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資

料

一
　
は
じ
め
に

私
が
大
学
の
教
壇
で
政
治
学

（政
治
学
原
論
）
の
講
義
を
始
め
て
六

年
以
上
が
た
っ
た
。
政
治
学
原
論
な
る
科
目
が
何
を
講
義
す
る
科
目
な

の
か
に
つ
い
て
の
、
共
通
の
了
解
事
項
が
政
治
学
業
界
の
中
に
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
政
治
学
の
基
本
的
な
概
念
の
理
論
的
あ
る
い

は
歴
史
的
意
味
の
解
説
を
含
む
科
日
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
お
そ
ら

く
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
政
治
学
の
基
本
的
な
概
念
の
中

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

伊

藤

恭

彦

に
は

「国
家
」
と
か

「権
力
」
と
か

「支
配
」
と
か
い
っ
た
も
の
が
入

る
こ
と
に
も
ま
た
異
論
が
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う

（も
ち
ろ
ん
、
そ
の
概

念
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
多
様
な
議
論
が
可
能
で
あ
る
）。

私
も
そ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
政
治
学
原
論
で
は
こ
う
い
っ
た
概
念
の

説
明
を
盛
り
込
ん
で
き
た
。

私
の
講
義
で
の
学
生
の
理
解
度
は
か
な
り
高
く
、
期
末
試
験
等
か
ら

も
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が

「知
識
」
と
し
て
は
正
確
な
理
解
を
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
講
義
で
例
え
ば

「支
配
」
を
語
る
と
き
、

五
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「権
力
」
を
語
る
と
き
、
私
は
と
き
ど
き
心
配
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と

い
う
の
は
、
こ
う
い
う
概
念
が
彼
女
ら
／
彼
ら
の
生
の
現
実
に
関
わ
る

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
も
う
少
し

一
般
的
に
言
う
と
、

政
治
学
が
学
生
の
政
治
意
識
や
生
活
意
識
と
に
ふ
れ
あ

っ
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
疑
間
に
思
わ
れ
る
時
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
疑
間
は
私
の
政
治
学
に
対
す
る
あ
る

価
値
前
提
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
学
は
狭
い
知
識
で

は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
実
践
に
結
び
つ
く
実
践
知
で
あ
る
べ
き
と
い
う
考

え
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
政
治
学
に
つ
い
て
別
の
価
値
前
提
を
も
つ

て
い
る
者
は
、
私
の
心
配
ご
と
は
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
政
治
学
が
学
生
の
意
識
と
ふ
れ
合
わ
な
い
場
合
、
そ
の
こ
と
の

多
く
の
原
因
は
、
教
師
の
側
の
力
量
不
足
か
ら
く
る
こ
と
で
、
私
の
講

義
改
善
の
努
力
が
足
り
な
い
こ
と
の
結
果
と
は
思
う
。

キ
ャ
ン
パ
ス
を
見
渡
し
て
み
よ
う
。
急
増
す
る

「茶
髪
」
（ち
ゃ
ぱ

つ
）
学
生
、
ア
ッ
プ
ピ
ー
ト
に
合
わ
せ
て
踊
る
学
生
、
「
お
楽
し
み

サ
ー
ク
ル
」
の
氾
濫
、
大
学
祭
の
非
政
治
化
等
な
ど
―

私
は
こ
れ
ら

の
事
態
を

「け
し
か
ら
ん
」
と
言
う
オ
ヤ
ジ
趣
味
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い

な
い
つ
も
り
だ
が
―

学
生
の
姿
は
急
速
に
変
わ
り
始
め
て
い
る
。
私

が
学
生
を
や
っ
て
い
た
の
は
、
今
か
ら
約

一
五
年
前
で
、
当
時
は
学
生

五

一
二

の
非
政
治
化
や
三
無
主
義
が
叫
ば
れ
て
お
り
、
私
も
当
時
の
旧
世
代
か

ら
す
れ
ば
、
相
当
に
異
質
な
あ
る
い
は
問
題
を
含
ん
だ
学
生
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
私
か
ら
も
、
学
生
の
変
貌
が
感
じ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

毎
年
、
講
義
の
最
初
に
受
講
学
生
の
意
識
に
つ
い
て
の
簡
単
な
調
査

を
行
っ
て
き
た
。
あ
く
ま
で
も
講
義
づ
く
り
の
参
考
に
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
現
代
学
生
の
政
治
意
識
の
一
端
が
現

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
今
年
度
分
を
簡
単
に
整
理

し
て
み
た
。
な
お
、
私
の
専
門
は
政
治
学
の
中
で
も
政
治
哲
学
と
呼
ば

れ
る
領
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や

分
析
は
ド
素
人
そ
の
も
の
で
あ
り
、
専
門
家
か
ら
見
れ
ば
非
常
に
幼
稚

な
も
の
と
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
調
査
項
目
等
も
当
初
こ
の
よ
う

な
形
で
発
表
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
必
ず
し
も
練

ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
思
い
つ
き
的
な
も
の
も
あ
る
。
調
査
方
法
の
幼

稚
さ
よ
り
、
結
果
に
現
れ
た
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
注
目
し
て
い
た

だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
大
規
模
な
学
生
の
政
治
意
識
調
査
と
し

て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
に
お
い
て
も
参
照
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
小
野
耕
二

「政
治
意
識
か
ら
み
た
現
代
学
生
気
質

『名
古
屋
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学
法
学
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一
九

一
九
九
四
年
所
収
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二
　
調
査
結
果
の
概
要

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
今
年
度
、
私
の
政
治
学
原
論

（静
岡

大
学
人
文
学
部
開
講
）
の
受
講
生

一
六
二
名

（当
日
出
席
者
）
を
対
象

に
、
九
六
年
四
月

一
二
日
の
初
回
講
義
の
最
後
約

一
五
分
間
に
実
施
し

た
。
受
講
学
生
の
内
訳
は

一
二
四
人
が
人
文
学
部
法
学
科
二
年
生
、
残

り
の
三
八
人
は
人
文
学
部
の
他
学
科
の
学
生

（学
年
は
二
年
か
ら
四
年

ま
で
）
で
あ
る

（政
治
学
原
論
は
人
文
学
部
法
学
科
の
二
年
生
を
対
象

と
し
た
科
日
で
あ
り
、
必
修
で
は
な
い
が
、
毎
年
法
学
科
二
年
生
の
学

生
は
ほ
ぼ
全
員
が
受
講
し
て
い
る
）。
所
属
学
科
と
学
年
の
違
い
が
政

治
意
識
に
も
あ
る
違
い
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
数
も
少
な
い

の
で
学
科
と
学
年
の
違
い
は
無
視
し
て
、
全
体
的
な
集
計
を
行

っ
た
。

ま
た
、
若
干
名
の
社
会
人
編
入
学
生
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
無

視
し
て
、
集
計
を
行
っ
た
。
な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
は
無
記
名
で
行
っ
た
。

調
査
票
の
構
成
は
、
政
治
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
問
い
、
日
本
政
治
に

関
す
る
問
い
、
生
活
等
に
関
す
る
基
本
的
な
問
い
の
三
つ
か
ら
な
っ
て

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

い
る
。
調
査
票
は
本
稿
末
に
掲
載
し
て
お
い
た
。

（
一
）
学
生
の
政
治
イ
メ
ー
ジ

・
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
概
要

学
生
が
政
治
と
い
う
も
の
を
ど
ん
な
ふ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の

か
、
四
つ
の
問
い
で
尋
ね
た
。

ま
ず
最
初
に

「被
支
配
感
」
を

「あ
な
た
は
シ
ハ
イ

（支
配
）
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
形
で
尋
ね
た
。
政
治
的
支
配
や
国

家
権
力
に
よ
る
支
配
と
あ
え
て
限
定
し
な
か
っ
た
の
は
、
漠
然
と
し
た

イ
メ
ー
ジ
を
と
ら
え
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
を
図
１

に
整
理
し
た
。
「支
配
さ
れ
て
い
る
」
と
思
う
も
の
が
三
七
芸
一％
、

「支
配
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
」
が
四
七
上
ハ
％
、
「わ
か
ら
な
い
」

が

一
三
豊
一％
で
あ
っ
た
。

五

一
三
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次
い
で

「権
力
の
実
感
」
を

「あ
な
た
は
権
力
の
存
在
を
実
感
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い
で
尋
ね
た
。
そ
の
結
果
を
整
理

し
た
の
が
図
２
で
あ
る
。
権
力
の
存
在
を
実
感
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の

が
四
五
・七
％
、
な
い
も
の
が
二
五
豊
一％
、
わ
か
ら
な
い
と
答
え
た
も

の
が
二
七
・八
％
で
あ
っ
た
。
権
力
の
存
在
を
実
感
し
た
も
の
に
、
さ

ら
に
実
感
し
た
具
体
的
経
験
を
記
述
し
て
も
ら
っ
た
。
学
生
の
具
体
的

五

一
四

な
経
験
を
簡
単
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
え
て
分
類
す
る

と
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。　
一
つ
は
テ
レ
ビ
や
新
聞
報
道
を
通
じ
て

知
っ
た
事
実
か
ら
権
力
を
実
感
し
た
も
の
、
も
う

一
つ
は
、
生
活
の
中

で
の
具
体
的
な
経
験
の
中
で
実
感
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
具
体

的
な
記
述
を
紹
介
し
よ
う
。

テ
レ
ビ
等
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
感
じ
た

（と
推
測
さ
れ
る
）
例

(37.3%)わからない (13.3%)

わからない (27.8%)

図 1.被支配感

図2.権力の実感

その他 (1.8%)

その他 (1.2%)

ない (25.3%)



「天
皇
の
テ
レ
ビ
を
見
た
時
、
あ
ん
ま
り
働
い
て
な
さ
そ
う
な
の
に

い
い
幼
稚
園
に
い
っ
た
り
し
た

（の
を
見
た
時
と

（　
）
内
は
伊
藤

の
挿
入
―
以
下
同
じ

「沖
縄
基
地
の
不
法
さ
し
お
さ
え
」

「
テ
レ
ビ
と
か
み
て
い
て
住
専
と
か
の
与
党
の
強
引
な
政
策
」

「国
相
手
の
裁
判
で
ナ
ゾ
の
判
決
が
出
た
時
」

「政
治
家
の
汚
職
や
天
下
り
」

「犯
罪
者
に
等
し
い
議
員
が
い
つ
も
当
選
し
て
い
る
こ
と
」

具
体
的
な
生
活
経
験
で
実
感
し
た

（と
推
測
さ
れ
る
）
例

「文
教
費

（大
学
授
業
料
？
）
の
値
上
げ
等
、
た
っ
た

一
人
で
は
阻

上
で
き
な
い
」

「自
衛
隊
も
な
く
し
た
い
が
、
た
っ
た

一
人
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な

い
」

「消
費
税
を
払
う
と
き
」

「国
民
年
金
の
強
制
加
入
」

「国
民
年
金
の
手
帳
に
個
人
ナ
ン
バ
ー
が
書
い
て
あ
り
、
一
生
あ
な
た

に
つ
き
ま
と
う
も
の
だ
と
付
け
足
し
て
あ
っ
た

（説
明
が
な
さ
れ
て

い
た
）
こ
と
」

「中

・
高
の
学
校
の
態
度
」

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

「駐
禁
で
警
察
に
罰
金
を
と
ら
れ
た
と
き
」

「教
師
の
体
罰
」

買
あ
る
授
業
）
の
単
位
を
お
と
さ
れ
た
と
き
」
（具
体
的
な
講
義
名

が
記
入
し
て
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は

「あ
る
授
業
」
と
し
て
お
く
）

「市
役
所
や

（大
学
の
）
学
生
係
に
お
け
る
許
認
可
の
提
出
の
と
き
」

「サ
ー
ク
ル
で
の
経
験
」
（具
体
的
の
は
言
え
な
い
と
の
こ
と
）

「父
親
が
仕
事
を
し
て
い
る
時
の
人
間
関
係
を
見
て
感
じ
る
」

「大
学
当
局
と
の
交
渉
の
中
で
」

「年
度
末
に
意
味
も
な
く
道
路
が
掘
ら
れ
て
迷
惑
き
わ
ま
り
な
い
と

き
。
う
ち
の
前
の
道
路
は
ガ
タ
ガ
タ
だ
が
直
し
て
く
れ
な
い
」

最
後
に
四
つ
の
政
治
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
、
自
分
の
政
治
イ
メ
ー
ジ
と

近
い
も
の
を

一
つ
選
択
し
て
も
ら
っ
た
。
選
択
肢
に
つ
い
て
も
十
分
練

ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
伝
統
的
政
治

イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
、
支
配
階
級
に
よ
る
被
支
配
階
級
抑
圧
の
手
段

と
い
う
よ
う
な
政
治
イ
メ
ー
ジ
は
選
択
肢
に
い
れ
て
い
な
い
。
選
択
肢

作
成
に
あ
た
っ
て
、
や
や
意
識
し
た
の
は
最
近
の
政
治
哲
学
上
の
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
ー

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ア
リ
ア
ニ
ズ
ム
論
争
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
一
つ
の
選
択
肢
が
特
定
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
政
治
哲
学
や
コ
ミ
ュ
ニ

五

一
五
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テ
ア
リ
ア
ニ
ズ
ム
政
治
哲
学
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
選
択

肢
の
①

「政
治
と
は
治
安
維
持
、
国
防
、
利
害
調
整
の
た
め
の
必
要
悪

で
あ
り
、
な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
」
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
伝

統
的
自
由
主
義
、
あ
る
い
は
リ
バ
テ
ア
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
意
識
し
た
も
の

で
あ
る
。
第
二
の
選
択
肢
の
②

「政
治
は
公
共
の
福
祉
実
現
の
た
め
の

必
要
な
手
段
で
あ
り
、
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
」
は
、
高
校
ま

で
の

「政
治

。
経
済
」
や

「現
代
社
会
」
の
教
科
書
の
政
治
定
義
と
近

い
も
の
、
あ
る
い
は
現
代
福
祉
国
家
的
、
そ
の
意
味
で
ウ
エ
ル
フ
エ

ア
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
比
較
的
近
い
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
選
択
肢

の
③

「政
治
は
権
力
者
の
欲
望
を
満
た
す
世
界
で
あ
り
、
我
々
の
生
活

と
は
関
係
な
い
」
は
、
政
治
の
公
共
性
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
い
立
場
、

あ
る
い
は
週
刊
誌
的
政
治
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
第
四
の
選
択
肢
の
④

「政
治
は
本
来
、
人
間
に
と
っ
て
高
貴
な
営
み
で
あ
り
、
政
治
ぬ
き
に

は
人
間
は
人
間
た
り
え
な
い
」
は
、
あ
る
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ア
リ
ア
ニ

ズ
ム
や
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
意
識
し
て
つ
く
つ
た
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
が
現
在
の
政
治
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ

な
の
か
、
そ
れ
と
も
理
想
的
な
政
治
に
つ
い
て
の
ィ
メ
ー
ジ
な
の
か
に

よ
っ
て
回
答
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
総
体
と
し

て
整
理
し
て
し
ま
う
こ
と
は
や
や
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な

五

一
六

問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
選
択
肢
ご
と
の
割
合
を
単
純
集

計
し
整
理
し
て
み
た
。
①
が
二
三
・八
％
、
②
が
四
七
上
ハ
％
、
③
が

一
一
・六
％
、
④
が
一
〇
・四
％
で
あ
つ
た

（図
３
参
照
）。

%

図3.政治イメージ

11.6 10.4

必要悪 公共の福祉



。
若
干
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

ま
ず

「被
支
配
感
」
で
あ
る
が
、
率
直
な
印
象
で
は
、
「支
配
さ
れ

て
い
る
」
と
い
う
感
覚
が
高
い
と
感
じ
ら
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
政
治

的
支
配
に
限
定
し
て
尋
ね
て
い
な
い
が
故
に
、
固
定
的
な
印
象
を
も
っ

て
し
ま
う
の
は
危
険
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
生
と
の
日
常
的
会
話
や
、

キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
学
生
の
姿
か
ら
形
成
さ
れ
た
私
の
予
断
は
、
学
生
は

生
活
上
、
時
と
し
て
悩
ん
だ
り
落
ち
こ
ん
だ
り
は
す
る
が
、
そ
ん
な
大

き
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
、
豊
か
で
楽
し
い
大
学
生
活
を
満
喫
し
て
お

り
、
支
配
さ
れ
て
い
る
と
か
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
得
る
機

会
は
少
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
半
数
近
く
が

「支
配
さ
れ
て
い

る
と
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
回
答
を
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
私
の
予

断
が
全
面
的
に
誤
り
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

点
は

「権
力
の
存
在
」
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。

「支
配
さ
れ
て
い
る
」
と
か

「抑
圧
さ
れ
て
い
る
」
と
か
い
っ
た
対
権

力
と
い
う
意
識
が
、
唯

一
で
は
な
い
が
政
治
認
識
の
一
つ
の
出
発
点
だ

と
す
る
な
ら
、
支
配
や
権
力
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
政
治
学
教
育
を
始
め

る
回
路
は
ま
だ
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
意
識
が
ど
う
い
う
経
験
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
キ
ャ
ン
パ
ス
内

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

は
表
面
的
に
は
平
穏
で
あ
る

（少
な
く
と
も
私
の
所
属
す
る
大
学
で
は

そ
う
だ
）。
か
つ
て
の
大
学
の
よ
う
に
政
治
闘
争
が
日
常
的
に
繰
り
広

げ
ら
れ
、
機
動
隊
と
い
う
国
家
暴
力
の
導
入
と
い
う
緊
張
感
は
ほ
と
ん

ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
具
体
的
に
日
常
的
に
政
治
権
力
の
存
在

を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
学
生
の
権
力
存
在
感
の
多
く

は
、
テ
レ
ビ
や
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
た
報
道
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
多
く
が
健
全
な
権
力
批
判
へ
の
端
緒
を
も
つ
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
具
体
的
な
生
活
の
中
で
の
権
力
実
感
は
ス
ト

レ
ー
ト
な
政
治
権
力
、
あ
る
い
は
実
態
的
な
暴
力
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
交
通
警
察
の
取
締
や
国
民
年
金
の
番
号
、
あ
る
い
は
大
学
教
師
の

単
位
認
定
を
通
じ
て

「権
力
」
が
実
感
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
も
広
い
意
味
で
の
政
治
権
力
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
や
雰

囲
気
が
違
う
。
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
適
切
か
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
え
て

言
え
ば

「管
理
社
会
的
権
力
」
感
と
で
も
な
る
だ
ろ
う
か
。
高
校
ま
で

の

「管
理
教
育
」
を
く
ぐ
っ
て
き
た
学
生
達
が
、
管
理
を
強
く
意
識
す

る
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル

・

フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
が
若
者
に
人
気
が
あ
る
理
由
も
こ
の
あ
た
り
の
事

情
と
通
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
権
力
や
支
配
を
意
識
す
る
学
生

が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
他
方
、
政
治
を
公
共
の
福
祉
を
実
現
す
る
世

五

一
七
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界
と
認
識
す
る
学
生
も
多
い
。
権
力
世
界
と
し
て
の
政
治
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
と
公
共
世
界
と
し
て
の
政
治
と
い
う
二
つ
の
政
治
イ
メ
ー
ジ

を
、
現
代
に
即
し
て
理
論
的
、
哲
学
的
に
整
理
す
る
と
い
う
課
題
が
、

こ
の
点
で
も
急
務
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ャ
ン
パ
ス
内
は
確
か
に
平
穏
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
講
義
の

内
容
、
講
義
選
択
の
機
械
的
選
別
等
に
つ
い
て
大
き
な
不
満
が
潜
在
し

て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
あ
る
学
生
は

「不
満

だ
け
ど
も
、
あ
き
ら
め
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
管
理

さ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
た
結
果
で
な
い
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
従
来
の
政
治
学
の
発
想
や
方
法
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
現
代
学

生
の
権
力
批
判
の
内
実
と

「管
理
」
意
識
と
政
治
学
を
ど
こ
か
で
架
橋

す
る
努
力
は
必
要
で
あ
ろ
う

（さ
ら
に
言
え
ば
、
学
生
を
含
む
現
代
入

全
体
の
政
治
態
度

・意
識
の
急
速
な
変
貌
を
視
野
に
入
れ
た
政
治
学
の

革
新
は
急
務
の
課
題
で
あ
る
）。

（二
）
日
本
政
治
に
つ
い
て
の
意
識

・
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
概
要

内
閣
支
持
、
政
党
支
持
、
現
代
の
政
治
的
争
点
に
つ
い
て
の
意
識
、

五

一
八

投
票
行
動
等
を
七
つ
の
項
目
で
尋
ね
た
。
ま
ず
最
初
に
橋
本
政
権
に
対

す
る
支
持
を
尋
ね
た
。
図
４
に
示
し
た
よ
う
に
、
「支
持
す
る
」
が

一
工↑
七
％
、
「支
持
し
な
い
」
が
四
六
豊
一％
、
「わ
か
ら
な
い
」
が

一≡

Ｔ
七
％
で
あ
っ
た
。

図4.橋本内閣支持率

NA(3.1%)
その他 (1.2%)

わからない

(32.7%)

支持 (16.7%)

支持しない(46.3%)



次
い
で
政
党
支
持
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
最
近
の
世
論
調
査
で
も
よ
く

使
わ
れ
る

「強
い
支
持
」
と

「弱
い
支
持
」
の
二
段
階
で
質
問
を
構
成

し
た
。
選
択
肢
は

「強
い
支
持
」
を
尋
ね
る
場
合
に
は
、
自
由
民
主

党
、
新
進
党
、
社
会
民
主
党
、
さ
き
が
け
、
共
産
党
、
新
社
会
党
、
そ

の
他
、
支
持
政
党
な
し
の
八
つ
で
あ
る
。
「弱
い
支
持
」
に
つ
い
て
は
、

「
強
い
支
持
」
の
中
で
、
「支
持
政
党
は
な
い
」
と
答
え
た
も
の
に
、

「あ
え
て

一
つ
選
ぶ
と
ど
の
政
党
を
支
持
す
る
か
」
と
い
う
形
で
尋
ね

た
も
の
で
、
選
択
肢
は
自
由
民
主
党
、
新
進
党
、
社
会
民
主
党
、
さ
き

が
け
、
共
産
党
、
新
社
会
党
、
そ
の
他
の
七
つ
で
あ
る
。

「
強
い
支
持
」
か
ら
見
て
み
る
と
、
「支
持
政
党
な
し
」
が
全
体
の

七
七
。九
％
で
、
次
い
で
自
民
党
が
七
・四
％
、
新
進
党
六
・七
％
、
さ

き
が
け
と
共
産
党
が
そ
れ
ぞ
れ
三
・七
％
、
そ
の
他
が
○
上
ハ
％
、
社
会

民
主
党
は
〇
％
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た

（図
５
参
照
）。
「弱
い
支
持
」

で
は
自
民
党
が
二
八
二
二
％
、
新
進
党
が
二
五
・
〇
％
、
共
産
党
が

一
八
豊
一％
、
さ
き
が
け
が

一
五
・〇
％
、
社
会
民
主
党
が
七
・五
％
、

新
社
会
党
が

一
上
ハ
％
、
そ
の
他
が
〇
・八
％
と
い
う
結
果
で
あ

っ
た

（図
６
参
照
）。学

生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

図6.支持政党 (弱い) 図 5.支持政党

自民 (7.4%)
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次
に
投
票
行
動
、
選
挙
へ
の
対
応
を
尋
ね
た
。
選
択
肢
は

「選
挙
に

は
必
ず
行
く
」
、
「他
に
用
事
が
な
け
れ
ば
行
く
」
、
「選
挙
争
点
に
よ
つ

て
決
め
る
」
、
「後
援
会
活
動
等
を
手
伝
う
」
、
「行
か
な
い
」
の
四
つ
で

あ
る
。
ま
た
、
大
学
二
年
生
の
中
に
は
ま
だ
選
挙
権
を
得
て
い
な
い
者

も
あ
る
の
で
、
「ま
だ
選
挙
権
が
な
い
人
は
、
選
挙
権
を
得
た
と
仮
定

し
て
答
え
て
下
さ
い
」
と
い
う
注
意
事
項
を
入
れ
、
原
則
と
し
て
全
員

が
回
答
で
き
る
よ
う
に

し
た

（こ
れ
も
厳
密
に

言
え
ば
、
過
去
に
投
票

を
し
た
り
棄
権
を
し
た

人
と
、
ま
だ

一
度
も

チ
ャ
ン
ス
が
な
い
人
で

は
意
識
の
違
い
が
問
題

に
な
る
が
、
こ
の
点
も

考
慮
の
外
に
お
い
た
）。

そ
の
結
果
を
整
理
し
た

の
が
図
７
で
あ
る
。
最

も
多
か

っ
た
の
は

「他

に
用
事
が
な
け
れ
ば
」

五
二
〇

で
四
五
・七
％
、
次
い
で

「
必
ず
行
く
」
の
三
二
・九
％
、
「争
点
に

よ
っ
て
決
め
る
」
が

一
五
・九
％
、
「行
か
な
い
」
が
五
・五
％
、
「後
援

会
等
を
手
伝
う
」
は
〇
％
で
あ
っ
た
。

次
い
で
政
治
家
の
汚
職
問
題
に
つ
い
て
の
考
え
を
尋
ね
た
。
汚
職
に

対
し
て
批
判
意
識
は
あ
る
が
あ
き
ら
め
て
い
る
と
考
え
て
い
る
場
合
を

「あ
き
ら
め
て
い
る
」
、
限
り
な
く
無
批
判
的
な
場
合
を

「気
に
し
な

い
」
、
「選
挙
で
審
判
を
与
え
る
」
、
さ
ら
に
、
投
票
以
外
の
方
法
も
考

え
て
い
る
場
合
の
四
つ
の
選
択
肢
を
設
定
し
た
。
結
果
は

「選
挙
で
審

図 7.選挙行動

必ず

40J

用事なし

｀
こ`争点/

後猥会

図8.汚職に関する意識

政治変革 (1 あきらめ (34。1)%
NA(2.5%6)

気にせず (7.3%)
選挙で審判 (36.6%)



判
を
与
え
る
」
が
三
六
・六
％
、
「あ
き
ら
め
て
い
る
」
が
三
四
二

％
、

「
選
挙
以
外
の
方
法
も
使

っ
て
政
治
を
変
え
た
い
」
が

一
九
・五
％
、

「気
に
し
″
い
」
が
七
豊
一％
で
あ
っ
た

（図
８
参
照
）。

最
後
に
現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る

（あ
る
い
は
な
り
つ
つ
あ
る
）
政

治
争
点
に
つ
い
て
の
考
え
を
、
憲
法
九
条
改
正
問
題
、
オ
ウ
ム
真
理
教

へ
の
破
壊
活
動
防
止
法
の
適
用
の
是
非
の
二
つ
を
素
材
に
尋
ね
た
。
ま

ず
憲
法
九
条
問
題
か
ら
見
て
み
よ
う
。
ア
ツ
ヶ
ｌ
卜
作
成
に
あ
た
っ

て
、
単
純
な
護
憲
か
改
憲
か
以
上
の
内
容
を
聞
く
た
め
に
、
選
択
肢
づ

く
り
に
や
や
悩
ん
だ
が
、
四
つ
の
選
択
肢
を
設
定
し
た
。
第

一
の
選
択

肢
①
は
、
憲
法
九
条
改
正
絶
対
反
対
論
で
あ
る
。
第
二
の
選
択
肢
②
は

基
本
的
に
現
在
日
本
が
行
っ
て
い
る
Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
等
の

「国
際
貢
献
」

を
追
認
す
る
形
で
の
改
憲
論
で
あ
る
。
第
三
の
選
択
肢
③
は
、
軍
事
力

を
も
つ
と
い
う
、
そ
の
意
味
で

「国
際
貢
献
」
論
の
枠
を
超
え
た
改
憲

論
で
あ
る
。
第
四
の
選
択
肢
④
は
、
現
実
の
政
治
勢
力
の
中
で
正
面
か

ら
議
論
さ
れ
て
い
な
い
立
場
だ
が
、
非
武
装

・平
和
主
義
を
徹
底
す
る

方
向
で
の
改
正
を
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
最
近
の
新
進

党
の
小
沢

一
郎
が
言
っ
た
よ
う
な
、
憲
法
の
枠
内
で
多
国
籍
軍
へ
の
参

加
も
可
能
と
い
う
か
な
り
強
引
な
憲
法
解
釈
も
あ
る
。
こ
の
小
沢
路
線

に
共
鳴
す
る
者
の
選
択
肢
は
な
く
、
あ
え
て
言
え
ば
①
に
入
つ
て
し
ま

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
点
も
深
く
考
慮
し
て
い
な
い
。
集

計
結
果
を
見
て
み
よ
う
。
図
９
に
示
し
た
よ
う
に
、
最
も
割
合
が
高

か

っ
た
の
は

「
非
武
装

・
平
和
主
義
の
徹
底
に
よ
る
改
憲
」
で

四
〇
・四
％
、
次
い
で

「
Ｐ
Ｋ
Ｏ

。
国
際
貢
献
の
方
向
で
の
改
憲
」
で

〓
≡
∵
八
％
、
「九
条
改
正
に
は
反
対
」
が
二
〇
・五
％
、
「軍
事
力
を
ヽ

つ
」
が
五
豊
一％
で
あ
っ
た
。

五
二

一

図9.憲法改正

平和 (40.4%)
反対 (20.5%)

PKO(33.8%)軍事力 (5.3%)
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オ
ウ
ム
真
理
教

へ
の
破
壊
活
動
防
止
法
適
用
問
題
で
は
、
図
Ю
に
示

し
た
よ
う
に
、
「
賛
成
」
が
五
七
。九
％
、
「
反
対
」
が
三

一
。九
％
で

あ

っ
た
。

五
三
二

。
若
干
の
考
察

内
閣
支
持
や
政
党
支
持
に
つ
い
て
は
、
静
岡
大
学
の
学
生
を
対
象
に

し
た
入
手
可
能
な
過
去
の
調
査
も
な
く
、
比
較
で
き
る
デ
ー
タ
が
な
い

の
で
そ
の
特
徴
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
や
や
乱
暴
だ
が
、

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
比
較
的
近
い
時
期
に
行
わ
れ
た
世
論
調
査
と

の
簡
単
な
比
較
を
し
て
み
た
い
。
比
較
対
象
と
し
た
の
は
朝
日
新
聞
社

が
九
六
年
五
月

一
二
、
一
〓
一日
に
実
施
し
た
面
接
に
よ
る
世
論
調
査
で

あ
る

（そ
の
結
果
は
、九
六
年
五
月

一
五
日
付
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
）
。
朝
日
新
聞
の
こ
の
世
論
調
査
に
よ
る
と
橋
本
内
閣
を

「支
持
す

る
」
と
し
た
割
合
は
四
四
％
、
逆
に

「支
持
し
な
い
」
と
し
た
割
合
は

三
五
％
で
あ
っ
た
。
学
生
の
支
持
率
が

一
六
・七
％
で
あ
り
、
非
支
持

率
が
四
六
豊
一％
で
あ
る
か
ら
、
一
般
世
論
よ
り
も
支
持
率
が
極
め
て
低

い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

政
党
支
持
も
比
較
し
て
み
よ
う
。
朝
日
新
聞
で
も

「強
い
支
持
」
と

「弱
い
支
持
」
の
両
方
を
尋
ね
て
い
る

（た
だ
し
、
尋
ね
方
は
ち
が
つ

て
お
り
、
「弱
い
支
持
」
を
聞
く
際
に

「好
き
、
き
ら
い
は
別
と
し
て
、

自
民
党
、
新
進
党
、
社
会
民
主
党
、
新
党
さ
き
が
け
、
共
産
党
の
う

ち
、
ど
れ
か

一
つ
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
ど
れ
に
し
ま
す
か
」
と
し
て
い

る
。
ま
た
支
持
す
る
か
否
か
で
は
な
く

「好
き
」
か
ど
う
か
を
尋
ね
て

図 10.破防法適用

賛成 (57.9%)

NA(2.4%)



い
る
点
も
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
は
異
な
る
）。
単
純
な
比
較
結
果
を

表
１
に
整
理
し
た
。

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

調
査
方
法
、
調
査
対
象
、
調
査
時
期
等
が
そ
も
そ
も
違
う
が
故
に
、
一

概
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
い
く
つ
か
特
徴

的
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
日
に
つ
く
の
は
、
「支
持
政
党
な
し
」
層
が

学
生
で
は
八
割
近
く
に
及
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
学
生
の

「政
治
離
れ
」
が

妥
当
す
る
か
ど
う
か
は
議
論
が
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
既
存

「政
党

離
れ
」
は
非
常
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
各
政
党
支
持
で
は
、

自
民
党
に
対
す
る
支
持
が
学
生
の
中
で
は
低
い
こ
と
、
逆
に
新
進
党
支

持
が
高
い
こ
と
に
気
づ
く
。
社
会
民
主
党
で
は
、
朝
日
の
調
査
の
ほ
ぼ

半
分
の
支
持
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
き
が
け
と
共
産
党
に
つ
い
て

は
、
「強
い
支
持
」
で
は
朝
日
の
調
査
と
大
差
は
な
い
が
、
「弱
い
支

持
」
で
は
学
生
の
間
で
は
、
朝
日
調
査
の
約
二
倍
の
支
持
を
得
て
い

る
。
こ
の
あ
た
り
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
学
生
の

（あ
る
い
は
学
生
ら
し
い
）
批
判
意
識
の
現
れ
と
、
業
界
団
体
や
労
組

か
ら
自
由
で
あ
る
立
場
の
反
映
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
共
産

党
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
共
産
党
に
対
す
る

「期
待
」
の
高
ま
り
を
反

映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
学
生
の

「保
守
化
」
が
か
な
り
以
前

か
ら
言
わ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
政
党
支
持
の
動
向
を

み
る
限
り
で
は
、
単
純
に
保
守
化
し
た
と
は
言
え
そ
う
も
な
い
の
で
あ

る
。
「改
革
」
を
掲
げ
る
政
党

（改
革
が
新
保
守
的
改
革
で
あ
る
か
リ

五
二
三

表 1.政党支持率の比較

注)学生アンケートの「弱い支持」は、朝日との比較のため母数

全体に対する割合に計算し直している

朝日新聞調査 学生アンケート

強 い 弱い 合計 強 い 合計

自民党 29.4

新進党 26.2

社会民主党 5.8

さきがけ 15。4

共産党 14.3

新社会党

その他 1

支持政党なし 77.9
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ベ
ラ
ル
な
改
革
で
あ
る
か
左
翼
的
改
革
で
あ
る
か
は
別
に
し
て
）
に
対

す
る
評
価
は
割
に
高
く
、
逆
に
既
存
政
党

（共
産
党
を
除
く
）
に
対
し

て
は
厳
し
い
日
で
み
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
投
票
行
動
を
見

れ
ば
、
学
生
が

「政
治
離
れ
」
を
起
こ
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
こ
と

も
確
認
で
き
る
。
「選
挙
に
行
か
な
い
」
と
い
う
も
の
は
五
・五
％
と
ご

く
少
数
で
あ
る
。
政
治
家
の
汚
職
に
対
す
る
批
判
意
識
も
高
い
。
六
割

近
く
の
学
生
が
政
治
家
の
汚
職
に
対
し
て
批
判
意
識
を
も
ち
、
何
ら
か

の
行
動
で
そ
の
批
判
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
私
に
は
驚
異

的
と
も
思
え
た
が
、
実
に
三
割
の
学
生
が

「選
挙
以
外
の
方
法
も
使
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
人
と
協
力
し
て
政
治
を
変
え
た
い
」
と
答
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
昨
今
の
学
生
を
み
て
い
る
と
あ
る
意
味
で
う
な
ず
け

る
こ
と
で
あ
る
。
自
治
会
活
動
や
二
〇
年
前
の
学
生
が
や
っ
て
い
た
よ

う
な
政
治
運
動
は
確
か
に
学
内
で
は

「衰
退
」
し
て
い
る
。
他
方
、
具

体
的
な
社
会
問
題
や
社
会
の
矛
盾
に
対
し
て
問
題
を
感
じ
る
場
合
に
、

わ
り
に
こ
だ
わ
り
な
く
運
動
や
組
織
に
飛
び
込
ん
で
行
く
。
薬
害
Ｈ
Ｉ

Ｖ
問
題
で
注
目
を
集
め
た
若
者
た
ち
や
就
職
差
別
に
反
対
す
る
運
動
を

繰
り
広
げ
る
女
子
学
生
た
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
活
動
へ
積

極
的
に
参
加
す
る
学
生
た
ち
、
あ
る
い
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
で
海
外
の
問
題
に

直
接
飛
び
込
ん
で
い
く
学
生
た
ち
、
こ
う
い
う
パ
ワ
ー
が
現
在
の
学
生

五
二
四

の
中
に
あ
る
こ
と
に
は
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

次
に
具
体
的
な
政
治
争
点
に
関
す
る
意
識
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

憲
法
九
条
問
題
で
は
、
ま
ず
日
に
つ
く
の
は
軍
事
力
を
も
つ
と
い
う
選

択
肢
が
学
生
の
間
に
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
軍
事
大
国
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
は
明
確
な
拒
絶
が
あ
る
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
現
在
の
国
民
意
識
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
争
点
は
国

民
全
体
と
ほ
ぼ
同
様
、
自
衛
隊
を
使
っ
た
Ｐ
Ｋ
Ｏ
等
の
国
際
貢
献
を
す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
し
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゼ
ミ
等
で

の
学
生
の
最
近
の
議
論
を
聞
い
て
い
て
も
、
「裸
で
国
が
守
れ
る
の
か
」

と
い
う
類
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
で
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
い
か
に
し
て
国

際
貢
献
を
す
る
の
か
が
ま
ず
争
点
に
な
っ
て
く
る
。
約
三
分
の
一
の
学

生
が
Ｐ
Ｋ
Ｏ
等
の
国
際
貢
献
が
認
め
ら
れ
る
方
向
に
改
正
す
べ
き
で
あ

る
と
答
え
て
い
る
。
Ｐ
Ｋ
Ｏ
へ
の
参
加
の
是
非
を
別
の
質
問
項
目
で
尋

ね
て
い
な
い
が
故
に
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
へ
の
参
加
は
認
め
る
が
、
憲
法
改
正
に

は
反
対
と
い
う
よ
う
な
立
場

（わ
り
と
国
民
の
中
に
広
が
っ
て
い
る
立

場
）
を
捕
捉
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
質
問
に
つ
い
て
も
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
参
加

の
是
非
と
し
て
答
え
た
の
か
、
憲
法
改
正
の
是
非
と
し
て
答
え
た
の

か
、
こ
れ
だ
だ
け
で
は
判
断
し
に
く
い
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
参
加
の
た

め
に
憲
法
を
改
正
す
る
べ
き
と
い
う
立
場
が
か
な
り
存
在
す
る
こ
と
に



は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

今
回
の
調
査
で
は
憲
法
九
条
改
正
反
対
か
Ｐ
Ｋ
Ｏ
許
容
型
改
憲
か
と

い
う
軸
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
武
力
の
放
棄
に
よ
る
平
和
主
義
の
徹

底
と
い
う
選
択
肢
を
設
定
し
た
。
先
に
述
べ
た

「九
条
の
改
正
に
は
反

対
だ
が
自
衛
隊
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
参
加
は
や
む
得
な
い
」
と
い
う
非
論
理
的
態

度
と
は
異
な
る
意
識
は
存
在
す
る
か
ど
う
か
調
べ
て
み
た
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
当
初
予
想
で
は
、
「非
武
装

。
平
和
主
義
の
徹
底
と
い
う
方

向
で
の
改
憲
」
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
許
容
型
改
憲
か
改
正
反

対
か
が
大
き
な
対
抗
軸
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
結
果
を
み
て
わ
か
る

よ
う
に
、
非
武
装

・平
和
主
義
の
徹
底
の
方
向
で
の
改
憲
は
実
に
四
割

に
の
ぼ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
現
在
の
日
本
で
は
あ
ま
り
大
き
く
叫

ば
れ
て
は
い
な
い
、
あ
る
種
の
理
想
主
義
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
や
論
壇

で
は

「現
実
」
主
義
が
幅
を
き
か
せ
、
理
想
や
理
念
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
省
み
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
中
、
学
生
た
ち
は
、
現
状
を
肯
定

し

「も

っ
と
い
い
社
会
が
あ
る
は
ず
」
と
い
う
こ
と
も
あ
ま
り
正
面

き

っ
て
言
わ
な
い

（ま
た
は
、
言
え
な
い
）。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
平

和
問
題
で
の
理
想
主
義
の
拡
大
は
あ
る
意
味
で
驚
異
的
な
こ
と
な
の
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、九
条
改
正
反
対
か
否
か
と
い
う
論
点
が
Ｐ
Ｋ

Ｏ
型
国
際
貢
献
へ
の
賛
成
か
非
武
装

・
平
和
主
義
に
基
づ
く
国
際
貢
献

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

な
の
か
と
い
う
軸
が
、
学
生
の
間
で
の

一
つ
の
対
抗
軸
に
な
り
つ
つ
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
憲
法
九
条
改
正
問
題
に
関
す
る
学
生
の
意
識
動
向
を
も
う
少
し

明
確
す
る
た
め
に
、
こ
の
問
題
と
政
党
支
持
を
ク
ロ
ス
集
計
し
て
み

た
。
そ
の
結
果
が
図
Ｈ
で
あ
る

（な
お
、
こ
こ
で
は
単
純
化
の
た
め
に

「強
い
支
持
」
と

「弱
い
支
持
」
の
違
い
を
無
視
し
て
い
る
）。

五
二
五

図11.憲法問題と政党支持

Z自民党S新進党目社会民主党りさきがけ趙共産党 ■新社会党
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気
が
つ
い
た
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
九
条
改
正
反
対
と

い
う
意
見
を
も
つ
も
の
で
は
、
さ
き
が
け
支
持
が
高
い
こ
と
が
日
に
つ

く
。
Ｐ
Ｋ
Ｏ
容
認
型
の
改
憲
と
い
う
意
見
で
は
、七
割
が
保
守
政
党
支

持

（自
民
党
と
新
進
党
）
に
結
び
つ
き
、
そ
の
中
で
も
新
進
党
支
持
が

高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
軍
事
力
を
も
て
る
よ
う
に
改
正
す
べ
き
と
い
う

意
見

（全
体
で
は
少
数
派
）
で
は
、
自
民
党
支
持
と
新
進
党
支
持
に
分

か
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
の
政
党
を
支
持
す
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
。

最
後
の
非
武
装

・
平
和
主
義
の
徹
底
と
い
う
意
識
に
お
い
て
は
、
特
に

目
に
つ
く
の
は
共
産
党
と
社
会
民
主
党
の
支
持
者
が
多
い
こ
と
、
逆
に

新
進
党
支
持
者
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
が

各
政
党
の
憲
法
九
条
問
題
に
関
す
る
思
想
と
行
動
に
つ
い
て
の
正
し
い

認
識
に
基
づ
い
た
判
断
か
ど
う
か
は
意
見
が
分
か
れ
よ
う
。
た
だ
、
現

在
の
日
本
が
国
際
化
で
直
面
し
て
い
る
課
題
、
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る

対
外
構
想
を
も
つ
の
か
、
に
関
し
て
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
型
を
含
む
軍
事
力
を
国

際
政
治
の
切
り
札
と
し
よ
う
と
す
る
構
想
、
非
武
装

・
平
和
主
義
を
徹

底
し
、
そ
の
延
長
線
上
で
国
際
貢
献
を
考
え
よ
う
と
す
る
構
想
の
対
立

に
大
き
な
軸
が
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（少
な
く
と
も
こ
の
調

査
で
は
）。
そ
し
て
前
者
が
新
進
党
の
支
持
者
と
自
民
党
支
持
の
一
部
、

後
者
が
社
会
民
主
党
、
さ
き
が
け
、
共
産
党
支
持
者
と
親
和
的
で
あ
る

五
二
六

こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

（三
）
学
生
の
大
学
生
活
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
項
目

・
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
概
要

最
初
に
課
外
活
動
の
状
況
を
尋
ね
た
。
体
育
会
系
部
活
動
が

三
千
五
％
、
体
育
会
系
サ
ー
ク
ル
が
三
二
・四
％
、
ス
ポ
ー
ツ
を
中
心

に
し
た
交
流
サ
ー
ク
ル
が

一
二
。九
％
、
文
化
系
部
活
動
が
五
・九
％
、

文
化
系
サ
ー
ク
ル
が
八
二
一％
、
文
化
活
動
を
中
心
に
し
た
サ
ー
ク
ル

が
三
・五
％
、
研
究
活
動
サ
ー
ク
ル
が
二
。九
％
、
そ
の
他
が
八
二
一％
、

無
所
属
が
二
二
・五
％
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

次
い
で
新
聞
や
雑
誌
の
購
読
状
況
を
み
て
み
よ
う
。
新
聞
を
購
読
し

て
い
な
い
者
は

一
七
上
ハ
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
購
読
し
て
い
る
も

の
が
八
二
・四
％
で
あ

っ
た
。
購
読
し
て
い
る
新
聞
の
内
訳
は
図
１２
に

整
理
し
た
。
購
読
雑
誌
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
関
係
の
雑
誌
、

ス
ポ
ー
ツ
関
係
の
雑
誌
等
趣
味
、
実
用
系
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
次
い

で
多
い
の
は
少
年
ジ
ャ
ン
プ
な
ど
の
コ
ミ
ッ
ク
誌
で
あ
っ
た
。
専
門
に

関
わ
る
雑
誌
は

「法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
り
、
や

や
堅
め
の
雑
誌
と
し
て
は
、
「
ア
エ
ラ
』
が

一
件
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。



図 12.購読新聞

図 13.アルバイ ト

ア
ル
バ
イ
ト
の
状
況
は
図
１３
に
整
理
し
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い

な
い
も
の
は
、
全
体
の
三
割
弱
で
あ
り
、
約
七
割
が
何
ら
か
の
ア
ル
バ

イ
ト
に
従
事
し
て
い
る
。
中
で
も
割
合
が
多
い
の
は
サ
ー
ビ
ズ
関
係
と

家
庭
教
師
等
の
教
育
関
係
で
あ
る
。

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

。
若
干
の
考
察

大
学
生
活
の
実
態
に
つ
い
て
は
こ
の
調
査
で
は
ほ
と
ん
ど
何
も
わ
か

ら
な
い
。
た
だ
、
最
近
言
わ
れ
る

「部
活
動
離
れ
」
と
お
楽
し
み
サ
ー

ク
ル
ヘ
の
人
気
、
専
門
雑
誌
離
れ
の
傾
向
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
え
て

く
る

（た
だ
し
、
専
門
雑
誌
等
堅
い
雑
誌
に
関
し
て
は
、
「
コ
ミ
ッ
ク

五
二
七

朝日 毎日 読売 中日
 す孝 

静岡 日経 スポーツ
撃弔

サごビス 調査 教育 特殊 その他 してない
技能
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誌
を
含
む
」
と
い
う
但
し
書
き
に
引
き
ず
ら
れ
、
柔
ら
か
い
も
の
か
ら

回
答
し
た
と
い
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
定
期
購
読
を
し
な
く
と
も
図

書
館
等
で
総
合
雑
誌
な
ど
を
読
ん
で
い
る
学
生
は
結
構
い
る
よ
う
で
あ

る
）
。
ま
た
、
ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
予
想
通
り
の
結
果
で

あ

っ
た
。
な
お
、
静
岡
大
学
人
文
学
部
法

。経
済
学
科
の
学
生
の
実
態

調
査
に
つ
い
て
は
静
岡
大
学
法
経
学
会
が
定
期
的
に
行
っ
て
い
る
学
生

実
態
調
査
が
参
考
に
な
る
。

〓
一　
ま
と
め

以
上
、
ご
く
簡
単
に
整
理
し
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
き
た
ア
ン

ヶ
ｌ
卜
調
査
は
、
も
と
よ
り
静
岡
大
学
の
学
生
の
政
治
意
識
を
代
表
し

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
限
定
的
な
意
味
し
か
こ
の
数
字
は
も
っ
て
い

な
い
こ
と
は
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
数
字
を

固
定
的
に
捉
え
た
り
、
こ
こ
か
ら
あ
る
先
入
観
を
も

つ
て
学
生
に
接
す

る
こ
と
は
警
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
政
治
学
教
育
に
と
つ
て
こ
の
数
字
が
全
く
無
意
味
か
と

い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
。
政
治
学
教
育
の
日
標
は
多
様

に
存
在
す
る
。
そ
の
中
の
一
つ
に

「健
全
な
政
治
批
判
」
能
力
の
養
成

が
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
批
判
の

五
二
八

端
緒
や
問
題
関
心
が
生
活
実
感
の
中
に
非
常
に
素
朴
な
形
で
あ
れ
何
で

あ
れ
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
政
治
的
無
関
心
と
か
保
守
化
と
か
私
生
活
埋
没
と
か
、

現
代
の
学
生
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
あ
り
、
そ
の
多
く
は
あ

た
っ
て
い
る
。
だ
が
、
同
時
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
女

ら
／
彼
ら
の
批
判
意
識
の
端
緒
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
従
来
の
政
治
学

や
旧
世
代
の
発
想
で
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
か
も
し
れ

な
い
こ
と
だ
。
従
来
の
枠
組
み
か
ら
、
現
代
学
生
に

「政
治
的
無
関

心
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
つ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に

一
方
で
は
過
度
の

「個
人
」
主
義
化
、
自
分
の
内
面
を
カ
プ
セ
ル
に
つ

つ
ん
だ
上
で
カ
プ
セ
ル
の
色
と
形
で

「個
性
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る

傾
向
、
他
者
尊
重
の
弱
体
化
等

（キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
ゴ
ミ
の
氾
濫
、
老

人
に
席
を
ゆ
ず
ら
な
い
学
生
等
）
、
現
代
の
学
生
に
つ
い
て
、
率
直
に

一百
っ
て
そ
の
行
動
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
病
理
を
も
含
め
、
次
代
を
担
う
学
生
の
意
識
に
響
く
政
治
学
の
あ
り

方
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

今
回
は
単
発
的
な
調
査
の
概
要
の
み
を
整
理
し
、
若
干
の
考
察
を
し

た
が
、
今
後
と
も
同
じ
よ
う
な
調
査
を
続
け
、
現
代
学
生
の
政
治
意
識

の
動
向
に
注
意
を
は
ら
つ
て
い
く
と
同
時
に
、
新
し
い
政
治
学
の
可
能



性
に
つ
い
て
も
思
索
を
め
ぐ
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

付
記
　
嫌
が
ら
ず
に
ア
ン
ケ
ー
ト
に
協
力
し
て
く
れ
た
学
生
諸
君
に
感

謝
し
た
い
。
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
デ
ー
タ
の
整
理
等
で
、
私
の
ゼ
ミ
に

所
属
す
る
永
山
泰
之
君
、
平
野
晃
裕
君
、
水
崎
健
夫
君
、
森
田
敏
文
君

に
手
伝

っ
て
も
ら
っ
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

政
治
学
原
論
開
講
時
ア
ン
ケ
ー
ト

講
義
づ
く
り
の
参
考
と
若
者
の
政
治
意
識
の
動
向
を
調
べ
る
た
め

に
、
以
下
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
記
入
を
し
て
下
さ
い
。
無
記
名
で
す
の
で

成
績
評
価
と
は
無
関
係
で
す
し
、
全
て
数
量
的
な
処
理
を
し
ま
す
の

で
、
あ
な
た
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
書
い
て
下
さ

い
。

一
、
「政
治
」
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。

（
一
）
あ
な
た
は
シ
ハ
イ

（支
配
）
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

思
わ
な
い
　
　
わ
か
ら
な
い
　
　
そ
の
他

（二
）
あ
な
た
は
権
力
の
存
在
を
実
感
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

あ
る
　
　
な
い
　
　
わ
か
ら
な
い
　
　
そ
の
他

（三
）
上
の

（二
）
で

「あ
る
」
と
答
え
た
人
に
お
聞
き
し
ま
す
。
権

力
の
存
在
を
実
感
し
た
の
は
ど
う
い
う
経
験
で
す
か
？
具
体
的

に
記
入
し
て
下
さ
い
。

（四
）
あ
な
た
の

「政
治
」
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
見
解
を
下
か
ら

一
つ
選

ん
で
下
さ
い
。

①
政
治
と
は
治
安
維
持
、
国
防
、
利
害
調
整
の
た
め
の
必
要
悪
で
あ

り
、
な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い

②
政
治
は
公
共
の
福
祉
実
現
の
た
め
の
必
要
な
手
段
で
あ
り
、
積
極

的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

③
政
治
は
権
力
者
の
欲
望
を
満
た
す
世
界
で
あ
り
、
我
々
の
生
活
と

は
関
係
な
い

④
政
治
は
本
来
、
人
間
に
と
っ
て
高
貴
な
営
み
で
あ
り
、
政
治
ぬ
き

五
二
九
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に
は
人
間
は
人
間
た
り
え
な
い

二
、
日
本
の
政
治
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。

（
一
）
あ
な
た
は
橋
本
政
権
を
支
持
し
ま
す
か
？

支
持
す
る
　
　
支
持
し
な
い
　
　
わ
か
ら
な
い
　
　
そ
の
他

（二
）
あ
な
た
は
ど
こ
の
政
党
を
支
持
し
て
い
ま
す
か
？

自
由
民
主
党
　
新
進
党
　
社
会
民
主
党
　
さ
き
が
け
　
共
産
党

新
社
会
党
　
そ
の
他

（　
　
　
　
）
　

　

支
持
政
党
は
な
い

（三
）
上
の

（二
）
で

「支
持
政
党
は
な
い
」
と
答
え
た
人
に
聞
き
ま

す
。
も
し
、
あ
え
て

一
つ
支
持
政
党
を
選
べ
と
言
わ
れ
た
ど
の

政
党
を
選
び
ま
す
か
。

自
由
民
主
党
　
新
進
党
　
社
会
民
主
党
　
さ
き
が
け
　
共
産
党

新
社
会
党
　
そ
の
他

（　
　
　
　
）

（四
）
あ
な
た
の
選
挙
行
動
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
あ
な
た
は
選

挙
に
行
き
ま
す
か

（ま
だ
選
挙
権
が
な
い
人
は
、
選
挙
権
を
得

五
三
〇

た
と
仮
定
し
て
答
え
て
下
さ
い
）。

選
挙
に
は
必
ず
行
く
　
　
他
に
用
事
が
な
け
れ
ば
行
く

選
挙
争
点
に
よ
っ
て
決
め
る

後
援
会
活
動
等
を
手
伝
う
　
行
か
な
い

（五
）
政
治
家
の
汚
職
が
よ
く
問
題
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
は
政
治
家

の
汚
職
を
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

あ
き
ら
め
て
い
る
　
　
気
に
し
な
い
　
選
挙
の
時
に
審
判
を
与

え
る

選
挙
以
外
の
方
法
も
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
人
と
協
力
し
て
政
治

を
変
え
た
い

（六
）
憲
法
９
条
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
あ
な
た
は
下
の
ど
の
考

え
に
近
い
で
す
か
？

①
憲
法
９
条
の
改
正
に
は
反
対
で
あ
る
。

②
Ｐ
Ｋ
Ｏ
な
ど
国
際
貢
献
が
認
め
ら
れ
る
方
向
に
改
正
す
べ
き
で

あ

る

③
経
済
大
国
に
ふ
さ
わ
し
い
軍
事
力
を
も
て
る
よ
う
に
改
正
す
べ

き
で
あ
る



④
非
武
装

・
平
和
主
義
を
徹
底
す
る
方
向
で
改
正
す
べ
き
で
あ
る

（七
）
オ
ウ
ム
真
理
教
へ
の
破
壊
活
動
防
止
法
の
適
用
に
つ
い
て
お
聞

き
し
ま
す
。

適
用
に
賛
成
で
あ
る
　
　
適
用
に
は
反
対
で
あ
る
　
　
そ
の
他

三
、
あ
な
た
自
身
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。

（
一
）
所
属
サ
ー
ク
ル

・
部
活
動
の
種
類
を
下
か
ら

一
つ
選
ん
で
下
さ

体
育
会
系
部
活
動
　
　
体
育
会
系
サ
ー
ク
ル
　
　
ス
ポ
ー
ツ
を
中

心
に
し
た
交
流
サ
ー
ク
ル

文
化
系
部
活
動
　
　
　
文
化
系
サ
ー
ク
ル
　
　
文
化
活
動
を
中
心

に
し
た
交
流
サ
ー
ク
ル

研
究
活
動
サ
ー
ク
ル
　
そ
の
他

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（二
）
あ
な
た
が
必
ず
購
入
し
て
読
む
雑
誌
名

（
コ
ミ
ッ
ク
誌
を
含
む
）

学
生
の
政
治
意
識
に
関
す
る

一
調
査

を
２
つ
以
内
書
い
て
下
さ
い
。

（三
）
あ
な
た
が
講
読
し
て
い
る
新
聞
名
を
選
ん
で
下
さ
い
。

朝
日
　
毎
日
　
読
売
　
中
日
　
静
岡
　
日
経
　
サ
ン
ケ
イ
　
ス

ポ
ー
ツ
新
聞

そ
の
他

（　
　
　
　
　
　
　
）
　

新
聞
は
講
読
し
て
い
な
い

（四
）
あ
な
た
の
現
在
行

っ
て
い
る
ア
ル
バ
イ
ト
の
種
類
を
下
か
ら
選

ん
で
下
さ
い
。

販
売
　
　
サ
ー
ビ
ス
　
　
調
査
　
　
教
育
　
　
特
殊
技
能
　
　
そ

の
他

（　
　
　
　
　
）

ア
ル
バ
イ
ト
は
し
て
い
な
い

四
、
最
後
に
所
属
等
基
本
情
報
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

所
属
学
科

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　

学
年
　
　
　
　
　
年

出
身
地

（　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
性
別

¨
女

。
男

五
三

一
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五
、
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
講
義
に
希
望
す
る
事

が
あ
れ
ば
自
由
に
記
入
し
て
下
さ
い
。

五
三
二


