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序

│
制
度
改
革
と
政
党
・
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容

政
治
改
革
後
、
日
本
に
お
け
る
政
党
や
政
党
シ
ス
テ
ム
は
変
化
し
た

（
1
）

。
一
九
九
四
年
に
政
治
改
革
関
連
四
法
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
選

挙
制
度
の
変
更
、
政
治
資
金
の
規
制
、
政
党
に
対
す
る
公
的
助
成
の
導
入
な
ど
が
実
現
し
た
（
佐
々
木 

一
九
九
九
）。

四
法
の
う
ち
、
ま
ず
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
で
は
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
が
従
来
の
中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
比

例
代
表
並
立
制
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
が
成
立
し
、
小
選
挙
区
の
区
割
り
作

一
四
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業
を
行
う
た
め
に
選
挙
区
画
定
審
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
で
は
、
政
治
資
金
の
規
制
を
強
化
し
、
資
金
管
理
団
体
の
取
り
扱
い
を
は
じ
め
、
企
業
・

団
体
献
金
や
個
人
献
金
の
総
枠
制
限
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
。
政
党
助
成
法
は
、
政
党
に
対
し
て
一
定
の
要
件
を
課
し
、
そ
れ
を
満
た
し
た

も
の
に
は
、
政
党
交
付
金
を
配
分
す
る
も
の
で
あ
り
、
年
間
約
三
〇
〇
億
円
が
費
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
日
本

に
お
け
る
政
党
政
治
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
改
革
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

政
治
改
革
の
名
の
下
で
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
約
二
〇
年
前
の
こ
と
で
あ
る

（
2
）

。
そ
の
時
点
に
お
い

て
、
日
本
の
政
治
改
革
は
、
一
連
の
制
度
改
革
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
制
度
を
変
え
る
こ
と
で
政
治
を
変
え
る
と
い
う
企
図
が

み
ら
れ
る
。
政
治
改
革
は
、
当
時
の
日
本
政
治
が
抱
え
て
い
た
諸
問
題
に
対
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
問
題
解
決
の
た
め
の
制
度
改
革

で
あ
っ
た
。

果
た
し
て
、
結
果
的
に
制
度
改
革
は
問
題
解
決
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
革
が
企
図
し
た
よ
う
に
問
題
は
解
決
し
た
と
い
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
改
革
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
残
存
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
制
度
改
革
に
と
も
な
い
、
新
た
な
問
題
が
発
生
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

制
度
改
革
が
成
功
し
た
か
、
そ
れ
と
も
失
敗
し
た
か
を
結
論
づ
け
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
改
革
の
成
功
や
失
敗
を
評

価
す
る
に
は
、
改
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
一

定
程
度
の
客
観
的
な
基
準
が
必
要
に
な
る
し
、
改
革
の
効
果
が
顕
在
化
す
る
ま
で
に
か
か
る
時
間
に
つ
い
て
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。特

に
、
政
治
改
革
の
場
合
は
、
制
度
改
革
に
論
点
が
集
約
さ
れ
た
た
め
、
新
し
い
制
度
の
効
果
が
現
れ
て
く
る
ま
で
に
は
、
そ
れ
な
り

一
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の
時
間
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
改
革
後
す
ぐ
に
み
ら
れ
た
効
果
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
二
十
年
後
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

効
果
で
あ
る
か
の
違
い
に
よ
っ
て
も
評
価
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
制
度
改
革
の
成
功
や
失
敗
を
論
じ
る
よ
り
も
、

改
革
に
よ
る
変
化
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
は
、
と
り
わ
け
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
に
注
目
し
、
制
度
改
革
に
よ
っ
て
何
が
変
わ
り
、
何
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
を
検
討
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
政
治
改
革
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
制
度
や
新
た
に
導
入
さ
れ
た
制
度
が
既
存
の
政
党
の
性

格
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、
政
党
シ
ス
テ
ム
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

2　

中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
へ

一
九
九
四
年
に
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
は
、
そ
れ
ま
で
採
用
さ
れ
て
い

た
中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
同
法
が
成
立
し
た
の
は
一
九
九
四
年
三
月
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
ら

く
の
間
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
新
し
い
選
挙
制
度
の
下
で
選
挙
が
行
わ
れ
た
の
は
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
〇
日
の
第
四
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
と

き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
六
回
に
わ
た
り
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
に
よ
る
総
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る

（
3
）

。
回
数

を
重
ね
る
こ
と
で
、
新
し
い
選
挙
制
度
は
定
着
し
、
制
度
に
よ
る
影
響
が
目
に
み
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る

（
4
）

。

各
党
は
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
と
い
う
選
挙
制
度
を
前
提
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
政
党
シ
ス
テ
ム
も
同
制
度
を
前
提
に
形

一
四
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を
な
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
結
果
、
政
党
の
中
央
集
権
化
が
進
み
、
政
党
組
織
は
変
化
し
、
政
党
間
競
合
に
よ
っ
て
形
づ
く

ら
れ
る
政
党
シ
ス
テ
ム
に
も
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

り
、
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（D

uverger 1951

）。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
で
は
、
戦
後
か
ら
一
九
九
四
年
の
改
革
が
な
さ
れ
る
ま
で
衆
議
院
の
選
挙
制
度
に
中
選
挙
区
制
が
採
用
さ

れ
て
い
た
。
戦
後
の
日
本
政
治
は
、「
五
五
年
体
制
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
中
選
挙
区
制
は
、
五
五
年
体
制
下
の
選
挙
制
度

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
五
五
年
体
制
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
政
党
と
政

党
シ
ス
テ
ム
に
焦
点
を
絞
り
、
一
九
五
五
年
に
日
本
社
会
党
と
自
由
民
主
党
（
以
下
、
自
民
党
）
が
誕
生
し
、
そ
の
後
の
政
党
間
競
合
の

基
軸
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
お
く
（
岩
崎 

二
〇
一
一
）。
自
社
二
大
政
党
の
対
立
は
、
中
選
挙
区
制
下
で
み
ら
れ
た
。

中
選
挙
区
制
は
、
小
選
挙
区
制
と
大
選
挙
区
制
と
の
間
の
中
間
的
な
性
格
を
も
ち
、
大
選
挙
区
制
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
中
選
挙
区
制
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
い
く
つ
か
の
選
挙
区
に
わ
か
れ
て
お
り
（
例
外
的
に
全
県
一
区
の
事
例
も
み
ら
れ
た
）、
全

国
で
一
三
〇
選
挙
区
か
ら
な
る
。
一
つ
の
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
る
議
員
の
数
は
三
〜
五
人
で
あ
り
、
単
記
非
移
譲
式
投
票
（single 

non-transferable vote: S
N
T
V

）
で
行
わ
れ
る
。
一
九
九
三
年
七
月
一
八
日
の
第
四
〇
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
に
、
衆
議
院
議
員
の

定
数
は
五
一
一
名
で
あ
っ
た
。

日
本
は
、
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
お
り
、
政
権
獲
得
を
目
指
す
政
党
は
、
衆
議
院
で
過
半
数
の
議
席
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
選
挙
区
制
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
政
党
は
、
一
三
〇
選
挙
区
す
べ
て
に
一
人
ず
つ
候
補
者
を
立
て
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
同

じ
選
挙
区
に
最
低
で
も
二
人
以
上
の
候
補
者
を
擁
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

衆
議
院
議
員
の
総
定
数
が
五
一
一
名
だ
と
、
そ
の
過
半
数
は
二
五
六
名
に
な
る
た
め
、
政
権
獲
得
に
は
衆
議
院
で
二
五
六
議
席
を
確
保

一
四
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
権
獲
得
を
目
指
す
政
党
は
、
全
選
挙
区
に
一
人
ず
つ
候
補
者
を
立
て
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
全
員
当
選
し

た
と
し
て
も
一
三
〇
議
席
に
過
ぎ
ず
、
落
選
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
一
つ
の
選
挙
区
に
最
低
で
も
二
〜
三
名
程
度
の
候
補
者
を

立
て
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
同
一
政
党
か
ら
同
一
選
挙
区
に
複
数
名
が
立
候
補
す
る
事
態
が
生
じ
る
。
い
ず
れ
の
候
補
者
も
自
ら

の
当
選
を
か
け
て
他
党
の
候
補
者
と
戦
う
と
と
も
に
、
自
分
と
同
じ
政
党
に
所
属
す
る
他
の
候
補
者
と
も
戦
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
中
選
挙
区
制
で
は
、
政
権
を
維
持
し
た
り
、
政
権
を
獲
得
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、
同
一
政
党
内
で
の
「
同
士
討
ち
」
が
避
け

ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

本
来
、
各
党
は
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
策
を
有
し
て
お
り
、
党
名
に
も
政
党
間
の
差
異
が
反
映
さ
れ
て
い
る
（S

artori 1976

）。

た
と
え
ば
、
左
派
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
革
新
的
な
政
策
を
掲
げ
る
政
党
は
、
共
産
党
や
社
会
党
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
、
右
派
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
や
保
守
的
な
政
策
を
掲
げ
る
政
党
は
、
保
守
党
や
自
由
党
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
。
こ
の
点
は
、
世
界
各
国
の
政
党
を
見
渡
す

と
共
通
の
こ
と
で
あ
り
、
政
党
の
違
い
は
名
称
に
現
れ
、
中
身
が
違
え
ば
一
つ
の
政
党
と
し
て
ま
と
ま
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
事
実
を
示

し
て
い
る
。

選
挙
は
、
政
権
獲
得
を
目
指
す
政
党
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ラ
ベ
ル
を
貼
り
、
自
ら
が
擁
立
す
る
候
補
者
を
一
人
で
も
多
く
当
選
さ
せ
る

べ
く
競
合
す
る
機
会
で
あ
る
。
選
挙
に
際
し
て
有
権
者
は
、
ラ
ベ
ル
の
異
な
る
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
自
分
の
好
み
に
合
っ
た
も
の
を

選
ぶ
。
有
権
者
が
選
択
肢
を
識
別
す
る
最
も
明
確
な
基
準
は
ラ
ベ
ル
の
違
い
で
あ
り
、
ラ
ベ
ル
の
違
い
が
中
身
の
違
い
を
も
意
味
し
て
い

る
。
各
党
が
選
挙
で
競
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
権
者
は
違
い
を
識
別
で
き
る
の
で
あ
り
、
ラ
ベ
ル
の
違
い
が
選
択
肢
の
違
い
を
意
味
し
、

中
身
の
違
い
を
も
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
政
党
間
競
合
の
最
低
限
度
の
条
件
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
同
一
政
党
か
ら
複
数
の
候
補
者
が
立
候
補
し
て
政
党
間
競
合
を
行
い
、
同
時
に
同
士
討
ち
を

一
四
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行
う
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、

こ
れ
が
常
態
で
あ
り
、
五
五
年
体
制
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

一
九
五
五
年
以
来
、
政
権
の
座
に
あ
っ
た
自
民
党
は
、
同
一
選
挙
区
に
複
数
の
立
候
補
者
を
擁
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
自
民
党
の
候

補
者
達
は
、
同
士
討
ち
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
同
一
政
党
か
ら
立
候
補
し
、
自
民
党
の
綱
領
を
前
提
と
し
、
有
権
者
に
対

し
て
訴
え
か
け
る
政
策
も
同
じ
で
あ
る
。
選
挙
で
彼
ら
は
他
党
の
候
補
者
と
競
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
が
所
属
し
て
い
る
自
民
党
の

他
の
候
補
者
と
も
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
党
の
候
補
者
と
の
違
い
は
容
易
に
表
現
で
き
る
と
し
て
も
、
自
党
の
他
の
候
補
者
と
の
違
い

を
示
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
有
権
者
に
対
し
て
政
策
を
訴
え
か
け
、
有
権
者
の
理
性
的
な
判
断
に
基
づ
く
選
択
に
し
た
が

お
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
有
権
者
の
情
に
訴
え
か
け
て
多
く
の
支
持
を
得
よ
う
と
す
る
候
補
者
が
続
出
し
た
。

自
民
党
の
候
補
者
は
、
他
党
の
候
補
者
と
所
属
政
党
の
違
い
や
政
策
の
違
い
を
前
面
に
出
し
て
戦
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
同
じ

自
民
党
の
候
補
者
と
は
そ
れ
が
で
き
な
い

（
5
）

。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
他
と
の
差
異
を
示
す
た
め
に
、
有
権
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
合
戦
を
繰
り
広
げ

た
。
政
治
家
な
い
し
候
補
者
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
冠
婚
葬
祭
で
の
心
尽
く
し
、
入
学
の
世
話
や
就
職
の
斡
旋
、
時
に
は
駐
車
違
反
や

自
動
車
の
ス
ピ
ー
ド
違
反
の
揉
消
し
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
自
民
党
の
政
治
家
や
候
補
者
だ
け

に
限
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
中
選
挙
区
制
下
で
当
選
を
目
指
す
者
の
多
く
が
サ
ー
ビ
ス
合
戦
に
参
戦
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
選
挙
区
制

下
の
選
挙
は
、
政
策
本
位
で
は
な
く
、
政
党
本
位
で
も
な
く
、
む
し
ろ
候
補
者
本
位
で
あ
り
、
候
補
者
は
、
有
権
者
の
情
に
訴
え
た
り
、

有
権
者
に
利
益
誘
導
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
支
持
を
得
る
こ
と
に
優
先
順
位
が
置
か
れ
て
き
た
（
河
野
・
岩
崎 

二
〇
〇
四
）。

ま
た
、
政
治
家
な
い
し
候
補
者
が
政
党
本
位
で
選
挙
を
戦
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
個
々
の
「
後
援
会
」
組
織
が
発
達
し
た
（
カ
ー

チ
ス 

一
九
七
一
）。
政
党
組
織
が
発
達
し
て
い
る
場
合
は
、
政
党
中
心
の
選
挙
と
な
り
、
党
本
部
が
自
党
の
候
補
者
を
支
援
す
る
が
、
政

一
五
〇



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
六
七
）

党
組
織
が
未
発
達
で
あ
れ
ば
、
政
治
家
や
候
補
者
は
、
自
分
の
身
を
自
分
で
守
る
し
か
な
い
。
各
人
は
、
自
ら
の
後
援
会
を
組
織
し
、
後

援
会
を
中
心
に
政
治
活
動
を
行
い
、
選
挙
の
際
も
後
援
会
に
頼
る
こ
と
で
、
当
選
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
は
、
当
選
し
続
け
る
た
め
に
後
援
会
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
後
援
会
は
、
候
補
者
を
当
選
さ
せ
る
た
め
の
組
織
で
あ
り
、
選
挙

を
通
じ
て
政
治
家
で
あ
り
続
け
る
の
に
不
可
欠
な
政
治
組
織
で
あ
る
。
中
選
挙
区
制
で
は
、
政
党
本
位
の
選
挙
で
は
な
く
、
候
補
者
本
位

の
選
挙
が
行
わ
れ
た
た
め
、
後
援
会
が
一
つ
の
政
治
組
織
と
し
て
根
付
い
た
の
で
あ
っ
た
。
後
援
会
は
、
地
縁
や
血
縁
を
基
礎
に
し
て
つ

く
ら
れ
、
政
治
家
と
有
権
者
と
の
間
で
な
さ
れ
る
利
益
誘
導
に
よ
っ
て
存
続
し
、
日
本
の
選
挙
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
二
つ
の
帰
結
が
生
じ
た
。
一
つ
は
、
カ
ネ
の
か
か
る
政
治
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
競
争
の
過
熱
化
に
よ
り
引
き
起
こ

さ
れ
た
。
も
う
一
つ
は
、
中
選
挙
区
制
下
で
み
ら
れ
た
同
士
討
ち
に
よ
り
、
自
民
党
内
で
は
派
閥
の
存
在
が
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ

た
。
前
者
は
、
政
治
に
金
が
か
か
る
た
め
、
政
治
腐
敗
が
後
を
絶
た
な
い
と
い
う
論
理
に
つ
な
が
り
、
政
治
改
革
が
必
要
だ
と
い
う
主
張

と
な
っ
た
。

後
者
に
関
し
て
、
中
選
挙
区
制
で
は
同
一
選
挙
区
に
お
い
て
、
同
一
政
党
か
ら
複
数
の
当
選
者
が
出
る
た
め
、
立
候
補
ま
で
の
過
程
と

当
選
後
の
政
治
家
と
し
て
の
活
動
の
過
程
の
両
方
で
物
心
両
方
の
側
面
か
ら
彼
ら
の
面
倒
を
み
る
役
割
を
派
閥
が
担
っ
た
（
佐
藤
・
松
崎 

一
九
八
六
）。
派
閥
の
領
袖
は
、
総
裁
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
自
派
の
勢
力
拡
大
を
志
向
し
た
。
派
閥
の
所
属
議
員

は
、
自
派
の
意
向
に
沿
っ
て
行
動
し
、
領
袖
と
の
間
に
親
分
子
分
関
係
を
築
い
た
。
自
民
党
で
は
、
派
閥
単
位
で
人
事
が
進
め
ら
れ
、
党

内
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
こ
と
も
閣
僚
に
な
る
こ
と
も
、
基
本
的
に
派
閥
の
推
薦
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
選
挙
で
一
人
の
候
補

者
が
当
選
し
、
そ
の
後
も
一
人
前
の
政
治
家
と
し
て
成
長
し
て
い
く
過
程
で
は
、
政
党
よ
り
も
派
閥
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
個
々
の
政
治
家
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
所
属
す
る
政
党
執
行
部
の
影
響
力
よ
り
も
派
閥
の
影
響
力
の
方
が
大
き
か
っ
た
。

一
五
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
六
八
）

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
に
端
を
発
す
る
政
治
と
カ
ネ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
続
発
し
、

カ
ネ
の
か
か
る
政
治
の
実
態
を
是
正
し
、
政
治
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
治
改
革
を
め
ぐ

る
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
、
自
民
党
の
長
期
政
権
と
政
権
交
代
の
不
在
、
自
民
党
内
の
派
閥
の
弊
害
、
中
選
挙
区
制
の
問
題
点
な
ど
が
俎

上
に
上
げ
ら
れ
、
政
治
改
革
の
論
点
は
、
政
治
と
カ
ネ
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
選
挙
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
改
革
の
問
題

へ
と
射
程
を
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

政
治
改
革
に
お
け
る
主
な
柱
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
選
挙
制
度
改
革
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
を
中
選
挙
区
制

か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
へ
と
変
更
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
小
選
挙
区
制
の
採
用
は
、
過
去
に
鳩
山
一
郎
や
田
中
角
栄
と
い
っ
た

自
民
党
の
リ
ー
ダ
ー
達
が
試
み
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
失
敗
し
、
長
年
に
わ
た
り
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
当
時
の
状
況
を
ふ
り
返
る
と
、
政

治
腐
敗
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
政
治
改
革
は
、
不
可
避
の
課
題
で
あ
り
、
一
九
九
四
年
の
政
治
改
革
関
連
四
法
の
成
立
は
、
一
つ
の
転
機

を
も
た
ら
し
た
。

3　

選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム

衆
議
院
の
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
は
、
総
定
数
四
八
〇
議
席
中
三
〇
〇
議
席
を
小
選
挙
区
か
ら
選
出
し
、
残
り
の
一
八
〇
議
席
を

全
国
一
一
ブ
ロ
ッ
ク
の
比
例
区
か
ら
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
同
制
度
の
導
入
当
初
は
、
小
選
挙
区
三
〇
〇
議
席
、
比
例
代
表

二
〇
〇
議
席
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
定

一
五
二



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
六
九
）

数
が
二
〇
議
席
削
減
さ
れ
、
総
定
数
は
五
〇
〇
議
席
か
ら
四
八
〇
議
席
と
な
っ
た
。
そ
の
内
訳
は
、
小
選
挙
区
三
〇
〇
議
席
、
比
例
代
表

一
八
〇
議
席
で
あ
る
。
選
挙
の
際
に
、
有
権
者
は
一
人
あ
た
り
二
票
を
も
っ
て
お
り
、
小
選
挙
区
で
は
候
補
者
に
一
票
、
比
例
区
で
は
政

党
に
一
票
を
投
じ
る
。

日
本
の
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
に
は
、
一
人
の
候
補
者
が
小
選
挙
区
と
比
例
代
表
の
両
方
に
立
候
補
で
き
る
「
重
複
立
候
補
制
」

が
あ
り
、
小
選
挙
区
で
落
選
し
て
も
比
例
代
表
に
立
候
補
し
て
い
る
場
合
は
、
小
選
挙
区
で
の
当
選
者
（
最
多
得
票
者
）
の
得
票
数
に
対

す
る
得
票
の
割
合
（
惜
敗
率
）
が
高
い
順
に
比
例
代
表
の
方
で
当
選
で
き
る
。
新
し
い
選
挙
制
度
は
、
小
選
挙
区
で
落
選
し
て
も
、
比
例

代
表
で
復
活
当
選
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
小
選
挙
区
で
有
効
投
票
総
数
の
一
〇
分
の
一
未
満
で
落
選
し
た
候
補
者
は
復
活
当
選
で
き

な
い
。

小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
は
、
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
と
を
混
合
し
た
選
挙
制
度
で
あ
り
、
併
用
で
は
な
く
並
立
で
あ
る
た
め

両
方
の
選
挙
制
度
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
小
選
挙
区
制
は
、
当
該
選
挙
区
で
最
多
得
票
者
の
み
が
当
選
す
る
多
数
代
表
型
の
選
挙
制
度
で

あ
り
、「
勝
者
総
取
り
」
の
論
理
が
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
複
数
名
の
候
補
者
が
競
合
し
て
も
一
人
し
か
当
選
し
な
い
た
め
、
当
選

者
に
投
じ
ら
れ
た
票
以
外
は
す
べ
て
「
死
票
」
に
な
る
。
小
選
挙
区
制
は
そ
の
点
が
欠
点
と
さ
れ
、
民
意
を
反
映
し
に
く
い
制
度
と
し
て

説
明
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
比
例
代
表
制
に
お
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
各
党
の
候
補
者
名
簿
が
提
示
さ
れ
、
有
権
者
は
政
党
名
で
投
票
す
る
。

各
党
の
候
補
者
は
、
自
党
の
得
票
数
に
応
じ
て
ド
ン
ト
式
で
当
選
が
決
ま
る
。
比
例
代
表
制
に
お
い
て
は
、
小
政
党
に
も
議
席
が
も
た
ら

さ
れ
、
民
意
が
反
映
さ
れ
や
す
い
と
さ
れ
る
が
、
結
果
的
に
小
党
分
立
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
日
本
の
並
立

制
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。

一
五
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
七
〇
）

一
九
八
九
年
あ
た
り
か
ら
政
治
改
革
が
議
論
さ
れ
始
め
、
一
九
九
〇
年
四
月
二
六
日
に
第
八
次
選
挙
制
度
審
議
会
が
「
選
挙
制
度
及
び

政
治
資
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
の
答
申
」
を
当
時
の
海
部
俊
樹
首
相
に
提
出
し
た
。
こ
の
答
申
は
、
そ
の
後
の
政
治
改
革
論
議
に
影
響

を
及
ぼ
し
た

（
6
）

。
選
挙
制
度
に
言
及
し
た
部
分
に
注
目
す
る
と
、「
衆
議
院
議
員
選
挙
は
、
政
権
の
獲
得
、
政
策
の
実
現
を
目
指
し
て
、
政

党
間
の
政
策
の
争
い
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、「
現
行
の
中
選
挙
区
制
の
下
で
は
、
選
挙
に
お
い
て
多
数
議
席
を

確
保
し
、
政
権
党
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
限
り
、
同
一
選
挙
区
で
同
一
政
党
か
ら
複
数
の
候
補
者
が
立
候
補
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら

の
候
補
者
に
と
っ
て
は
、
選
挙
は
政
党
、
政
策
の
争
い
と
い
う
よ
り
は
個
人
同
士
の
争
い
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
の
で
あ
り
、
個
人
本

位
の
選
挙
が
「
候
補
者
と
有
権
者
の
間
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
に
依
存
し
が
ち
と
な
り
、
ま
た
選
挙
に
要
す
る
資
金
の
膨
張
を
も
た
ら

す
」
こ
と
に
も
な
り
、「
永
年
に
わ
た
り
政
党
間
の
勢
力
状
況
が
固
定
化
し
、
政
権
交
代
が
行
わ
れ
ず
、
こ
の
こ
と
が
政
治
に
お
け
る
緊

張
感
を
失
わ
せ
、
そ
れ
が
ま
た
政
治
の
腐
敗
を
招
き
や
す
く
し
て
い
る
」
と
い
う
。

選
挙
制
度
改
革
に
は
、「
政
策
本
位
、
政
党
本
位
の
選
挙
と
す
る
こ
と
、
政
権
交
代
の
可
能
性
を
高
め
、
か
つ
、
そ
れ
が
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
責
任
あ
る
政
治
が
行
わ
れ
る
た
め
に
政
権
が
安
定
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
政
権
が
選
挙
の
結
果
に
端
的
に
示

さ
れ
る
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
直
接
に
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
多
様
な
民
意
を
選
挙
に
お
い
て
国
政
に
適
正
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
」
な
ど
が
必
要
と
な
る
。

小
選
挙
区
制
は
、「
政
権
の
選
択
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
思
が
明
確
な
形
で
示
さ
れ
る
、
政
権
交
代
の
可
能
性
が
高
い
、
政
権
が
安
定

す
る
な
ど
の
特
性
が
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
少
数
意
見
が
選
挙
に
反
映
さ
れ
に
く
い
と
い
う
問
題
」
が
あ
り
、
比
例
代
表
制
は
、「
多
様

な
民
意
を
そ
の
ま
ま
選
挙
に
反
映
し
、
少
数
勢
力
も
議
席
を
確
保
し
う
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
小
党
分
立
と
な
り
連
立

政
権
と
な
る
可
能
性
が
大
き
い
た
め
、
政
権
が
不
安
定
に
な
り
や
す
い
な
ど
の
問
題
」
が
あ
る
と
い
う
。
答
申
で
は
、
両
者
を
組
み
合
わ

一
五
四



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
七
一
）

せ
た
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
た
。
並
立
制
が
実
際
に
採
用
さ
れ
る
ま
で
に
は
答
申
で
み
ら
れ

た
議
論
が
マ
ス
コ
ミ
で
も
学
界
で
も
登
場
し
、
賛
否
両
論
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
一
連
の
制
度
改
革
で
は
、
新
制
度
導
入
後
の
政
党
政
治
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
制
度
改
革
を
行

え
ば
、
政
策
本
位
、
政
党
本
位
の
選
挙
が
実
現
し
、
政
権
を
担
い
う
る
複
数
の
政
党
が
誕
生
し
、
政
権
交
代
が
起
こ
る
と
い
う
薔
薇
色
の

未
来
像
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

政
治
改
革
後
の
並
立
制
下
で
は
、
各
党
と
も
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
提
示
し
て
選
挙
を
戦
う
よ
う
に
な
り
、
政
策
本
位
、
政
党
本
位
の
選
挙

が
実
現
し
て
い
る
と
い
う
楽
観
的
な
見
方
が
あ
る
。
小
選
挙
区
制
に
よ
り
自
民
党
と
民
主
党
と
い
う
二
党
制
が
も
た
ら
さ
れ
、
政
権
交
代

の
可
能
性
が
生
じ
た
こ
と
で
、
実
際
に
、
二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
の
総
選
挙
で
は
、
政
権
交
代
が
実
現
し
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
そ

の
後
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
の
総
選
挙
に
お
い
て
再
び
政
権
交
代
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
政
権
交
代
が
起
き
や
す
く

な
っ
た
と
い
う
見
方
を
と
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
政
治
的
不
安
定
を
も
た
ら
し
た
と
捉
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

現
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う
こ
と
は
性
急
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
政
権
交
代
の
可
能
性
が
以
前
よ

り
も
高
ま
っ
た
と
か
、
政
権
交
代
が
実
際
に
生
じ
た
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
二
大
政
党
に
よ
る
対
立
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

事
実
は
無
視
で
き
な
い
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
二
〇
〇
七
年
七
月
二
九
日
の
第
二
一
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
で

は
、
民
主
党
の
躍
進
と
、
自
民
党
の
大
敗
と
い
う
結
果
に
終
わ
り
、「
ね
じ
れ
国
会
」
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ね
じ
れ

国
会
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
一
日
の
第
二
三
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
結
果
で
衆
参
の
ね
じ
れ
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
。

ね
じ
れ
国
会
の
下
で
は
、
衆
議
院
で
は
、
自
民
党
と
公
明
党
の
連
立
与
党
が
多
数
派
を
構
成
す
る
の
に
対
し
、
参
議
院
で
は
、
自
民
・
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公
明
両
党
が
少
数
派
に
転
落
し
、
民
主
党
を
中
心
と
し
た
野
党
勢
力
が
多
数
派
と
な
っ
て
い
た
。
衆
参
の
ね
じ
れ
現
象
に
よ
り
、
法
案
審

議
が
滞
る
こ
と
も
あ
り
、
政
権
運
営
も
影
響
を
受
け
、
小
泉
純
一
郎
以
降
の
歴
代
首
相
は
、
い
ず
れ
も
政
権
を
長
く
維
持
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た

（
7
）

。

並
立
制
下
で
各
党
は
、
小
選
挙
区
に
候
補
者
を
一
人
ず
つ
立
て
、
比
例
代
表
で
は
候
補
者
名
簿
を
提
示
す
る
。
小
選
挙
区
で
は
一
人
し

か
当
選
し
な
い
た
め
、
中
選
挙
区
制
の
よ
う
な
同
一
政
党
の
候
補
者
同
士
の
戦
い
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
政
党
間
で
選
挙
協
力
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
小
選
挙
区
の
候
補
者
数
は
収
斂
し
た
。
た
と
え
ば
、
政
権
与
党
の
自
民
党
と
公
明
党
は
選
挙
協
力
を
行
う
よ
う
に
な

り
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
候
補
者
を
立
て
る
場
合
は
も
う
一
方
が
支
援
に
回
り
、
他
の
選
挙
区
で
は
そ
の
逆
の
パ
タ
ー
ン
と
な
る
。

ま
た
、
小
選
挙
区
で
は
自
民
党
の
候
補
者
を
推
し
、
比
例
代
表
で
公
明
党
を
推
す
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
野
党
側
も
選
挙
協

力
を
進
め
、
自
民
・
公
明
両
党
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
。
結
果
的
に
、
各
選
挙
区
で
は
、
与
党
側
の
候
補
者
と
野
党
側
の
候

補
者
と
の
一
騎
打
ち
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
つ
の
勢
力
以
外
の
候
補
者
が
出
る
こ
と
も
あ
る
が
、
実
際
は
、
自
民
党
と
民

主
党
の
対
立
図
式
と
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
衆
院
選
だ
け
で
な
く
、
参
院
選
で
も
、
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
の
よ
う
な
地
方
選
挙
で
も
み

ら
れ
て
き
た
。

か
つ
て
、
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
（M

aurice D
uverger

）
は
、
小
選
挙
区
制
が
二
党
制
を

助
長
し
、
比
例
代
表
制
は
多
党
制
を
促
進
す
る
と
指
摘
し
た
（D

uverger 1951

）。
そ
の
真
偽
を
め
ぐ
り
、
数
多
く
の
議
論
が
展
開
さ
れ

て
き
た
。
日
本
の
並
立
制
は
、
二
つ
の
選
挙
制
度
を
組
み
合
わ
せ
て
お
り
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
議
論
を
日
本
の
事
例
に
当
て
は
め
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
小
選
挙
区
で
は
、
自
民
対
民
主
と
い
う
図
式
が
既
に
全
国
的
に
で
き
て
お
り
、
二
党
制
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
公

明
党
か
共
産
党
か
社
民
党
が
第
三
勢
力
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
小
選
挙
区
に
お
け
る
二
大
政
党
を
脅
か
す
存
在
で
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は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
小
選
挙
区
制
が
自
民
党
と
民
主
党
に
よ
る
二
党
制
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

そ
れ
に
対
し
、
比
例
代
表
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
が
い
う
ほ
ど
単
純
な
因
果
関
係
は
み
ら
れ
な
い
。
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、

中
選
挙
区
制
の
と
き
か
ら
自
民
党
に
よ
る
一
党
優
位
政
党
制
（predom

inant party system

）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
政
党
の
数
や
左
右
軸

上
の
配
置
か
ら
す
れ
ば
、
多
党
制
で
あ
っ
た
。
文
字
通
り
一
党
優
位
で
あ
っ
た
が
、
自
民
党
以
外
の
政
党
は
複
数
存
在
し
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
新
た
に
並
立
制
が
導
入
さ
れ
た
時
点
で
、
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
に
は
、
多
党
制
の
色
彩
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
制
度
改
革

に
際
し
、
複
数
政
党
が
生
き
残
る
た
め
に
比
例
代
表
の
部
分
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
比
例
代
表
制
が
多
党
制
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
く
、
多
党
制
で
あ
る
が
ゆ
え
に
比
例
代
表
制
が
採
用
さ
れ
、
比
例

代
表
制
に
よ
っ
て
既
存
の
複
数
政
党
が
存
続
し
て
い
る
と
い
え
る
。
比
例
代
表
制
は
、
二
大
政
党
以
外
に
、
公
明
党
、
社
民
党
、
共
産
党

な
ど
が
議
席
を
獲
得
す
る
の
に
作
用
し
て
い
る
。
日
本
の
事
例
は
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
い
う
よ
う
な
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
と
の
関

係
が
全
く
み
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
選
挙
制
度
が
政
党
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
と
い
う
一
方
向
的
な
見
方
で
は
説
明
が
つ
か
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

並
立
制
の
小
選
挙
区
で
は
二
党
制
と
な
り
、
比
例
代
表
で
は
多
党
制
と
な
っ
て
い
る
。
政
党
シ
ス
テ
ム
の
形
状
を
み
る
と
、
一
党
優
位

政
党
制
で
あ
る
が
、
二
党
制
と
多
党
制
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
選
挙
制
度
が
混
合
型
で
あ
る
場
合
に
は
、

各
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
形
状
を
つ
く
り
出
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表

制
の
混
合
型
の
選
挙
制
度
が
制
度
ご
と
に
二
党
制
と
多
党
制
を
つ
く
っ
た
と
し
て
も
、
一
国
レ
ベ
ル
の
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
ど
ち
ら

で
も
な
い
形
状
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
実
際
に
、
世
界
の
国
々
の
選
挙
制
度
は
、
混
合
型
も
多
い
が
、
異
な
る
選
挙
制
度
が
政
党
シ
ス
テ

ム
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
考
え
る
参
考
に
な
る
。

一
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政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
示
す
指
標
の
「
選
挙
ヴ
ォ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
（volatility

）」
は
、
一
九
九
六
年
の
総
選
挙
で
高
い
数
値
を
示
し

た
が
、
そ
の
後
は
、
下
降
の
一
途
を
辿
り
制
度
改
革
以
前
並
み
に
な
っ
て
い
る
。
有
効
政
党
数
（eff ective num

ber of parties

）
は
、

一
九
九
三
年
七
月
の
中
選
挙
区
制
の
最
後
の
総
選
挙
で
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
同
選
挙
前
に
自
民
党
か
ら
離
党
し
た
人
々
が
新
党
さ

き
が
け
と
新
生
党
を
結
成
し
た
た
め
、
そ
の
選
挙
結
果
を
受
け
た
有
効
政
党
数
も
影
響
を
受
け
高
い
数
値
に
な
っ
た
。
そ
の
後
は
、
徐
々

に
低
下
し
、
並
立
制
導
入
前
の
有
効
政
党
数
並
み
に
な
っ
て
い
る
。

得
票
率
で
有
効
政
党
数
を
み
た
場
合
と
、
議
席
率
で
み
た
場
合
の
両
方
と
も
概
ね
似
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、LS

q

指
標
は
、

経
年
変
化
が
み
ら
れ
、
数
値
の
上
昇
が
み
ら
れ
る
。L

S
q

指
標
は
、
政
党
の
得
票
率
と
議
席
率
と
の
乖
離
を
説
明
し
て
お
り
、
選
挙
の

非
比
例
度
を
示
す
。
並
立
制
下
で
選
挙
を
重
ね
る
度
にL

S
q

指
標
の
示
す
数
値
は
高
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
選
挙
制
度
が

比
例
性
を
欠
い
て
お
り
、
民
意
の
反
映
の
程
度
が
低
下
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

並
立
制
は
、
小
選
挙
区
と
比
例
代
表
の
両
方
で
政
党
組
織
の
役
割
を
変
え
た
。
中
選
挙
区
制
下
で
派
閥
が
候
補
者
に
対
し
て
行
っ
て
い

た
こ
と
は
、
今
や
政
党
執
行
部
の
仕
事
で
あ
る
。
小
選
挙
区
で
は
、
一
人
の
候
補
者
の
み
が
党
公
認
と
な
り
、
選
挙
戦
を
戦
う
。
選
挙
時

に
党
公
認
候
補
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
候
補
者
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な
る
。

中
選
挙
区
制
下
で
は
、
派
閥
リ
ー
ダ
ー
に
対
す
る
忠
誠
心
が
候
補
者
に
問
わ
れ
た
が
、
並
立
制
下
で
は
、
政
党
執
行
部
に
対
す
る
忠
誠

心
が
問
わ
れ
る
。
党
執
行
部
が
党
の
公
認
を
与
え
る
た
め
、
候
補
者
は
、
執
行
部
に
睨
ま
れ
た
り
楯
突
い
た
り
し
た
ら
公
認
を
受
け
ら
れ

な
い
危
険
が
あ
る
。
同
様
に
、
比
例
代
表
で
も
政
党
の
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
る
か
否
か
、
記
載
さ
れ
る
と
し
て
も
順
位
が
ど
こ
か
が

候
補
者
に
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
並
立
制
下
で
は
、
自
民
党
も
民
主
党
も
公
認
の
候
補
者
を
決
め
る
際
に
公
募
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

公
募
は
、
書
類
選
考
や
面
接
に
始
ま
り
、
と
き
に
は
予
備
選
を
行
い
、
候
補
者
を
絞
り
込
み
、
最
終
的
に
残
っ
た
一
人
が
党
公
認
と
な

一
五
八



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
七
五
）

る
。
各
都
道
府
県
の
政
党
支
部
が
推
薦
し
た
候
補
者
で
あ
っ
て
も
、
政
党
本
部
に
よ
る
判
断
と
一
致
し
な
い
場
合
は
、
党
の
公
認
に
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
執
行
部
が
す
べ
て
の
判
断
を
行
う
た
め
、
小
選
挙
区
で
あ
れ
比
例
代
表
で
あ
れ
、
候

補
者
は
、
執
行
部
の
顔
色
を
窺
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
並
立
制
は
政
党
執
行
部
の
力
を
強
化
し
、
政
党
の
中
央
集
権
化
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
派
閥
が
隆
盛
を
極
め
て
い
た
時
代
と
は
著
し
い
違
い
で
あ
る
。

そ
の
顕
著
な
例
が
二
〇
〇
五
年
九
月
一
一
日
に
行
わ
れ
た
第
四
四
回
総
選
挙
で
の
候
補
者
の
公
認
を
め
ぐ
る
騒
動
で
あ
る
。
当
時
の
小

泉
純
一
郎
自
民
党
総
裁
は
、
自
ら
の
政
権
の
最
重
要
課
題
と
し
て
掲
げ
た
郵
政
民
営
化
の
是
非
を
問
う
た
め
に
衆
議
院
を
解
散
し
、
総
選

挙
へ
突
入
し
た
。
総
選
挙
は
、
八
月
三
〇
日
の
公
示
、
九
月
一
一
日
の
投
票
で
あ
っ
た
。

郵
政
民
営
化
は
、
小
泉
が
長
年
に
わ
た
り
掲
げ
て
き
た
課
題
で
あ
り
、
二
〇
〇
一
年
四
月
の
小
泉
内
閣
発
足
時
の
公
約
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
の
第
一
六
二
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、
郵
政
民
営
化
関
連
法
案
が
七
月
五
日
に
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
が
、
八
月
八
日
に
参

議
院
で
否
決
さ
れ
た
。
同
日
中
に
小
泉
首
相
は
衆
議
院
を
解
散
し
た
が
、
総
選
挙
で
は
、
法
案
の
採
決
で
郵
政
民
営
化
に
反
対
し
た
自
民

党
議
員
を
公
認
せ
ず
、
造
反
議
員
の
選
挙
区
に
は
、
彼
ら
の
対
立
候
補
を
「
刺
客
」
と
し
て
擁
立
し
た
。

本
来
、
自
分
が
反
対
す
る
政
策
を
掲
げ
る
政
党
に
所
属
す
る
こ
と
は
、
議
員
自
身
に
と
っ
て
適
切
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー

が
所
属
す
る
こ
と
は
、
そ
の
党
に
と
っ
て
も
不
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。
政
党
と
所
属
議
員
と
の
間
に
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
、
一
八
〇
度

異
な
る
主
張
が
共
存
す
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
お
り
、
政
党
と
し
て
は
不
健
全
な
姿
で
あ
る
。
小
選
挙
区
制
で
は
、
各
党
の
候
補
者
が
自
党

の
政
策
を
掲
げ
て
戦
う
の
で
あ
り
、
候
補
者
自
身
が
自
党
と
異
な
る
政
策
を
掲
げ
る
の
で
は
政
策
本
位
で
も
政
党
本
位
で
も
な
い
。
小
泉

の
執
行
部
が
造
反
議
員
に
刺
客
を
放
ち
、
刺
客
が
相
手
に
打
ち
勝
っ
た
こ
と
で
、
自
民
党
は
、
総
選
挙
で
歴
史
的
な
大
勝
を
収
め
た
。

二
〇
〇
五
年
の
衆
院
選
は
、
自
民
党
の
歴
史
的
な
勝
利
や
、「
小
泉
劇
場
」
と
呼
ば
れ
る
小
泉
首
相
の
政
治
手
法
ば
か
り
注
目
さ
れ
が

一
五
九
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ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
政
党
組
織
の
変
容
が
非
常
に
明
確
に
な
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
泉
首
相
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
無
視
で
き
な
い
と
し
て
も
、
並
立
制
で
は
、
政
党
執
行
部
が
従
来
と
は
異
な
る
権
限
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
候
補
者
の
生

殺
与
奪
ま
で
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
選
挙
区
制
下
で
は
、
派
閥
が
自
派
メ
ン
バ
ー
の
生
殺
与
奪
権
を
握
っ
て
い
た
が
、
並
立
制
下

で
は
、
派
閥
に
代
わ
り
、
政
党
執
行
部
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
の
総
選
挙
は
、
並
立
制
に
よ
る
四
回
目
の

選
挙
と
な
る
が
、
各
党
は
、
過
去
四
回
の
経
験
に
基
づ
き
、
選
挙
制
度
の
特
徴
を
ふ
ま
え
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

現
在
の
日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
学
の
教
科
書
が
説
明
し
て
き
た
よ
う
な
政
党
の
組
織
や
機
能
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
政
党
は
、
並
立
制
に
よ
り
中
央
集
権
化
が
進
み
、
選
挙
で
は
、
執
行
部
の
方
針
に
し
た
が
い
公
認
候
補
を
擁
立
し
、

政
策
を
有
権
者
に
示
し
て
戦
う
。
こ
の
点
は
、
教
科
書
の
中
で
政
党
の
説
明
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
選
挙
区
制
下
で
は
、
一
つ
の
政
党
内
で
候
補
者
の
同
士
討
ち
が
み
ら
れ
、
党
執
行
部
よ
り
も
派
閥
の
影
響
力
が
強
く
、
政

策
よ
り
も
後
援
会
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
多
寡
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
政
党
の
実
態
は
、
教
科
書
の
説
明
と
異
な
っ
て
い
た
。
政
党
が
模
範

的
な
姿
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
教
科
書
通
り
だ
と
捉
え
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
か
は
性
急
に
判
断
で
き
る

こ
と
で
は
な
い
。

並
立
制
下
の
政
党
の
中
央
集
権
化
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
政
党
政
治
に
つ
い
て
の
理
解
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
選
挙
区
制
が

同
一
政
党
の
候
補
者
に
よ
る
同
士
討
ち
を
な
く
し
た
こ
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
合
戦
を
な
く
し
、
カ
ネ
の
か
か
る
政
治
を
な
く
し
た
の
か
。
政

治
家
や
候
補
者
を
支
え
て
い
た
後
援
会
の
役
割
は
低
下
し
た
の
か
。
派
閥
の
役
割
も
低
下
し
た
の
か
。
後
援
会
や
派
閥
は
ど
の
よ
う
な
位

置
づ
け
に
な
っ
た
の
か
。
政
党
の
中
央
集
権
化
は
党
本
部
と
地
方
支
部
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
か
。
政
党
の
執
行
部
は
強
力

一
六
〇
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な
権
限
を
行
使
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
今
後
も
政
党
は
組
織
と
し
て
存
続
可
能
な
の
か
。
今
日
の
政
党
の
機
能
は
何
か
。

政
党
が
教
科
書
の
説
明
に
近
づ
い
た
と
考
え
る
の
は
、
安
易
で
あ
り
、
実
態
を
無
視
し
て
杓
子
定
規
に
政
党
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ

と
は
、
誤
認
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
政
党
が
以
前
と
は
様
相
を
変
え
、
中
央
集
権
化
し
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
組
織
と
し
て
行
動

し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
時
的
な
現
象
な
の
か
、
そ
れ
と
も
政
党
組
織
や
機
能
の
次

な
る
段
階
へ
の
変
容
な
の
か
は
経
過
観
察
の
必
要
が
あ
る
。

4　

政
党
の
変
化
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化

政
党
組
織
の
変
化
は
、
並
立
制
の
導
入
と
関
連
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
政
党
助
成
法
と
も
関
連
し
て
い
る
。
政
党
に
対
す
る

公
的
助
成
制
度
の
導
入
は
、
選
挙
制
度
改
革
と
同
時
に
行
わ
れ
た
。
政
党
に
対
す
る
助
成
制
度
に
よ
り
、
政
党
は
、
自
力
で
カ
ネ
集
め
を

し
な
く
て
も
国
か
ら
の
政
党
交
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
で
組
織
と
し
て
存
続
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

政
党
本
部
に
入
っ
た
交
付
金
は
、
支
部
に
配
分
さ
れ
る
た
め
、
政
党
組
織
に
お
い
て
本
部
と
支
部
と
の
関
係
は
、
以
前
よ
り
も
位
置
づ

け
が
明
確
に
な
る
。
政
党
助
成
法
と
は
、
国
が
政
党
に
対
し
て
政
党
交
付
金
に
よ
る
助
成
を
行
う
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
政
党
の

要
件
や
交
付
金
の
算
定
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
政
党
助
成
法
に
お
い
て
、
政
党
は
、「
当
該
政
治
団
体
に
所
属
す
る
衆

議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
を
五
人
以
上
有
す
る
も
の
」
か
「
直
近
の
国
政
選
挙
で
得
票
総
数
が
有
効
投
票
の
総
数
の
二
％
以
上
で
あ
る

も
の
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

一
六
一
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政
党
交
付
金
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
政
党
は
、
毎
年
一
月
一
日
現
在
で
総
務
大
臣
に
届
出
を
行
う
。
交
付
金
の
総
額
は
、
人
口
に

二
五
〇
円
を
か
け
て
出
さ
れ
た
金
額
で
あ
り
、
毎
年
約
三
〇
〇
億
円
に
な
る
。
政
党
交
付
金
は
議
員
数
割
と
得
票
数
割
で
交
付
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
大
政
党
ほ
ど
多
く
の
交
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
小
党
で
も
勢
力
に
応
じ
た
交
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
九
九
五
年
に
政
党
助
成
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
約
二
十
年
と
な
る
。
一
貫
し
て
、
受
け
取
り
を
拒
否
し
て
い
る
共
産
党
を
除
き
、

各
党
の
年
間
収
支
に
占
め
る
割
合
は
一
定
程
度
を
維
持
し
て
お
り
、
各
党
と
も
政
党
交
付
金
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
収
支
報

告
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

（
8
）

。

政
党
の
起
源
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
自
発
的
な
政
治
的
団
体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
公
的
助
成
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
な
党

派
と
い
う
歴
史
的
な
性
格
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
公
的
な
カ
ネ
を
受
取
っ
て
活
動
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
政
党
は
、
今
や
国
家
機

関
の
一
部
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。

カ
ッ
ツ
（R

ichard K
atz

）
と
メ
ア
（P

eter M
air

）
に
よ
る
「
カ
ル
テ
ル
政
党
（cartel party

）」
モ
デ
ル
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
お
り
、

政
党
組
織
の
変
容
を
説
明
し
た
。
同
モ
デ
ル
が
考
え
る
政
党
の
特
徴
は
次
の
通
り
で
あ
る
（M

air 1997

）。
表
面
上
は
、
競
争
相
手
で
あ

る
政
党
同
士
が
裏
で
は
共
謀
や
協
力
す
る
こ
と
で
自
分
達
の
存
続
を
図
る
。
企
業
同
士
で
カ
ル
テ
ル
が
組
ま
れ
る
か
の
よ
う
に
、
政
党
同

士
が
カ
ル
テ
ル
を
つ
く
り
、
表
面
上
は
、
有
権
者
か
ら
の
支
持
の
獲
得
を
目
指
し
て
競
合
し
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
、
国
か
ら
の
政
党

助
成
を
受
け
て
組
織
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
支
持
の
拡
大
や
献
金
獲
得
に
奔
走
せ
ず
に
存
続
す
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。

今
や
政
党
が
年
間
収
入
の
大
半
を
政
党
交
付
金
に
頼
る
状
況
で
は
、
国
家
機
関
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な

い
。並

立
制
が
政
党
組
織
を
変
え
た
よ
う
に
、
政
党
助
成
も
政
党
組
織
を
変
え
た
。
政
党
助
成
が
政
党
の
存
続
を
可
能
に
し
た
と
と
も
に
、

一
六
二
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政
治
家
達
が
政
党
と
い
う
政
治
組
織
の
存
続
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
党
の
離
合
集
散
が
み

ら
れ
た
。
一
九
九
五
年
以
降
は
、
毎
年
一
二
月
末
ま
で
の
解
散
な
り
離
党
に
よ
る
新
党
結
成
の
動
き
が
目
撃
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
政
党

交
付
金
の
受
け
取
り
が
一
月
一
日
時
点
で
政
党
と
し
て
届
出
を
行
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。

政
治
に
お
け
る
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
政
党
の
存
在
は
、
制
度
的
に
担
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
議
会
制
民
主
主
義
に
お
け
る
政

党
の
役
割
は
、
以
前
に
も
増
し
て
大
き
く
な
っ
た
。
実
際
に
、
政
党
も
以
前
よ
り
も
組
織
や
機
能
の
面
で
強
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
印
象
を

与
え
て
い
る
。

サ
ル
ト
ー
リ
（G

iovanni S
artori

）
の
い
う
よ
う
に
、
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、
政
党
間
競
合
か
ら
な
る
相
互
作
用
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り

（S
artori 1976

）、
競
合
し
て
い
る
個
々
の
政
党
が
変
化
し
た
ら
政
党
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
も
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
党
優
位
政
党
制

か
ら
二
党
制
へ
の
移
行
か
、
そ
れ
と
も
一
党
優
位
政
党
制
か
ら
穏
健
な
多
党
制
へ
の
変
化
か
、
あ
る
い
は
一
党
優
位
政
党
制
を
表
面
上
は

維
持
し
つ
つ
も
、
従
来
と
は
性
格
の
異
な
る
政
党
シ
ス
テ
ム
に
な
る
の
か
。

制
度
改
革
か
ら
二
十
年
を
経
て
、
制
度
が
定
着
し
た
現
在
は
、
制
度
に
よ
る
効
果
が
滲
み
出
て
き
て
い
る
。
ま
さ
に
、
日
本
の
政
党
と

政
党
シ
ス
テ
ム
は
過
渡
期
に
あ
る
。

（
1
） 

本
稿
が
取
り
扱
う
「
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
」
は
、
政
治
改
革
に
と
も
な
う
「
制
度
改
革
」
に
よ
る
も
の
に
限
定
し
て
い
る
。
政
党
お

よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
、
制
度
的
要
因
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
岩
崎 
一
九
九
九
、
岩
崎 

二
〇
一
一
）。

（
2
） 

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
さ
し
あ
た
り
、
制
度
改
革
に
よ
る
政
党
お
よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化
が
顕
在
化
し
た
時
期
ま
で
に
焦
点
を
絞

一
六
三
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る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
第
四
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
に
つ
い
て
は
、
詳
述
し

て
い
な
い
。
同
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
が
政
党
お
よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
つ
の
か
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
3
） 
六
回
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
〇
日
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
五
日
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
九
日
、
二
〇
〇
五
年

九
月
一
一
日
、
二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
。

（
4
） 

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
賛
否
両
論
の
立
場
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
5
） 

政
策
に
関
連
し
て
、
特
定
の
政
策
や
業
界
団
体
と
の
か
か
わ
り
を
反
映
し
た
政
治
家
に
つ
い
て
、「
族
議
員
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
議
論
し

た
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
猪
口
・
岩
井 

一
九
八
七
）。

（
6
） 

政
治
改
革
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
佐
々
木 

一
九
九
九
）。

（
7
） 

こ
こ
で
は
、
こ
の
文
脈
と
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
結
果
、
自
民
党
と
公
明
党
に
よ
る
連
立
政
権
が
誕
生
し
、

再
び
安
倍
晋
三
が
首
相
と
な
っ
た
こ
と
と
は
、
切
り
離
し
て
捉
え
て
い
る
。

（
8
） 

こ
の
点
は
、
以
下
で
論
じ
る
「
カ
ル
テ
ル
政
党
」
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
一
つ
の
事
例
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る
。
日
本
の
政
党

お
よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
と
カ
ル
テ
ル
政
党
に
関
す
る
事
例
研
究
を
行
う
こ
と
は
、
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
カ
ル
テ
ル
政
党
モ
デ
ル
に

関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（M

air 1997

）。
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