
「
安
倍
政
治
」
の
総
決
算

　

自
民
党
総
裁
選
挙
で
三
選
を
果
た

し
た
安
倍
首
相
。
さ
ら
に
三
年
の
任

期
を
手
に
し
た
こ
と
で
、
２
０
２
１

年
ま
で
首
相
を
務
め
る
こ
と
も
可
能

に
な
り
、
実
現
す
れ
ば
憲
政
史
上
最

長
の
首
相
在
任
と
な
る
。
そ
の
長
期

政
権
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
〝
宴
の
後
〟
に
何

を
残
す
の
か
。
こ
れ
か
ら
は
、「
安

倍
政
治
」
の
総
決
算
が
問
わ
れ
る
。

　

す
で
に
六
年
間
の
長
期
政
権
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
成
果
は
乏

し
い
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
い
ま
だ
に

「
道
半
ば
」、「
一
億
総
活
躍
」「
人
づ

く
り
革
命
」
な
ど
の
目
玉
政
策
も
、

一
年
ご
と
の
看
板
架
け
替
え
で
検
証

さ
え
で
き
な
い
。
二
十
回
超
の
首
脳

会
談
を
重
ね
た
日
露
関
係
は
、
プ
ー

チ
ン
大
統
領
か
ら
「
領
土
問
題
抜
き

0

0

0

0

0

0

の
平
和
条
約
」
を
提
案
さ
れ
、
朝
鮮

半
島
情
勢
で
は
蚊
帳
の
外
。「
や
っ

て
い
る
」
感
だ
け
の
限
界
を
、「
憲

法
改
正
」
の
一
発
勝
負
で
突
破
で
き

る
の
か
。
む
し
ろ
「
憲
法
改
正
」
も
、

求
心
力
維
持
の
た
め
の
究
極
の
「
や

っ
て
い
る
」
感
で
は
な
い
か
。

　
〝
宴
の
後
〟
の
２
０
２
１
年
。
総

人
口
は
ピ
ー
ク
の
２
０
１
０
年
か
ら

約
四
百
万
人
減
の
１
億
２
４
０
０
万

人
、
高
齢
化
率
は
30
％
、
女
性
の
過

半
数
が
50
歳
以
上
と
い
う
社
会
と
推

計
さ
れ
て
い
る
。
団
塊
世
代
が
す
べ

て
後
期
高
齢
者
と
な
る
２
０
２
５
年

を
目
前
に
、
50
代
に
突
入
す
る
団
塊

ジ
ュ
ニ
ア
世
代
に
は
ダ
ブ
ル
ケ
ア

（
介
護
と
子
育
て
）
が
大
き
な
問
題

に
な
る
だ
ろ
う
。
警
察
や
消
防
、
医

療
、
教
育
、
ケ
ア
な
ど
生
活
の
根
幹

を
支
え
る
領
域
で
も
、
人
手
不
足
は

深
刻
だ
ろ
う
。

　

２
０
２
０
年
と
さ
れ
て
い
た
財

政
健
全
化
の
指
標
で
あ
る
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
は
、

２
０
２
２
年
へ
先
送
り
さ
れ
て
い
る

（2017

）。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
さ
ら
に

増
え
た
巨
額
の
財
政
赤
字
を
抱
え
、

高
齢
化
の
ピ
ー
ク
を
乗
り
切
る
体
力

は
残
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
「
安
倍
政
治
」
は
首
相
主
導
と
長

期
政
権
と
い
う
強
大
な
政
治
力
を
、

こ
う
し
た
困
難
な
課
題
に
向
き
合
う

た
め
で
は
な
く
、「
二
度
と
野
党
に

政
権
を
渡
さ
な
い
」
た
め
に
使
い
尽

く
し
た
。「
ポ
ス
ト
安
倍
」の
政
治
は
、

「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
い
う
難
題

に
ど
う
向
き
合
う
の
か
。

　

ポ
ス
ト
安
倍
の
最
有
力
候
補

と
目
さ
れ
る
小
泉
進
次
郎
氏
は
、

「
２
０
２
０
年
以
降
」
を
見
す
え
て

い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
視
線
は
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

　
「
村
上
春
樹
の
小
説
『
色
彩
を
持

た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼

の
年
』
に
は
こ
ん
な
場
面
が
あ
る
。

　

登
場
人
物
の
ア
カ
は
、
新
人
教
育

の
セ
ミ
ナ
ー
で
受
講
生
に
こ
う
話

す
。
今
か
ら
、
君
の
手
の
爪
、
も
し

く
は
足
の
爪
を
ペ
ン
チ
で
は
が
す
。

そ
れ
は
も
う
決
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
ど
ち
ら
の
爪
を
選
ぶ
か
は
自
由

だ
。
10
秒
以
内
に
決
め
ら
れ
な
け
れ

ば
両
方
は
ぐ
―
―
。
受
講
生
は
８
秒

ぐ
ら
い
で
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
。
な
ぜ

そ
ち
ら
を
選
ん
だ
か
と
聞
け
ば
、「
ど

ち
ら
も
た
ぶ
ん
同
じ
く
ら
い
痛
い
と

思
い
ま
す
。
で
も
ど
ち
ら
か
選
ば
な

く
ち
ゃ
な
ら
な
い
か
ら
」と
答
え
る
。

ア
カ
は「
本
物
の
人
生
に
よ
う
こ
そ
」

と
語
る
。

　

進
次
郎
氏
は
２
０
１
３
年
８
月
の

講
演
の
最
後
に
、
こ
の
場
面
を
持
ち

出
し
た
。

　
「
こ
の
シ
ー
ン
を
読
ん
だ
時
に
、

今
の
日
本
だ
と
思
っ
た
。
二
つ
の
選

択
肢
が
目
の
前
に
あ
っ
て
、
二
つ
の

道
が
あ
る
。
で
も
、
ど
ち
ら
か
の
道

に
い
け
ば
、
痛
み
な
ん
て
な
い
と
い

う
世
界
は
な
い
。
ど
っ
ち
の
決
断
を

し
て
も
、
必
ず
そ
の
中
で
、
不
利
益

を
被
る
人
が
い
た
り
、
そ
う
い
っ
た

要
素
が
あ
っ
た
り
す
る
。
ビ
ジ
ネ
ス

も
政
治
も
そ
う
。
で
も
決
断
し
な
い

と
い
け
な
い
」

　
「
首
相
に
な
っ
て
こ
れ
を
成
し
遂

げ
た
い
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ

れ
ば
よ
い
時
代
は
と
っ
く
に
終
わ

っ
た
。
人
口
減
少
社
会
を
迎
え
る

日
本
に
、
も
は
や
取
り
得
る
べ
き

選
択
肢
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
政
治

家
の
役
割
は
、
手
の
爪
か
足
の
爪

か
、
ど
ち
ら
の
爪
を
は
ぐ
の
か
を
決

め
る
こ
と
だ
。
自
分
は
い
ず
れ
そ
の

決
断
を
す
る
し
か
な
い
―
―
進
次

郎
氏
は
「
二
者
択
一
の
決
断
」
に
ま

す
ま
す
追
い
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ

っ
た
」（「『
小
泉
進
次
郎
』
と
い
う

脱
げ
な
い
着
ぐ
る
み
」
三
輪
さ
ち
子　

W
EBRONZA　

9/24

）

　

90
年
代
の
統
治
機
構
改
革
―
平
成

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
政
治
主
導
―
集

権
化
に
よ
っ
て
「
あ
れ
も
、こ
れ
も
」

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
政
治
で
は
難
し

い
と
さ
れ
る
、「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」

を
「
決
め
ら
れ
る
」
政
治
を
め
ざ
す

と
も
言
わ
れ
た
。「
安
倍
政
治
」は「
決

め
ら
れ
る
政
治
」
を
標
榜
し
て
、
集

権
化
さ
れ
た
権
力
を
政
権
維
持
の
た

め
に
使
い
尽
く
し
て
き
た
が
、
そ
の

後
の
「
決
め
ら
れ
る
政
治
」
は
、「
手

の
爪
か
足
の
爪
か
、
ど
ち
ら
の
爪
を

は
ぐ
の
か
を
決
め
る
こ
と
」
だ
と
?! 

　

こ
こ
に
は
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
根

本
的
な
対
立
軸
が
あ
る
。「
手
の
爪

か
足
の
爪
か
、
ど
ち
ら
の
爪
を
は
ぐ

の
か
」
と
い
う
選
択
肢
は
、
誰
が
ど

う
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
決
め
る
の
か
。

多
様
で
複
雑
な
社
会
で
、「
国
民
」
を
形
成
す
る

政
治
プ
ロ
セ
ス
の
質
を
ど
う
高
め
る
か

～
第
九
回
大
会
に
む
け
て
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２
―
３
面　
「
中
東
に
ど
う
向
き
合
う
か
」

　
　
　
　
　

酒
井
啓
子
・
千
葉
大
学
教
授
に
聞
く

４
―
６
面　
「
東
南
ア
ジ
ア
が
直
面
す
る
課
題
」

　
　
　

大
庭
三
枝
・
東
京
理
科
大
学
教
授
に
聞
く

囲
む
会

６
―
10
面　
「
住
民
自
治
の
根
幹
と
し
て
の
議
会
」

　
　
　
　
　

江
藤
俊
昭
・
山
梨
学
院
大
学
教
授

10
―
14
面　
「
安
倍
政
治
の
検
証
と
野
党
の
役
割
」

　
　
　
　
　

大
野
元
裕
・
参
議
院
議
員

今号の紙面

（1） 1989 年 7 月 7 日第三種郵便物認可　 日　本　再　生 第４７３号（毎月 1回 1日発行） 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日

そ
の
政
策
形
成
過
程
は
、
行
政
権
に

直
結
し
た
少
数
の
専
門
家
に
よ
る
統

治
（
立
憲
的
独
裁
）
な
の
か
、
議
論

に
よ
る
統
治（
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）

な
の
か
。

　
「
誰
も
が
賛
成
す
る
よ
う
な
改
革

案
が
明
確
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
強
い

指
導
者
が
有
権
者
の
支
持
を
背
景

に
、
そ
の
改
革
を
実
現
す
る
こ
と
も

可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
～
利
害
得
失

が
あ
り
、
誰
も
が
賛
成
で
き
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
～
何
で
も
多
数

決
で
決
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
課
題
の
構
造

が
一
般
に
周
知
さ
れ
て
い
な
い
の

に
、
い
き
な
り
総
選
挙
な
ど
で
多
数

決
型
の
決
定
が
行
わ
れ
て
も
、
実
質

的
に
意
味
の
あ
る
選
択
を
有
権
者
が

し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
有
権
者

が
十
分
納
得
す
る
の
を
待
っ
て
い
て

は
、
改
革
な
ど
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

実
現
し
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、

消
極
的
で
は
あ
っ
て
も
有
権
者
が
納

得
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
改

革
は
実
施マ

マし
な
い
。そ
う
考
え
る
と
、

誰
か
に
改
革
案
の
選
択
を
ゆ
だ
ね
て

し
ま
う
の
で
は
、
結
局
意
味
の
あ
る

改
革
は
実
現
で
き
な
い
可
能
性
が
高

い
の
で
あ
る
」（「
現
代
日
本
の
政
策

体
系
」
ち
く
ま
新
書
・
飯
尾
潤
）

　
「
実
質
的
に
意
味
の
あ
る
選
択
」

「
消
極
的
で
は
あ
っ
て
も
有
権
者
が

納
得
」
と
い
う
「
議
論
に
よ
る
統
治
」

は
、
す
で
に
地
方
自
治
の
現
場
に
お

い
て
は
多
様
に
試
み
ら
れ
、
集
積
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
核
と
な
る
の
は

「
住
民
自
治
の
根
幹
と
し
て
の
議
会

を
作
動
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。（
本
号
６
―
10
面
江

藤
俊
昭
先
生
、
な
ら
び
に
前
号
・
廣

瀬
克
哉
先
生
を
参
照
）

　

さ
ら
に
言
え
ば
「
人
口
減
少
は
、

あ
る
日
突
然
や
っ
て
来
る
危
機
で
は

な
く
、
か
な
り
正
確
に
予
測
で
き
る

も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
準
備
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
予
測
で
き
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
準
備
で
き
て
い
な
い
こ

と
が
、
最
大
の
問
題
」（
諸
富
徹
・

京
都
大
学
教
授　

４
７
１
号
「
総

会
」）
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
が

き
ち
ん
と
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
議

論
し
、
自
己
決
定
し
て
い
く
た
め
の

プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
こ
と
こ
そ
が
政

治
の
役
割
だ
ろ
う
。
い
き
な
り
「
手

の
爪
か
足
の
爪
か
、
ど
ち
ら
の
爪
を

は
ぐ
の
か
」
と
い
う
選
択
肢
し
か
示

せ
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
政
治
の
敗
北

な
い
し
は
放
棄
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
。

　
「
待
鳥　

…
今
の
日
本
政
治
は
、

今
日
と
明
日
の
こ
と
し
か
考
え
な
い

か
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
で
は
ま
ず
い
。
明
後
日

の
こ
と
は
明
後
日
の
人
た
ち
が
考
え

れ
ば
い
い
、
と
言
い
放
つ
人
た
ち
に

対
す
る
対
抗
軸
が
、
ど
こ
か
に
あ
る

は
ず
な
ん
で
す
。
小
泉
進
次
郎
さ
ん

が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
後
日

の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
ふ
う
に
見
え

る
か
ら
な
ん
で
す
よ
ね
」（「
中
央
公

論
」
10
月
号
）

　
「
中
西　

…
現
時
点
で
は
国
民
が

そ
れ
こ
そ
今
日
明
日
の
問
題
に
つ
い

て
そ
こ
そ
こ
満
足
し
て
い
る
状
況
な

の
で
野
党
は
苦
し
い
で
す
が
、
来
年

以
降
は
安
倍
政
権
の
『
昨
日
』、
つ

ま
り
実
績
が
よ
り
本
格
的
に
問
わ
れ

る
。
…
そ
の
時
に
今
日
明
日
の
話
の

繰
り
返
し
で
な
く
、
明
後
日
の
日
本

に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
全
て
の
国
民
が
ハ
ッ
ピ
ー
に
な

る
選
択
は
難
し
く
は
あ
り
ま
す
が
、

よ
り
悪
く
な
い
方
法
は
何
か
に
つ
い

て
、
し
っ
か
り
議
論
し
て
選
択
肢
を

提
示
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
ね
」（
同
前
）。

　
「
明
後
日
」
を
め
ぐ
る
選
択
肢
を

立
憲
的
独
裁
で
準
備
す
る
の
か
、
議

論
に
よ
る
統
治
＝
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
で
準
備
す
る
の
か
。「
安
倍
政
治
」

の
検
証
・
決
算
は
、
こ
う
し
た
フ
ェ

ー
ズ
に
移
り
つ
つ
あ
る
だ
ろ
う
。

国
民
主
権
で
統
治
機
構
を

作
り
こ
ん
で
い
く
プ
ロ
セ
ス
へ

　

平
成
と
い
う
時
代
は
「
失
わ
れ
た

三
十
年
」
と
重
な
る
。
確
か
に
、
人

口
減
少
時
代
・
21
世
紀
型
社
会
へ
と

転
換
す
る
た
め
の
時
間
や
資
源
を
少

な
か
ら
ず
失
っ
た
が
、
民
主
主
義
を

深
め
る
た
め
に
得
た
も
の
も
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
近
代
に
お
い
て
日
本
だ
け
で
な

く
多
く
の
国
も
、
民
主
主
義
が
深
ま

る
の
は
戦
争
―
総
力
戦
の
時
で
す
。

国
民
の
参
加
が
必
要
で
す
か
ら
。
日

本
も
日
露
戦
争
と
第
一
次
大
戦
と
の

関
係
で
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
敗
戦

と
の
関
係
で
戦
後
民
主
主
義
で
す
。

そ
し
て
九
〇
年
代
の
統
治
機
構
改
革

は
、
冷
戦
の
終
わ
り
に
と
も
な
う
も

の
で
も
あ
っ
た
。

　

で
は
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
戦
争
を

媒
介
に
せ
ず
に
立
憲
民
主
主
義
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
は

言
い
換
え
れ
ば
、
九
〇
年
代
の
統
治

機
構
改
革
の
検
証
か
ら
、
国
民
主
権

で
統
治
機
構
を
作
り
こ
ん
で
い
く
プ

ロ
セ
ス
へ
、
踏
み
込
ん
で
い
け
る
か

と
い
う
こ
と
で
す
」（
13
面　

戸
田

代
表
）

　
「
民
主
主
義
は
最
悪
の
政
治
と
い

え
る
。こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
て
き
た
、

民
主
主
義
以
外
の
全
て
の
政
治
体
制

を
除
け
ば
」
と
は
チ
ャ
ー
チ
ル
の
言

葉
だ
が
、
独
裁
や
全
体
主
義
と
の
対

比
で
民
主
主
義
を
語
る
ス
テ
ー
ジ
か

ら
、
次
世
代
に
受
け
渡
す
べ
き
民
主

主
義
の
価
値
と
は
何
か
―
自
己
決
定

権
や
人
権
、
個
人
の
尊
厳
な
ど
―
を

問
う
ス
テ
ー
ジ
へ
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。

　

そ
の
た
め
の
主
体
基
盤
と
い
う
点

で
平
成
と
い
う
時
代
は
、
多
様
性
や

個
人
の
尊
重
と
い
う
こ
と
が
、
普
通

の
人
の
生
活
感
覚
や
生
き
方
に
根
づ

い
て
き
た
時
代
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
た
と
え
ば
「
新
潮
45
」
を
め

ぐ
る
問
題
は
、「
ヘ
イ
ト
は
『
言
論

の
自
由
』
で
は
な
い
」「
意
見
や
党

派
的
立
場
の
違
い
で
は
な
く
、
人
権

侵
害
」
と
い
う
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
発

信
さ
れ
た
。
休
刊
は
、
出
版
側
の
責

任
の
取
り
方
と
し
て
十
分
な
も
の
と

は
い
え
な
い
が
、
人
権
や
多
様
性
の

尊
重
が
民
主
主
義
や
言
論
の
自
由
の

前
提
だ
、
と
い
う
こ
と
が
〝
共
通
の

常
識
〟
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
の
反

映
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
多
様
性
の
尊
重
を
前
提
に

す
る
か
ら
こ
そ
「
国
民
」
も
均
質
・

同
質
で
は
な
く
、
利
害
関
心
も
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
違
う
人
々
が
共
に

生
き
る
社
会
を
ど
の
よ
う
に
構
成

し
、「
国
民
」
を
形
成
し
て
い
く
の

か
、
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
「
課
題
を
共
有
し
た
と
こ
ろ
に
公

共
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
そ
れ
は
「
課
題
の
共
有
な
き

同
調
圧
力
」「
多
数
決
主
義
の
民
主

主
義
」
か
ら
派
生
す
る
社
会
的
分
断

を
乗
り
越
え
て
い
く
可
能
性
で
も
あ

る
だ
ろ
う
。

　
「（
辺
野
古
移
設
を
め
ぐ
る
県
民
投

票
）
署
名
活
動
に
参
加
し
、
辺
野
古

移
設
に
賛
成
で
も
、
活
動
に
は
反
対

し
な
い
人
に
出
会
い
ま
し
た
。
最
初

は
拒
否
気
味
で
も
、
話
し
て
い
く
う

ち
に
接
点
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
話
せ
ば
何
か
が
変
わ
る
。

～
略
～
１
回
の
県
民
投
票
や
選
挙
で

問
題
が
解
決
し
な
く
て
も
、
何
度
で

も
話
し
合
っ
て
、
長
い
ス
パ
ン
で
考

え
て
い
き
た
い
。
そ
れ
こ
そ
が
民
主

主
義
だ
と
思
い
ま
す
」（「
分
断
の
沖

縄
と
若
者
た
ち
」
朝
日9/22

）

　

こ
う
し
た
主
体
基
盤
の
う
え

で
、
国
民
主
権
で
統
治
機
構
を
作

り
こ
ん
で
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

「
２
０
２
０
年
以
降
」
を
準
備
し

よ
う
。（
第
九
回
大
会
に
む
け
て
、

10/13

「
囲
む
会
」
で
は
こ
う
し
た

問
題
設
定
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
と

思
い
ま
す
。）



「
安
倍
政
治
」
の
総
決
算

　

自
民
党
総
裁
選
挙
で
三
選
を
果
た

し
た
安
倍
首
相
。
さ
ら
に
三
年
の
任

期
を
手
に
し
た
こ
と
で
、
２
０
２
１

年
ま
で
首
相
を
務
め
る
こ
と
も
可
能

に
な
り
、
実
現
す
れ
ば
憲
政
史
上
最

長
の
首
相
在
任
と
な
る
。
そ
の
長
期

政
権
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
〝
宴
の
後
〟
に
何

を
残
す
の
か
。
こ
れ
か
ら
は
、「
安

倍
政
治
」
の
総
決
算
が
問
わ
れ
る
。

　

す
で
に
六
年
間
の
長
期
政
権
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
成
果
は
乏

し
い
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
い
ま
だ
に

「
道
半
ば
」、「
一
億
総
活
躍
」「
人
づ

く
り
革
命
」
な
ど
の
目
玉
政
策
も
、

一
年
ご
と
の
看
板
架
け
替
え
で
検
証

さ
え
で
き
な
い
。
二
十
回
超
の
首
脳

会
談
を
重
ね
た
日
露
関
係
は
、
プ
ー

チ
ン
大
統
領
か
ら
「
領
土
問
題
抜
き

0

0

0

0

0

0

の
平
和
条
約
」
を
提
案
さ
れ
、
朝
鮮

半
島
情
勢
で
は
蚊
帳
の
外
。「
や
っ

て
い
る
」
感
だ
け
の
限
界
を
、「
憲

法
改
正
」
の
一
発
勝
負
で
突
破
で
き

る
の
か
。
む
し
ろ
「
憲
法
改
正
」
も
、

求
心
力
維
持
の
た
め
の
究
極
の
「
や

っ
て
い
る
」
感
で
は
な
い
か
。

　
〝
宴
の
後
〟
の
２
０
２
１
年
。
総

人
口
は
ピ
ー
ク
の
２
０
１
０
年
か
ら

約
四
百
万
人
減
の
１
億
２
４
０
０
万

人
、
高
齢
化
率
は
30
％
、
女
性
の
過

半
数
が
50
歳
以
上
と
い
う
社
会
と
推

計
さ
れ
て
い
る
。
団
塊
世
代
が
す
べ

て
後
期
高
齢
者
と
な
る
２
０
２
５
年

を
目
前
に
、
50
代
に
突
入
す
る
団
塊

ジ
ュ
ニ
ア
世
代
に
は
ダ
ブ
ル
ケ
ア

（
介
護
と
子
育
て
）
が
大
き
な
問
題

に
な
る
だ
ろ
う
。
警
察
や
消
防
、
医

療
、
教
育
、
ケ
ア
な
ど
生
活
の
根
幹

を
支
え
る
領
域
で
も
、
人
手
不
足
は

深
刻
だ
ろ
う
。

　

２
０
２
０
年
と
さ
れ
て
い
た
財

政
健
全
化
の
指
標
で
あ
る
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
は
、

２
０
２
２
年
へ
先
送
り
さ
れ
て
い
る

（2017

）。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
さ
ら
に

増
え
た
巨
額
の
財
政
赤
字
を
抱
え
、

高
齢
化
の
ピ
ー
ク
を
乗
り
切
る
体
力

は
残
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
「
安
倍
政
治
」
は
首
相
主
導
と
長

期
政
権
と
い
う
強
大
な
政
治
力
を
、

こ
う
し
た
困
難
な
課
題
に
向
き
合
う

た
め
で
は
な
く
、「
二
度
と
野
党
に

政
権
を
渡
さ
な
い
」
た
め
に
使
い
尽

く
し
た
。「
ポ
ス
ト
安
倍
」の
政
治
は
、

「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
い
う
難
題

に
ど
う
向
き
合
う
の
か
。

　

ポ
ス
ト
安
倍
の
最
有
力
候
補

と
目
さ
れ
る
小
泉
進
次
郎
氏
は
、

「
２
０
２
０
年
以
降
」
を
見
す
え
て

い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
視
線
は
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

　
「
村
上
春
樹
の
小
説
『
色
彩
を
持

た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼

の
年
』
に
は
こ
ん
な
場
面
が
あ
る
。

　

登
場
人
物
の
ア
カ
は
、
新
人
教
育

の
セ
ミ
ナ
ー
で
受
講
生
に
こ
う
話

す
。
今
か
ら
、
君
の
手
の
爪
、
も
し

く
は
足
の
爪
を
ペ
ン
チ
で
は
が
す
。

そ
れ
は
も
う
決
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
ど
ち
ら
の
爪
を
選
ぶ
か
は
自
由

だ
。
10
秒
以
内
に
決
め
ら
れ
な
け
れ

ば
両
方
は
ぐ
―
―
。
受
講
生
は
８
秒

ぐ
ら
い
で
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
。
な
ぜ

そ
ち
ら
を
選
ん
だ
か
と
聞
け
ば
、「
ど

ち
ら
も
た
ぶ
ん
同
じ
く
ら
い
痛
い
と

思
い
ま
す
。
で
も
ど
ち
ら
か
選
ば
な

く
ち
ゃ
な
ら
な
い
か
ら
」と
答
え
る
。

ア
カ
は「
本
物
の
人
生
に
よ
う
こ
そ
」

と
語
る
。

　

進
次
郎
氏
は
２
０
１
３
年
８
月
の

講
演
の
最
後
に
、
こ
の
場
面
を
持
ち

出
し
た
。

　
「
こ
の
シ
ー
ン
を
読
ん
だ
時
に
、

今
の
日
本
だ
と
思
っ
た
。
二
つ
の
選

択
肢
が
目
の
前
に
あ
っ
て
、
二
つ
の

道
が
あ
る
。
で
も
、
ど
ち
ら
か
の
道

に
い
け
ば
、
痛
み
な
ん
て
な
い
と
い

う
世
界
は
な
い
。
ど
っ
ち
の
決
断
を

し
て
も
、
必
ず
そ
の
中
で
、
不
利
益

を
被
る
人
が
い
た
り
、
そ
う
い
っ
た

要
素
が
あ
っ
た
り
す
る
。
ビ
ジ
ネ
ス

も
政
治
も
そ
う
。
で
も
決
断
し
な
い

と
い
け
な
い
」

　
「
首
相
に
な
っ
て
こ
れ
を
成
し
遂

げ
た
い
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ

れ
ば
よ
い
時
代
は
と
っ
く
に
終
わ

っ
た
。
人
口
減
少
社
会
を
迎
え
る

日
本
に
、
も
は
や
取
り
得
る
べ
き

選
択
肢
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
政
治

家
の
役
割
は
、
手
の
爪
か
足
の
爪

か
、
ど
ち
ら
の
爪
を
は
ぐ
の
か
を
決

め
る
こ
と
だ
。
自
分
は
い
ず
れ
そ
の

決
断
を
す
る
し
か
な
い
―
―
進
次

郎
氏
は
「
二
者
択
一
の
決
断
」
に
ま

す
ま
す
追
い
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ

っ
た
」（「『
小
泉
進
次
郎
』
と
い
う

脱
げ
な
い
着
ぐ
る
み
」
三
輪
さ
ち
子　

W
EBRONZA　

9/24

）

　

90
年
代
の
統
治
機
構
改
革
―
平
成

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
政
治
主
導
―
集

権
化
に
よ
っ
て
「
あ
れ
も
、こ
れ
も
」

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
政
治
で
は
難
し

い
と
さ
れ
る
、「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」

を
「
決
め
ら
れ
る
」
政
治
を
め
ざ
す

と
も
言
わ
れ
た
。「
安
倍
政
治
」は「
決

め
ら
れ
る
政
治
」
を
標
榜
し
て
、
集

権
化
さ
れ
た
権
力
を
政
権
維
持
の
た

め
に
使
い
尽
く
し
て
き
た
が
、
そ
の

後
の
「
決
め
ら
れ
る
政
治
」
は
、「
手

の
爪
か
足
の
爪
か
、
ど
ち
ら
の
爪
を

は
ぐ
の
か
を
決
め
る
こ
と
」
だ
と
?! 

　

こ
こ
に
は
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
根

本
的
な
対
立
軸
が
あ
る
。「
手
の
爪

か
足
の
爪
か
、
ど
ち
ら
の
爪
を
は
ぐ

の
か
」
と
い
う
選
択
肢
は
、
誰
が
ど

う
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
決
め
る
の
か
。

多
様
で
複
雑
な
社
会
で
、「
国
民
」
を
形
成
す
る

政
治
プ
ロ
セ
ス
の
質
を
ど
う
高
め
る
か

～
第
九
回
大
会
に
む
け
て
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２
―
３
面　
「
中
東
に
ど
う
向
き
合
う
か
」

　
　
　
　
　

酒
井
啓
子
・
千
葉
大
学
教
授
に
聞
く

４
―
６
面　
「
東
南
ア
ジ
ア
が
直
面
す
る
課
題
」

　
　
　

大
庭
三
枝
・
東
京
理
科
大
学
教
授
に
聞
く

囲
む
会

６
―
10
面　
「
住
民
自
治
の
根
幹
と
し
て
の
議
会
」

　
　
　
　
　

江
藤
俊
昭
・
山
梨
学
院
大
学
教
授

10
―
14
面　
「
安
倍
政
治
の
検
証
と
野
党
の
役
割
」

　
　
　
　
　

大
野
元
裕
・
参
議
院
議
員

今号の紙面

（1） 1989 年 7 月 7 日第三種郵便物認可　 日　本　再　生 第４７３号（毎月 1回 1日発行） 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日

そ
の
政
策
形
成
過
程
は
、
行
政
権
に

直
結
し
た
少
数
の
専
門
家
に
よ
る
統

治
（
立
憲
的
独
裁
）
な
の
か
、
議
論

に
よ
る
統
治（
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）

な
の
か
。

　
「
誰
も
が
賛
成
す
る
よ
う
な
改
革

案
が
明
確
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
強
い

指
導
者
が
有
権
者
の
支
持
を
背
景

に
、
そ
の
改
革
を
実
現
す
る
こ
と
も

可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
～
利
害
得
失

が
あ
り
、
誰
も
が
賛
成
で
き
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
～
何
で
も
多
数

決
で
決
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
課
題
の
構
造

が
一
般
に
周
知
さ
れ
て
い
な
い
の

に
、
い
き
な
り
総
選
挙
な
ど
で
多
数

決
型
の
決
定
が
行
わ
れ
て
も
、
実
質

的
に
意
味
の
あ
る
選
択
を
有
権
者
が

し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
有
権
者

が
十
分
納
得
す
る
の
を
待
っ
て
い
て

は
、
改
革
な
ど
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

実
現
し
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、

消
極
的
で
は
あ
っ
て
も
有
権
者
が
納

得
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
改

革
は
実
施マ

マし
な
い
。そ
う
考
え
る
と
、

誰
か
に
改
革
案
の
選
択
を
ゆ
だ
ね
て

し
ま
う
の
で
は
、
結
局
意
味
の
あ
る

改
革
は
実
現
で
き
な
い
可
能
性
が
高

い
の
で
あ
る
」（「
現
代
日
本
の
政
策

体
系
」
ち
く
ま
新
書
・
飯
尾
潤
）

　
「
実
質
的
に
意
味
の
あ
る
選
択
」

「
消
極
的
で
は
あ
っ
て
も
有
権
者
が

納
得
」
と
い
う
「
議
論
に
よ
る
統
治
」

は
、
す
で
に
地
方
自
治
の
現
場
に
お

い
て
は
多
様
に
試
み
ら
れ
、
集
積
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
核
と
な
る
の
は

「
住
民
自
治
の
根
幹
と
し
て
の
議
会

を
作
動
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。（
本
号
６
―
10
面
江

藤
俊
昭
先
生
、
な
ら
び
に
前
号
・
廣

瀬
克
哉
先
生
を
参
照
）

　

さ
ら
に
言
え
ば
「
人
口
減
少
は
、

あ
る
日
突
然
や
っ
て
来
る
危
機
で
は

な
く
、
か
な
り
正
確
に
予
測
で
き
る

も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
準
備
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
予
測
で
き
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
準
備
で
き
て
い
な
い
こ

と
が
、
最
大
の
問
題
」（
諸
富
徹
・

京
都
大
学
教
授　

４
７
１
号
「
総

会
」）
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
が

き
ち
ん
と
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
議

論
し
、
自
己
決
定
し
て
い
く
た
め
の

プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
こ
と
こ
そ
が
政

治
の
役
割
だ
ろ
う
。
い
き
な
り
「
手

の
爪
か
足
の
爪
か
、
ど
ち
ら
の
爪
を

は
ぐ
の
か
」
と
い
う
選
択
肢
し
か
示

せ
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
政
治
の
敗
北

な
い
し
は
放
棄
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
。

　
「
待
鳥　

…
今
の
日
本
政
治
は
、

今
日
と
明
日
の
こ
と
し
か
考
え
な
い

か
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
で
は
ま
ず
い
。
明
後
日

の
こ
と
は
明
後
日
の
人
た
ち
が
考
え

れ
ば
い
い
、
と
言
い
放
つ
人
た
ち
に

対
す
る
対
抗
軸
が
、
ど
こ
か
に
あ
る

は
ず
な
ん
で
す
。
小
泉
進
次
郎
さ
ん

が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
後
日

の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
ふ
う
に
見
え

る
か
ら
な
ん
で
す
よ
ね
」（「
中
央
公

論
」
10
月
号
）

　
「
中
西　

…
現
時
点
で
は
国
民
が

そ
れ
こ
そ
今
日
明
日
の
問
題
に
つ
い

て
そ
こ
そ
こ
満
足
し
て
い
る
状
況
な

の
で
野
党
は
苦
し
い
で
す
が
、
来
年

以
降
は
安
倍
政
権
の
『
昨
日
』、
つ

ま
り
実
績
が
よ
り
本
格
的
に
問
わ
れ

る
。
…
そ
の
時
に
今
日
明
日
の
話
の

繰
り
返
し
で
な
く
、
明
後
日
の
日
本

に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
全
て
の
国
民
が
ハ
ッ
ピ
ー
に
な

る
選
択
は
難
し
く
は
あ
り
ま
す
が
、

よ
り
悪
く
な
い
方
法
は
何
か
に
つ
い

て
、
し
っ
か
り
議
論
し
て
選
択
肢
を

提
示
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
ね
」（
同
前
）。

　
「
明
後
日
」
を
め
ぐ
る
選
択
肢
を

立
憲
的
独
裁
で
準
備
す
る
の
か
、
議

論
に
よ
る
統
治
＝
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
で
準
備
す
る
の
か
。「
安
倍
政
治
」

の
検
証
・
決
算
は
、
こ
う
し
た
フ
ェ

ー
ズ
に
移
り
つ
つ
あ
る
だ
ろ
う
。

国
民
主
権
で
統
治
機
構
を

作
り
こ
ん
で
い
く
プ
ロ
セ
ス
へ

　

平
成
と
い
う
時
代
は
「
失
わ
れ
た

三
十
年
」
と
重
な
る
。
確
か
に
、
人

口
減
少
時
代
・
21
世
紀
型
社
会
へ
と

転
換
す
る
た
め
の
時
間
や
資
源
を
少

な
か
ら
ず
失
っ
た
が
、
民
主
主
義
を

深
め
る
た
め
に
得
た
も
の
も
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
近
代
に
お
い
て
日
本
だ
け
で
な

く
多
く
の
国
も
、
民
主
主
義
が
深
ま

る
の
は
戦
争
―
総
力
戦
の
時
で
す
。

国
民
の
参
加
が
必
要
で
す
か
ら
。
日

本
も
日
露
戦
争
と
第
一
次
大
戦
と
の

関
係
で
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
敗
戦

と
の
関
係
で
戦
後
民
主
主
義
で
す
。

そ
し
て
九
〇
年
代
の
統
治
機
構
改
革

は
、
冷
戦
の
終
わ
り
に
と
も
な
う
も

の
で
も
あ
っ
た
。

　

で
は
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
戦
争
を

媒
介
に
せ
ず
に
立
憲
民
主
主
義
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
は

言
い
換
え
れ
ば
、
九
〇
年
代
の
統
治

機
構
改
革
の
検
証
か
ら
、
国
民
主
権

で
統
治
機
構
を
作
り
こ
ん
で
い
く
プ

ロ
セ
ス
へ
、
踏
み
込
ん
で
い
け
る
か

と
い
う
こ
と
で
す
」（
13
面　

戸
田

代
表
）

　
「
民
主
主
義
は
最
悪
の
政
治
と
い

え
る
。こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
て
き
た
、

民
主
主
義
以
外
の
全
て
の
政
治
体
制

を
除
け
ば
」
と
は
チ
ャ
ー
チ
ル
の
言

葉
だ
が
、
独
裁
や
全
体
主
義
と
の
対

比
で
民
主
主
義
を
語
る
ス
テ
ー
ジ
か

ら
、
次
世
代
に
受
け
渡
す
べ
き
民
主

主
義
の
価
値
と
は
何
か
―
自
己
決
定

権
や
人
権
、
個
人
の
尊
厳
な
ど
―
を

問
う
ス
テ
ー
ジ
へ
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。

　

そ
の
た
め
の
主
体
基
盤
と
い
う
点

で
平
成
と
い
う
時
代
は
、
多
様
性
や

個
人
の
尊
重
と
い
う
こ
と
が
、
普
通

の
人
の
生
活
感
覚
や
生
き
方
に
根
づ

い
て
き
た
時
代
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
た
と
え
ば
「
新
潮
45
」
を
め

ぐ
る
問
題
は
、「
ヘ
イ
ト
は
『
言
論

の
自
由
』
で
は
な
い
」「
意
見
や
党

派
的
立
場
の
違
い
で
は
な
く
、
人
権

侵
害
」
と
い
う
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
発

信
さ
れ
た
。
休
刊
は
、
出
版
側
の
責

任
の
取
り
方
と
し
て
十
分
な
も
の
と

は
い
え
な
い
が
、
人
権
や
多
様
性
の

尊
重
が
民
主
主
義
や
言
論
の
自
由
の

前
提
だ
、
と
い
う
こ
と
が
〝
共
通
の

常
識
〟
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
の
反

映
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
多
様
性
の
尊
重
を
前
提
に

す
る
か
ら
こ
そ
「
国
民
」
も
均
質
・

同
質
で
は
な
く
、
利
害
関
心
も
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
違
う
人
々
が
共
に

生
き
る
社
会
を
ど
の
よ
う
に
構
成

し
、「
国
民
」
を
形
成
し
て
い
く
の

か
、
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
「
課
題
を
共
有
し
た
と
こ
ろ
に
公

共
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
そ
れ
は
「
課
題
の
共
有
な
き

同
調
圧
力
」「
多
数
決
主
義
の
民
主

主
義
」
か
ら
派
生
す
る
社
会
的
分
断

を
乗
り
越
え
て
い
く
可
能
性
で
も
あ

る
だ
ろ
う
。

　
「（
辺
野
古
移
設
を
め
ぐ
る
県
民
投

票
）
署
名
活
動
に
参
加
し
、
辺
野
古

移
設
に
賛
成
で
も
、
活
動
に
は
反
対

し
な
い
人
に
出
会
い
ま
し
た
。
最
初

は
拒
否
気
味
で
も
、
話
し
て
い
く
う

ち
に
接
点
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
話
せ
ば
何
か
が
変
わ
る
。

～
略
～
１
回
の
県
民
投
票
や
選
挙
で

問
題
が
解
決
し
な
く
て
も
、
何
度
で

も
話
し
合
っ
て
、
長
い
ス
パ
ン
で
考

え
て
い
き
た
い
。
そ
れ
こ
そ
が
民
主

主
義
だ
と
思
い
ま
す
」（「
分
断
の
沖

縄
と
若
者
た
ち
」
朝
日9/22

）

　

こ
う
し
た
主
体
基
盤
の
う
え

で
、
国
民
主
権
で
統
治
機
構
を
作

り
こ
ん
で
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

「
２
０
２
０
年
以
降
」
を
準
備
し

よ
う
。（
第
九
回
大
会
に
む
け
て
、
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「
囲
む
会
」
で
は
こ
う
し
た

問
題
設
定
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
と

思
い
ま
す
。）


