
不
名

誉
で
好
ま
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
議
院
内
閣
制
が
議
会
と
連
動
し
て
内
閣
を
選
出
し
、
内
閣
が
議
会
に
責
任
を
負
う
と
す
れ
ば
、
議
会
に
と
っ
て
不
名
誉
で
好

ま
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
与
党
に
留
ま
ら
ず
、
野
党
も
含
め
た
国
会
議
員
全
体
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

国
会
議
員
の
存
在
も
、
元
を
た
ど
れ
ば
有
権
者
の
存
在
に
行
き
つ
く
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
現
代
の
民
主
主
義
に
お
い

て
、
有
権
者
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
政
治
的
指
導
者
を
選
出
し
、
選
ば
れ
た
指
導
者
に
よ
る
議
会
で
の
決
定
に
し
た
が
う
こ
と
に
な
る
。
有

権
者
は
、
事
実
上
、
選
挙
で
投
票
を
行
い
、
自
ら
の
意
思
表
示
を
行
う
以
外
に
直
接
的
な
政
治
参
加
の
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
。

現
代
民
主
主
義
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
政
治
的
指
導
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
指
導
者
を
選
出
す
る
の
は
有
権
者

で
あ
り
、
有
権
者
に
よ
る
選
出
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
民
意
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
首
相
の
不
祥
事
は
、
有
権
者
に
対
し
て
も
、
不
名
誉
で
好
ま
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
代
民
主
主
義
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
考
え
る
と
、
一
国
に
お
け
る
首
相
の
責
任
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
首
相
の
責
任
が
ど
こ
ま
で
な

の
か
、
首
相
の
影
響
力
が
及
ぶ
範
囲
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
を
明
確
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
首
相
の
不
祥
事
と
い
っ
て
も
、
誰
が
関
係
者
な
の
か
と
い
う
線
引
き
は
容
易
で
は
な
い
。
一
国
の
首
相
が
個
人
的
に

起
こ
し
た
不
祥
事
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
直
接
的
な
責
任
の
所
在
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
首
相
自
身
が
ど
の
よ
う
に
責
任
を

と
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
が
、
首
相
だ
け
に
責
任
が
留
ま
ら
な
い
場
合
に
は
、
首
相
を
選
出
し
た
関
係
者
に
も
責
任
が
及
ぶ
。

そ
の
点
に
関
し
て
も
、
線
引
き
を
行
う
の
は
容
易
で
は
な
い
。

二
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そ
れ
で
は
、
政
治
に
お
け
る
不
祥
事
に
関
す
る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

政
治
に
お
け
る
不
祥
事
に
関
す
る
研
究
を
行
う
際
に
は
、
ま
ず
、
不
祥
事
に
か
か
わ
っ
た
ア
ク
タ
ー
が
誰
な
の
か
を
判
別
す
る
必
要
が

あ
る
。
不
祥
事
を
引
き
起
こ
し
た
ア
ク
タ
ー
だ
け
で
な
く
、
不
祥
事
か
ら
直
接
的
に
影
響
を
受
け
、
不
名
誉
で
好
ま
し
く
な
い
と
感
じ
る

ア
ク
タ
ー
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し
、
ど
の
ア
ク
タ
ー
が
不
祥
事
を
引
き
起
こ
し
、
ど
の
ア
ク

タ
ー
が
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア
ク
タ
ー
間
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
不
祥
事
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
定
の
不
祥
事
の
背
景
に
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
当
該
の
事
例
を
丹
念
に
追
う
こ
と
に
よ
り
、
解
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
過
去
に
み
ら
れ
た
不
祥
事
の
い
く
つ
か
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
た
変
数
の
組
み
合
わ
せ
が
導
き
出
せ
る
と
し
た
ら
、
よ

り
普
遍
的
な
か
た
ち
で
、
不
祥
事
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
政
治
学
に
お
い
て
、「
不
祥
事
」
に
関
す
る
研
究
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
不
祥
事
と
さ
れ
る
出
来
事
の
起
点
か

ら
終
点
に
至
る
過
程
と
、
一
連
の
過
程
に
か
か
わ
っ
て
い
る
諸
ア
ク
タ
ー
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
の
不
祥
事
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ク
タ
ー
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
政
治
家
の
側
の
不
祥
事
な
の
か
、
そ
れ
と
も
政
府
の
側
の
不
祥
事
な
の

か
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

政
治
家
の
側
の
不
祥
事
と
し
て
は
、
政
官
業
（
な
い
し
政
官
財
）
の
関
係
に
お
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
カ
ネ
に
ま
つ
わ
る
政
治
家
の
汚

職
や
、
政
治
家
の
職
権
濫
用
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
政
治
家
の
側
の
不
祥
事
が
多
く
の
場
合
に
政
治
家
個
人
に
よ
る
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
、
政
府
の
側
の
不
祥
事
は
、
不
祥
事
に
か
か
わ
る
ア
ク
タ
ー
が
複
数
に
わ
た
り
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
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政
府
の
側
の
不
祥
事
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
首
相
を
は
じ
め
と
す
る
内
閣
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
不
適
切
な
言
動
は
も
と
よ
り
、
内
閣

が
職
務
を
遂
行
す
る
際
に
生
じ
た
ミ
ス
や
、
職
務
を
遂
行
し
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
問
題
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
政
府
と
い

う
広
義
の
組
織
と
し
て
考
え
る
と
、
官
僚
に
よ
る
不
祥
事
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
官
僚
個
人
が
引
き
起
こ
し
た
不
祥
事
も
あ
れ
ば
、
官
僚
組

織
そ
の
も
の
の
不
祥
事
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

大
別
す
る
と
、
政
治
家
の
側
の
不
祥
事
は
主
に
政
治
の
領
域
に
お
け
る
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
政
府
や

官
僚
の
側
の
不
祥
事
は
主
に
行
政
の
領
域
に
お
け
る
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
２
）

。
と
り
わ
け
、
政
治
学
で
は
、
政
治
の
領

域
に
注
目
し
、
そ
こ
で
の
問
題
を
取
り
扱
う
が
、
政
治
家
の
側
の
不
祥
事
は
、
し
ば
し
ば
「
政
治
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
や
「
政
治
腐
敗
」

な
ど
と
表
現
さ
れ
、
研
究
関
心
を
集
め
て
き
て
い
る
（
３
）

。

政
治
腐
敗
が
利
益
誘
導
政
治
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
る
の
は
、
利
益
誘
導
政
治
が
結
果
的
に
政
治
腐
敗
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
た
め

で
あ
る
（
４
）

。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
政
治
に
お
け
る
不
祥
事
の
研
究
は
、
利
益
誘
導
政
治
や
政
治
腐
敗
の
研
究
と
関
連
性
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。し

た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
政
治
の
領
域
に
焦
点
を
絞
り
、
政
治
に
お
け
る
不
祥
事
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
に
関
し
て
、
利
益
誘
導
政
治
や
政
治
腐
敗
と
と
も
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

２　

利
益
誘
導
政
治
は
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
生
じ
る
の
か

議
会
制
民
主
主
義
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
民
主
主
義
は
、
選
挙
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
（
＝
有
権
者
）
は
、

三
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選
挙
の
際
に
、
自
分
が
最
も
好
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
政
党
や
候
補
者
に
票
を
投
じ
る
こ
と
で
、
意
思
を
表
明
す
る
。
選
挙
で
は
、
政
党
や

候
補
者
に
よ
っ
て
競
合
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
有
権
者
に
対
し
て
、
異
な
る
複
数
の
選
択
肢
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
選
挙
で
は
、
競

合
が
重
視
さ
れ
、
政
策
の
選
択
や
政
権
の
選
択
が
な
さ
れ
る
と
い
う
説
明
に
な
る
。

現
代
は
、
古
代
の
都
市
国
家
で
民
主
主
義
が
実
践
さ
れ
て
い
た
時
代
と
は
異
な
り
、
国
民
の
直
接
的
な
参
加
に
よ
っ
て
政
治
が
運
営
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
民
主
主
義
が
本
来
も
っ
て
い
る
「
自
由
」
や
「
平
等
」
の
原
理
は
、
古
代
以
来
、
現
在
で
も
具
現
化
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
点
は
、
選
挙
の
意
味
合
い
を
考
え
る
際
に
も
参
考
に
な
る
。

現
代
の
民
主
主
義
理
論
家
の
代
表
的
な
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph A

. S
chum

peter

）
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
政
党
や
政
治

家
が
代
表
と
し
て
選
出
さ
れ
る
点
に
注
目
し
、
競
合
的
指
導
者
選
出
の
過
程
こ
そ
が
現
代
民
主
主
義
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
５
）

。
選

挙
に
は
、
複
数
の
政
党
や
候
補
者
が
登
場
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
立
場
が
示
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
有
権
者
は
平
等
に
、
一
人
一
票
一
投

票
価
値
と
い
う
前
提
で
投
票
す
る
。

そ
の
結
果
、
多
く
の
票
を
獲
得
で
き
た
も
の
が
当
選
し
、
当
選
者
に
は
、
正
統
性
（legitim

acy

）
が
付
与
さ
れ
る
。
当
選
者
は
、
国
民

の
代
表
と
し
て
議
会
に
議
席
を
確
保
し
、
立
法
活
動
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
選
挙
に
よ
っ
て
代
表
が
選
出
さ
れ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
議
会
が

形
成
さ
れ
る
。
議
会
制
民
主
主
義
の
理
論
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
選
挙
結
果
を
反
映
し
た
議
会
構
成
と
い
う
意
味
で
、
民
意
を
反
映
し

て
い
る
と
考
え
る
。

政
治
家
は
、
選
挙
で
当
選
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
統
性
を
獲
得
で
き
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
活
動
の
中
で
、
選
挙
で
の
当
選
を
最
も

中
心
に
位
置
づ
け
る
。
有
権
者
に
つ
い
て
も
、
自
分
の
意
思
を
託
す
代
表
を
選
ぶ
機
会
は
、
公
式
的
に
は
選
挙
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
、

選
挙
に
は
、
正
統
性
の
付
与
と
い
う
役
割
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
う
考
え
る
と
、
現
代
に
お
い
て
、
有
権
者
の
出
番
は
、
選
挙
の
と
き
ぐ
ら
い
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
。
有
権
者
が
決
定
を
行
う
の
は
、

選
挙
の
と
き
だ
け
で
あ
り
、
あ
と
の
政
治
的
な
決
定
は
、
議
会
で
政
治
家
が
行
う
。
選
挙
で
は
、
有
権
者
が
代
表
の
選
出
と
い
う
決
定
を

行
い
、
議
会
で
は
、
政
治
家
や
政
党
が
具
体
的
な
政
治
的
決
定
を
行
う
と
い
う
か
た
ち
で
、
分
業
が
な
さ
れ
て
い
る
。

選
挙
の
際
、
す
べ
て
の
有
権
者
に
は
、
平
等
に
選
択
の
自
由
が
あ
る
。
有
権
者
は
、
自
ら
の
選
好
に
も
と
づ
い
て
選
択
を
行
う
の
で
あ

り
、
政
党
や
候
補
者
は
、
有
権
者
の
支
持
を
最
大
化
し
よ
う
と
努
め
る
。
各
々
が
自
己
目
的
を
追
求
し
つ
つ
、
相
互
作
用
を
す
る
の
が
議

会
制
民
主
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
、
理
論
的
に
は
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
現
実
は
、
理
論
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
動
い
て
い
る
か
に
み
え
る
。
有
権
者
は
選
挙
で
意
思
を
表
明
し
、
議
院
内
閣
制

の
日
本
で
は
、
国
会
の
多
数
派
が
政
権
を
担
っ
て
い
る
。
一
九
五
五
年
以
来
、
長
期
に
わ
た
っ
て
自
民
党
が
政
権
与
党
の
座
を
占
め
て
き

た
の
も
、
選
挙
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
有
権
者
が
支
持
し
続
け
た
か
ら
こ
そ
、
自
民
党
は
与
党
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
二
〇
〇
九
年
の
民
主
党
を
中
心
と
し
た
連
立
政
権
の
誕
生
に
よ
る
政
権
交
代
も
、
選
挙
結
果
を
受
け
て
実
現
し
た
も
の
で
あ

り
、
理
論
ど
お
り
に
議
会
制
民
主
主
義
が
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
議
会
制
民
主
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
順
調
に
機
能
し
て
い
る

限
り
、
そ
こ
に
不
祥
事
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
祥
事
は
、
機
能
不
全
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
捉

え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
前
提
と
し
て
い
な
い
よ
う
な
作
動
に
つ
な
が
っ
た
り
、
元
来
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
有
し
て
い

る
仕
組
み
と
は
異
な
る
作
動
を
企
図
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

選
挙
で
は
、
一
人
一
人
の
有
権
者
が
自
ら
考
え
、
自
ら
判
断
し
て
、
政
党
や
候
補
者
に
一
票
を
投
じ
て
い
る
。
ま
た
、
政
党
や
候
補
者

に
つ
い
て
も
、
自
分
た
ち
の
政
策
を
有
権
者
に
訴
え
か
け
た
結
果
、
多
く
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
、
多
く
の
票
を
獲
得
し
、
多

く
の
議
席
も
獲
得
で
き
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
理
論
ど
お
り
だ
と
い
え
る
。
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し
か
し
、
現
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
政
治
家
が
選
挙
で
当
選
し
続
け
る
た
め
に
は
、
票
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
活
動
や
選
挙

活
動
に
要
す
る
カ
ネ
も
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
６
）

。
実
際
問
題
と
し
て
、
議
員
の
歳
費
だ
け
で
は
、
と
て
も
賄
え
な
い
よ
う
な
額
の
カ
ネ

が
必
要
に
な
る
。
政
治
家
が
カ
ネ
集
め
に
奔
走
し
、
本
来
の
仕
事
で
あ
る
政
治
活
動
に
専
念
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
本
末
転
倒
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
の
点
か
ら
政
治
改
革
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
、
数
年
に
わ
た
る
議
論
の
結
果
、
政
治
改
革
が
実
現
し
た
の
は
、
一
九
九
四
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
（
７
）

。

過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
汚
職
事
件
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
治
家
が
汚
い
カ
ネ
に
手
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
（
８
）

。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
は
、
政
治
活
動
に
お
い
て
最
低
限
度
必
要
な
額
の
カ
ネ
を
集
め
よ
う
と
し
て
汚
職
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、

職
務
権
限
が
絡
ん
だ
賄
賂
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
私
腹
を
肥
や
す
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、
違
法
に
カ
ネ
を
集

め
る
こ
と
自
体
が
問
題
と
な
る
。

政
治
に
は
カ
ネ
が
か
か
る
と
い
う
の
は
、
確
か
に
事
実
で
あ
る
（
９
）

。
例
え
ば
、
地
方
選
出
の
国
会
議
員
の
場
合
は
、
東
京
と
地
元
の
選
挙

区
と
の
両
方
に
事
務
所
が
必
要
と
な
る
。
事
務
所
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ス
タ
ッ
フ
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
と
も

な
い
、
ス
タ
ッ
フ
に
給
与
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
事
務
所
で
の
光
熱
費
や
水
道
代
な
ど
を
含
む
経
費
も
必
要
と
な
る
。
単
純

に
考
え
た
だ
け
で
も
、
政
治
活
動
に
か
か
る
カ
ネ
は
、
そ
れ
な
り
の
額
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
政
治
家
は
、
歳
費
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
寄
付
も
受
け
つ
け
る
こ
と
で
、
資
金
繰
り
を
行
う
。
政
治
家
に

対
し
て
、
自
然
発
生
的
に
寄
付
が
集
ま
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
多
額
の
献
金
が
寄
せ
ら
れ
る
政
治
家
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
多
く
の
場
合
は
、
そ
う
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
議
会
制
民
主
主
義
が
実
際
に
作
動
し
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
政
官
業
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（
な
い
し
政
官
財
）
に
よ
る
鉄
の
三
角
形
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
に
は
、
政
界
・
官
界
・
業
界
の
三
者
の
間
で
な
さ

れ
る
利
益
誘
導
型
の
政
治
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
利
益
誘
導
政
治
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
な
意
味
合
い
や
好
意
的
な
評
価
が
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
（
10
）

。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
否
定
的
に
用
い
ら
れ
、
利
益
誘
導
を
な
く
し
て
い
く
方
向
こ
そ
が
、
政
治
を
健
全
な
姿
に
取
り
戻
す
の
だ
と

い
う
風
潮
さ
え
み
ら
れ
る
。

政
治
に
お
い
て
、
私
的
な
目
的
の
た
め
に
私
的
な
利
益
が
誘
導
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
利
益
誘
導
は
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
し
か
し
、
公
的
に
存
在
す
る
不
都
合
を
是
正
す
る
た
め
に
公
的
利
益
を
国
民
に
も
た
ら
す
の
が
利
益
誘
導
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
利

益
誘
導
は
政
治
の
本
質
だ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
政
治
に
お
い
て
、
利
益
誘
導
は
「
是
」
な
の
か
。
そ
れ
と
も
「
非
」
な
の
か
。
と
も
す
れ
ば
、
利
益
誘
導
政
治
そ
れ
自
体

が
批
判
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
に
み
ら
れ
る
諸
悪
の
根
源
を
利
益
誘
導
に
見
出
し
、
政
治
を
汚
い
も
の
、
腐
敗
し

た
も
の
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
と
き
に
み
ら
れ
る
。

果
た
し
て
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
政
治
の
現
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
当
に
、
利
益
誘
導
政
治
は
、

否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、「
否
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
概
に
、
利
益
誘
導
政
治
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と

は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
利
益
誘
導
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
し
ま
う
と
、
政
治
の
実
際
の
姿
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

最
近
の
選
挙
で
は
、
投
票
率
の
低
下
や
無
党
派
層
の
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。
投
票
率
の
低
さ
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
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も
、
選
挙
そ
の
も
の
が
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
選
挙
管
理
委
員
会
や
マ
ス
コ
ミ
が
有
権
者
に
対
し
て
、
投
票
日
に
は
投
票
所
へ
足

を
運
び
、
投
票
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
呼
び
か
け
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
で
の
低
投
票
率
は
常
態
化
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
低
投
票
率
を
食
い
止
め
る
方
策
は
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
引
き
続
き
、
投
票
を
呼
び
か
け
る
努
力
を
怠
る
べ
き
で
は
な
い
。

外
国
の
よ
う
に
、
義
務
投
票
制
に
し
て
、
投
票
し
な
か
っ
た
有
権
者
に
対
す
る
罰
則
を
検
討
す
る
べ
き
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

無
党
派
層
の
増
加
は
、
従
来
か
ら
存
在
す
る
政
党
や
政
治
家
に
対
す
る
支
持
の
低
下
を
示
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う

な
有
権
者
と
政
党
・
政
治
家
と
の
結
び
つ
き
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
は
や
、
特
定
の
社
会
的
な
地
位
や
経
済
的
な
立
場
が
、
そ
の
ま
ま

特
定
の
政
党
や
政
治
家
を
支
持
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
選
挙
ご
と
に
支
持
政
党
を
変
え
る
移
ろ
い
や
す
い
有
権
者
の
心
を
ど
の
よ
う
に
捕

ら
え
る
か
は
、
政
党
や
政
治
家
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
選
挙
制
度
の
影
響
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
11
）

。
た
と
え
ば
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
は
、
一
九
九
六
年
の
総
選
挙
よ
り
小

選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
小
選
挙
区
で
は
、
一
人
の
候
補
者
し
か
当
選
で
き
な
い
。
こ
こ
数
回
の
選
挙
結
果
を
み

る
と
、
自
民
党
と
民
主
党
の
二
大
政
党
を
中
心
と
す
る
政
党
シ
ス
テ
ム
へ
の
変
容
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
選
挙
制
度
が
選
挙
結
果
に
及
ぼ

す
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
（
12
）

。

現
在
の
状
況
は
、
選
挙
で
の
低
投
票
率
が
当
た
り
前
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
小
選
挙
区
制
の
下
で
、
多
く
の
無
党
派
層
に
よ
る
投
票
行
動

が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
無
党
派
層
は
、
支
持
政
党
や
、
支
持
す
る
政
治
家
を
も
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
と
き
に
は
、
投
票
所
へ
足
を
運

ぶ
こ
と
な
く
、
棄
権
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
官
業
（
な
い
し
政
官
財
）
に
よ
る
鉄
の
三
角
形
に
よ
っ
て
、
議
会
制
民
主
主
義
は
作
動
し
続
け
て
い
る
。

政
界
・
官
界
・
業
界
の
利
害
が
一
致
し
て
い
る
と
き
、
彼
ら
が
議
会
制
民
主
主
義
の
枠
組
み
に
則
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
鉄
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の
よ
う
な
関
係
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

政
界
、
す
な
わ
ち
政
治
家
に
と
っ
て
は
、
選
挙
で
の
当
選
が
至
上
命
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
票
と
カ
ネ
が
必
要
と
な
り
、
業
界

と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
家
の
仕
事
は
、
立
法
活
動
で
あ
り
、
支
持
者
か
ら
の
票
と
カ
ネ
を
動
員
す
る
た
め
に
、
多

く
の
支
持
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
政
策
や
法
律
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
政
界
は
官
界
と
の
結
び
つ
き
も
欠
か
せ
な

い
の
で
あ
る
。

官
界
、
す
な
わ
ち
官
僚
に
と
っ
て
は
、
省
益
の
追
及
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
分
た
ち
の
省
庁
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
な

政
策
や
法
律
を
作
成
し
て
く
れ
る
政
治
家
と
の
結
び
つ
き
が
重
要
に
な
る
。
官
僚
の
役
割
は
、
行
政
に
限
ら
れ
て
お
り
、
立
法
を
行
う
政

治
家
と
の
協
力
関
係
が
な
け
れ
ば
、
省
益
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
官
僚
の
天
下
り
先
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
官
界
と
業
界
と
の
関
係
も
重
要
に
な
る
。
官
僚
Ｏ
Ｂ
が
既
に
業

界
に
天
下
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
際
は
、
Ｏ
Ｂ
と
の
関
係
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
現
役
官
僚
の
天
下
り
先
を
意
識
し
て
、
官
界
と
業

界
と
の
間
で
協
調
的
な
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
思
惑
が
生
じ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

業
界
、
す
な
わ
ち
団
体
は
、
ま
と
ま
っ
た
票
と
カ
ネ
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
政
党
や
政
治
家
を
支
持
し
、
自
分
た
ち
の
利
益
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
。
社
会
に
は
、
多
様
な
業
種
が
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
が
存
在
す
る
。
団
体
で
あ
る
以
上
、

そ
こ
に
加
入
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
に
は
共
通
し
た
利
益
が
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
の
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
っ
た
票
も
カ
ネ

も
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
政
党
・
政
治
家
を
支
持
す
る
こ
と
で
、
業
界
と
政
界
と
の
関
係
は
強
固
な
も
の
と
な
る
。

業
界
に
と
っ
て
は
、
許
認
可
な
ど
の
問
題
を
考
え
る
と
、
官
界
と
の
関
係
を
対
立
的
な
も
の
と
す
る
の
は
得
策
で
は
な
い
。
既
に
官
僚

Ｏ
Ｂ
が
業
界
に
天
下
り
を
し
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
彼
ら
を
通
じ
て
業
界
が
官
界
へ
の
要
求
を
行
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。

三
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つ
ま
り
、
政
界
・
官
界
・
業
界
の
三
者
は
、
互
い
に
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
現
代
の
民
主
主
義
が
選
挙
を
基
礎

と
し
て
い
る
以
上
、
三
者
は
、
合
法
的
に
、
あ
く
ま
で
議
会
制
民
主
主
義
の
枠
組
み
の
中
で
行
動
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
、

鉄
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
強
固
な
関
係
を
通
し
て
利
益
誘
導
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
利
益
誘
導
政
治
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
の
本

質
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
政
官
業
だ
け
で
な
く
、
と
き
に
は
、
政
官
財
に
よ
る
鉄
の
三
角
形
と
も
表

現
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
界
・
官
界
・
財
界
の
三
者
の
関
係
を
示
す
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
政
官
業
の
関
係
と
同
様
に
、
利
益
誘
導

と
い
う
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

利
益
誘
導
政
治
は
な
く
な
ら
な
い
の
か

選
挙
の
際
に
、
業
界
は
、
組
織
的
な
動
員
を
行
う
こ
と
で
政
党
や
政
治
家
を
支
持
す
る
。
そ
の
た
め
、
低
投
票
率
の
選
挙
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
組
織
の
も
つ
底
力
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
無
党
派
層
が
流
動
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
既
存
の
組
織
が
も
っ
て
い

る
力
は
、
低
投
票
率
の
と
き
に
こ
そ
強
み
を
出
す
。
無
党
派
層
が
投
票
所
へ
足
を
運
ぶ
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
し
て
も
、
組
織
の
動
員

に
よ
る
投
票
は
、
あ
る
程
度
、
選
挙
結
果
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
。

い
い
か
え
る
と
、
低
投
票
率
、
無
党
派
層
増
加
の
現
在
こ
そ
、
か
え
っ
て
選
挙
に
お
い
て
は
、
既
存
の
組
織
の
底
力
が
発
揮
し
や
す
く

な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
小
選
挙
区
制
で
は
、
獲
得
し
た
票
の
多
寡
が
明
確
な
勝
敗
の
基
準
と
な
る

た
め
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
支
持
票
を
も
っ
て
い
る
候
補
者
に
と
っ
て
は
、
組
織
票
が
強
み
と
な
る
。
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実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
構
図
は
、
政
官
業
（
な
い
し
政
官
財
）
に
よ
る
鉄
の
三
角
形
だ
け
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
業
界

（
な
い
し
財
界
）
を
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
と
し
て
拡
大
解
釈
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、「
地
元
」
と
い
う
一
つ
の
団
体
も
含
ま
れ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
政
界
・
官
界
・
地
元
に
よ
る
鉄
の
三
角
形
で
あ
る
。
地
元
へ
の
利
益
誘
導
は
、
政
治
家
本
人
の
考
え
が
基
底
に
あ
る
と
し
て

も
、
地
元
か
ら
の
陳
情
に
対
し
て
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
象
徴
的
な
表
現
を
使
え
ば
、「
田
中
角
栄
」

型
の
政
治
手
法
は
現
在
で
も
、
日
本
の
各
地
で
み
ら
れ
て
い
る
（
13
）

。

政
治
家
が
選
挙
で
当
選
す
る
た
め
に
は
、
地
元
の
選
挙
区
で
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
以
上
、
地
元
に
利
益
を
誘
導
し
よ
う
と
し
た
と
し

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
小
選
挙
区
で
の
当
選
を
期
す
な
ら
ば
、
国
民
代
表
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
地
域
代
表
と
も
い
う
べ
き
、
地
元

志
向
の
政
治
家
が
誕
生
す
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。

こ
こ
で
は
、
地
域
代
表
そ
の
も
の
が
批
判
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
選
挙
区
で
当
選
す
る
こ
と
に
よ
り
政
治
家
に
な
る
と
し
た

ら
、
選
挙
区
の
サ
ー
ビ
ス
を
重
視
し
、
地
元
へ
の
利
益
誘
導
を
行
う
の
は
当
然
の
行
為
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
さ
に
、
政
治
の
本
質
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
地
域
代
表
を
志
向
す
る
政
治
家
が
、
地
元
の
業
者
に
公
共
事
業
を
発
注
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
鉄
の
三
角
形
に

は
、
政
官
業
に
加
え
て
、
地
元
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
が
入
っ
て
お
り
、
議
会
制
民
主
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
地
元
と
い
う
舞
台
の
上
で
み

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
地
元
を
中
心
と
す
る
民
主
主
義
の
実
践
で
あ
る
と
い
え
る
。

選
挙
で
の
代
表
選
出
と
い
う
点
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
地
元
の
選
挙
区
に
と
っ
て
の
利
益
を
重
視
し
、
地
元
を
潤
す
こ
と
ば
か
り
に
目
を

向
け
て
い
る
政
治
家
が
い
た
と
し
て
も
、
不
思
議
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
政
治
家
は
、
地
域
代
表
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
説
明
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す
る
こ
と
も
で
き
る
。

政
治
家
が
利
益
誘
導
の
た
め
に
公
共
事
業
を
行
う
際
に
、
財
源
と
な
る
の
は
、
国
民
が
支
払
っ
た
税
金
で
あ
る
。
国
全
体
の
利
益
に
な

る
よ
う
に
、
国
民
の
税
金
は
使
わ
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
一
部
の
地
域
の
利
益
の
た
め
だ
け
に
税
金
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
は

問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
一
部
の
政
治
家
が
自
ら
の
選
挙
の
た
め
に
、
ま
た
、
自
ら
の
政
治
力
を
行
使
す
る
た
め
に
、

税
金
を
利
益
誘
導
の
た
め
に
使
っ
た
と
し
た
ら
、
本
来
は
公
的
な
役
割
を
担
う
べ
き
政
治
を
私
物
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
税
金
の
使
い
方
に
せ
よ
、
公
共
事
業
の
実
施
に
せ
よ
、
誰
も
が
納
得
し
う
る
よ
う
な
大
義
名
分
を
も
ち
、
結
果
的
に
、

利
益
誘
導
が
公
的
な
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
利
益
誘
導
を
否
定
的
に
扱
う
必
要
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
こ
そ
、

議
会
制
民
主
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
み
ら
れ
る
利
益
誘
導
政
治
を
「
是
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
家
に
よ
る
利
益
誘
導
は
、
政
治
家
自
身
が
支
持
獲
得
と
い
う
私
的
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
は
、
利
益
誘
導
が
手
段
と
な
る
。
日
常
的
に
、
政
治
家
が
地
元
に
密
着
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
ば
、
聞

こ
え
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
目
先
の
利
益
を
追
求
す
る
ば
か
り
で
、
地
元
完
結
型
の
民
主
主
義
と
な
る
可
能
性

も
否
め
な
い
。

地
元
密
着
型
の
政
治
が
、
地
元
レ
ベ
ル
で
の
議
会
制
民
主
主
義
の
作
動
を
促
し
て
い
る
限
り
、
地
元
完
結
型
の
民
主
主
義
に
留
ま
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
地
元
レ
ベ
ル
の
政
治
は
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
国
の
中
の
一
つ
の
地
域
の
こ
と
で
し
か
な
い
。

日
本
全
国
を
な
が
め
る
と
、
各
選
挙
区
で
は
、
選
挙
を
基
礎
と
し
て
代
表
が
選
出
さ
れ
て
お
り
、
選
ば
れ
た
代
表
者
は
、
国
会
議
員
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
選
挙
の
過
程
で
は
、
地
域
代
表
と
し
て
の
色
彩
を
も
ち
な
が
ら
も
、
ひ
と
た
び
選
ば
れ
た
ら
、

あ
と
は
国
民
代
表
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
の
が
国
会
議
員
で
あ
る
。
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し
か
し
、
一
人
の
国
会
議
員
が
地
域
代
表
と
国
民
代
表
の
両
方
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
否
か
は
、
判
別
が
つ
き
に
く
い
点
で
あ
り
、

す
べ
て
の
国
会
議
員
が
両
方
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
の
は
現
実
的
な
見
方
で
は
な
い
。
選
挙
の
と
き
も
、
そ
れ
以
外
の
日
常
的

な
活
動
に
際
し
て
も
、
地
域
代
表
と
し
て
の
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
（
あ
る
い
は
、
果
た
せ
な
い
）
政
治
家
が
少
な
く
な
い
の
も
事
実

で
あ
る
。

地
域
代
表
が
地
元
民
主
主
義
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
地
元
を
基
盤
と
す
る
利
益
誘
導
政
治
が
議

会
制
民
主
主
義
の
作
動
を
支
え
て
い
る
と
い
え
る
。
か
つ
て
な
さ
れ
た
「
地
方
自
治
は
民
主
主
義
の
最
良
の
学
校
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘

を
思
い
出
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
現
実
を
過
度
に
批
判
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
地
元
民
主
主
義

を
手
放
し
で
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
地
元
民
主
主
義
そ
れ
自
体
が
地
域
の
日
常
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
の
前
の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
た
対
処
療
法

的
な
政
策
の
作
成
や
実
施
に
重
点
が
置
か
れ
や
す
く
な
る
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
政
治
が
矮
小
化
さ
れ
る
危
険
が
と
も
な
う
。
地
元
民

主
主
義
は
、
あ
く
ま
で
も
地
元
レ
ベ
ル
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
政
治
の
大
き
な
方
向
性
を
考
え
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
あ
る
べ
き
国
家
の
姿
や
、
民
主
主
義
の
か
た
ち
、
日
本
の
国
際
的
な
役
割
な
ど
、
山
積
し
た
課
題
を
今
後
の
日
本
が
ど
の
よ

う
に
解
決
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
大
局
的
な
視
野
を
欠
く
恐
れ
が
あ
る
。

そ
れ
に
関
連
し
、
第
二
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
日
本
各
地
で
地
元
民
主
主
義
が
み
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
民
主
主
義
は
一
国
民
主
主
義
と
い
う
よ
り
も
、
地
元
民
主
主
義
の
総
体
と
表
現
し
た
ほ
う
が
実

態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。
国
会
議
員
自
身
が
国
民
代
表
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
大
局
観
が
欠
落
し
て
し
ま

う
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
の
志
向
は
、
地
元
優
先
と
な
り
、
地
域
代
表
と
し
て
の
役
割
に
専
念
す
る
危
険
が
あ
る
。
日
本
各
地
で
地
元
民
主
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主
義
が
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一
国
民
主
主
義
は
一
向
に
実
現
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
。

さ
ら
に
、
国
会
議
員
と
地
方
議
員
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
分
担
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
名
称
か
ら
す
れ
ば
、

国
会
議
員
は
国
レ
ベ
ル
の
こ
と
、
地
方
議
員
は
地
方
レ
ベ
ル
の
こ
と
を
担
当
す
る
と
い
う
分
け
方
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
地
方

議
員
に
は
、
地
域
代
表
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
国
会
議
員
に
は
、
国
民
代
表
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
議
員
が
地
域
代
表
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
議
員
の
独
自
性
は
あ
ま
り
示
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
と
も
す
れ
ば
、
地
方
議
員
は
、
役
所
と
住
民
と
の
間
の
連
絡
係
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
議
員
の
本
来
の
仕
事
で
あ
る
立
法

活
動
を
ど
こ
ま
で
充
実
さ
せ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
議
会
制
民
主
主
義
に
お
け
る
議
員
の
役
割
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
（
14
）

。

地
方
分
権
の
流
れ
が
進
ん
で
い
る
現
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
と
地
方
の
違
い
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
ま
で
以
上
に
、
国
会
議

員
と
地
方
議
員
と
の
分
業
を
意
識
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
の
議
会
制
民
主
主
義
を
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
す
る
た

め
に
は
、
狭
隘
な
志
向
を
取
り
除
き
、「
地
元
」
民
主
主
義
の
壁
を
越
え
、
日
本
と
い
う
「
一
国
」
民
主
主
義
を
明
確
に
意
識
し
た
大
局

観
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
議
会
制
民
主
主
義
の
理
論
と
、
実
際
の
姿
と
の
間
に
は
、
今
や
大
き
な
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
た
め
、
利
益
誘
導
政
治
が
常
態
化
し
、
過
度
の
利
益
誘
導
が
と
き
に
は
、
政
治
腐
敗
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４　

ど
の
よ
う
な
と
き
に
利
益
誘
導
政
治
が
政
治
腐
敗
に
つ
な
が
る
の
か

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
利
益
誘
導
政
治
は
、
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
過
度
の
利

三
三



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
四
二
）

益
誘
導
が
政
治
腐
敗
に
つ
な
が
る
こ
と
こ
そ
が
問
題
で
あ
り
、
違
法
性
を
帯
び
て
い
る
か
否
か
が
利
益
誘
導
政
治
と
政
治
腐
敗
と
を
分
け

る
基
準
と
な
る
。
利
益
誘
導
に
違
法
性
が
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
通
常
の
利
益
誘
導
政
治
で
は
な
く
、
政
治
腐
敗
と
な
る
。

あ
く
ま
で
利
益
誘
導
は
、
合
法
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
政
官
業
（
な
い
し
政
官
財
）
に
よ
る
鉄
の
三
角
形
や
、
政
治
家
と

地
元
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
枠
組
み
に
お
い
て
な
さ
れ
る
利
益
誘
導
は
避
け
て
通

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
是
か
非
か
を
論
じ
る
べ
き
対
象
で
は
な
く
、
民
主
主
義
が
機
能
す
る
た
め
に
、
あ
る
意
味
で
は
、
不
可

避
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

政
治
家
、
政
党
、
有
権
者
、
後
援
会
、
企
業
・
団
体
、
業
界
、
官
僚
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
利
益
誘
導
に
か
か
わ
っ
て
い
る

が
、
ア
ク
タ
ー
間
の
関
係
は
、
利
益
の
交
換
が
な
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
。
政
治
家
は
、
公
共
事
業
や
各
種
の
便
宜
な
ど
の
利
益
を
提
供
す

る
。
有
権
者
は
、
そ
れ
に
対
し
て
選
挙
の
際
に
、
票
と
い
う
か
た
ち
で
支
持
を
行
っ
た
り
、
企
業
・
団
体
は
、
政
治
献
金
と
い
う
か
た
ち

で
支
持
を
行
っ
た
り
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
間
の
関
係
は
、
見
返
り
が
前
提
と
な
る
利
益
の
交
換
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

ひ
と
た
び
、
交
換
の
方
法
や
中
身
が
違
法
性
を
帯
び
る
こ
と
に
よ
り
、
利
益
誘
導
が
政
治
腐
敗
と
な
る
。
日
本
に
お
い
て
、
過
去
に
み

ら
れ
た
政
治
腐
敗
を
大
別
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
形
態
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
や
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
形
態
の
汚
職
事
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

事
件
に
お
い
て
は
、
政
治
家
と
企
業
・
団
体
と
の
間
、
あ
る
い
は
政
官
業
（
政
官
財
）
の
間
で
賄
賂
や
口
利
き
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

政
官
業
（
な
い
し
政
官
財
）
に
よ
る
鉄
の
三
角
形
に
お
い
て
生
じ
た
政
治
腐
敗
は
、
政
治
家
個
人
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
構
造
的
な

問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
複
数
の
ア
ク
タ
ー
が
お
互
い
の
利
益
を
め
ぐ
り
、
協
力
関
係
に
あ
る
と
き
に
は
、
腐
敗
の
生
じ
る

三
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可
能
性
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
関
係
す
べ
て
が
腐
敗
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

政
治
家
が
、
特
定
の
企
業
や
団
体
か
ら
政
治
資
金
規
正
法
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
献
金
を
受
け
取
る
こ
と
や
、
選
挙
に
際
し
て
票
と

い
う
か
た
ち
で
支
援
を
受
け
る
こ
と
は
、
違
法
で
は
な
く
、
合
法
的
な
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
、
政
治
家
は
、
選
挙
活
動
に
も
政
治
活
動

に
も
カ
ネ
が
か
か
る
以
上
、
そ
れ
を
賄
う
た
め
に
献
金
を
募
る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
政
治
家
は
、
選
挙
に
当
選
し
な
け
れ
ば
自
ら
の

議
席
を
獲
得
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
選
挙
の
際
の
票
集
め
も
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
政
治
家
は
、
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
に
支
援
し
て
く

れ
る
企
業
・
団
体
の
利
益
を
代
表
し
、
利
益
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
。

企
業
・
団
体
も
ま
た
、
自
ら
の
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
な
政
治
家
に
対
し
て
、
献
金
や
票
と
い
っ
た
手
段
を
用
い
て
支
持
を
行
う
。
政

治
家
や
企
業
・
団
体
の
行
為
は
、
そ
の
点
で
は
合
法
的
な
行
為
で
あ
り
、
違
法
性
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
政
治
資
金
規
正
法
や
公

職
選
挙
法
の
規
定
に
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
違
法
行
為
と
な
り
、
利
益
誘
導
政
治
は
、
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
、
政
治
腐
敗
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。

政
治
家
と
企
業
・
団
体
と
の
関
係
に
、
さ
ら
に
、
官
僚
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
官
業
の
鉄
の
三
角
形
が
構
築
さ
れ
る
。
ま
た
、

政
治
家
の
地
元
選
挙
区
の
有
権
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
利
益
誘
導
と
い
う
交
換
関
係
が
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

利
益
誘
導
に
留
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
政
治
腐
敗
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
は
、
違
法
性
の
有
無
と
な
る
。

両
者
を
分
け
る
基
準
が
違
法
性
の
有
無
で
あ
る
と
し
て
も
、
両
者
に
は
共
通
し
た
部
分
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
お
り
、
と
も
す
れ
ば
、

容
易
に
利
益
誘
導
政
治
が
政
治
腐
敗
へ
と
転
換
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
両
者
と
も
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
関
与
と
い

う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
ア
ク
タ
ー
間
の
関
係
が
利
益
誘
導
に
よ
る
交
換
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

利
益
誘
導
政
治
と
政
治
腐
敗
は
、
共
通
し
た
構
造
を
な
し
て
お
り
、
構
造
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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政
官
業
に
よ
る
鉄
の
三
角
形
で
み
ら
れ
る
政
治
腐
敗
は
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
間
の
交
換
関
係
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に
か

か
わ
る
ア
ク
タ
ー
の
問
題
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
構
造
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
利
益
誘
導
を
も
た
ら
す
構
造
が
結
果
的

に
政
治
腐
敗
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
有
し
た
構
造
が
そ
こ
に
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
政
治
家
個
人
に
よ
る
政
治
腐
敗
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
政
治
家
個
人
が
政
治
資
金
収
支
報
告
書
に

虚
偽
の
記
載
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
り
、
巨
額
の
脱
税
が
発
覚
し
た
り
す
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
家
に
よ
る
秘
書
給
与

の
流
用
や
、
秘
書
給
与
の
肩
代
わ
り
な
ど
も
あ
る
。

一
九
九
四
年
の
政
党
助
成
法
成
立
後
、
翌
一
九
九
五
年
よ
り
政
党
に
対
す
る
助
成
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
党
に
対
し
て
政
党
交

付
金
が
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
15
）

。
各
党
の
中
央
本
部
は
、
国
か
ら
政
党
交
付
金
を
受
け
取
り
、
各
都
道
府
県
の
政
党
支
部
に
対
し
て

交
付
金
を
配
分
す
る
。
国
会
議
員
が
都
道
府
県
レ
ベ
ル
に
お
け
る
支
部
の
代
表
を
務
め
て
お
り
、
交
付
金
の
使
途
は
自
由
な
裁
量
に
よ
り

決
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
交
付
金
の
使
途
が
不
明
朗
で
あ
っ
た
り
、
政
治
資
金
規
正

法
違
反
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

政
治
家
個
人
に
よ
る
政
治
腐
敗
の
場
合
は
、
当
該
の
政
治
家
の
道
義
的
な
責
任
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
政
治
家
の
責
任
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
一
人
一
人
の
政
治
家
の
倫
理
観
に
よ
っ
て
、
政
治
腐
敗
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
。
個
々
の
政
治
家
の
も
つ
倫
理
観
が
政
治
腐
敗
の
防
止
に
も
役
立
つ
し
、
倫
理
観
の
欠
如
し
た
政
治
家
で
あ
れ
ば
、
政
治
腐
敗
は

容
易
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
政
治
腐
敗
に
は
、
構
造
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
と
、
政
治
家
個
人
の
倫
理
観
の
欠
如

な
い
し
低
レ
ベ
ル
の
倫
理
観
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
場
合
と
の
二
つ
の
形
態
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
議
会
制
民
主
主
義
の
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メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
し
て
い
て
も
、
常
に
政
治
腐
敗
が
発
生
す
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
り
、
政
治
腐
敗
の
研
究

は
、
今
後
も
さ
ら
に
進
め
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
政
治
腐
敗
の
原
因
の
究
明
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
腐
敗
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の

知
見
を
導
出
す
る
こ
と
は
、
政
治
に
お
け
る
不
祥
事
の
研
究
に
も
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
政
治
に
お
け
る
不
祥
事
の
研
究
は
、
手
薄
の
状
態
に
あ
り
、
今
後
も
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
政
治
家
の
側
に
焦
点
を
絞
り
、
利
益
誘
導
政
治
と
政
治
腐
敗
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
政
府
の
側
に
焦

点
を
絞
り
、
政
府
の
不
祥
事
に
関
し
て
も
別
な
機
会
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
１
） H

erbert E
. A

lexander and R
ei S

hiratori

（eds.

）, C
om

parative P
olitical F

in
an

ce A
m

on
g th

e D
em

ocracies, W
estview

 

P
ress, 1994.

（
岩
崎
正
洋
他
訳
『
民
主
主
義
の
コ
ス
ト
─
─
政
治
資
金
の
国
際
比
較
』
新
評
論
、
一
九
九
五
年
）。

（
２
） M

ichael Johnston

（ed.

）, P
u

blic S
ector C

orru
ption, 4vols, S

age, 2010.

（
３
） A

rnold J. H
eidenheim

er and M
ichael Johnston

（eds.

）, P
olitical C

orru
ption

: C
on

cepts an
d

 C
on

texts, 3rd ed., T
ransaction 

P
ublishers, 2009.

（
４
） 

岩
崎
正
洋
「
利
益
誘
導
と
政
治
腐
敗
」
河
野
武
司
・
岩
崎
正
洋
編
『
利
益
誘
導
政
治

─
国
際
比
較
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
芦
書
房
、
二
二
一
─

二
三
六
頁
。

（
５
） Joseph A

. S
chum

peter, C
apitalism

, S
ocialism

, an
d

 D
em

ocracy, H
arper and R

ow
, 1942.

（
中
山
伊
知
郎
・
東
畑
精
一
訳
『
資
本

主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
二
年
）。

（
６
） 

政
治
献
金
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
古
賀
純
一
郎
『
政
治
献
金
─
─
実
態
と
論
理
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
四
年
。

（
７
） 

佐
々
木
毅
編
『
政
治
改
革
一
八
〇
〇
日
の
真
実
』
講
談
社
、
一
九
九
九
年
。

（
８
） A

lbrecht R
othacher, 

‘Political C
orruption in Japan, ’ in M

artin J. B
ull and Jam

es L
. N

ew
ell

（eds.

）, C
orru

ption
 in
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（
四
六
）

C
on

tem
porary P

olitics, P
algrave, 2003, pp.106-119.

（
９
） 

政
治
家
の
政
治
活
動
に
カ
ネ
が
か
か
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
廣
瀬
道
貞
『
政
治
と
カ
ネ
』
岩
波
新
書
、

一
九
八
九
年
。
岩
井
奉
信
『
政
治
資
金
の
研
究
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
。
佐
々
木
毅
・
吉
田
慎
一
・
谷
口
将
紀
・
山
本
修
嗣
編
『
代
議

士
と
カ
ネ
─
─
政
治
資
金
全
国
調
査
報
告
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
。

（
10
） 

「
利
益
誘
導
政
治
」
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
河
野
・
岩
崎
編
、
前
掲
書
。

（
11
） 

選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
加
藤
秀
治
郎
編
訳
『
選
挙
制
度
の
思
想
と
理
論
』
芦
書
房
、
一
九
九
八
年
。

（
12
） 

選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
、
日
本
の
事
例
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
岩
崎
正
洋
編
『
政

党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
と
実
際
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
一
年
。

（
13
） 

田
中
角
栄
に
よ
る
政
治
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
保
阪
正
康
『
田
中
角
栄
の
昭
和
』
朝
日
新
書
、
二
〇
一
〇
年
。

（
14
） 

こ
の
点
は
、
政
治
家
が
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
と
も
関
連
す
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
／
脇
圭
平
訳
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
。

（
15
） 

政
党
に
対
す
る
公
的
助
成
と
政
党
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。R
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付
記　

本
稿
は
、
平
成
二
二
年
度
に
二
十
一
世
紀
文
化
学
術
財
団
よ
り
学
術
奨
励
金
を
受
け
て
実
施
し
た
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
ダ
ー
ク
サ

イ
ド
─
─
社
会
関
係
資
本
か
ら
み
た
不
正
行
為
と
不
祥
事
の
構
造
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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