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投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

根

岸

毅

は
じ
め
に
ー
1
な
ぜ
参
議
院
議
員
選
挙
の
分
析
を
行
な
う
の
か

第
一
章
　
装
置
と
し
て
の
選
挙
割
度

第
二
章
選
挙
割
度
の
誤
用

　
0
　
『
正
し
ど
投
票
の
し
方

　
口
投
票
の
実
態

お
わ
り
に

は
じ
め
に
ー
な
ぜ
参
議
院
議
員
選
挙
の
分
析
を
行
な
う
の
か

本
稿
は
、
ふ
つ
う
「
投
票
行
動
の
研
究
」
と
か
『
選
挙
の
研
究
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
研
究
領
域
は
、
政
治
学
に
お
い

て
、
も
つ
と
も
科
学
化
の
進
ん
だ
領
域
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
政
治
学
の
科
学
化
を
推
し
進
め
て
き
た
論
理
に
し
た
が
え
ば
、
科
学
的
研
究
は
対
象
に
関
す
る
経
験
的
一
般
化
を
員
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
投
票
行
動
の
研
究
は
一
応
の
成
果
を
収
め
て
き
て
い
る
。
ヨ
ミ
ュ
ニ
ヶ
イ
シ
ョ
ン
の
二
段
階
の
流
れ
」
、
「
政
治
的
先
有
傾

　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
箪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一
　
　
（
一
七
四
五
）



　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
二
　
　
（
一
七
四
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

向
」
、
『
交
差
圧
力
』
な
ど
に
つ
い
て
の
仮
説
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
そ
の
同
じ
論
理
は
、
ま
た
、
一
般
化
の
目
的
を
よ
り
よ
く
達
成
す
る
た
め
に
は
、
研
究
の
対
象
を
、
よ
り
普
遍
的
か
つ
反
復
的
に
生
ず
る
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

単
純
な
事
象
に
し
ぼ
る
よ
う
勧
告
し
て
い
る
。
こ
の
勧
告
に
し
た
が
え
ば
、
社
会
科
学
の
場
合
の
対
象
は
、
日
常
的
に
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
比
較
的
単
純
な
現
象
に
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
科
学
的
』
政
治
学
は
、
研
究
に
国
家
と
い
う
枠
を
は
め
る
こ
と
を
拒
否

し
た
の
で
あ
る
。
対
象
を
国
家
の
枠
内
に
限
る
こ
と
は
、
比
較
の
範
囲
を
資
料
に
あ
た
る
前
か
ら
予
断
を
も
つ
て
狭
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結

果
一
般
化
に
必
要
な
仮
説
の
検
証
が
よ
り
困
難
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
科
学
的
』
政
治
学
者
は
、
伝
統
的
に
政
治
学
の
関
心
が
国
家
に
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

た
と
い
う
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
な
資
料
を
こ
の
枠
内
で
の
み
さ
が
す
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
投
票
行
動
の
研
究
の
大
勢
は
奇
妙
な
立
場
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
規
模
で
あ
り
顕
著
で
は
あ
つ
て
も
、
生
起
の
普
遍
性
と

反
復
性
に
関
し
て
は
は
る
か
に
劣
る
よ
り
複
雑
な
投
票
行
動
i
日
本
の
場
合
で
は
、
「
公
職
選
挙
法
』
に
か
か
わ
る
投
票
行
動
1
ー
の
み
を
研

究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
う
か
。
普
遍
性
と
反
復
性
に
優
れ
よ
り
単
純
な
、
し
た
が
つ
て
一
般
化
の
達
成
に
よ
り

都
合
の
よ
い
、
た
と
え
ば
高
等
学
校
の
生
徒
会
会
長
の
選
挙
ー
こ
れ
は
日
本
だ
け
に
限
つ
て
も
、
全
国
に
ひ
ろ
が
る
約
五
、
O
O
O
の
高
等
学

校
で
そ
れ
ぞ
れ
年
一
回
以
上
と
し
て
合
計
年
に
五
、
○
○
○
回
以
上
行
な
わ
れ
、
そ
れ
を
規
定
す
る
要
因
も
よ
り
単
純
で
あ
る
ー
に
か
か
わ
る

投
票
行
動
の
研
究
が
、
な
ぜ
政
治
学
者
の
手
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
答
え
る
説
得
力
の
あ
る
論
理
を
、
私
は
寡
聞

に
し
て
い
ま
だ
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
。

　
本
稿
で
私
が
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、
公
職
選
挙
法
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
参
議
院
議
員
選
挙
（
通
常
）
に
か
か
わ
る
投
票
行
動
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
憲
法
第
四
六
条
と
公
職
選
挙
法
第
三
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
三
年
に
一
回
し
か
行
な
わ
れ
な
い
。
私
が
こ
の
稀
れ
に
し
か
行
な
わ
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

比
較
的
複
雑
な
事
例
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
投
票
行
動
（
選
挙
）
一
般
に
関
す
る
経
験
的
一
般
化
を
目
標
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
参
議
院

議
員
選
挙
を
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
の
行
な
わ
れ
方
の
い
か
ん
が
私
た
ち
の
暮
し
向
き
の
よ
し
・
あ
し
を
決
定
的
に
左
右
す
る



か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
そ
の
行
な
わ
れ
方
の
よ
し
・
あ
し
が
「
間
題
」

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
本
稿
は
、
日
本
の
国
政
段
階
の
選

挙
の
現
状
を
分
析
し
、
そ
の
望
ま
し
い
あ
り
方
を
考
察
し
、
そ
の
実
現
の
方
途
を
考
案
し
提
言
す
る
た
め
の
検
討
を
、
参
議
院
議
員
の
一
通
常
選

挙
の
分
析
を
通
し
て
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
S
・
ハ
イ
ネ
マ
ソ
は
、
科
学
者
は
『
可
能
な
か
ぎ
り
広
範
に
わ
た
る
一
般
化
』
を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
O
サ
貰
一
霧
ψ
出
鴇
幕
目
雪
噂
独
壽

　動

奪
魯
馬
き
§
苛
簗
S
詳
、
蓋
器
蕊
鱒
ミ
鴨
焦
』
§
ミ
鳶
黛
嵩
ぎ
蕊
誉
ミ
妨
嵩
恥
“
8
（
¢
『
び
麟
5
鋭
d
三
く
①
窃
岸
鴇
9
目
一
言
o
冨
帽
鴨
8
摯
一
毯
讐
サ
菖
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

　
ド
・
イ
ー
ス
ト
ン
は
、
行
動
論
的
政
治
学
の
信
条
の
第
一
と
し
て
、
『
政
治
行
動
に
は
発
見
し
う
る
一
律
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
説
明
と
予
測
に
有
用
な
一
般
化
ま
た
は
理
論
の
形

　
に
表
現
で
き
る
』
を
あ
げ
て
い
る
（
U
簿
〈
置
国
器
3
9
・
、
↓
ぎ
o
O
畦
器
9
蜜
窪
ゑ
5
0
q
亀
、
切
魯
”
≦
窪
巴
一
ψ
醤
．
置
℃
o
憂
答
亀
ω
9
0
”
8
㌔
一
鍾
冨
旨
霧
ρ
O
匿
ユ
o
甲

　
署
o
昌
章
a
‘
§
罵
鞘
§
辞
毫
馳
恥
ぎ
篭
塁
ミ
酔
ミ
き
き
ミ
苛
ミ
曾
馬
§
驚
触
竃
g
o
讐
昌
『
2
9
一
〇
＝
ぎ
＞
彗
巽
一
g
昌
》
8
畠
o
ヨ
鴇
o
塙
℃
o
一
置
8
一
勲
昌
島
9
9
鮎

　
ω
9
睾
8
（
0
9
0
ぎ
さ
一
壌
吋
）
層
マ
囑
）
。
》
一
〇
〇
〇
¢
霧
国
息
嵩
国
三
窪
胃
S
壽
鳶
恥
ぎ
覧
ミ
匙
さ
議
§
鴇
§
き
、
ミ
達
蕩
（
岩
o
毛
嶋
o
詩
”
”
願
民
o
ヨ
置
o
暴
9
一
馨
y

　
℃
マ
一
や
鐸
碧
ユ
ピ
暫
署
吋
曾
8
ρ
蜜
暫
『
o
ン
9
ミ
特
ミ
衛
嶺
竃
き
§
魯
匙
§
嶋
蕊
壱
り
旨
さ
妬
ぎ
魯
ξ
曳
“
ミ
硫
ミ
噌
遷
（
餌
o
召
o
薯
8
鼻
一
F
”
↓
ぎ
ご
o
話
亀
ギ
o
聲

　
一
〇
謡
）
噂
マ
ω
’

（
2
）
参
照
、
飽
戸
弘
『
投
票
行
動
の
社
会
心
理
学
」
（
『
放
送
学
研
究
』
第
一
九
号
）
、
八
七
連
九
〇
ベ
ー
ジ
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
構
築
す
る
試
み
の
な
か
に
、
投
票
行
動
研
究
に

　
お
け
る
一
般
化
の
志
向
が
う
か
が
え
る
。

（
3
〉
生
起
の
普
遍
性
と
反
復
性
と
は
、
稀
に
で
は
な
く
、
ふ
だ
ん
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
単
純
さ
が
な
ん
で
あ
る
か
は
、
つ
ざ
の
一
文
に
明
ら
か
で

　
あ
る
ー
『
自
然
科
学
か
ら
の
類
推
に
よ
れ
ば
、
も
つ
と
も
広
範
に
わ
た
る
一
般
化
…
は
、
研
究
が
元
素
に
近
づ
く
に
し
た
が
つ
て
ー
よ
り
小
さ
な
粒
予
．
よ
り
単
純
な
関
係
、

　
運
動
の
も
つ
と
も
微
細
な
現
わ
れ
を
対
象
に
す
る
に
し
た
が
つ
て
ー
見
い
出
さ
れ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
」
対
象
が
よ
り
単
純
で
あ
る
こ
と
は
．
あ
る
現
象
の

　
生
起
の
原
函
と
な
つ
た
諸
要
因
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
力
を
確
定
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
（
一
ぐ
頴
馨
弩
、
箸
・
奉
一
緯
）

（
4
）
ω
8
ρ
国
◆
ρ
9
二
昼
§
偽
浄
筋
§
零
§
概
ミ
舞
ξ
亀
黛
ざ
韓
蕊
（
2
。
ξ
ぎ
牙
＞
一
h
お
α
｝
民
づ
8
静
一
§
）
も
り
霞
二
意
．

（
5
）
ω
8
頴
旨
o
ヨ
貰
も
り
墨
二
β
”
呂
国
窪
ユ
8
一
》
瑳
o
茜
R
噂
黛
誉
＆
§
畿
§
即
奪
篭
、
ミ
葭
器
（
孚
署
8
”
9
一
一
葺
即
民
」
3
騨
）
も
℃
」
望
一
9

（
6
）
私
た
ち
が
日
々
の
生
活
の
な
か
で
出
会
い
、
そ
の
解
決
に
つ
と
め
る
『
問
題
』
は
、
一
定
の
生
活
の
文
脈
の
な
か
に
現
わ
れ
て
く
る
。
私
た
ち
は
自
然
的
性
質
を
も
つ
環
境
の

　
な
か
で
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
の
環
境
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
認
識
は
、
ち
よ
う
ど
観
光
地
図
の
よ
う
に
、
自
然
的
性
質
と
、
そ
れ
に
対
す
る
生
活
反
応
ー
1
価
値
の
色
づ
け
ー
と

　
が
重
ね
合
さ
れ
て
出
来
あ
が
つ
て
い
る
。
険
し
い
山
は
、
傾
斜
が
急
で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
、
た
と
え
ば
通
行
の
む
つ
か
し
い
1
生
活
に
と
つ
て
負
の
価
緯
を
も
つ
た
ー
ー
も
の

　
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
（
参
照
、
沢
田
允
茂
『
認
識
の
風
景
』
岩
波
書
店
・
一
九
七
五
年
、
一
四
七
べ
ー
ジ
。
）
『
問
題
』
と
は
、
こ
の
価
億
の
色
づ
け
が
、
負
の
方
向
に
変
化
し

　
た
り
、
負
に
な
つ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
問
題
は
、
そ
の
深
刻
さ
の
大
小
は
あ
つ
て
も
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
現
わ
れ
て
く
る
。
し
た
が
つ
て
、
高
校
の
生
徒
会

　
会
長
選
挙
に
も
テ
昌
ス
・
ク
ラ
ブ
の
役
員
選
挙
に
も
．
そ
れ
な
り
の
間
題
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
は
、
参
議
院
議
員
選
挙
の
も
つ
独
特
の
問
題
に
関
心
が
あ
る
、
つ
ま
り
、
そ
の

　
間
題
の
解
決
の
た
め
の
提
言
を
行
な
う
こ
と
に
関
心
が
あ
る
の
で
、
生
徒
会
会
長
選
挙
な
ど
は
と
り
あ
げ
な
い
。

投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

二
八
露
　
　
（
一
七
四
七
）



投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

二
八
四
　
　
（
一
七
四
八
）

第
一
章
装
置
と
し
て
の
選
挙
制
度

　
日
本
国
憲
法
の
前
文
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
参

議
院
は
衆
議
院
と
と
も
に
こ
の
国
会
を
構
成
し
、
両
院
は
こ
の
代
表
者
た
ち
に
よ
つ
て
組
織
さ
れ
る
（
第
四
二
、
四
三
条
）
。
そ
の
代
表
者
た
ち
を
具

体
的
に
定
め
る
の
が
衆
議
院
議
員
選
挙
お
よ
び
参
議
院
議
員
選
挙
で
あ
り
、
そ
の
細
部
は
公
職
選
挙
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国

会
議
員
を
選
出
す
る
制
度
は
、
私
た
ち
が
国
民
と
し
て
行
動
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
社
会
的
『
装
置
』
で
あ
る
。
立
候
補
し

選
挙
運
動
を
行
な
う
行
為
や
、
特
定
候
補
に
一
票
を
投
ず
る
行
為
な
ど
は
、
私
た
ち
国
民
が
こ
の
装
置
を
使
用
す
る
際
に
行
な
う
行
為
で
あ
る
．

　
選
挙
の
問
題
が
ひ
と
つ
の
装
置
と
そ
の
使
用
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
、
選
挙
の
分
析
は
、
私
た
ち
が
様
々
な
装
置
に
つ
い
て
日
頃
行
な

つ
て
い
る
思
考
の
型
の
特
徴
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
般
に
装
置
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
ω
そ
の
装
置
が
作
ら
れ
る
社
会
的
必
要
、
ω
そ
の
装
置
の
出
来
ぐ
あ
い
、
⑳
そ
の
装
置
の
使
わ
れ
方
の
三
点

を
柱
に
し
て
展
開
さ
れ
る
。
④
は
装
置
の
「
設
計
目
的
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
装
置
に
つ
い
て
な
に
が
目
的
と
な
つ
て
い
る
か
の

確
認
と
、
そ
の
、
目
的
と
し
て
の
当
否
の
吟
味
が
課
題
と
な
る
。
こ
の
後
者
は
す
ぐ
れ
て
哲
学
的
な
作
業
で
あ
る
。
回
で
は
、
設
計
目
的
の
観
点

か
ら
装
置
の
「
出
来
の
よ
し
・
あ
し
』
が
検
討
さ
れ
る
。
目
的
が
定
ま
る
と
設
計
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
そ
の

装
置
が
発
揮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
性
能
（
機
能
）
」
、
そ
の
性
能
を
発
揮
す
る
た
め
に
必
要
な
「
造
り
（
構
造
ご
、
そ
の
性
能
を
発
揮
す
る
た

め
に
必
要
な
操
作
の
し
方
（
「
使
用
説
明
書
に
記
さ
れ
る
）
が
検
討
さ
れ
る
。
の
で
は
、
使
用
説
明
書
に
示
さ
れ
て
い
る
、
所
与
の
目
的
の
達
成
に

見
合
う
性
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
い
う
意
味
で
の
『
正
し
い
」
使
用
法
と
、
そ
の
装
置
が
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
あ
り
様
と
の
比
較
検

討
が
行
な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
使
い
方
の
よ
し
・
あ
し
』
が
間
題
に
な
る
。

　
既
存
の
装
置
に
関
し
て
こ
の
種
の
議
論
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
装
置
を
実
際
に
使
つ
て
み
て
、
な
ん
ら
か
の
不
都
合
さ
が
明
ら
か
に
な
つ



た
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
検
討
は
、
そ
の
装
置
の
手
直
し
や
別
の
装
置
の
作
製
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。

　
選
挙
の
分
析
も
装
置
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
以
上
の
論
点
を
踏
ん
で
展
開
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
で
は
、
は
じ
め
に
、
現

行
の
国
政
段
階
の
選
挙
制
度
と
い
う
社
会
的
装
置
の
設
計
は
ど
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
日
本
国
憲
法
（
前
文
と
第
四
三
条
）
に
し
た
が
え
ば
、
日
本
国
民
は
、
み
ず
か
ら
が
直
接
に
国
政
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
に
ょ
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
』
を
通
じ
て
間
接
に
そ
の
主
権
！
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
決
定
す
る
カ
ー
を
行
使

し
、
行
動
す
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
代
表
者
（
国
会
議
員
）
を
選
任
す
る
た
め
の
し
く
み
が
選
挙
で
あ
る
。
そ
の
議
員
は
「
全
国
民

を
代
表
す
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
政
は
「
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
ょ
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

性
を
付
与
す
る
し
く
み
が
ま
た
選
挙
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
す
こ
と
で
、
全
国
民
の
意
向
が
国
会
議
員
に
忠
実
に
反
映
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
国
政
段
階
の
選
挙
制
度
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
基
本
的
な
役
割
を
は
た
す
べ
き
も
の
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
ω
国
の
政
治
に
直
接
た
ず
さ
わ
る
諸
個
人
を
具
体
的
に
確
定
す
る
こ
と
ー
ー
彼
ら
に
は
、
「
国
会
に
お
廿
る
代
表
者
」
と
し
て
の
地
位
と
、
国

の
政
治
の
あ
り
方
を
決
め
る
作
業
に
加
わ
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。
⑨
代
表
者
の
確
定
を
通
じ
て
、
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
国
民
の
意

向
（
信
託
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
し
た
が
つ
て
、
公
職
選
挙
法
第
一
条
1
『
選
挙
が
選
挙
人
の
自
由
に
表
明
せ
る
意
思
に
よ
つ
て
公
明
且

つ
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
』
を
通
じ
て
『
民
主
政
治
の
健
全
な
発
達
を
期
す
る
』
1
に
い
う
選
挙
の
「
適
正
』
な
運
用
に
は
、
選
挙
人
の
意
思

と
し
て
の
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
意
向
が
、
自
由
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
と
い
え
よ
う
。

　
公
職
選
挙
法
は
、
国
会
議
員
選
挙
の
投
票
の
記
載
事
項
を
候
補
者
の
個
人
名
に
限
つ
て
い
る
（
第
四
六
条
）
。
ま
た
、
「
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
」
の
積
極
的
な
役
割
と
し
て
は
、
候
補
者
の
所
属
の
証
明
（
第
八
六
条
）
と
、
所
属
ま
た
は
推
薦
す
る
候
補
者
と
関
連
し
て
　
「
政
策
の
普
及
宣

伝
』
を
行
な
う
こ
と
（
第
＋
四
章
の
二
と
三
）
の
み
を
掲
げ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
、
国
政
段
階
の
選
挙
制
度
は
、
政
党
そ
の
飽
の
政

治
団
体
の
存
在
を
欠
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
⑬
の
役
割
を
満
足
に
は
た
す
こ
と
怯
で
き
な
い
。
私
た
ち
が
『
選
挙
』
と
呼
ん
で
い
る
し
く
み
の
実

　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
五
　
　
（
一
七
四
九
V



　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
六
　
　
（
一
七
五
Q
）

態
は
、
『
投
票
ー
政
党
』
制
度
で
あ
る
。

　
投
票
の
際
個
々
の
投
票
者
は
、
な
ん
ら
か
の
意
図
（
動
機
）
を
も
つ
て
、
投
票
用
紙
に
特
定
候
補
者
の
名
前
を
記
す
。
投
票
の
直
接
の
効
果

（
開
票
結
果
）
は
、
国
会
議
員
の
地
位
と
権
限
が
与
え
ら
れ
る
諸
個
人
（
当
選
人
）
が
具
体
的
に
定
ま
る
こ
と
で
し
か
な
い
。

　
大
多
数
の
当
選
人
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
政
党
に
所
属
し
て
お
り
、
議
院
内
で
（
と
り
わ
け
議
決
の
際
に
）
同
一
行
動
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

政
党
別
の
議
員
団
を
形
づ
く
る
。
今
日
の
日
本
の
政
党
の
よ
う
に
党
の
規
律
の
強
い
と
こ
ろ
で
は
、
各
議
員
団
は
各
政
党
の
代
弁
者
の
役
割
を
は

た
す
の
が
実
情
で
あ
る
。
政
党
は
、
国
の
政
治
の
あ
り
方
－
政
府
が
政
策
を
施
す
べ
き
領
域
の
す
べ
て
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
措
置

を
と
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
状
態
を
も
た
ら
す
べ
き
か
l
l
に
つ
い
て
一
定
の
方
針
（
綱
領
）
を
も
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
議

院
内
の
議
決
に
い
た
る
過
程
で
な
さ
れ
る
議
員
団
ご
と
の
発
言
は
、
各
政
党
の
政
党
と
し
て
の
「
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
意
向
』
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
投
票
の
、
政
党
別
の
議
員
団
の
介
在
に
よ
る
間
接
の
効
果
が
、
「
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
向
』
の

類
別
－
議
員
団
と
そ
の
政
党
ご
と
に
分
け
て
示
さ
れ
る
ー
と
量
化
；
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
意
向
の
声
の
大
き
さ
は
議
員
団
の
員
数
の
大
き
さ
と
し

て
示
さ
れ
る
ー
と
な
つ
て
現
わ
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
投
票
の
客
観
的
効
果
は
、
二
国
民
と
し
て
の
自
分
の
　
『
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
意
向
』
が
、
投
票
用
紙
に
氏
名
を
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
た
候
補
者
の
所
属
す
る
政
党
が
提
唱
し
て
い
る
『
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
の
政
策
群
』
と
等
し
い
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
効
果
は
、
投
票
に
あ
た
つ
て
個
々
の
投
票
者
が
な
に
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
主
観
的
に
ど
ん
な
意
図
を
も
つ
か
に
か
か
わ
ら
ず
発

生
す
る
と
い
う
意
味
で
、
客
観
的
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
国
民
主
権
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
し
く
み
と
し
て
の
選
挙
ー

「
投
票
ー
政
党
」
制
度
i
の
使
用
者
と
し
て
の
投
票
者
に
と
つ
て
は
、
目
的
の
達
成
に
見
合
う
性
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
い
う
意
味

で
の
「
正
し
い
」
ー
公
職
選
挙
法
第
一
条
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
適
正
な
』
1
使
い
方
で
も
あ
る
。

　
現
行
の
国
政
段
階
の
選
挙
の
し
く
み
は
、
す
で
に
実
際
に
な
ん
回
も
使
わ
れ
て
き
た
。
（
公
職
選
挙
法
の
施
行
は
昭
和
二
五
年
で
あ
る
。
）
そ
の
使



用
経
験
か
ら
は
、
い
く
つ
も
の
不
都
合
さ
が
明
ら
か
に
な
つ
て
き
て
い
る
。
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
そ
の
主
た
も
の
は
、
ω
議
員
定
数
と
人
矯

比
の
選
挙
区
間
に
お
け
る
い
ち
じ
る
し
い
不
均
衡
の
間
題
、
⑳
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
の
聞
題
、
の
選
挙
運
動
の
過
度
の
規
制
の
問
題
、
◎
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

挙
資
金
・
政
治
資
金
の
問
題
な
ど
で
あ
る
。
特
定
の
諸
個
人
に
対
し
て
国
会
議
員
の
地
位
と
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
か
か
わ
る
間
題
は
、
右
の
④

や
㈲
の
よ
う
に
量
的
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
と
く
に
、
か
な
り
深
く
か
つ
さ
か
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
国
の

政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
向
の
表
明
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
そ
れ
が
意
思
の
質
的
面
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
け
に
、
充
分
に
つ
つ

こ
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
1
）
　
参
照
、
宮
沢
俊
義
『
法
律
学
体
系
　
コ
ソ
メ
ソ
タ
ー
ル
編
　
日
本
国
憲
法
』
日
本
評
論
新
社
・
昭
和
三
〇
年
、
三
五
べ
貰
ジ
．

（
2
）
　
同
、
三
四
〇
～
三
四
三
ベ
ー
ジ
。

（
3
）
　
こ
れ
は
国
民
生
活
の
全
体
に
わ
た
る
構
想
図
で
あ
り
、
か
つ
て
私
が
【
政
策
バ
ッ
之
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
参
照
、
根
岸
毅

　
『
公
共
経
済
学
講
義
』
青
林
書
院
新
社
二
九
七
四
年
）
、
二
六
五
～
二
六
六
、
二
七
一
べ
ー
ジ
。

（
4
）
清
水
睦
『
日
本
国
憲
法
と
選
挙
制
度
の
理
念
』
（
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
七
三
年
一
〇
月
号
）
、
七
ベ
ー
ジ
。

『
公
共
性
と
市
艮
参
加
』
（
加
藤
・
古
田
編

第
二
章
選
挙
制
度
の
誤
用

　
国
政
段
階
の
選
挙
が
終
る
た
び
に
、
新
聞
は
「
国
民
の
審
判
が
下
る
」
と
報
じ
、
勝
つ
た
党
も
負
け
た
党
も
一
様
に
「
選
挙
結
果
に
示
さ
れ
た
国

民
の
意
向
を
充
分
に
酌
ん
で
今
後
の
政
局
に
対
処
す
る
』
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
調
査
に
よ
れ
ば
、
永
年
単
独
で
与
党
の
座
を
し
め
続
け
て

き
た
自
由
昆
主
党
の
支
持
者
の
間
に
さ
え
、
政
府
・
与
党
の
施
策
の
結
果
に
満
足
し
て
い
な
い
も
の
が
多
数
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
て
い

（
1
）る

。
国
政
段
階
の
選
挙
が
、
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
向
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
装
置
（
し
く
み
）
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
の
事
実
は
そ
の
し
く
み
が
使
用
さ
れ
た
結
果
と
し
て
は
ま
こ
と
に
不
都
合
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
不
都
合
さ
が
生
ず
る
原

因
は
、
そ
の
装
置
の
出
来
ぐ
あ
い
の
欠
陥
と
誤
つ
た
使
い
方
の
い
ず
れ
か
、
ま
た
は
双
方
に
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
七
　
　
（
一
七
五
一
）



　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
八
　
　
（
一
七
五
二
）

　
今
日
の
日
本
の
国
政
段
階
の
選
挙
の
し
く
み
ー
ー
「
投
票
ー
政
党
』
制
度
1
は
、
た
と
え
そ
れ
が
正
し
く
使
わ
れ
た
と
し
て
も
、
国
の
政
治

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
向
を
、
充
分
正
確
に
表
出
さ
せ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
、
装
置
の
出
来
ぐ
あ
い
の
欠
陥
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
（
2
）

別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
右
の
不
都
合
さ
が
投
票
者
の
側
の
誤
つ
た
使
い
方
か
ら
生
じ
て
い
る
点

も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
第
二
の
点
を
検
討
し
て
み
る
。

　
　
0
　
「
正
し
い
』
投
票
の
し
方

　
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
お
よ
び
公
職
選
挙
法
に
も
と
づ
ぎ
、
国
民
主
権
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
し
く

み
と
し
て
の
選
挙
制
度
に
と
つ
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
い
う
意
味
で
の
『
正
し
ど
使
い
方
は
、
投
票
者
に
関
し
て
は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
ー
「
投
票
者
は
、
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
意
向
と
、
自
分
が
票
を
投
じ
よ
う
と
す
る
（
候
補
者
の
所
属
す
る
）

政
党
の
政
策
群
が
等
し
い
こ
と
を
、
確
認
し
て
投
票
す
る
」
。
こ
れ
は
、
選
挙
が
た
ん
に
当
選
人
を
確
定
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
通
じ
て

国
民
の
意
向
を
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。

　
こ
の
正
し
い
使
い
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
な
う
場
合
、
理
論
的
に
間
題
と
な
る
の
は
、
な
に
を
も
つ
て
、
投
票
者
の
意
向
と
政
党
の
政
策
群

と
の
間
に
「
等
し
い
』
関
係
が
あ
る
と
み
准
す
か
で
あ
る
。
国
の
政
治
の
あ
り
方
は
、
政
府
の
施
策
の
効
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
社
会
的
状
態

で
あ
る
。
そ
の
政
府
の
施
策
は
、
き
わ
め
て
広
範
多
岐
に
わ
た
る
政
策
領
域
で
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
領
域
が
多
様
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
す
べ
て

の
領
域
に
わ
た
り
か
つ
政
策
の
細
部
に
関
し
て
ま
で
、
二
つ
以
上
の
活
動
主
体
（
個
人
、
緯
織
）
の
間
に
考
え
の
完
全
な
一
致
が
あ
る
確
率
は
小

さ
く
な
る
。
（
「
投
票
ー
政
党
』
制
度
の
、
装
置
と
し
て
の
出
来
ぐ
あ
い
の
欠
陥
は
、
こ
こ
ー
ー
広
範
多
岐
に
わ
た
る
政
策
群
を
、
政
党
単
位
で
ひ
と
ま
と
め
の
パ

ッ
ク
と
し
て
選
択
さ
せ
る
ー
か
ら
生
じ
て
い
る
。
）

　
し
か
し
、
現
実
の
政
治
に
お
い
て
は
、
考
え
の
完
全
な
一
致
が
な
く
と
も
、
人
び
と
は
た
が
い
の
考
え
の
間
に
あ
る
種
の
　
槻
等
し
さ
』
を
認



め
、
協
働
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
協
働
関
係
の
基
本
的
な
形
態
は
政
党
の
結
成
と
対
立
抗
争
の
な
か
に
み
ら
れ
る
。
第
一
〇
回
参
議
院

議
員
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
昭
和
四
九
年
当
時
、
日
本
の
政
治
勢
力
は
、
五
つ
の
主
要
な
政
党
に
結
集
し
、
対
立
し
合
つ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
自
由

民
主
党
、
民
社
党
、
公
明
党
、
日
本
社
会
党
、
日
本
共
産
党
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
各
党
の
凝
集
力
と
各
党
間
の
反
発
力
の
源
で
あ
る
、
各
党
の
政

策
の
独
自
性
は
、
当
時
に
お
け
る
『
等
し
さ
」
の
基
準
と
し
て
実
際
上
充
分
に
満
足
な
も
の
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
当
時
の
五
大
政
党
の
、
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
主
張
は
、
内
容
的
に
は
多
様
で
あ
つ
た
が
、
争
点
の
項
日
（
政
策
の
領
域
）
の
整
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
し
方
に
関
し
て
は
一
致
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
政
治
制
度
、
経
済
・
社
会
、
国
際
関
係
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
て
い
た
。

　
「
政
治
制
度
」
と
は
、
日
本
の
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
決
め
る
際
の
手
続
き
・
方
法
を
ど
う
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
政
府
に

対
す
る
批
判
と
反
対
党
の
存
在
を
認
め
る
か
、
多
数
決
を
基
本
原
理
と
し
て
墨
守
す
る
か
に
よ
つ
て
、
各
党
の
政
策
に
特
色
が
出
て
い
た
。
各
党

の
主
張
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
立
場
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
（
こ
の
記
述
は
、
の
ち
に
詳
し
く
紹
介
す
る
調
査
の
際
、
被
面
接
者
に
見
せ
た
カ
ー
ド
に

記
し
た
文
章
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
）

『
国
の
政
治
の
動
き
を
ど
う
や
つ
て
決
め
る
か
』

㈲
　
政
治
に
お
い
て
は
、
「
絶
対
正
し
い
」
意
見
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
、
ど
ん
な
意
見
に
も
発
書
の
機
会
を
与
え
、
ど
ん
な
意
見
を

　
も
つ
人
に
で
も
政
治
活
動
を
行
な
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
対
立
す
る
意
見
を
ま
と
め
る
に
は
、
多
数
決
を
と
る
の
が
よ
い
。

⑧
　
政
治
に
お
い
て
も
、
「
絶
対
正
し
ど
意
見
と
い
う
も
の
は
あ
る
。
こ
の
『
絶
対
正
し
ど
意
見
が
國
会
で
多
数
を
と
れ
な
い
場
合
に

　
は
、
議
会
の
外
で
大
衆
運
動
を
起
し
、
そ
の
意
見
が
国
会
で
通
る
よ
う
し
む
け
る
必
要
が
あ
る
。

◎
政
治
に
お
い
て
も
、
『
絶
対
正
し
ど
意
見
と
い
う
も
の
は
あ
る
。
本
来
、
そ
の
「
絶
対
正
し
ど
意
見
に
し
た
が
つ
て
国
の
政
治
を
行

　
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
見
に
賛
成
し
な
い
人
に
は
発
言
や
政
治
活
動
の
機
会
を
与
え
な
い
で
、
正
し
い
意
見
に
賛
成
す
る
よ
う
に
指
導

　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
九
　
　
（
一
七
五
三
）



　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

二
九
〇
　
　
（
一
七
五
四
）

　
「
経
済
・
社
会
」
の
問
題
は
さ
ら
に
、
経
済
活
動
の
組
織
の
間
題
と
生
活
の
内
実
の
問
題
に
分
け
ら
れ
る
。

　
「
経
済
活
動
の
粗
織
の
問
題
」
と
は
、
日
本
の
国
民
経
済
を
ど
の
よ
う
な
方
式
の
も
と
に
行
な
わ
せ
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
経

済
活
動
全
体
の
制
御
の
た
め
に
計
画
の
要
素
と
市
場
の
要
素
を
ど
う
組
み
合
せ
る
か
、
生
活
お
よ
び
生
産
の
手
段
に
関
し
て
私
有
の
要
素
と
公
有

の
要
素
を
ど
う
組
み
合
せ
る
か
に
よ
つ
て
、
各
党
の
政
策
に
特
色
が
出
て
い
た
。
各
党
の
主
張
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
立
場
に
類
別
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
（
面
接
ヵ
董
ド
よ
り
。
）

「
国
の
経
済
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

ω
　
企
業
の
活
動
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
独
自
の
判
断
に
ま
か
せ
る
。
そ
の
結
果
不
都
合
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
政
府
が
金

　
融
ひ
き
し
め
な
ど
に
ょ
つ
て
企
業
の
活
動
を
規
制
し
、
国
の
経
済
全
体
を
う
ま
く
調
整
す
る
。

㈲
　
国
の
経
済
の
要
と
な
つ
て
い
る
重
要
な
産
業
は
、
政
府
が
運
営
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
の
企
業
の
活
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企

　
業
の
独
自
の
判
断
に
ま
か
せ
る
。

の
　
企
業
の
活
動
は
、
大
幅
に
政
府
が
運
営
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
独
自
の
判
断
に
ま
か
せ
る
こ
と
は
し
な
い
。

　
生
活
の
内
実
の
問
題
」
の
焦
点
は
、
い
わ
ゆ
る
生
産
（
第
一
ま
た
は
優
先
）
主
義
と
生
活
（
第
一
ま
た
は
優
先
）

は
そ
れ
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
面
接
ヵ
ー
ド
よ
り
。
）

主
義
の
対
立
に
あ
つ
た
。
以
下



「
生
活
の
豊
か
さ
と
快
適
さ
』

ω
今
日
、
経
済
発
展
の
速
度
を
あ
る
程
度
お
さ
え
て
も
、
生
活
の
豊
か
さ
と
環
境
の
快
適
さ
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。

㈹
　
経
済
発
展
を
続
け
る
た
め
に
は
、
生
活
の
豊
か
さ
と
環
境
の
快
適
さ
の
改
善
が
あ
る
程
度
お
く
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
。

　
「
国
際
関
係
」
の
標
題
の
も
と
に
主
張
さ
れ
て
い
た
の
は
、
日
本
と
諸
外
国
と
の
間
の
関
係
を
ど
の
よ
う
な
方
式
で
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
領
域
の
政
策
は
今
日
ま
す
ま
す
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
制
度
や
経
済
・
社
会
の
問
題
に
つ
い

て
抱
く
意
見
が
同
じ
で
あ
る
場
合
、
人
び
と
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
見
解
の
対
立
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
異
な
る
政
党
を
結
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
自
民
党
の
党
内
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
「
ア
ジ
ア
問
題
研
究
会
」
（
い
わ
ゆ
る
「
A
郵
）
と
「
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
問
題
研
究
会
」
（
い
わ
ゆ
る
冗
A
蛋
）
が
、
ほ
ぽ
時
を
同
じ
く
し
て
結
成
さ
れ
た
ー
昭
和
三
九
年
二
一
月
と
昭
和
四
〇
年
一
月
ー
の
は

そ
の
ひ
と
つ
の
例
証
で
あ
る
。
親
北
京
派
の
A
A
研
は
、
松
村
謙
三
・
宇
都
宮
徳
馬
・
藤
山
愛
一
郎
ら
を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ
、
自
由
主
義
国

と
共
産
主
義
国
の
平
和
共
存
の
可
能
性
を
信
じ
、
日
中
間
の
友
好
関
係
の
樹
立
を
唱
え
、
中
華
人
民
共
和
国
の
国
連
加
盟
に
賛
成
の
態
度
を
と
つ

た
。
こ
れ
に
対
し
親
国
府
派
の
A
研
は
賀
屋
興
宣
を
中
心
に
生
ま
れ
、
日
本
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
国
府
や
韓
国
と
の
友
好
関
係
の
維
持
を
唱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

え
、
こ
の
関
係
を
損
な
わ
な
い
か
ぎ
り
で
日
中
貿
易
を
認
め
、
中
国
の
国
連
加
盟
に
は
反
対
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
間
の
関
係
に
つ
い
て
の

政
策
の
異
同
は
、
そ
れ
に
ょ
つ
て
独
自
の
政
党
が
か
な
ら
ず
結
成
さ
れ
た
り
、
政
党
対
政
党
の
対
立
が
か
な
ら
ず
生
ず
る
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。

　
以
上
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
昭
和
四
九
年
当
時
の
各
政
党
の
政
策
の
独
自
性
は
、
政
治
制
度
・
経
済
活
動
の
組
織
・
生

活
の
内
実
の
三
つ
の
問
題
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
各
党
が
と
る
政
策
上
の
立
場
の
組
み
合
せ
に
よ
つ
て
決
ま
つ
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
、
国
の
政

　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
一
　
　
（
一
七
五
五
）



　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
豫
治
の
敏
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
二
　
　
（
一
七
狂
六
）

治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
あ
る
投
票
者
の
意
向
と
あ
る
政
党
の
政
策
群
と
の
間
に
「
等
し
い
」
関
係
が
あ
る
と
み
な
す
か
ど
う
か
の
基
準
を
、
そ
の
投

票
者
と
そ
の
政
党
が
政
策
上
の
立
場
の
組
み
合
せ
に
関
し
て
同
じ
も
の
を
共
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
求
め
る
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
第
一
〇

回
参
院
選
の
時
点
で
は
、
実
際
上
充
分
に
満
足
の
い
く
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
投
票
者
に
と
つ
て
の
選
挙
制
度
の
『
正
し
ど
使
い
方

は
、
「
各
党
の
政
策
の
独
自
性
を
右
の
意
味
で
の
政
策
上
の
立
場
の
組
み
合
せ
と
し
て
認
識
し
、
自
分
の
意
向
の
そ
れ
と
同
じ
組
み
合
せ
を
も
つ

政
党
（
に
所
属
す
る
候
補
者
）
に
票
を
投
ず
る
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
⇔
　
投
票
の
実
態
ー
第
一
〇
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
・
東
京
地
方
区

　
国
政
段
階
の
選
挙
に
際
し
て
、
有
権
者
は
「
正
し
い
」
投
票
の
し
方
を
行
な
つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
実
態
に
メ
ス
を
入
れ
る
た
め
に
、

ひ
と
つ
の
調
査
を
行
な
つ
て
み
た
。

　
こ
の
調
査
は
、
慶
慮
義
塾
投
票
行
動
研
究
会
が
、
昭
和
四
九
年
七
月
七
日
に
施
行
さ
れ
た
第
一
〇
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
際
し
て
東
京
都

の
島
唄
を
除
く
地
域
に
居
住
す
る
有
権
者
を
母
集
団
と
し
て
行
な
つ
た
標
本
調
査
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
調
査
全
体
の
調
査

方
法
、
お
よ
び
、
こ
の
参
院
選
を
め
ぐ
る
政
治
状
況
と
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
、
堀
江
湛
・
岩
男
寿
美
子
編
著
『
都
民
の
選
択
ー
参
院
選
の
意

識
調
査
』
（
慶
応
通
信
・
昭
和
五
二
年
）
に
詳
し
い
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
西
だ
ぎ
た
い
。
私
が
担
当
し
、
こ
こ
に
そ
の
報
告
を
行
な
う
部

分
は
、
選
ば
れ
た
調
査
地
点
＝
一
〇
ヵ
所
の
そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
標
本
に
対
し
て
の
補
充
質
閥
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。

　
調
査
票
回
収
の
結
果
、
利
用
可
能
な
標
本
の
数
は
七
六
で
あ
り
、
回
収
率
は
六
三
・
三
パ
璽
セ
ソ
ト
で
あ
つ
た
。
（
全
体
調
査
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
七
六
二
、
六
三
主
パ
ー
・
セ
ソ
ト
で
あ
る
。
）
全
体
調
査
に
比
べ
る
と
部
分
調
査
の
利
用
可
能
な
標
本
は
、
支
持
政
党
と
投
票
予
定
の
政
党
の
い
ず

れ
に
っ
い
て
も
、
民
社
党
。
公
明
党
の
類
例
が
い
ち
じ
る
し
く
少
な
く
、
社
会
党
・
共
産
党
の
類
例
が
逆
に
い
ち
じ
る
し
く
多
く
な
る
と
い
う
偏

り
を
示
し
て
い
る
（
表
－
）
。
以
下
の
検
討
は
、
こ
の
七
六
標
本
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。



　
さ
て
、
投
票
が
「
正
し
く
」
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
政
党
が
主
張
す
る
政
策
群
と
投
票
者
の
意
向
の
そ

れ
ぞ
れ
が
、
e
の
終
り
に
搭
摘
し
た
「
政
策
上
の
立
場
の
組
み
合
せ
』
の
型
に
も
と
づ
い
て
類
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
各
党
の
昭
和
四
九
年
当
時
の
基
本
的
な
政
策
文
献
を
分
析
す
る
と
、
各
党
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　　支持　　　　投票予定
25．0％（27。7％）19、7弩（21・9％）

1．3（4．2）エ．3（3・7）
2．6　（17．7）3。9　（15・7）

ユ9．7　（7．9）18．4　（8・7）

15．8　（4．1）17．1　（5・0）

一　　　　 一　　　　3．9　　（6．8　）

32．9　　　（33．8　　）　　一　　　　　　一

2．6　（4．6）35．5　（38・2）

（）のなかは全体調査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
党
A

　
　
党
党
党
党
党
属
政
N

）
　
民
社
明
会
産
所
持
馬

1
　
自
民
公
社
共
無
支
D

俵の
と
お
り
で
あ
る
。
〔
A
ー
イ
ー
i
〕
は
、

の
で
「
準
自
民
党
型
」
と
特
徴
づ
け
た
。

あ
る
表
現
で
あ
り
、
獲
得
後
の
反
相
対
主
義
は
⑥
の
傾
向
を
内
在
さ
せ
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

　
自
民
党
除
政
治
制
度
に
つ
い
て
前
述
の
㈹
の
立
場
、
経
済
活
動
の
組
織
に
つ
い
て
前
述
の
ω
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

場
、
生
活
の
内
実
に
つ
い
て
前
述
の
㈹
の
立
場
。
こ
の
組
み
合
せ
の
型
を
『
自
民
党
型
』
と
呼
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
民
社
党
“
㈹
、
¢⇒
、
ω
。
公
明
党
鈍
㈹
、
㈲
、
ω
。
こ
の
組
み
合
せ
の
型
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
民

社
・
公
明
両
党
は
同
じ
型
に
属
す
る
。
こ
れ
を
「
民
社
・
公
明
党
型
』
と
呼
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
社
会
党
翻
㈲
、
ω
、
ω
。
こ
れ
を
『
社
会
党
型
』
と
呼
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

　
共
産
党
“
⑥
、
の
、
ω
。
こ
れ
を
「
共
産
党
型
』
と
呼
ぶ
。

　
　
つ
ぎ
に
、
七
六
人
の
回
答
者
の
意
向
を
検
討
す
る
。
調
査
の
際
、
O
に
示
し
た
『
㈹
、
⑧
、
◎
』
・

　
『
ω
、
⑬
、
の
』
・
『
m
、
㈹
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
の
力
肇
ド
に
印
刷
し
て
被
面
接
者
に
示
し
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
『
〔
こ
の
〕
問
題
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
な

た
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。
あ
な
た
の
考
え
に
近
い
意
見
は
ど
れ
か

示
し
て
下
さ
い
』
と
質
問
し
た
。
こ
の
三
間
へ
の
回
答
を
組
み
合
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
回
答
者
の

　
『
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
意
向
」
の
型
が
明
ら
か
に
な
る
。
え
ら
れ
た
型
の
分
布
は
表
2

〔
A
ー
イ
〕
が
ほ
か
の
政
党
型
に
な
く
、
い
わ
ゆ
る
自
由
社
会
に
お
い
て
の
生
活
志
向
と
考
え
ら
れ
る

〔
C
l
β
ー
i
〕
は
、
〔
C
ー
己
が
ほ
か
の
政
党
型
に
な
い
こ
と
、
㈹
の
み
政
権
獲
得
過
程
に
力
点
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
準
社
会
党
型
』
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
三
　
　
（
一
七
五
七
）



投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

類型一2：近似型

　A一？一i　準自．民・公に近い11人

？一ローi　民・公，社に近い　2

（表2）

類型一1：政党型

　A一イーii　自　　　　1人（2．8％）

　A一イーi　準自　　　　17　　（47．2　）

　　　　　　　　　小計工8　（50．0）

　A一ローi民・公　13　（36。1）

B一？一i　社に近い　　　　4

C一・？一i　準社，共に近い　　ユ

　　1

計19

C一ハー？　共に近い

B一ローi社　　　3　（8．3）
C一一ローi　　準往　　　　　2　　（　5．6　）

　　　　　　　　層、言十5　　（13。9　）

C一ハーi共　　　o　（0．o）
　　　　　　　　　言十36　　　（100．0　　）

類型一4：r考えていない』型

　？が2つ以上含まれるもの　6人

？は，A，B，C；イ，ロ，ハjjiで回答しなかつたもの。

76人中…政党型　47．4％，近似型　25・0％，

　　　　独自型　19．7％，「考えていない」型　7・9％。

　
人

型
3
8
1
1
2

縮灘
。
1
　
．
墓
　
”
U
　
”
U
　
”
服

：
　
一
｝
一
｝
｝

3
　
ハ
　
イ
？
イ
ロ

一
一
一
一
｝
『

型
A
B
B
C
C

類

計15

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
四
　
　
（
一
七
五
八
）

　
『
正
し
い
」
投
票
の
た
め
に
は
、
自
分
の
政
策
上
の
立
場
が
は
つ
き
り

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
表
2
の
？
を
含
む
標
本
二

六
（
三
四
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
投
票
所
に
お
も
む
く
前
か
ら
な
ん
ら
か

の
欠
陥
の
あ
る
投
票
し
か
で
き
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
比
率
の
高

さ
は
、
選
挙
制
度
の
「
正
し
い
」
使
い
方
の
教
育
が
な
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
使
い
方
を

求
め
る
の
は
、
多
く
の
人
に
と
つ
て
も
と
も
と
無
理
な
相
談
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
選
挙
の
研
究
と
し
て
は
、
基
本
的
な
三
つ
の
政
策
領
域
に
関

し
て
、
は
つ
ぎ
り
し
た
意
向
（
政
策
上
の
立
場
）
が
も
て
な
い
人
が
い
る

の
は
な
ぜ
か
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
政
治

教
育
の
改
善
と
か
、
選
挙
の
し
く
み
の
改
良
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。　

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
七
六
標
本
は
、
支
持
政
党
お
よ
び
投

票
予
定
の
政
党
に
つ
い
て
、
民
社
党
・
公
明
党
の
類
例
が
少
な
く
、
社
会

党
・
共
産
党
に
つ
い
て
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
党
型
の

な
か
で
社
会
党
型
（
準
を
含
め
）
と
共
産
党
型
の
し
め
る
割
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
コ
子
九
、
O
・
○
バ
：
セ
ン
ト
と
極
端
に
低
い
。
か
り
に
、
「
正
し
い
」

も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
た
投
票
が
行
な
わ
れ
た
ー
政
党
型
は
そ
れ
ぞ
れ



（表3）

意向の型

計

ユ9人

1
2
15

工2

27

社
／

　
社

讐
餅
・

　
じ
　
　
　
　
エ

藩
－

　
自
　
9

　
準

　
自

仕準社
！／／共独無考
　共共
　1　1　　2　1

　　　　1
　　　　1
1　　　　　3
3　　　　　2

　　　　6　5

－
凸

1

1　1　1

F
D
　
3
　
　
4

ー
　
ウ
印
　
ウ
臼
　
　
イ
τ

3
　
1

14

民
社
明
会
産
他
A

　
　
　
　
　
　
　
，
N

　
　
　
　
　
　
し
馬

自
民
公
社
共
な
D

　
支
持
政
党

投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

／は近似型を示す。「無考』はr考えていない』型。

の
党
へ
、
独
自
型
は
五
大
政
党
以
外
へ
、
近
似
型
は
近
い
党
へ
比
例
配
分
さ
れ
て
、
『
考
え
て
い

な
い
」
型
は
棄
権
1
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
「
正
し
い
」
仮
定
の
選
挙
で
五
大
政
党
に
投
ぜ
ら
れ
た

票
の
総
数
に
し
め
る
各
党
分
の
比
率
と
、
実
際
の
調
査
で
の
五
大
政
党
へ
の
予
定
投
票
総
数
に
し

め
る
各
党
分
の
比
率
（
い
ず
れ
も
パ
ー
セ
ン
↓
を
比
べ
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
自
民
党

四
二
・
七
（
仮
定
）
f
三
三
・
三
く
予
定
）
、
民
社
党
一
七
・
七
ー
二
・
二
、
公
明
党
一
七
・
七
ー

六
・
七
、
社
会
党
一
九
二
ー
三
一
・
一
、
共
産
党
二
・
七
ー
二
六
・
七
で
あ
る
。
こ
の
数
字
の

く
い
違
い
は
、
選
挙
（
投
票
）
の
質
に
な
ん
ら
か
の
間
題
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
政
策
上
の
立
場
の
組
み
合
せ
の
型
を
共
有
し
て
い
る
か
否
か
の
観
点
か

ら
、
回
答
者
と
政
党
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。
ま
ず
、
回
答
者
と
支

持
政
党
の
関
係
は
ど
う
な
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
六
回
答
者
の
う
ち
、
門
あ
な
た
は
何
党

を
支
持
し
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
か
』
の
質
問
に
五
大
政
党
の
名
を
も
つ
て
答
え
た
の
は
、
四

九
人
（
六
四
．
叢
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
つ
た
。
回
答
者
の
意
向
の
型
と
支
持
政
党
を
交
差
さ
せ
る
と

表
3
に
な
る
。

　
特
定
政
党
の
支
持
を
表
明
し
た
人
に
し
め
る
そ
の
政
党
型
（
準
、
近
似
も
含
め
て
）
の
意
向
を
も

つ
人
の
比
率
は
、
自
民
党
五
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
実
数
一
九
）
、
民
社
党
O
・
O
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
）
、

公
明
党
五
〇
・
○
バ
ー
セ
ン
ト
（
二
）
、
社
会
党
；
7
三
パ
聾
セ
ン
ト
（
一
五
）
、
共
産
党
O
・
O

パ
ー
セ
ン
ト
（
一
二
）
で
あ
つ
た
。
こ
の
数
字
は
、
『
正
し
い
」
投
票
を
支
え
る
態
度
と
し
て
の

　
「
だ
．
レ
ど
政
党
支
持
態
度
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
不
満
足
な
も
の
で
あ
る
。
標
本
の
数
が
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
五
　
　
（
一
七
五
九
）



　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
六
　
　
（
一
七
六
〇
）

く
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
一
般
的
な
の
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
社
会
党
と
共
産
党
の
低
さ
は
注
目
に
値
す
る
。
野
党
第
一
党
の
社
会
党

へ
の
支
持
の
実
態
が
こ
の
七
六
標
本
に
正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
社
会
党
支
持
者
の
二
干
三
パ
1
セ
ソ
ト
の
み
が
社
会
党
の
政
策

上
の
立
場
に
賛
同
し
て
お
り
、
そ
の
一
妻
丁
三
バ
ー
セ
ン
ト
は
自
罠
党
の
立
場
を
よ
し
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
共
産
党
の
場
合
は
、
前
者
に

あ
た
る
も
の
O
・
O
パ
ー
セ
ン
ト
、
後
者
に
あ
た
る
も
の
二
五
・
O
バ
ー
セ
γ
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ふ
だ
ん
私
た
ち
が
き
が
る
に
使
い
、
自
分
も

他
人
も
納
得
さ
せ
て
い
る
「
A
党
は
多
く
の
人
に
支
持
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
語
句
の
意
味
の
再
検
討
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
統
計
的
推
論
を
行
な
い
う
る
規
模
で
こ
の
種
の
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
逆
に
、
特
定
政
党
の
型
（
準
、
近
似
も
含
め
て
）
の
意
向
を
も
つ
人
に
し
め
る
そ
の
政
党
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
人
の
比
率
は
、
自
民
党
三
七
・

九
パ
ー
セ
ン
ト
（
実
数
二
九
）
、
民
社
党
・
公
明
党
三
・
八
パ
ー
セ
ソ
ト
（
二
六
）
、
社
会
党
一
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
綱
二
）
、
共
産
党
○
・
○
パ
ー
セ
ン

ト
（
二
）
で
あ
る
。
こ
の
数
字
の
い
ず
れ
も
、
「
正
し
い
」
政
党
支
持
態
度
の
観
点
か
ら
は
問
題
で
あ
る
。
実
数
二
の
共
産
党
は
別
に
す
れ
ば
、
民

社
党
・
公
明
党
の
低
さ
は
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
実
数
二
六
の
う
ち
三
（
琴
コ
・
五
パ
ー
セ
ソ
↓
が
自
民
党
へ
、
七
（
二
六
．
九
パ
ー
セ

ソ
ト
）
が
社
会
党
へ
、
六
（
二
三
ニ
パ
蓄
セ
ン
ト
）
が
共
産
党
へ
流
れ
て
い
る
。
『
正
し
ど
政
党
支
持
態
度
が
な
ぜ
形
成
さ
れ
に
く
い
か
は
、
こ

の
『
流
出
』
の
原
因
究
明
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
（
こ
の
二
六
例
の
か
ぎ
り
で
は
、
流
れ
と
同
盟
系
以
外
の
労
働
組
合
へ
の
加
入
状
況
と
の

間
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
か
検
討
し
て
み
た
が
、
は
つ
き
り
し
た
傾
向
は
み
ら
れ
な
か
つ
た
。
）

　
回
答
者
と
投
票
予
定
（
東
京
地
方
区
）
の
政
党
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
〇
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
際
し
、
東
京
地
方
区
か
ら
立
候
補
し
た
の
は
、
自
民
党
一
（
安
井
謙
）
、
民
社
党
一
（
栗
原
玲
児
）
、
公
明
党

一
（
阿
部
憲
一
）
、
社
会
党
一
（
上
田
哲
）
、
共
産
党
一
（
上
田
耕
一
郎
）
、
無
所
属
の
大
物
二
（
野
坂
昭
如
、
紀
平
て
い
子
）
、
そ
れ
に
、
合
わ
せ
て
得
票

率
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
か
つ
た
他
の
一
三
候
補
で
あ
つ
た
。
投
票
日
の
九
日
前
か
ら
五
日
前
ま
で
の
期
間
に
行
な
わ
れ
た
調
査
で
は
、
『
今

度
の
選
挙
で
地
方
区
で
は
、
何
党
に
投
票
す
る
つ
も
り
で
す
か
』
お
よ
び
「
な
ぜ
地
方
区
で
そ
の
人
に
あ
る
い
は
そ
の
政
党
に
投
票
す
る
の
で
す



（表4）

　　　　意向の型
　灘・ギ　社讐巽共独無考計

民畢チ　　チ1圭圭1ま11宝・5人

社　　キ　　　　　 1
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　　1・1・1・　　　　」」　　　　　　4属　了”■一丁　　　 1

【A　14　5　3　1　1　　　　72　24
惚　　　　　　　　1　　　　　　1ユ　 3

自
　
　
民

　
　
　
苧
墨
3
玉
丁
3

玉
丁
撃
4
T
L
・
5

　
　
　
誓
乱
・
上
・
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
明
　
会
　
産
　
属
　
A
権

　
　
　
　
　
　
　
　
所
訓

公
社
共
無
皿
棄

投
票
予
定
の
政
党

投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

b・c．a2b十c
a　’b零政策志向あり，c＝なし。

か
』
が
質
間
さ
れ
た
。
後
者
は
、
調
査
員
が
投
票
の
理
由
を
聞
き
た
だ
し

た
う
え
で
八
つ
の
型
に
分
類
す
る
し
方
で
調
査
さ
れ
た
（
参
照
、
堀
江
．
岩

男
編
著
『
都
民
の
選
択
』
、
…
二
〇
～
二
三
一
ぺ
！
ジ
）
。
こ
の
理
由
の
型
の
ひ

と
つ
は
、
「
自
覚
的
、
自
主
的
に
自
分
の
政
治
観
や
主
義
主
張
政
策
と
結

び
つ
け
て
（
た
と
え
そ
の
論
理
が
事
実
に
合
つ
て
い
な
く
て
も
よ
い
）
」
で
あ
つ

た
。
回
答
者
の
意
向
の
型
と
投
票
予
定
の
政
党
・
投
票
の
理
由
（
右
の
政

策
志
向
か
否
か
）
を
交
差
さ
せ
た
も
の
が
表
4
で
あ
る
。

　
七
六
人
の
回
答
者
が
そ
の
予
定
ど
お
り
に
投
票
を
し
、
選
挙
の
結
果
が

出
た
も
の
と
仮
定
し
よ
う
（
「
い
い
た
く
な
い
」
、
藻
め
て
い
な
い
』
、
「
わ
か
ら

瓶
い
』
と
棄
権
予
定
は
棄
権
し
た
も
の
と
す
る
）
。
各
党
の
得
票
率
は
、
自
民
党

三
〇
・
六
。
ハ
ー
セ
ン
ト
（
実
数
一
五
）
、
民
社
党
二
・
O
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
）
、

公
明
党
六
ニ
パ
豊
セ
ン
ト
〈
三
）
、
社
会
党
二
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
四
）
、

共
産
党
二
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
二
）
、
無
所
属
八
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
（
四
）

と
な
る
。
各
党
の
得
票
の
う
ち
、
投
票
者
の
意
向
の
型
と
そ
の
党
の
政
策

上
の
立
場
の
型
が
一
致
す
る
（
準
、
近
似
も
含
め
て
）
も
の
の
比
率
は
、
自

民
党
六
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
民
社
党
一
〇
〇
・
O
パ
ー
セ
ン
ト
、
公
萌

党
三
三
。
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
社
会
党
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
共
産
党
O
・

○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
一
致
が
意
図
さ
れ
た
結
果
と
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
七
　
　
　
（
一
七
六
”
）



　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
八
　
　
（
一
七
六
二
）

さ
れ
る
も
の
（
一
致
し
、
か
つ
、
投
票
の
理
由
が
政
策
志
向
で
あ
る
も
の
）
は
、
自
民
党
の
場
合
が
三
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
す
る
だ
け
で
、
の

こ
り
の
四
党
に
つ
い
て
は
変
り
が
な
い
。

　
こ
の
数
字
は
、
こ
こ
に
き
わ
め
て
大
ぎ
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
調
査
は
、
全
体
調
査
と
比
べ
て
社
会

党
・
共
産
党
へ
投
票
す
る
予
定
の
標
本
が
き
わ
だ
つ
て
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
党
の
、
右
の
意
味
で
の
型
の
一
致
お
よ
び
意
図
し
た
一

致
の
標
本
の
数
は
、
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
社
会
党
の
そ
れ
を
自
民
党
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
前
者
に
つ
い
て
は
一
〇
分
の
一
、
後
者
鵜
つ
い
て
は
五

分
の
一
の
少
な
さ
で
あ
る
。
従
来
の
政
治
常
識
は
、
自
民
党
の
支
持
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
意
識
が
低
く
、
社
会
党
・
共
産
党
の
場
合
は
そ
れ

が
高
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
七
六
標
本
だ
け
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
「
正
し
ど
投
票
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
自
民

党
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
意
識
の
高
さ
の
観
念
の
再
検
討
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
現
状
で
は
、
い
わ
ゆ
る
民

意
の
反
映
の
問
題
を
た
ん
な
る
票
の
集
計
の
次
元
だ
け
で
は
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
は
つ
き
り
示
し
て
い
る
。
現
行
の
選
挙
の
し
く

み
と
そ
の
一
般
的
な
使
い
方
を
通
し
て
、
は
た
し
て
民
意
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
選
挙
の
研
究
は
、
各
党
の
得
票
に
し
め
る

「
正
し
い
』
票
の
比
率
が
な
ぜ
高
く
な
い
（
五
党
へ
の
票
合
計
四
五
の
う
ち
、
政
策
上
の
立
場
の
型
が
一
致
す
る
も
の
一
三
票
、
二
八
．
九
パ
ー
セ
ソ
ト
、
そ

れ
を
意
図
し
た
も
の
八
票
、
一
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
つ
た
）
の
か
、
ま
た
、
特
定
の
政
党
型
の
意
向
を
も
つ
人
の
多
く
が
な
ぜ
そ
の
党
へ
投
票
し

よ
う
と
し
な
い
（
準
、
近
似
型
も
含
め
、
別
の
党
へ
流
れ
る
人
の
比
率
は
、
自
民
党
型
六
五
・
五
パ
！
セ
ソ
ト
、
民
社
党
・
公
明
党
型
九
二
．
三
パ
ー
セ
ソ
ト
、

社
会
党
型
九
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
共
産
党
型
一
〇
〇
・
○
パ
！
セ
ソ
ト
で
あ
つ
た
）
の
か
を
解
明
し
、
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
の
方
途
i
し
く
み
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

改
良
や
使
い
方
に
つ
い
て
の
教
育
な
ど
ー
を
検
討
す
る
責
務
を
、
社
会
に
対
し
て
負
つ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
本
稿
が
以
下
で
分
析
す
る
昭
和
四
九
年
七
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
に
際
し
て
毎
臼
新
聞
社
の
行
な
つ
た
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
現
在
の
政
治
に
満
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

　
　
う
質
問
に
対
し
て
、
自
由
民
主
党
支
持
者
の
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
「
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
ど
ま
た
は
「
満
足
し
て
い
な
ど
と
答
え
た
（
『
毎
日
新
聞
』
昭
和
四
九
年
六
月
二

　
　
六
日
朝
刊
）
。

　
（
2
）
　
参
照
、
根
岸
毅
「
政
治
的
選
択
の
割
度
と
平
和
』
（
『
．
平
和
研
究
h
第
三
号
）
。



（
3
）
以
下
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
根
岸
毅
「
政
治
的
な
輿
践
観
標
一
（
『
法
学
研
究
』
第
四
五
巻
第
三
号
）
、
一
四
六
ぺ
！
ジ
以
下
。
こ
の
分
析
は
昭
和
四
六
年
時
点
で
の
も
の
で
あ

　
る
が
、
第
一
〇
回
参
院
選
（
昭
和
四
九
年
）
当
時
に
も
基
本
的
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
）
参
照
、
福
井
治
弘
『
自
由
民
主
党
と
政
策
決
定
』
福
村
出
版
・
一
九
六
九
年
、
三
〇
四
遮
三
一
七
べ
ー
ジ
。

（
5
）
　
本
稿
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
政
府
の
施
策
の
効
果
と
し
て
生
み
串
さ
れ
る
具
体
的
な
社
会
的
状
態
ー
国
の
政
治
の
あ
り
方
！
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
抽
象
的
な
ス

　
ロ
ー
ガ
ン
な
ど
は
分
析
上
無
視
さ
れ
る
。
問
題
は
、
各
党
が
、
単
独
で
政
権
を
と
つ
た
場
合
に
、
日
本
の
社
会
を
具
体
的
に
ど
う
い
う
状
態
に
お
こ
う
と
す
る
の
か
で
あ
る
。
さ
き

　
に
論
じ
た
理
由
か
ら
、
政
治
割
度
・
経
済
活
動
の
絶
織
・
生
活
の
内
輿
の
三
領
域
に
注
β
す
る
。
ま
た
、
野
党
の
主
張
の
な
か
に
は
、
当
面
の
政
策
ー
自
民
党
政
権
下
で
野
党
と

　
し
て
要
求
し
た
り
反
対
し
た
り
す
る
も
の
ー
と
終
局
の
政
策
ー
ー
安
定
政
権
を
築
い
た
あ
と
で
行
な
わ
れ
る
本
来
の
政
策
ー
ー
が
混
在
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
参
照
、
社
会
党

　
『
学
習
テ
キ
ス
ト
　
2
　
社
会
主
義
建
設
の
党
へ
　
入
党
者
の
た
め
に
隠
一
九
六
五
年
、
一
二
～
二
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
分
析
上
重
視
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

（
6
）
自
民
党
は
、
㈹
、
「
国
民
の
自
由
な
意
思
の
表
明
に
よ
る
議
会
政
治
」
の
堅
持
を
主
張
す
る
（
自
民
党
『
わ
が
党
の
基
本
方
針
昭
和
四
十
四
年
』
、
五
べ
ー
ジ
）
。
『
自
己
を
絶

　
対
化
し
て
相
手
を
無
視
す
る
態
度
一
を
否
定
し
、
反
対
党
の
存
在
を
認
め
、
多
数
決
原
理
を
と
る
（
同
、
一
八
、
五
、
一
七
ぺ
雀
ジ
）
。
ω
、
『
個
人
の
創
意
と
企
業
の
自
由
を
基
底

　
と
す
る
経
済
の
総
合
計
画
』
を
主
張
す
る
（
同
、
三
ぺ
ー
ジ
）
。
『
私
有
財
産
を
尊
重
し
、
職
業
選
択
の
自
由
と
企
桑
の
宙
由
を
保
障
一
す
る
（
同
、
一
六
ぺ
！
ジ
）
が
、
経
済
に
ひ

　
ず
み
が
生
じ
た
ら
財
政
金
融
面
で
の
『
政
策
を
適
時
適
切
に
運
営
し
て
経
済
の
安
定
成
長
へ
誘
導
」
す
る
（
自
罠
党
『
別
冊
七
〇
年
代
へ
の
前
進
－
政
策
解
説
』
昭
和
四
四
年
、

　
六
六
～
六
七
ぺ
；
ジ
）
。
00
、
生
産
主
義
と
生
活
主
義
と
に
区
分
す
る
と
す
れ
ば
、
自
民
党
の
み
が
前
者
で
あ
り
、
の
こ
り
の
四
党
は
後
煮
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
自
民
党
の
こ
の

　
傾
向
は
、
『
公
害
対
策
基
本
法
』
か
ら
「
経
済
の
健
全
な
発
展
と
の
調
和
』
の
字
句
を
削
る
際
の
消
極
さ
に
現
わ
れ
て
い
る
（
根
岸
『
政
治
的
な
実
践
目
標
」
、
　
一
五
八
～
一
五
九
ペ

　
ー
ジ
、
ま
た
、
参
照
、
罠
社
党
『
新
版
　
民
筏
党
読
本
』
一
九
六
七
年
、
一
一
コ
ベ
ー
ジ
）
。

（
7
）
　
民
社
党
は
、
㈹
、
政
権
獲
得
の
た
め
に
も
獲
得
後
も
「
議
会
制
畏
主
主
義
を
維
持
発
展
さ
せ
る
』
と
す
る
（
民
社
党
『
民
社
党
綱
領
解
説
』
昭
和
四
一
年
、
五
べ
ー
ジ
）
。
マ

　
ル
ク
ス
主
義
と
訣
別
し
（
同
、
七
べ
董
ジ
）
、
『
現
実
の
政
策
の
判
断
の
基
準
と
な
る
も
の
で
絶
対
に
正
し
い
と
い
う
も
の
は
な
い
』
（
『
新
版
　
民
社
党
読
本
』
、
三
六
べ
薯
ジ
、
参
照
、

　
　
『
民
社
党
綱
領
解
説
』
、
一
五
べ
ー
ジ
）
と
の
立
場
か
ら
、
批
判
と
反
対
党
を
認
め
（
同
、
一
七
、
八
八
ベ
ー
ジ
）
、
多
数
決
に
よ
る
採
決
を
よ
し
と
す
る
（
同
、
九
九
べ
ー
ジ
）
。

　
頓
社
会
主
義
、
す
な
わ
ち
、
市
場
機
構
を
維
持
し
た
、
政
府
の
力
に
よ
る
経
済
の
計
圃
化
を
め
ざ
す
（
同
、
五
、
　
二
二
匙
一
一
五
ぺ
ー
ジ
）
。
基
幹
産
業
は
公
有
化
す
る
が
、

　
私
企
業
の
併
存
も
認
め
る
（
同
、
一
一
五
垂
一
一
七
、
『
新
版
　
民
社
党
読
本
』
、
八
○
、
八
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（8

）
公
明
党
は
、
㈲
、
昭
和
四
五
年
の
第
八
回
党
全
国
大
会
に
お
い
て
新
し
い
綱
領
と
党
規
約
を
採
択
し
、
綱
領
に
お
け
る
仏
教
用
語
を
排
す
る
と
と
も
に
．
党
の
再
生
の
た
め
に

　
党
員
の
再
登
録
を
行
な
つ
た
。
そ
の
再
登
録
に
あ
た
つ
て
ぱ
、
『
支
持
団
体
で
あ
る
創
価
学
会
員
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
党
の
理
念
や
政
策
を
理
解
し
さ
ら
に
そ
の
普
及

　
に
つ
と
め
、
党
の
日
常
活
動
、
選
挙
活
動
を
積
極
的
に
行
な
い
、
党
勢
拡
張
に
努
力
で
き
る
人
を
広
く
つ
2
る
こ
と
と
し
た
（
公
闘
党
『
公
明
』
昭
和
四
五
年
八
月
号
、
二
篠
へ

　
ー
ジ
）
。
党
の
綱
領
に
よ
れ
ば
同
党
は
、
『
信
教
・
結
社
・
表
現
の
自
由
な
ど
、
基
本
的
人
権
を
擁
護
〔
し
〕
・
・
二
切
の
暴
力
主
義
を
否
定
し
、
議
会
割
属
主
主
義
の
確
立
を
期

　
す
』
政
党
で
あ
る
（
公
明
党
『
公
明
党
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
一
九
七
二
年
度
版
）
』
昭
和
四
七
年
、
八
ベ
ー
ジ
）
。
こ
れ
は
、
状
況
の
変
化
に
か
か
わ
ら
ず
『
あ
く
ま
で
も
』
、
『
ど
こ
ま

　
で
も
擁
護
し
て
い
く
」
『
規
範
』
で
あ
る
（
同
、
二
二
、
一
三
、
一
二
ぺ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
『
い
か
な
る
形
態
で
あ
ろ
う
と
、
一
党
独
裁
を
議
会
制
属
主
主
義
の
敵
と
し
て
否
定
す
る
一

　
（
同
、
二
三
ぺ
ー
ジ
）
。
⑳
、
門
経
済
の
計
画
化
に
競
争
的
な
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
し
、
国
民
各
閣
の
自
発
的
な
創
意
性
を
十
分
く
み
あ
げ
」
る
。
し
た
が
つ
て
．
【
基
幹
産
業
や

　
　
エ
ネ
ル
ギ
馨
産
業
は
国
営
化
の
方
向
を
め
ざ
す
べ
き
』
だ
が
、
『
上
か
ら
の
一
方
的
統
制
を
排
除
』
し
、
『
消
費
選
択
の
自
由
や
職
業
選
択
の
自
由
」
を
認
め
る
。
（
同
、
三
六
～
三

投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

二
九
九
　
　
（
一
七
六
三
）



　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
Q
O
　
　
（
一
七
六
四
）

　
七
、
一
六
べ
騒
ジ
。
）

（
9
）
社
会
党
は
、
⑧
、
議
会
に
多
数
を
占
め
る
こ
と
を
通
じ
て
社
会
主
義
を
達
成
す
る
と
主
張
す
る
（
社
会
党
『
社
会
主
義
建
設
の
党
へ
』
、
五
五
べ
ー
ジ
）
。
し
か
し
、
社
会
党
の

綱
領
は
「
科
学
的
社
会
主
義
の
考
え
方
」
を
基
本
と
し
て
お
り
（
同
、
一
〇
ぺ
ー
ジ
）
、
『
社
会
主
義
〔
は
〕
本
来
、
労
働
者
階
級
の
歴
史
的
使
命
で
あ
る
』
（
同
、
六
〇
ぺ
馨
ジ
）

　
と
か
『
社
会
主
義
革
命
の
必
然
性
』
（
社
会
党
円
学
習
テ
キ
ス
ト
　
ー
　
β
本
に
お
け
る
社
会
主
義
へ
の
道
薗
一
九
六
五
年
、
コ
ベ
ー
ジ
）
の
語
句
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
思
想
的

　
に
反
相
対
主
義
の
立
場
に
あ
る
（
参
照
、
同
、
壬
一
一
べ
！
ジ
の
『
正
し
い
人
間
観
、
世
界
観
一
）
。
し
た
が
つ
て
、
門
議
会
と
大
衆
闘
争
に
よ
る
民
主
主
義
的
方
法
』
つ
ま
り
社
会
主

義
へ
の
平
和
的
移
行
が
『
望
ま
し
い
』
だ
け
で
な
く
今
日
で
は
「
も
つ
と
も
有
効
か
つ
実
現
可
能
』
だ
と
す
る
の
は
、
今
日
の
日
本
に
そ
の
た
め
の
『
客
観
的
な
基
礎
条
件
』
が
あ
る
か

　
ら
で
あ
り
、
そ
の
条
件
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
の
大
衆
運
動
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
同
、
三
〇
～
三
四
ぺ
ー
ジ
、
参
照
、
『
社
会
主
義
建
設
の
党
へ
』
、
五
八
べ
ー

　
ジ
、
お
よ
び
、
民
社
党
『
民
社
党
綱
領
解
説
』
、
一
二
～
一
三
、
九
〇
ぺ
！
ジ
）
。
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
建
設
の
た
め
の
方
法
は
、
形
態
こ
そ
ソ
連
や
中
国
と
異
な
る
が
、
そ
の
『
本

質
』
は
「
ブ
騨
レ
タ
リ
ア
独
裁
』
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
『
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
へ
の
道
』
、
九
三
べ
K
ジ
）
。
か
く
し
て
、
社
会
党
の
社
会
主
義
祉
会
で
は
、
『
広
汎
な
個
人
的
虜

　
由
」
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
が
、
『
人
を
搾
取
す
る
自
由
、
資
産
に
依
存
す
る
不
労
生
活
の
自
由
〔
は
〕
許
さ
れ
な
ど
（
同
、
二
四
べ
ー
ジ
、
参
照
、
ス
タ
！
リ
ソ
憲
法
第
一
二
五

　
条
）
。
〔
調
査
の
際
に
用
い
た
⑧
の
表
現
の
後
半
は
、
「
。
。
・
そ
の
意
見
が
国
会
で
多
数
を
し
め
る
よ
ろ
・
・
こ
に
変
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
立
場
の
基
本

　
は
前
半
に
あ
る
。
〕
⑨
、
祉
会
党
の
社
会
主
義
は
、
重
要
産
業
の
公
有
化
と
計
画
経
済
を
意
味
す
る
が
、
「
個
人
の
職
業
の
自
由
や
、
所
有
権
の
全
面
的
な
否
定
〔
は
〕
意
味
し
な
い
』

　
（
『
社
会
主
義
建
設
の
党
へ
』
、
六
一
べ
1
ジ
）
。

（
m
）
　
共
産
党
は
、
◎
、
『
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
昌
ン
主
義
を
行
動
の
指
針
と
す
る
』
党
で
あ
る
（
共
産
党
『
ロ
本
共
産
党
綱
鎮
・
日
本
共
産
党
規
約
』
昭
和
四
一
年
．
三
三
べ
ー
ジ
）
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
を
、
「
労
働
者
階
級
と
人
民
の
解
放
闘
争
を
正
し
く
み
ち
び
く
こ
と
が
で
き
る
、
た
だ
、
一
つ
の
正
し
理
論
』
で
あ
る
と
す
る
（
共
産
党
『
日
本
弗
産
党
初
級
教
科
書

　
（
案
）
』
一
九
六
八
年
、
一
〇
四
べ
：
ジ
）
。
し
た
が
つ
て
、
『
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
董
ト
独
裁
の
確
立
」
を
め
ざ
し
て
い
る
（
『
日
本
共
産
党
綱
領
・
規
約
』
、
三
〇
べ
ー
ジ
）
。
そ
こ
で
は
、

　
政
治
活
動
の
自
由
は
共
産
党
と
「
社
会
主
義
建
設
の
方
向
を
支
持
す
る
す
べ
て
の
党
派
や
人
び
と
』
に
は
認
め
ら
れ
、
共
産
党
と
労
働
者
階
級
の
『
指
導
』
の
も
と
に
『
革
命
的
な

　
教
育
と
思
想
改
造
』
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
『
日
本
共
産
党
初
級
教
科
書
（
案
）
』
、
八
一
、
一
五
六
べ
ー
ジ
）
。
の
、
「
す
べ
て
の
生
産
手
段
は
、
全
人
民
の
所
有
に
な
り
ス
共
産
党
『
共

　
産
党
員
の
基
礎
知
識
』
一
九
六
八
年
、
八
七
べ
ー
ジ
）
．
そ
の
結
果
と
し
て
国
民
経
済
が
計
画
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
『
日
本
共
産
党
初
級
教
科
書
（
案
）
』
、
一
五
七
べ
ー

　
ジ
）
。
そ
こ
で
は
、
生
産
は
『
個
人
の
も
う
け
や
思
わ
く
で
無
政
府
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
」
も
の
で
は
な
く
な
る
（
『
共
産
党
員
の
基
礎
知
識
』
、
八
七
べ
！
ジ
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
私
が
試
み
た
分
析
は
、
つ
ぎ
の
論
理
構
造
を
も
つ
て
い
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
装
置
と
し
て
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
、
所
与
の
目
的
の

達
成
に
見
合
う
性
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
い
う
意
味
で
の
「
正
し
ど
使
い
方
を
想
定
し
、
そ
れ
と
現
実
の
使
い
方
を
つ
き
合
せ
て
み

る
。
も
し
、
　
『
正
し
く
」
使
わ
れ
て
い
な
い
状
況
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
改
善
す
ぺ
き
不
都
合
さ
ま
た
は
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

改
善
策
や
解
決
方
法
を
考
案
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
問
わ
れ
る
の
は
、
な
ぜ
「
正
し
い
」
痩
い
方
が
で
き
な
い
の
か
、
そ
の
原
閃
は
な
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
　
「
特
定
政
党
型
の
意
向
を
も
つ
人
の
多
く
が
、
　
（
本
来
そ
の
政
党
を
支
持
す
べ
き
な
の
に
）
、
な
ぜ
そ
の
政
党
を
支
持
し
よ

　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ

う
と
し
な
い
の
か
」
、
「
特
定
政
党
型
の
意
向
を
も
つ
人
の
多
く
が
、
（
本
来
そ
の
政
党
に
投
票
す
べ
き
な
の
に
）
、
な
ぜ
そ
の
政
党
に
投
票
し
よ
う
と
し

ヤ
　
　
ヤ

な
い
の
か
』
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
こ
れ
ら
の
問
は
、
『
本
来
人
は
・
・
。
す
ぺ
き
な
の
に
、
な
ぜ
そ
う
し
な
い
の
か
』
の
形
式
（
英
語
で
表
わ
せ
ば
．
．
譲
芽
瓢
§
．
＃
冨
楼
碧
9
。
島
超

急
。
ミ
籍
．
、
）
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
々
の
生
活
の
な
か
の
さ
ま
ざ
ま
の
局
面
に
現
わ
れ
て
く
る
問
題
や
困
難
に
直
面
し
、
そ
の
解
決

を
模
索
し
て
い
る
生
活
者
に
と
つ
て
は
、
ご
く
当
り
前
に
発
す
る
問
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
生
活
の
な
か
の
選
挙
と
い
う
局
面
に
な
ん
ら
か
の

解
決
す
べ
き
問
題
を
み
て
と
る
生
活
者
に
と
つ
て
は
、
改
善
策
や
解
決
方
法
を
考
案
す
る
ー
政
治
の
改
革
を
行
な
う
ー
出
発
点
と
し
て
こ
の

形
式
の
問
を
た
て
る
こ
と
は
、
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
投
票
行
動
の
研
究
の
大
勢
は
、
「
人
は
な
ぜ
そ
う
行
動
す
る
の
か
』
の
形
式
（
英
語
で
表
わ
せ
ば
．
季
璽
§
薪
碧

”
9
器
爵
曙
§
り
．
．
）
で
表
現
さ
れ
る
問
の
み
を
発
し
て
き
た
。
「
投
票
行
動
研
究
の
究
極
の
目
的
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
　
”
人
は
な
ぜ
投
票
す

る
の
か
”
　
“
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
投
票
す
る
の
か
”
と
い
う
『
貝
的
変
数
』
を
、
い
く
つ
か
の
『
説
明
変
数
』
に
よ
つ
て
、
記
述
し
、
予
測
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
で
あ
る
』
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
投
票
は
本
来
ど
う
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
生
活
者
の
判
断
作
用
ー
こ
れ
を
政
治
『
哲
学
』
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ぶ
の
が
政
治
学
の
な
ら
わ
し
で
あ
る
ー
が
方
法
論
的
に
欠
け
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
か
ら
、
生
活
者
の
判
断
に
直
結
す
る
行
動
（
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
改
革
）
の
指
針
が
出
て
く
る
こ
と
は
少
な
か
つ
た
。
投
票
行
動
の
研
究
を
こ
の
よ
う
な
論
理
構
造
に
お
し
こ
ん
だ
の
は
、
政
治
学
者
の
多
く
を

と
り
こ
に
し
た
「
科
学
志
向
」
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
状
況
は
、
生
活
者
と
し
て
選
挙
と
い
う
局
面
を
生
き
る
ご
く
ふ
つ
う
の
人
び
と
に
と
つ
て
は
、
き
わ
め
て
不
都
合
な
も
の
で
あ
る
。
生
活

者
の
立
揚
か
ら
、
そ
の
要
請
に
応
え
て
選
挙
や
投
票
の
研
究
を
行
な
う
た
め
に
は
、
そ
れ
を
、
本
稿
で
試
み
た
た
ぐ
い
の
論
理
構
造
で
行
な
う
必

　
　
　
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
一
　
　
（
一
七
六
五
）



投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革

三
〇
二
　
　
（
一
七
六
六
）

要
が
あ
る
、
本
稿
は
、
入
手
し
た
標
本
数
が
七
六
と
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
問
題
の
指
摘
し
か
行
な
う
こ
と
が
で
ぎ
な
か
つ
た
。
将
来
は
、

の
種
の
試
み
を
、
大
き
な
母
集
団
に
関
し
て
の
統
計
的
推
論
が
可
能
な
形
で
く
り
返
し
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
飽
戸
「
投
票
行
動
の
社
会
心
理
学
』
、
八
三
べ
ー
ジ
。
ω
8
悔
三
9
5
日
壽
切
寒
黛
亀
ミ
ミ
評
凌
§
鶏
§
き
き
§
苛
静
り
幹

　
（
2
）
　
そ
の
思
考
内
容
か
ら
い
え
ば
、
．
．
≦
『
団
ユ
8
．
一
昏
昌
”
9
器
葺
昌
o
陰
ぎ
三
亀
．
、
の
閃
は
、
．
、
ミ
ザ
鴫
3
窪
亀
餌
9
器
爵
曙
α
o
・
9
鴇
富
毛
騨
暮
爵
昌
學
〇
三
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
認
9
繕
島
遙
と
も
い
い
か
え
う
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
ま
で
の
投
票
行
動
の
研
究
の
間
に
．
．
菩
緯
詰
≦
げ
緯
些
亀
急
o
ミ
“
昌
9
＆
、
、
（
「
本
来
そ
う
す
べ
き
で
な
い
の
に
』
）

　
　
の
部
分
が
欠
け
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
す
べ
て
科
学
的
知
識
は
、
か
な
ら
ず
、
な
ん
ら
か
の
行
動
を
指
示
す
る
カ
を
も
つ
て
い
る
（
根
岸
毅
『
政
治
学
の
社
会
的
関
連
性
と
学
問
的
一
体
挫
』
（
『
法
学
研
究
』
第
四
七

　
　
巻
第
二
号
）
、
三
七
べ
！
ジ
）
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
ま
で
の
投
票
行
動
の
研
究
の
成
果
は
、
特
定
候
補
者
に
よ
り
多
く
の
票
を
集
め
て
当
選
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と

　
　
い
う
間
に
は
、
行
動
の
指
針
を
与
え
て
き
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
o
一
9
訟
8
8
ユ
昌
瞬
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
政
治
の
改
革
の
出
発
点
と
な
る
盗
活
者
の
判
断
作
用

　
　
（
．
、
爵
9
貯
≦
げ
讐
蔓
瑠
o
o
言
三
山
昌
9
3
．
、
）
と
は
無
関
係
の
因
果
関
係
（
た
ん
な
る
、
、
譲
『
鴫
＆
爵
建
餌
9
器
鼻
串
3
吋
”
．
）
の
解
明
が
、
当
選
ま
た
は
落
選
と
い
う

　
　
文
脈
で
の
判
断
と
行
動
に
対
し
て
、
た
ま
た
ま
指
示
を
与
え
る
カ
を
も
つ
た
に
す
ぎ
な
い
。

（
一
九
七
七
・
一
〇
・
＝
二
）


