
　

10
月
27
日
投
開
票
の
参
院
埼
玉
選

挙
区
補
選
。
七
月
の
参
院
選
で
議
席

を
得
た
も
の
の
、
辞
職
し
て
立
候
補

し
たNHK

か
ら
国
民
を
守
る
党（
Ｎ

国
）
の
立
花
氏
が
、
16
万
８
千
票
あ

ま
り
を
獲
得
し
た
。
当
選
し
た
上
田

前
知
事
の
得
票
に
は
は
る
か
に
及
ば

な
い
も
の
の
、
８
月
に
行
わ
れ
た
埼

玉
県
知
事
選
で
Ｎ
国
候
補
が
獲
得
し

た
６
万
４
千
票
を
大
き
く
上
回
る
。

ち
な
み
に
投
票
率
は
県
知
事
選
が
33

パ
ー
セ
ン
ト
、
補
選
が
20
パ
ー
セ
ン

ト
。

　

立
花
氏
は
選
挙
戦
の
最
中
か
ら
、

次
は
11
月
に
行
わ
れ
る
海
老
名
市
長

選
に
立
候
補
す
る
と
公
言
、
そ
の
後

も
各
地
（
都
市
部
）
の
首
長
選
に
立

候
補
す
る
と
し
て
い
る
。立
花
氏
は
、

当
落
に
か
か
わ
ら
ず
選
挙
に
出
る
こ

と
自
体
を
絶
好
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン

ス
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
五

人
に
四
人
が
棄
権
す
る
と
い
う
選
挙

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
所
に
足
を

運
ん
で
「
あ
え
て
」
こ
う
し
た
候
補

に
投
票
す
る
有
権
者
が
こ
れ
だ
け
い

る
こ
と
を
、ど
う
見
れ
ば
い
い
の
か
。

無
党
派
、
政
治
不
信
と
言
わ
れ
続
け

て
き
た
が
、
そ
の
底
す
ら
抜
け
つ
つ

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
む
し
ろ
、
こ
の
選
挙
（
参
院
選

／
引
用
者
）
の
焦
点
は
議
席
数
で
は

な
く
、
５
割
を
切
っ
た
投
票
率
の
低

さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に

見
え
隠
れ
す
る
の
は
、
令
和
の
日
本

政
治
が
陥
り
つ
つ
あ
る
危
う
い
実
情

で
あ
る
。
～
中
略
～
『
政
治
不
信
』

な
ら
ば
、
ま
だ
回
復
の
可
能
性
が
あ

る
。
政
治
に
マ
イ
ナ
ス
の
目
を
向
け

て
い
る
と
は
い
え
、
政
治
に
対
す
る

関
心
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

が
、
事
態
が
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
政

治
不
信
と
い
う
以
上
に『
政
治
不
在
』

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
」（
宇
野
重

規
「
日
本
で
進
行
す
る
『
静
か
な
全

体
主
義
』　

へ
の
危
惧
」
論
座9/1

）

　

か
つ
て
民
主
主
義
は
独
裁
や
ク

ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た

が
、
現
代
の
民
主
主
義
は
選
挙
を
通

じ
て
死
ん
で
い
く
。
民
主
主
義
の
大

前
提
は
「
自
分
た
ち
の
こ
と
を
自
分

た
ち
で
決
め
る
」
と
い
う
共
同
体
の

自
己
決
定
だ
が
、「
政
治
不
在
」
と

は
、
そ
の
大
前
提
が
崩
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
政
治
は
自

分
や
社
会
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
く
（
問
題
を
解
決
す

る
の
は
自
己
責
任
）、
自
分
と
は
関

係
の
な
い
何
か
で
し
か
な
い
。
そ
れ

な
ら
、
選
挙
の
一
票
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の

「
い
い
ね
」
も
同
じ
で
は
な
い
か
と
。

あ
る
い
は
「
み
ん
な
」
が
「
い
い
ね
」

を
す
る
多
数
派
に
身
を
置
く
ほ
う
が

「
安
心
」
だ
と
。

　
「
も
し
多
く
の
人
が
、
社
会
の
動

き
は
個
人
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
社
会

の
大
勢
の
お
も
む
く
ま
ま
に
流
さ
れ

て
い
く
こ
と
だ
け
だ
と
考
え
て
い
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の

『
民
主
的
専
制
』
や
、ル
ゴ
フ
の
『
新

た
な
全
体
主
義
』
に
近
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
危
険
な
レ
ベ
ル
に
ま
で

低
下
し
た
投
票
率
と
『
政
党
の
座
標

軸
』
の
融
解
は
、
私
に
そ
の
よ
う
な

危
惧
を
抱
か
せ
る
。

　

換
言
す
れ
ば
、『
静
か
な
全
体
主

義
』
が
日
本
で
進
行
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
特
定
の
個
人
や

組
織
の
思
惑
を
超
え
た
、
日
本
社
会

の
趨
勢
（
す
う
せ
い
）
で
あ
る
」（
宇

野
重
規　

前
出
）

　
「
安
倍
一
強
」
は
、
こ
う
し
た
社

会
の
趨
勢
の
反
映
で
も
あ
る
。（
空

気
と
も
称
さ
れ
る
）
こ
う
し
た
社
会
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10
面
へ
続
く

民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
糸
口
と
し
て

安
倍
政
治
を
検
証
す
る
た
め
に　

　

９
月
に
発
足
し
た
第
四
次
安
倍
再

改
造
内
閣
だ
が
、
さ
っ
そ
く
初
入
閣

し
た
ば
か
り
の
菅
原
経
済
産
業
大
臣

が
、
公
設
秘
書
が
地
元
有
権
者
に
香

典
を
手
渡
し
た
と
い
う
疑
惑
で
辞
任

し
た
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
公
職

選
挙
法
で
禁
じ
ら
れ
る
寄
付
行
為
に

あ
た
る
。
し
か
も
秘
書
が
香
典
を
手

渡
し
た
の
は
、
菅
原
氏
の
地
元
で
の

贈
答
品
配
り
が
追
及
さ
れ
て
い
る
最

中
で
あ
る
。
公
選
法
違
反
が
常
態
化

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ

て
も
仕
方
な
い
。
氏
名
入
り
の
線

香
セ
ッ
ト
を
配
っ
た
公
選
法
違
反

容
疑
で
書
類
送
検
さ
れ
た
小
野
寺

五
典
衆
院
議
員
は
、
議
員
を
辞
職
。

２
０
０
０
年
に
罰
金
と
公
民
権
停
止

三
年
の
略
式
命
令
を
受
け
て
い
る
。

　

さ
ら
に
菅
原
氏
の
大
臣
辞
任
に
続

い
て
、
７
月
の
参
院
選
で
当
選
し
た

河
井
法
務
大
臣
の
妻
の
陣
営
に
も
、

運
動
員
買
収
の
疑
い
が
報
じ
ら
れ

た
。
陣
営
を
実
質
的
に
取
り
仕
切
っ

て
い
た
の
は
河
井
氏
だ
と
も
言
わ
れ

て
い
る
が
、
公
選
法
で
買
収
が
確
定

す
れ
ば
連
座
制
の
適
用
、
当
選
無
効

も
あ
り
う
る
。

　

菅
原
氏
の
地
元
支
持
者
の
な
か

に
は
、「
こ
れ
は
法
律
違
反
だ
か
ら
」

と
配
ら
れ
た
贈
答
品
を
返
し
た
人
も

い
た
よ
う
だ
が
、
永
田
町
で
は
知
っ

て
い
る
人
は
い
て
も
そ
う
し
た
声
は

出
な
か
っ
た
。
公
民
権
停
止
や
連
座

制
、
当
選
無
効
と
い
っ
た
抑
止
さ
え

無
視
す
る
ほ
ど
、
永
田
町
で
は
「
今

だ
け
、
自
分
だ
け
」
が
肥
大
化
し
て

い
る
。
公
選
法
の
ス
キ
を
つ
く
形
で

選
挙
を
格
好
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

に
す
る
Ｎ
国
・
立
花
氏
も
、
そ
の
別

バ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
今
だ
け
、
自
分
だ
け
」
を
「
選

挙
で
勝
て
ば
、
何
で
も
あ
り
」
へ
と

肥
大
化
さ
せ
る
よ
う
な
永
田
町
の
趨

勢
に
対
し
て
、「
こ
れ
は
法
律
違
反

だ
」
と
い
う
声
が
有
権
者
か
ら
ど
れ

だ
け
出
る
か
。
そ
し
て
「
憲
法
改
正

の
発
議
権
は
国
会
に
あ
る
。
解
散
権

は
内
閣
に
あ
る
。
自
分
の
権
限
の
外

に
あ
る
も
の
を
理
由
に
自
分
の
権
限

を
行
使
す
る
の
は
憲
法
上
許
さ
れ
な

い
（
憲
法
改
正
を
争
点
と
し
た
衆
院

解
散
は
違
憲
）」（
伊
吹
文
明
・
元
衆

院
議
長
）
と
い
う
声
が
、「
こ
れ
は

安
倍
政
治
の
〝
終
わ
り
の
始
ま
り
〟
を

民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
糸
口
へ
と

転
轍
す
る
た
め
に

の
趨
勢
を
転
換
す
る
道
す
じ
に
つ
な

が
る
こ
と
な
し
に
、「
ポ
ス
ト
安
倍

政
治
」
の
展
望
は
開
け
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。

　
「
い
わ
ゆ
る
『
安
倍
支
持
の
空
気
』

と
い
わ
れ
る
も
の
が
一
部
、
新
聞
で

も
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、

就
職
氷
河
期
世
代
の
心
象
風
景
で

す
。『
政
治
は
助
け
て
く
れ
な
い
／

だ
か
ら
変
わ
ら
な
く
て
い
い
』、『
だ

っ
て
自
己
責
任
で
し
ょ
』
と
。
～
中

略
～

　

消
費
者
民
主
主
義
、
依
存
と
分
配

の
完
全
な
る
挙
国
一
致
で
ポ
ス
ト
冷

戦
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
入
っ
た

の
は
日
本
だ
け
で
す
。
こ
れ
で
は
時

代
が
転
換
し
た
と
き
に
―
右
肩
上
が

り
か
ら
縮
退
社
会
へ
の
転
換
―
、
と

り
あ
え
ず
延
命
せ
な
あ
か
ん
と
い
う

方
（
今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
）

な
の
か
、
持
続
可
能
性
―
未
来
へ
の

責
任
な
の
か
と
い
う
争
点
設
定
は
で

き
ま
せ
ん
。
～
中
略
～

　

依
存
と
分
配
、
消
費
者
民
主
主
義

と
は
違
う
問
題
設
定
、
例
え
ば
今
日

の
江
藤
さ
ん
の
話
で
言
え
ば
、
新
シ

ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
い
う
問
題
設
定

を
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
が
『
ポ

ス
ト
安
倍
政
治
』
の
課
題
だ
と
い
う

こ
と
で
す
」（
戸
田
代
表「
日
本
再
生
」

４
８
４
号　

総
会
）

低
投
票
率
の
構
造
が
招
く
「
静
か
な
全
体
主
義
」
と

「
ポ
ス
ト
安
倍
政
治
」
の
問
題
設
定

　

ポ
ス
ト
安
倍
政
治
―
安
倍
政
治
の

た
た
み
方
に
問
わ
れ
る
の
は
、
消
費

者
民
主
主
義
・
依
存
と
分
配
（
今
だ

け
、
自
分
だ
け
）
と
は
違
う
問
題
設

定
―
争
点
設
定
と
、
そ
の
担
い
手
を

ど
う
準
備
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

１
９
９
０
年
代
の
政
治
改
革
の
キ

ー
ワ
ー
ド
は
「
政
権
交
代
」
と
「
首

相
主
導
」
だ
が
、そ
の
背
景
に
は
「
ポ

ス
ト
冷
戦
／
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」「
人

口
減
・
少
子
高
齢
化
」「
バ
ブ
ル
崩

壊
と
財
政
赤
字
」
と
い
っ
た
長
期
的

構
造
的
な
変
化
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ

る
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
政
治
主

導
（
政
治
の
再
起
動
）
と
い
う
問
題

設
定
が
あ
っ
た
（
は
ず
だ
っ
た
）。

　

し
か
し
今
の
と
こ
ろ
、「
小
選
挙

区
制
」
を
中
心
と
し
た
ゲ
ー
ム
の
ル

ー
ル
の
変
更
は
、
む
し
ろ
二
度
と
政

権
交
代
し
な
い
た
め
の
延
命
政
治
の

ツ
ー
ル
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
安

倍
政
権
は
「
衆
院
選
の
リ
セ
ッ
ト
効

果
を
う
ま
く
利
用
し
て
短
い
任
期
を

積
み
重
ね
た
『
短
期
政
権
型
の
長

期
政
権
』」（
牧
原
出　

朝
日7/23

）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
時
間

か
せ
ぎ
の
政
治
を
続
け
れ
ば
続
け
る

ほ
ど
、「
時
間
切
れ
」が
迫
っ
て
く
る
。

　

平
成
が
「
失
わ
れ
た
30
年
」
と
言

消
費
者
民
主
主
義
の
破
局
か
ら
、

ど
こ
に
向
か
う
の
か

わ
れ
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
が
、
一

方
で
長
い
年
月
を
か
け
て
定
着
し
た

社
会
の「
習
慣
の
束
」（
小
熊
英
二「
日

本
社
会
の
し
く
み
」
講
談
社
現
代
新

書
）
は
、
政
策
や
制
度
を
変
え
た
だ

け
で
、
簡
単
に
変
わ
る
も
の
で
は
な

い
。
右
肩
上
が
り
を
前
提
と
し
た
政

治
経
済
社
会
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
て

き
た
人
々
の
認
識
や
行
動
が
変
わ
る

ま
で
に
は
、
一
世
代
が
入
れ
替
わ
る

ほ
ど
の
時
間
が
か
か
る
と
も
い
わ
れ

る
。（
そ
の
し
わ
寄
せ
が
集
中
し
た

世
代
が
「
ロ
ス
・
ジ
ェ
ネ
」
で
も
あ

る
。）

　

そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
平
成
は
依
存

と
分
配
・
消
費
者
民
主
主
義
の
土
台

（「
今
だ
け
、
自
分
だ
け
」）
が
全
面

的
に
露
呈
す
る
一
方
で
、
消
費
者
民

主
主
義
の
土
台
か
ら
の
新
た
な
主
体

分
解
が
始
ま
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。

　
「
三
点
目
に
消
費
者
民
主
主
義
と

か
依
存
と
分
配
か
ら
の
分
解
が
、
団

塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
、
就
職
氷
河
期
世

代
の
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

　

正
規
雇
用
は
狭
き
門
で
す
か
ら
、

そ
っ
ち
は
自
分
は
生
き
残
っ
た
と
い

う
こ
と
で
、
東
大
な
ん
か
を
出
た
部

分
も
い
い
意
味
の
エ
リ
ー
ト
意
識
で

は
な
く
て
、
生
き
残
る
た
め
に
は
忖

度
す
る
こ
と
以
外
に
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
社
会
問
題
に
つ
い
て
も
新
自

由
主
義
の
規
制
緩
和
で
、
マ
ー
ケ
ッ

ト
で
解
決
す
れ
ば
い
い
と
い
う
社
会

的
企
業
家
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
『
そ

れ
っ
て
政
治
が
必
要
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
よ
ね
。お
か
し
い
で
す
よ
ね
』

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
る
人

は
、
ま
だ
少
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し

ろ
そ
こ
で
う
ま
み
（
新
た
な
社
会
的

地
位
）
を
得
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
」（
戸
田
代
表　

前
出
）

　
「
右
肩
上
が
り
の
と
き
に
は
基
本

的
に
与
野
党
と
も
に
依
存
と
分
配

で
、
違
い
は
ど
こ
に
分
配
す
る
か
、

だ
っ
た
。
依
存
と
分
配
と
い
う
基
本

に
は
違
い
が
な
か
っ
た
か
ら
、
消
費

者
民
主
主
義
一
色
に
な
る
わ
け
で

す
。
政
治
に
社
会
性
が
な
い
ま
ま
だ

か
ら
、
冷
戦
後
は
新
自
由
主
義
一
色

に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
で
は
も
う
生

き
て
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
就
職

氷
河
期
か
ら
。
そ
こ
で
日
本
で
は
初

め
て
『
自
分
の
人
生
は
自
分
で
作
っ

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
』
と
い
う
レ

ー
ル
な
き
時
代
に
な
っ
た
。

　

レ
ー
ル
の
な
い
時
代
、
自
分
の
人

生
は
自
分
が
切
り
開
い
て
い
く
し
か

な
い
。
親
の
世
代
は
『
根
性
が
な
い

ん
だ
、
耐
え
ろ
』
と
か
『
忍
耐
力
も

人
生
だ
』
と
言
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
自
分
の
人
生
は
自
分
で
切
り
開

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、

人
間
と
し
て
の
尊
厳
や
生
存
権
は
社

会
が
、
し
た
が
っ
て
政
治
が
ち
ゃ
ん

と
保
障
せ
な
あ
か
ん
の
じ
ゃ
な
い
か

と
」（
戸
田
代
表　

前
出
）

　
「
今
だ
け
、
自
分
だ
け
」
の
全
面

露
呈
―
「
静
か
な
全
体
主
義
」
の
空

気
と
、「
少
な
く
と
も
自
分
の
人
生

は
自
分
が
オ
ー
ナ
ー
」
と
い
う
小
さ

き
当
事
者
性
。
安
倍
政
治
の
下
で
可

視
化
さ
れ
は
じ
め
て
き
た
こ
う
し
た

主
体
分
岐
を
、
民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
の
糸
口
へ
と
ど
う
つ
な
い

で
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。



　

10
月
27
日
投
開
票
の
参
院
埼
玉
選

挙
区
補
選
。
七
月
の
参
院
選
で
議
席

を
得
た
も
の
の
、
辞
職
し
て
立
候
補

し
たNHK

か
ら
国
民
を
守
る
党（
Ｎ

国
）
の
立
花
氏
が
、
16
万
８
千
票
あ

ま
り
を
獲
得
し
た
。
当
選
し
た
上
田

前
知
事
の
得
票
に
は
は
る
か
に
及
ば

な
い
も
の
の
、
８
月
に
行
わ
れ
た
埼

玉
県
知
事
選
で
Ｎ
国
候
補
が
獲
得
し

た
６
万
４
千
票
を
大
き
く
上
回
る
。

ち
な
み
に
投
票
率
は
県
知
事
選
が
33

パ
ー
セ
ン
ト
、
補
選
が
20
パ
ー
セ
ン

ト
。

　

立
花
氏
は
選
挙
戦
の
最
中
か
ら
、

次
は
11
月
に
行
わ
れ
る
海
老
名
市
長

選
に
立
候
補
す
る
と
公
言
、
そ
の
後

も
各
地
（
都
市
部
）
の
首
長
選
に
立

候
補
す
る
と
し
て
い
る
。立
花
氏
は
、

当
落
に
か
か
わ
ら
ず
選
挙
に
出
る
こ

と
自
体
を
絶
好
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン

ス
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
五

人
に
四
人
が
棄
権
す
る
と
い
う
選
挙

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
所
に
足
を

運
ん
で
「
あ
え
て
」
こ
う
し
た
候
補

に
投
票
す
る
有
権
者
が
こ
れ
だ
け
い

る
こ
と
を
、ど
う
見
れ
ば
い
い
の
か
。

無
党
派
、
政
治
不
信
と
言
わ
れ
続
け

て
き
た
が
、
そ
の
底
す
ら
抜
け
つ
つ

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
む
し
ろ
、
こ
の
選
挙
（
参
院
選

／
引
用
者
）
の
焦
点
は
議
席
数
で
は

な
く
、
５
割
を
切
っ
た
投
票
率
の
低

さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に

見
え
隠
れ
す
る
の
は
、
令
和
の
日
本

政
治
が
陥
り
つ
つ
あ
る
危
う
い
実
情

で
あ
る
。
～
中
略
～
『
政
治
不
信
』

な
ら
ば
、
ま
だ
回
復
の
可
能
性
が
あ

る
。
政
治
に
マ
イ
ナ
ス
の
目
を
向
け

て
い
る
と
は
い
え
、
政
治
に
対
す
る

関
心
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

が
、
事
態
が
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
政

治
不
信
と
い
う
以
上
に『
政
治
不
在
』

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
」（
宇
野
重

規
「
日
本
で
進
行
す
る
『
静
か
な
全

体
主
義
』　

へ
の
危
惧
」
論
座9/1

）

　

か
つ
て
民
主
主
義
は
独
裁
や
ク

ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た

が
、
現
代
の
民
主
主
義
は
選
挙
を
通

じ
て
死
ん
で
い
く
。
民
主
主
義
の
大

前
提
は
「
自
分
た
ち
の
こ
と
を
自
分

た
ち
で
決
め
る
」
と
い
う
共
同
体
の

自
己
決
定
だ
が
、「
政
治
不
在
」
と

は
、
そ
の
大
前
提
が
崩
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
政
治
は
自

分
や
社
会
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
く
（
問
題
を
解
決
す

る
の
は
自
己
責
任
）、
自
分
と
は
関

係
の
な
い
何
か
で
し
か
な
い
。
そ
れ

な
ら
、
選
挙
の
一
票
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の

「
い
い
ね
」
も
同
じ
で
は
な
い
か
と
。

あ
る
い
は
「
み
ん
な
」
が
「
い
い
ね
」

を
す
る
多
数
派
に
身
を
置
く
ほ
う
が

「
安
心
」
だ
と
。

　
「
も
し
多
く
の
人
が
、
社
会
の
動

き
は
個
人
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
社
会

の
大
勢
の
お
も
む
く
ま
ま
に
流
さ
れ

て
い
く
こ
と
だ
け
だ
と
考
え
て
い
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の

『
民
主
的
専
制
』
や
、ル
ゴ
フ
の
『
新

た
な
全
体
主
義
』
に
近
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
危
険
な
レ
ベ
ル
に
ま
で

低
下
し
た
投
票
率
と
『
政
党
の
座
標

軸
』
の
融
解
は
、
私
に
そ
の
よ
う
な

危
惧
を
抱
か
せ
る
。

　

換
言
す
れ
ば
、『
静
か
な
全
体
主

義
』
が
日
本
で
進
行
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
特
定
の
個
人
や

組
織
の
思
惑
を
超
え
た
、
日
本
社
会

の
趨
勢
（
す
う
せ
い
）
で
あ
る
」（
宇

野
重
規　

前
出
）

　
「
安
倍
一
強
」
は
、
こ
う
し
た
社

会
の
趨
勢
の
反
映
で
も
あ
る
。（
空

気
と
も
称
さ
れ
る
）
こ
う
し
た
社
会
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「
一
灯
照
隅
」
地
方
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員
の
コ
ラ
ム

３
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囲
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ち
の
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と
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高
端
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・
埼
玉
大
学
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授

７
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イ
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ビ
ュ
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多
文
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共
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会
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」

　
　
　
　
　

ア
ン
ジ
ェ
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・
イ
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・
武
蔵
大
学
教
授
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10
面
へ
続
く

民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
糸
口
と
し
て

安
倍
政
治
を
検
証
す
る
た
め
に　

　

９
月
に
発
足
し
た
第
四
次
安
倍
再

改
造
内
閣
だ
が
、
さ
っ
そ
く
初
入
閣

し
た
ば
か
り
の
菅
原
経
済
産
業
大
臣

が
、
公
設
秘
書
が
地
元
有
権
者
に
香

典
を
手
渡
し
た
と
い
う
疑
惑
で
辞
任

し
た
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
公
職

選
挙
法
で
禁
じ
ら
れ
る
寄
付
行
為
に

あ
た
る
。
し
か
も
秘
書
が
香
典
を
手

渡
し
た
の
は
、
菅
原
氏
の
地
元
で
の

贈
答
品
配
り
が
追
及
さ
れ
て
い
る
最

中
で
あ
る
。
公
選
法
違
反
が
常
態
化

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ

て
も
仕
方
な
い
。
氏
名
入
り
の
線

香
セ
ッ
ト
を
配
っ
た
公
選
法
違
反

容
疑
で
書
類
送
検
さ
れ
た
小
野
寺

五
典
衆
院
議
員
は
、
議
員
を
辞
職
。

２
０
０
０
年
に
罰
金
と
公
民
権
停
止

三
年
の
略
式
命
令
を
受
け
て
い
る
。

　

さ
ら
に
菅
原
氏
の
大
臣
辞
任
に
続

い
て
、
７
月
の
参
院
選
で
当
選
し
た

河
井
法
務
大
臣
の
妻
の
陣
営
に
も
、

運
動
員
買
収
の
疑
い
が
報
じ
ら
れ

た
。
陣
営
を
実
質
的
に
取
り
仕
切
っ

て
い
た
の
は
河
井
氏
だ
と
も
言
わ
れ

て
い
る
が
、
公
選
法
で
買
収
が
確
定

す
れ
ば
連
座
制
の
適
用
、
当
選
無
効

も
あ
り
う
る
。

　

菅
原
氏
の
地
元
支
持
者
の
な
か

に
は
、「
こ
れ
は
法
律
違
反
だ
か
ら
」

と
配
ら
れ
た
贈
答
品
を
返
し
た
人
も

い
た
よ
う
だ
が
、
永
田
町
で
は
知
っ

て
い
る
人
は
い
て
も
そ
う
し
た
声
は

出
な
か
っ
た
。
公
民
権
停
止
や
連
座

制
、
当
選
無
効
と
い
っ
た
抑
止
さ
え

無
視
す
る
ほ
ど
、
永
田
町
で
は
「
今

だ
け
、
自
分
だ
け
」
が
肥
大
化
し
て

い
る
。
公
選
法
の
ス
キ
を
つ
く
形
で

選
挙
を
格
好
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

に
す
る
Ｎ
国
・
立
花
氏
も
、
そ
の
別

バ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
今
だ
け
、
自
分
だ
け
」
を
「
選

挙
で
勝
て
ば
、
何
で
も
あ
り
」
へ
と

肥
大
化
さ
せ
る
よ
う
な
永
田
町
の
趨

勢
に
対
し
て
、「
こ
れ
は
法
律
違
反

だ
」
と
い
う
声
が
有
権
者
か
ら
ど
れ

だ
け
出
る
か
。
そ
し
て
「
憲
法
改
正

の
発
議
権
は
国
会
に
あ
る
。
解
散
権

は
内
閣
に
あ
る
。
自
分
の
権
限
の
外

に
あ
る
も
の
を
理
由
に
自
分
の
権
限

を
行
使
す
る
の
は
憲
法
上
許
さ
れ
な

い
（
憲
法
改
正
を
争
点
と
し
た
衆
院

解
散
は
違
憲
）」（
伊
吹
文
明
・
元
衆

院
議
長
）
と
い
う
声
が
、「
こ
れ
は

安
倍
政
治
の
〝
終
わ
り
の
始
ま
り
〟
を

民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
糸
口
へ
と

転
轍
す
る
た
め
に

の
趨
勢
を
転
換
す
る
道
す
じ
に
つ
な

が
る
こ
と
な
し
に
、「
ポ
ス
ト
安
倍

政
治
」
の
展
望
は
開
け
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。

　
「
い
わ
ゆ
る
『
安
倍
支
持
の
空
気
』

と
い
わ
れ
る
も
の
が
一
部
、
新
聞
で

も
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、

就
職
氷
河
期
世
代
の
心
象
風
景
で

す
。『
政
治
は
助
け
て
く
れ
な
い
／

だ
か
ら
変
わ
ら
な
く
て
い
い
』、『
だ

っ
て
自
己
責
任
で
し
ょ
』
と
。
～
中

略
～

　

消
費
者
民
主
主
義
、
依
存
と
分
配

の
完
全
な
る
挙
国
一
致
で
ポ
ス
ト
冷

戦
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
入
っ
た

の
は
日
本
だ
け
で
す
。
こ
れ
で
は
時

代
が
転
換
し
た
と
き
に
―
右
肩
上
が

り
か
ら
縮
退
社
会
へ
の
転
換
―
、
と

り
あ
え
ず
延
命
せ
な
あ
か
ん
と
い
う

方
（
今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
）

な
の
か
、
持
続
可
能
性
―
未
来
へ
の

責
任
な
の
か
と
い
う
争
点
設
定
は
で

き
ま
せ
ん
。
～
中
略
～

　

依
存
と
分
配
、
消
費
者
民
主
主
義

と
は
違
う
問
題
設
定
、
例
え
ば
今
日

の
江
藤
さ
ん
の
話
で
言
え
ば
、
新
シ

ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
い
う
問
題
設
定

を
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
が
『
ポ

ス
ト
安
倍
政
治
』
の
課
題
だ
と
い
う

こ
と
で
す
」（
戸
田
代
表「
日
本
再
生
」

４
８
４
号　

総
会
）

低
投
票
率
の
構
造
が
招
く
「
静
か
な
全
体
主
義
」
と

「
ポ
ス
ト
安
倍
政
治
」
の
問
題
設
定

　

ポ
ス
ト
安
倍
政
治
―
安
倍
政
治
の

た
た
み
方
に
問
わ
れ
る
の
は
、
消
費

者
民
主
主
義
・
依
存
と
分
配
（
今
だ

け
、
自
分
だ
け
）
と
は
違
う
問
題
設

定
―
争
点
設
定
と
、
そ
の
担
い
手
を

ど
う
準
備
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

１
９
９
０
年
代
の
政
治
改
革
の
キ

ー
ワ
ー
ド
は
「
政
権
交
代
」
と
「
首

相
主
導
」
だ
が
、そ
の
背
景
に
は
「
ポ

ス
ト
冷
戦
／
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」「
人

口
減
・
少
子
高
齢
化
」「
バ
ブ
ル
崩

壊
と
財
政
赤
字
」
と
い
っ
た
長
期
的

構
造
的
な
変
化
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ

る
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
政
治
主

導
（
政
治
の
再
起
動
）
と
い
う
問
題

設
定
が
あ
っ
た
（
は
ず
だ
っ
た
）。

　

し
か
し
今
の
と
こ
ろ
、「
小
選
挙

区
制
」
を
中
心
と
し
た
ゲ
ー
ム
の
ル

ー
ル
の
変
更
は
、
む
し
ろ
二
度
と
政

権
交
代
し
な
い
た
め
の
延
命
政
治
の

ツ
ー
ル
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
安

倍
政
権
は
「
衆
院
選
の
リ
セ
ッ
ト
効

果
を
う
ま
く
利
用
し
て
短
い
任
期
を

積
み
重
ね
た
『
短
期
政
権
型
の
長

期
政
権
』」（
牧
原
出　

朝
日7/23

）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
時
間

か
せ
ぎ
の
政
治
を
続
け
れ
ば
続
け
る

ほ
ど
、「
時
間
切
れ
」が
迫
っ
て
く
る
。

　

平
成
が
「
失
わ
れ
た
30
年
」
と
言

消
費
者
民
主
主
義
の
破
局
か
ら
、

ど
こ
に
向
か
う
の
か

わ
れ
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
が
、
一

方
で
長
い
年
月
を
か
け
て
定
着
し
た

社
会
の「
習
慣
の
束
」（
小
熊
英
二「
日

本
社
会
の
し
く
み
」
講
談
社
現
代
新

書
）
は
、
政
策
や
制
度
を
変
え
た
だ

け
で
、
簡
単
に
変
わ
る
も
の
で
は
な

い
。
右
肩
上
が
り
を
前
提
と
し
た
政

治
経
済
社
会
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
て

き
た
人
々
の
認
識
や
行
動
が
変
わ
る

ま
で
に
は
、
一
世
代
が
入
れ
替
わ
る

ほ
ど
の
時
間
が
か
か
る
と
も
い
わ
れ

る
。（
そ
の
し
わ
寄
せ
が
集
中
し
た

世
代
が
「
ロ
ス
・
ジ
ェ
ネ
」
で
も
あ

る
。）

　

そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
平
成
は
依
存

と
分
配
・
消
費
者
民
主
主
義
の
土
台

（「
今
だ
け
、
自
分
だ
け
」）
が
全
面

的
に
露
呈
す
る
一
方
で
、
消
費
者
民

主
主
義
の
土
台
か
ら
の
新
た
な
主
体

分
解
が
始
ま
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。

　
「
三
点
目
に
消
費
者
民
主
主
義
と

か
依
存
と
分
配
か
ら
の
分
解
が
、
団

塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
、
就
職
氷
河
期
世

代
の
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

　

正
規
雇
用
は
狭
き
門
で
す
か
ら
、

そ
っ
ち
は
自
分
は
生
き
残
っ
た
と
い

う
こ
と
で
、
東
大
な
ん
か
を
出
た
部

分
も
い
い
意
味
の
エ
リ
ー
ト
意
識
で

は
な
く
て
、
生
き
残
る
た
め
に
は
忖

度
す
る
こ
と
以
外
に
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
社
会
問
題
に
つ
い
て
も
新
自

由
主
義
の
規
制
緩
和
で
、
マ
ー
ケ
ッ

ト
で
解
決
す
れ
ば
い
い
と
い
う
社
会

的
企
業
家
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
『
そ

れ
っ
て
政
治
が
必
要
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
よ
ね
。お
か
し
い
で
す
よ
ね
』

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
る
人

は
、
ま
だ
少
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し

ろ
そ
こ
で
う
ま
み
（
新
た
な
社
会
的

地
位
）
を
得
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
」（
戸
田
代
表　

前
出
）

　
「
右
肩
上
が
り
の
と
き
に
は
基
本

的
に
与
野
党
と
も
に
依
存
と
分
配

で
、
違
い
は
ど
こ
に
分
配
す
る
か
、

だ
っ
た
。
依
存
と
分
配
と
い
う
基
本

に
は
違
い
が
な
か
っ
た
か
ら
、
消
費

者
民
主
主
義
一
色
に
な
る
わ
け
で

す
。
政
治
に
社
会
性
が
な
い
ま
ま
だ

か
ら
、
冷
戦
後
は
新
自
由
主
義
一
色

に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
で
は
も
う
生

き
て
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
就
職

氷
河
期
か
ら
。
そ
こ
で
日
本
で
は
初

め
て
『
自
分
の
人
生
は
自
分
で
作
っ

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
』
と
い
う
レ

ー
ル
な
き
時
代
に
な
っ
た
。

　

レ
ー
ル
の
な
い
時
代
、
自
分
の
人

生
は
自
分
が
切
り
開
い
て
い
く
し
か

な
い
。
親
の
世
代
は
『
根
性
が
な
い

ん
だ
、
耐
え
ろ
』
と
か
『
忍
耐
力
も

人
生
だ
』
と
言
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
自
分
の
人
生
は
自
分
で
切
り
開

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、

人
間
と
し
て
の
尊
厳
や
生
存
権
は
社

会
が
、
し
た
が
っ
て
政
治
が
ち
ゃ
ん

と
保
障
せ
な
あ
か
ん
の
じ
ゃ
な
い
か

と
」（
戸
田
代
表　

前
出
）

　
「
今
だ
け
、
自
分
だ
け
」
の
全
面

露
呈
―
「
静
か
な
全
体
主
義
」
の
空

気
と
、「
少
な
く
と
も
自
分
の
人
生

は
自
分
が
オ
ー
ナ
ー
」
と
い
う
小
さ

き
当
事
者
性
。
安
倍
政
治
の
下
で
可

視
化
さ
れ
は
じ
め
て
き
た
こ
う
し
た

主
体
分
岐
を
、
民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
の
糸
口
へ
と
ど
う
つ
な
い

で
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
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□日程のお知らせ□

◆「日本再生」読者会・東京（会費　無料）
　11月 3 日（日）10：00 より　　
　　　　　　　　　　「がんばろう、日本！」国民協議会事務所（市ヶ谷）
◆越谷「日本再生」読者会（会費　200 円）
　11月 21日（木）19：00 より　　　　　　　  白川ひでつぐ事務所
◆船橋「日本再生」読者会（会費　300 円）
　11月19 日（火）　19：00 より　　　　　　　船橋北口みらい図書館
◆川崎「日本再生」読者会（会費　無料）
　11月16 日（土）10：00 より　　　　　　　 高津市民館
◆京都・青年学生読者会（会費　無料）
　11月15 日（金）19：00 より　　　　 　　　同志社大学寒梅館
◆大阪「日本再生」読者会（会費　500 円）
　11月 7 日（木）18：00 より　　 　 　　　　ドーンセンター

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●第 204 回　東京・戸田代表を囲む会
　「人口減・縮退時代のまちづくりにむけて」（仮）
　11月 26 日（火）　18：45 から
　ゲストスピーカー　松本武洋・和光市長
　「がんばろう、日本！」国民協議会　事務所（市ヶ谷）
　同人1,000 円　　購読会員 2,000 円

●望年会
　12 月14 日（土）　16：00 から
　「がんばろう、日本！」国民協議会事務所（市ヶ谷）
　会費　1,500 円

●第 205 回　東京・戸田代表を囲む会
　「パリとカメルーンで考えたこと」（仮）
　2020 年 1月10 日（金）　18：45 から
　ゲストスピーカー　坂井真紀子・東京外語大准教授
　「がんばろう、日本！」国民協議会　事務所（市ヶ谷）
　同人1,000 円　　購読会員 2,000 円

●第 39 回　戸田代表を囲む会 in 京都
　「財政民主主義ってなに？　～アベノミクス（量的緩和策）の検証から」
　11月14 日（木）　18：30 から
　ゲストスピーカー　諸富徹・京都大学教授
　コープイン京都２０１会議室
　参加費　1,000 円（学生　500 円）　

●望年会 @ 京都
　12 月 20 日（金）　コープイン京都
　第一部　18：00　講演「憲法をどう議論するか」（仮）
　ゲストスピーカー　井上武史・関西学院大学教授
　201 会議室
　参加費　1,000 円
　第二部　懇親会　19：00 より　一階レストラン
　参加費　3,500 円

■問い合わせ　03-5215-1330

1
面
か
ら
続
く

法
律
違
反
だ
」
と
い
う
有
権
者
の
声

と
ど
う
響
き
あ
う
の
か
。

　
「
今
だ
け
、
自
分
だ
け
」「
選
挙
で

勝
て
ば
、
何
で
も
あ
り
」
を
さ
ら
に

肥
大
化
さ
せ
る
の
か
、「
自
分
た
ち

の
こ
と
を
自
分
た
ち
で
決
め
る
」
た

め
の
規
律
や
ル
ー
ル
を
再
構
築
す
る

の
か
。
安
倍
政
治
の
〝
終
わ
り
の
始

ま
り
〟
は
、そ
の
分
岐
点
で
も
あ
る
。

　

民
主
主
義
は
「
自
分
た
ち
の
こ
と

を
自
分
た
ち
で
決
め
る
」
共
同
体
の

自
己
決
定
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
ル

ー
ル
や
仕
組
み
を
、
自
ら
の
手
で
不

断
に
作
り
こ
ん
で
い
く
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
。

　

安
保
法
制
の
と
き
に
は
「
立
憲
主

義
」と
い
う
言
葉
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

多
数
決
民
主
主
義
と
は
異
な
る
立
憲

民
主
主
義
と
い
う
も
の
が
見
え
て
き

た
。
モ
リ
カ
ケ
や
統
計
偽
装
問
題
で

は
、
公
文
書
や
統
計
が
民
主
的
政
府

の
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
が
、
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
民
主
主
義

は
単
な
る
多
数
決
で
は
な
い
、
合
意

形
成
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
だ
、
と
い

う
民
主
主
義
観
の
〝
始
ま
り
の
始
ま

り
〟
を
、
民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
の
糸
口
へ
と
つ
な
い
で
い
く
。

安
倍
政
治
の
検
証
を
、
そ
の
た
め
の

舞
台
と
し
よ
う
で
は
な
い
か
。

　

例
え
ば
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
。
失
業
率

や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
な
ど
の
基
礎
的
な
数
値

は
（
デ
ー
タ
改
ざ
ん
の
問
題
は
あ
る

も
の
の
）
小
康
状
態
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
安
倍
政
権
の
経
済
運
営
は
「
安

定
し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と

が
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
実
質
賃

金
の
低
下
な
ど
、「
効
果
」
や
「
安
定
」

の
中
身
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
は

必
要
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
考
え
た
い

の
は
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
の
検

証
だ
。

　
「
ま
ず
筆
者
の
問
題
意
識
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ

れ
は
、
日
銀
の
金
融
政
策
、
と
り
わ

け
現
在
の
量
的
緩
和
政
策
を
『
財
政

民
主
主
義
』
と
い
う
視
点
か
ら
見
る

と
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
日
銀
は
、
量
的
緩
和
と
い
う
わ

れ
わ
れ
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
政
策
を
決
定
・
実
行
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
民
主
主

義
的
な
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ

ン
ス
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
い
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
」（
諸
富
徹　
「
政
策
を

み
る
眼
を
や
し
な
う
」
東
洋
経
済
新

報
社
）

　

財
政
民
主
主
義
は
近
代
議
会
制
の

成
立
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
財

政
は
王
の
権
力
や
施
し
で
は
な
く
、

人
々
が
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
税

を
納
め
、
代
表
で
あ
る
議
会
を
通
じ

て
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い

う
こ
と
、「
す
な
わ
ち
、
議
会
と
い

う
場
で
、
市
民
社
会
が
予
算
を
通
じ

て
国
家
の
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
が
『
財
政
民
主
主
義
』
な
の

で
あ
る
」（
同
前
）

　

こ
の
視
点
か
ら
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

に
お
け
る
日
銀
の
量
的
緩
和
の
何
が

問
題
な
の
か
。

　
「
政
策
を
運
営
し
て
い
る
側
か
ら

す
れ
ば
、
財
政
を
国
債
に
頼
る
の
は

容
易
な
道
で
あ
る
。
国
民
に
痛
み
が

生
じ
る
増
税
を
、有
権
者
を
説
得
し
、

納
得
さ
せ
、
実
現
す
る
よ
り
、
日
銀

の
国
債
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
頼
る
ほ
う

が
ず
っ
と
楽
で
安
易
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
由
に
よ
り
、
租
税
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
と
比
べ
国
債
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
に
大
幅
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
財

政
民
主
主
義
を
掘
り
崩
す
恐
れ
が
あ

る
。
現
在
の
日
銀
の
量
的
緩
和
政
策

は
、
伝
統
的
な
金
融
政
策
の
枠
組
み

に
は
入
り
き
ら
な
い
、
財
政
政
策
の

一
つ
の
手
段
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」（
同
前
）

　

同
書
に
よ
れ
ば
、
日
銀
の
国
債
保

有
率
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
以
前
は
20

パ
ー
セ
ン
ト
弱
だ
っ
た
の
が
約
45
パ

ー
セ
ン
ト
に
膨
れ
上
が
り
、
一
般
会

計
の
歳
入
に
占
め
る
公
債
費
の
割
合

は
35
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
税
収
の
比
率

は
三
分
の
二
を
切
っ
て
い
る
。
歳
出

に
占
め
る
国
債
費
（
利
払
い
）
の
割

合
は
、
低
金
利
の
お
か
げ
で
24
パ
ー

セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の

の
、
金
利
上
昇
局
面
に
入
れ
ば
顕
著

に
増
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
般
の

政
策
経
費
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
い
ま
や
日
銀
に
よ
る
国
債

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
な
し
に
、
日
本
の
財

政
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
う
し
た
状

況
が
、
民
主
主
義
的
な
チ
ェ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
外
で
起
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
さ
ら
に
別
の

問
題
を
引
き
起
こ
す
。
金
利
上
昇
に

よ
る
財
政
危
機
や
財
政
破
綻
を
避
け

る
た
め
、
日
銀
は
低
金
利
を
維
持
す

る
役
割
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

「
財
政
従
属
」（
同
書
）
は
「
い
つ
か

来
た
道
」
で
あ
り
、「
か
つ
て
と
異

な
る
の
は
、
政
府
に
強
制
さ
れ
て
で

は
な
く
、
日
銀
が
自
発
的
に
進
ん
で

こ
う
し
た
状
態
に
入
ろ
う
と
す
る
点

で
あ
ろ
う
」（
同
前
）。
財
政
の
民
主

主
義
的
な
統
制
が
緩
め
ら
れ
た
挙
句

の
ツ
ケ
は
、
結
局
国
民
が
払
う
こ
と

に
な
る
。（
戦
費
調
達
で
膨
れ
上
が

っ
た
財
政
赤
字
は
、
敗
戦
後
の
超
イ

ン
フ
レ
と
い
う
形
で
チ
ャ
ラ
に
さ
れ

た
。）

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
量
的
緩
和
政
策
は
、
富
裕
層
の
富

を
増
大
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
点
で

『
逆
進
的
』
な
帰
結
を
も
た
ら
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ

は
租
税
の
よ
う
に
負
担
が
目
に
見
え

ず
…
そ
の
影
響
が
人
々
に
感
知
さ
れ

に
く
い
と
い
う
…
公
論
に
付
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
」（
同
前
）
と
い
う
こ

と
も
、
財
政
民
主
主
義
の
観
点
か
ら

見
て
問
題
が
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　
「
中
央
銀
行
の
独
立
性
」
や
「
財

政
・
金
融
政
策
は
誰
の
た
め
に
あ
る

の
か
」
と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
の
公
共

性
に
か
か
わ
る
問
題
を
視
野
に
入
れ

ず
し
て
、
民
主
主
義
を
ま
っ
と
う
に

機
能
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
入
り
を
図
っ
て
出
る
を
制
す
る
」

と
い
う
財
政
均
衡
論
で
は
、
財
政
民

主
主
義
の
肝
心
な
も
の
は
見
え
て
こ

な
い
。

　
「
日
本
政
府
が
高
齢
の
有
権
者
の

反
発
を
恐
れ
て
社
会
保
障
制
度
の
改

革
を
先
送
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

最
近
、
高
齢
化
が
進
む
国
で
は
民
主

主
義
政
治
と
健
全
な
財
政
管
理
が
両

立
し
え
な
い
と
主
張
す
る
人
が
増
え

て
い
る
。
し
か
し
今
日
の
日
本
に
お

い
て
持
続
性
の
な
い
政
策
が
行
わ
れ

て
い
る
根
本
的
な
原
因
は
『
シ
ル
バ

ー
民
主
主
義
』
で
は
な
く
、
国
民
が

そ
う
し
た
政
策
を
許
し
て
い
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
財

政
危
機
は
民
主
主
義
の
行
き
す
ぎ
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本

の
民
主
政
治
の
未
熟
さ
を
示
す
も
の

で
あ
る
」（
熊
倉
正
修
「
日
本
の
マ

ク
ロ
経
済
政
策
」　

岩
波
新
書
）

　
「
こ
う
し
た
な
か
で
、
と
も
す
れ

ば
社
会
保
障
あ
る
い
は
福
祉
が
、
財

政
赤
字
の
『
犯
人
』
扱
い
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
今
見
た
よ
う
に
、
社
会

保
障
の
経
費
が
膨
張
し
て
い
く
中

で
、
公
債
費
―
い
わ
ゆ
る
財
政
赤
字

が
膨
ら
ん
で
い
く
、
つ
ま
り
財
政
赤

字
が
社
会
保
障
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て

い
く
と
い
う
見
方
を
さ
れ
る
。

　

そ
う
な
っ
て
く
る
と
政
府
や
財
務

省
、
あ
る
い
は
国
民
世
論
の
少
な
か

ら
ぬ
部
分
も
、『
財
政
が
苦
し
い
か

ら
社
会
保
障
費
を
抑
制
し
な
け
れ

ば
』
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
く
わ
け

で
す
。

　

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
本
末
転
倒
な
ん

で
す
ね
。『
そ
も
そ
も
論
』
を
言
え

ば
、
財
政
と
い
う
の
は
私
た
ち
に
共

通
し
て
必
要
な
事
柄
を
満
た
し
て
い

く
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

財
政
の
赤
字
を
抑
え
る
た
め
に
私
た

ち
の
ニ
ー
ズ
を
切
り
捨
て
る
と
い
う

の
は
、本
末
転
倒
な
話
の
は
ず
で
す
。

　

つ
ま
り
、『
財
政
が
苦
し
い
か
ら

社
会
保
障
を
抑
制
し
よ
う
』
と
い
う

『
無
い
袖
は
振
れ
な
い
』
論
で
は
な

く
て
、
生
き
づ
ら
さ
が
深
ま
る
な
か

で
、
私
た
ち
が
必
要
と
す
る
こ
と
を

満
た
し
て
い
く
、
そ
れ
こ
そ
が
財
政

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ

で
財
政
赤
字
が
問
題
だ
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
税
の
負
担
を
増
や
せ
ば
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
」（
高
端
正
幸
・
埼
玉
大
学

准
教
授　

３
―
７
面
「
囲
む
会
」）

　
「
財
政
は
必
要
を
満
た
す
た
め
に

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
市
場
は
主
に

欲
望
を
満
た
す
た
め
に
あ
る
。
税
や

財
政
は
私
た
ち
み
ん
な
で
必
要
を
ま

か
な
う
た
め
に
あ
る
、
と
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
何
が
生
存
と
人
間
的

な
生
活
の
た
め
に
必
ず
要
す
る
モ
ノ

や
コ
ト
、
つ
ま
り
必
要
な
の
か
、
と

い
う
こ
と
は
誰
が
決
め
る
の
か
。
こ

れ
は
私
た
ち
が
決
め
る
こ
と
で
す
。

必
要
を
最
小
限
に
解
釈
し
て
、
本
当

に
必
要
な
も
の
を
満
た
さ
な
い
財
政

も
あ
り
え
る
し
、
幅
広
く
認
め
て
そ

れ
を
満
た
し
て
い
く
財
政
も
あ
り
う

る
。
民
主
主
義
体
制
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
は
私
た
ち
が
決
め
る
こ
と
で

す
」（
同
前
）

　

民
主
主
義
は
「
自
分
た
ち
の
こ
と

を
自
分
た
ち
で
決
め
る
」
と
い
う
共

同
体
の
自
己
決
定
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
ル
ー
ル
や
仕
組
み
を
、
自
ら
の

手
で
不
断
に
作
り
こ
ん
で
い
く
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
。
財
政
や
税
と
社
会
保

障
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
視
点
か

ら
「
自
分
た
ち
で
決
め
る
」「
自
分

た
ち
の
代
表
を
通
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
」
た
め
の
ル
ー
ル
や
仕
組
み

を
不
断
に
作
り
こ
ん
で
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
こ
そ
、
民
主
主
義
は
機
能
す

る
。
憲
法
改
正
は
、
そ
う
し
た
営
み

の
集
積
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
べ

き
だ
。

　

安
倍
政
治
の〝
終
わ
り
の
始
ま
り
〟

を
、
民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
糸
口
へ
と
転
轍
し
よ
う
。
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□日程のお知らせ□

◆「日本再生」読者会・東京（会費　無料）
　11月 3 日（日）10：00 より　　
　　　　　　　　　　「がんばろう、日本！」国民協議会事務所（市ヶ谷）
◆越谷「日本再生」読者会（会費　200 円）
　11月 21日（木）19：00 より　　　　　　　  白川ひでつぐ事務所
◆船橋「日本再生」読者会（会費　300 円）
　11月19 日（火）　19：00 より　　　　　　　船橋北口みらい図書館
◆川崎「日本再生」読者会（会費　無料）
　11月16 日（土）10：00 より　　　　　　　 高津市民館
◆京都・青年学生読者会（会費　無料）
　11月15 日（金）19：00 より　　　　 　　　同志社大学寒梅館
◆大阪「日本再生」読者会（会費　500 円）
　11月 7 日（木）18：00 より　　 　 　　　　ドーンセンター

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●第 204 回　東京・戸田代表を囲む会
　「人口減・縮退時代のまちづくりにむけて」（仮）
　11月 26 日（火）　18：45 から
　ゲストスピーカー　松本武洋・和光市長
　「がんばろう、日本！」国民協議会　事務所（市ヶ谷）
　同人1,000 円　　購読会員 2,000 円

●望年会
　12 月14 日（土）　16：00 から
　「がんばろう、日本！」国民協議会事務所（市ヶ谷）
　会費　1,500 円

●第 205 回　東京・戸田代表を囲む会
　「パリとカメルーンで考えたこと」（仮）
　2020 年 1月10 日（金）　18：45 から
　ゲストスピーカー　坂井真紀子・東京外語大准教授
　「がんばろう、日本！」国民協議会　事務所（市ヶ谷）
　同人1,000 円　　購読会員 2,000 円

●第 39 回　戸田代表を囲む会 in 京都
　「財政民主主義ってなに？　～アベノミクス（量的緩和策）の検証から」
　11月14 日（木）　18：30 から
　ゲストスピーカー　諸富徹・京都大学教授
　コープイン京都２０１会議室
　参加費　1,000 円（学生　500 円）　

●望年会 @ 京都
　12 月 20 日（金）　コープイン京都
　第一部　18：00　講演「憲法をどう議論するか」（仮）
　ゲストスピーカー　井上武史・関西学院大学教授
　201 会議室
　参加費　1,000 円
　第二部　懇親会　19：00 より　一階レストラン
　参加費　3,500 円

■問い合わせ　03-5215-1330

1
面
か
ら
続
く

法
律
違
反
だ
」
と
い
う
有
権
者
の
声

と
ど
う
響
き
あ
う
の
か
。

　
「
今
だ
け
、
自
分
だ
け
」「
選
挙
で

勝
て
ば
、
何
で
も
あ
り
」
を
さ
ら
に

肥
大
化
さ
せ
る
の
か
、「
自
分
た
ち

の
こ
と
を
自
分
た
ち
で
決
め
る
」
た

め
の
規
律
や
ル
ー
ル
を
再
構
築
す
る

の
か
。
安
倍
政
治
の
〝
終
わ
り
の
始

ま
り
〟
は
、そ
の
分
岐
点
で
も
あ
る
。

　

民
主
主
義
は
「
自
分
た
ち
の
こ
と

を
自
分
た
ち
で
決
め
る
」
共
同
体
の

自
己
決
定
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
ル

ー
ル
や
仕
組
み
を
、
自
ら
の
手
で
不

断
に
作
り
こ
ん
で
い
く
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
。

　

安
保
法
制
の
と
き
に
は
「
立
憲
主

義
」と
い
う
言
葉
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

多
数
決
民
主
主
義
と
は
異
な
る
立
憲

民
主
主
義
と
い
う
も
の
が
見
え
て
き

た
。
モ
リ
カ
ケ
や
統
計
偽
装
問
題
で

は
、
公
文
書
や
統
計
が
民
主
的
政
府

の
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
が
、
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
民
主
主
義

は
単
な
る
多
数
決
で
は
な
い
、
合
意

形
成
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
だ
、
と
い

う
民
主
主
義
観
の
〝
始
ま
り
の
始
ま

り
〟
を
、
民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
の
糸
口
へ
と
つ
な
い
で
い
く
。

安
倍
政
治
の
検
証
を
、
そ
の
た
め
の

舞
台
と
し
よ
う
で
は
な
い
か
。

　

例
え
ば
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
。
失
業
率

や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
な
ど
の
基
礎
的
な
数
値

は
（
デ
ー
タ
改
ざ
ん
の
問
題
は
あ
る

も
の
の
）
小
康
状
態
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
安
倍
政
権
の
経
済
運
営
は
「
安

定
し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と

が
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
実
質
賃

金
の
低
下
な
ど
、「
効
果
」
や
「
安
定
」

の
中
身
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
は

必
要
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
考
え
た
い

の
は
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
の
検

証
だ
。

　
「
ま
ず
筆
者
の
問
題
意
識
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ

れ
は
、
日
銀
の
金
融
政
策
、
と
り
わ

け
現
在
の
量
的
緩
和
政
策
を
『
財
政

民
主
主
義
』
と
い
う
視
点
か
ら
見
る

と
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
日
銀
は
、
量
的
緩
和
と
い
う
わ

れ
わ
れ
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
政
策
を
決
定
・
実
行
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
民
主
主

義
的
な
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ

ン
ス
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
い
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
」（
諸
富
徹　
「
政
策
を

み
る
眼
を
や
し
な
う
」
東
洋
経
済
新

報
社
）

　

財
政
民
主
主
義
は
近
代
議
会
制
の

成
立
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
財

政
は
王
の
権
力
や
施
し
で
は
な
く
、

人
々
が
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
税

を
納
め
、
代
表
で
あ
る
議
会
を
通
じ

て
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い

う
こ
と
、「
す
な
わ
ち
、
議
会
と
い

う
場
で
、
市
民
社
会
が
予
算
を
通
じ

て
国
家
の
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
が
『
財
政
民
主
主
義
』
な
の

で
あ
る
」（
同
前
）

　

こ
の
視
点
か
ら
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

に
お
け
る
日
銀
の
量
的
緩
和
の
何
が

問
題
な
の
か
。

　
「
政
策
を
運
営
し
て
い
る
側
か
ら

す
れ
ば
、
財
政
を
国
債
に
頼
る
の
は

容
易
な
道
で
あ
る
。
国
民
に
痛
み
が

生
じ
る
増
税
を
、有
権
者
を
説
得
し
、

納
得
さ
せ
、
実
現
す
る
よ
り
、
日
銀

の
国
債
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
頼
る
ほ
う

が
ず
っ
と
楽
で
安
易
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
由
に
よ
り
、
租
税
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
と
比
べ
国
債
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
に
大
幅
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
財

政
民
主
主
義
を
掘
り
崩
す
恐
れ
が
あ

る
。
現
在
の
日
銀
の
量
的
緩
和
政
策

は
、
伝
統
的
な
金
融
政
策
の
枠
組
み

に
は
入
り
き
ら
な
い
、
財
政
政
策
の

一
つ
の
手
段
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」（
同
前
）

　

同
書
に
よ
れ
ば
、
日
銀
の
国
債
保

有
率
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
以
前
は
20

パ
ー
セ
ン
ト
弱
だ
っ
た
の
が
約
45
パ

ー
セ
ン
ト
に
膨
れ
上
が
り
、
一
般
会

計
の
歳
入
に
占
め
る
公
債
費
の
割
合

は
35
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
税
収
の
比
率

は
三
分
の
二
を
切
っ
て
い
る
。
歳
出

に
占
め
る
国
債
費
（
利
払
い
）
の
割

合
は
、
低
金
利
の
お
か
げ
で
24
パ
ー

セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の

の
、
金
利
上
昇
局
面
に
入
れ
ば
顕
著

に
増
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
般
の

政
策
経
費
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
い
ま
や
日
銀
に
よ
る
国
債

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
な
し
に
、
日
本
の
財

政
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
う
し
た
状

況
が
、
民
主
主
義
的
な
チ
ェ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
外
で
起
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
さ
ら
に
別
の

問
題
を
引
き
起
こ
す
。
金
利
上
昇
に

よ
る
財
政
危
機
や
財
政
破
綻
を
避
け

る
た
め
、
日
銀
は
低
金
利
を
維
持
す

る
役
割
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

「
財
政
従
属
」（
同
書
）
は
「
い
つ
か

来
た
道
」
で
あ
り
、「
か
つ
て
と
異

な
る
の
は
、
政
府
に
強
制
さ
れ
て
で

は
な
く
、
日
銀
が
自
発
的
に
進
ん
で

こ
う
し
た
状
態
に
入
ろ
う
と
す
る
点

で
あ
ろ
う
」（
同
前
）。
財
政
の
民
主

主
義
的
な
統
制
が
緩
め
ら
れ
た
挙
句

の
ツ
ケ
は
、
結
局
国
民
が
払
う
こ
と

に
な
る
。（
戦
費
調
達
で
膨
れ
上
が

っ
た
財
政
赤
字
は
、
敗
戦
後
の
超
イ

ン
フ
レ
と
い
う
形
で
チ
ャ
ラ
に
さ
れ

た
。）

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
量
的
緩
和
政
策
は
、
富
裕
層
の
富

を
増
大
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
点
で

『
逆
進
的
』
な
帰
結
を
も
た
ら
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ

は
租
税
の
よ
う
に
負
担
が
目
に
見
え

ず
…
そ
の
影
響
が
人
々
に
感
知
さ
れ

に
く
い
と
い
う
…
公
論
に
付
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
」（
同
前
）
と
い
う
こ

と
も
、
財
政
民
主
主
義
の
観
点
か
ら

見
て
問
題
が
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　
「
中
央
銀
行
の
独
立
性
」
や
「
財

政
・
金
融
政
策
は
誰
の
た
め
に
あ
る

の
か
」
と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
の
公
共

性
に
か
か
わ
る
問
題
を
視
野
に
入
れ

ず
し
て
、
民
主
主
義
を
ま
っ
と
う
に

機
能
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
入
り
を
図
っ
て
出
る
を
制
す
る
」

と
い
う
財
政
均
衡
論
で
は
、
財
政
民

主
主
義
の
肝
心
な
も
の
は
見
え
て
こ

な
い
。

　
「
日
本
政
府
が
高
齢
の
有
権
者
の

反
発
を
恐
れ
て
社
会
保
障
制
度
の
改

革
を
先
送
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

最
近
、
高
齢
化
が
進
む
国
で
は
民
主

主
義
政
治
と
健
全
な
財
政
管
理
が
両

立
し
え
な
い
と
主
張
す
る
人
が
増
え

て
い
る
。
し
か
し
今
日
の
日
本
に
お

い
て
持
続
性
の
な
い
政
策
が
行
わ
れ

て
い
る
根
本
的
な
原
因
は
『
シ
ル
バ

ー
民
主
主
義
』
で
は
な
く
、
国
民
が

そ
う
し
た
政
策
を
許
し
て
い
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
財

政
危
機
は
民
主
主
義
の
行
き
す
ぎ
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本

の
民
主
政
治
の
未
熟
さ
を
示
す
も
の

で
あ
る
」（
熊
倉
正
修
「
日
本
の
マ

ク
ロ
経
済
政
策
」　

岩
波
新
書
）

　
「
こ
う
し
た
な
か
で
、
と
も
す
れ

ば
社
会
保
障
あ
る
い
は
福
祉
が
、
財

政
赤
字
の
『
犯
人
』
扱
い
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
今
見
た
よ
う
に
、
社
会

保
障
の
経
費
が
膨
張
し
て
い
く
中

で
、
公
債
費
―
い
わ
ゆ
る
財
政
赤
字

が
膨
ら
ん
で
い
く
、
つ
ま
り
財
政
赤

字
が
社
会
保
障
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て

い
く
と
い
う
見
方
を
さ
れ
る
。

　

そ
う
な
っ
て
く
る
と
政
府
や
財
務

省
、
あ
る
い
は
国
民
世
論
の
少
な
か

ら
ぬ
部
分
も
、『
財
政
が
苦
し
い
か

ら
社
会
保
障
費
を
抑
制
し
な
け
れ

ば
』
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
く
わ
け

で
す
。

　

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
本
末
転
倒
な
ん

で
す
ね
。『
そ
も
そ
も
論
』
を
言
え

ば
、
財
政
と
い
う
の
は
私
た
ち
に
共

通
し
て
必
要
な
事
柄
を
満
た
し
て
い

く
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

財
政
の
赤
字
を
抑
え
る
た
め
に
私
た

ち
の
ニ
ー
ズ
を
切
り
捨
て
る
と
い
う

の
は
、本
末
転
倒
な
話
の
は
ず
で
す
。

　

つ
ま
り
、『
財
政
が
苦
し
い
か
ら

社
会
保
障
を
抑
制
し
よ
う
』
と
い
う

『
無
い
袖
は
振
れ
な
い
』
論
で
は
な

く
て
、
生
き
づ
ら
さ
が
深
ま
る
な
か

で
、
私
た
ち
が
必
要
と
す
る
こ
と
を

満
た
し
て
い
く
、
そ
れ
こ
そ
が
財
政

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ

で
財
政
赤
字
が
問
題
だ
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
税
の
負
担
を
増
や
せ
ば
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
」（
高
端
正
幸
・
埼
玉
大
学

准
教
授　

３
―
７
面
「
囲
む
会
」）

　
「
財
政
は
必
要
を
満
た
す
た
め
に

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
市
場
は
主
に

欲
望
を
満
た
す
た
め
に
あ
る
。
税
や

財
政
は
私
た
ち
み
ん
な
で
必
要
を
ま

か
な
う
た
め
に
あ
る
、
と
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
何
が
生
存
と
人
間
的

な
生
活
の
た
め
に
必
ず
要
す
る
モ
ノ

や
コ
ト
、
つ
ま
り
必
要
な
の
か
、
と

い
う
こ
と
は
誰
が
決
め
る
の
か
。
こ

れ
は
私
た
ち
が
決
め
る
こ
と
で
す
。

必
要
を
最
小
限
に
解
釈
し
て
、
本
当

に
必
要
な
も
の
を
満
た
さ
な
い
財
政

も
あ
り
え
る
し
、
幅
広
く
認
め
て
そ

れ
を
満
た
し
て
い
く
財
政
も
あ
り
う

る
。
民
主
主
義
体
制
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
は
私
た
ち
が
決
め
る
こ
と
で

す
」（
同
前
）

　

民
主
主
義
は
「
自
分
た
ち
の
こ
と

を
自
分
た
ち
で
決
め
る
」
と
い
う
共

同
体
の
自
己
決
定
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
ル
ー
ル
や
仕
組
み
を
、
自
ら
の

手
で
不
断
に
作
り
こ
ん
で
い
く
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
。
財
政
や
税
と
社
会
保

障
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
視
点
か

ら
「
自
分
た
ち
で
決
め
る
」「
自
分

た
ち
の
代
表
を
通
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
」
た
め
の
ル
ー
ル
や
仕
組
み

を
不
断
に
作
り
こ
ん
で
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
こ
そ
、
民
主
主
義
は
機
能
す

る
。
憲
法
改
正
は
、
そ
う
し
た
営
み

の
集
積
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
べ

き
だ
。

　

安
倍
政
治
の〝
終
わ
り
の
始
ま
り
〟

を
、
民
主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
糸
口
へ
と
転
轍
し
よ
う
。




