
　

菅
政
権
が
誕
生
し
、
落
ち
込
ん
で

い
た
政
権
の
支
持
率
は
反
転
し
た
。

共
同
通
信
の
全
国
緊
急
電
話
世
論
調

査
（9/16

、17

実
施
）
で
は
、
菅

内
閣
の
支
持
率
は
66
・
４
％
と
、
最

近
の
歴
代
内
閣
の
発
足
時
と
比
較
し

て
も
高
支
持
率
と
な
っ
た
。
一
方
同

じ
調
査
で
、
森
友
、
加
計
学
園
や
桜

を
見
る
会
問
題
を
「
再
調
査
す
る
べ

き
だ
」
と
の
回
答
は
62
・
２
％
、「
再

調
査
す
る
必
要
は
な
い
」
は
31
・
７

％
だ
っ
た
。

読
売
新
聞
の
調
査
で
は
、
内
閣
を

支
持
す
る
理
由
は
「
他
に
よ
い
人
が

い
な
い
」
30
％
、「
政
策
に
期
待
で

き
る
」
25
％
、「
首
相
が
信
頼
で
き

る
」
19
％
な
ど
の
順
。
一
部
選
択
肢

が
異
な
る
が
、
安
倍
内
閣
末
期
の
支

持
理
由
で
は「
政
策
に
期
待
で
き
る
」

と
「
首
相
が
信
頼
で
き
る
」
が
い
ず

れ
も
10
％
未
満
で
、
そ
れ
に
比
べ
る

と
積
極
的
な
支
持
が
増
え
た
と
も
見

え
る
が
、「
他
に
よ
い
人
が
い
な
い
」

が
最
多
と
い
う
消
極
的
な
支
持
構
造

は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　
「
安
倍
一
強
」
を
支
え
て
き
た
の

は
強
固
な
支
持
や
信
任
で
は
な
く
、

「
他
に
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
消
極

的
支
持
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
は
投
票

率
50
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
政
治
不

信
、さ
ら
に
は
他
者
不
信
の
社
会
だ
。

こ
う
し
た
社
会
で
は
、
生
命
や
健
康

が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
に
「
強

い
権
力
」に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
権
力
実
態
が
空
虚
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
不
信
と
不
安
が
増
幅
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
幅
を
利
か

せ
る
の
は
、
社
会
で
は
な
く
世
間
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　

な
ぜ
安
倍
政
治
は
長
期
化
し
た
の

か
。
哲
学
者
の
西
谷
修
氏
は
、
こ
う

述
べ
て
い
る
（
朝
日8/25

）。

　
「
圧
政
は
、
支
配
者
自
身
が
持
つ

力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
支
配
に

自
ら
服
従
す
る
者
た
ち
が
加
担
す
る

こ
と
で
支
え
ら
れ
て
い
る
―
―
。
こ

れ
が
『
自
発
的
隷
従
論
』
の
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
～
中
略
～
安
倍
政
権
は
、

『
政
治
主
導
』
の
名
の
下
、
手
足
と

な
る
霞
が
関
官
僚
の
人
事
を
一
元
的

に
握
り
ま
し
た
。
そ
し
て
『
小
圧
政

者
』
と
追
従
者
の
重
層
的
で
強
固
な

連
鎖
構
造
を
つ
く
り
上
げ
ま
し
た
～

中
略
～
自
発
的
に
隷
従
し
て
い
る
の

は
官
僚
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

経
済
界
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
は
じ
め
と
す
る

メ
デ
ィ
ア
も
同
じ
で
す
。
み
な
権
力

支
配
の
秩
序
の
中
で
生
き
、
私
腹
を

肥
や
し
て
い
る
の
で
す
」。

　

自
発
的
隷
従
の
連
鎖
は
、
私
腹
を

肥
や
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
「
世

間
」
に
も
空
気
の
よ
う
に
広
が
っ
て

い
く
。

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
津
田
大
介

は
朝
日
新
聞
（9/24

）
の
「
論
壇
時

評
」
で
、
政
治
学
者
と
哲
学
者
と
社

会
学
者
と
小
説
家
の
論
考
を
取
り
上

げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
『
安
倍

政
権
で
噴
出
し
た
問
題
と
は
、
安
倍

前
首
相
個
人
に
そ
の
責
が
あ
る
の
で

は
な
く
私
た
ち
そ
の
も
の
の
問
題
で

あ
る
』
と
い
う
意
識
だ
。
～
中
略
～

政
治
学
者
と
哲
学
者
と
社
会
学
者
と

小
説
家
が
同
じ
結
論
に
達
し
た
こ
と

の
意
味
を
考
え
、
こ
れ
を
受
け
入
れ

る
こ
と
か
ら
や
り
直
し
て
い
く
し
か

な
い
。
対
峙
す
べ
き
は
『
ア
ベ
』
で

は
な
く
、『
私
た
ち
』
の
あ
り
方
だ
」。
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8
面
へ
続
く

（
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
論
考
は
次

の
通
り
。
政
治
学
者
／
吉
田
徹
「
安

倍
政
権
１
強
の
決
算
（
下
）
日
本

社
会
そ
の
も
の
を
体
現
」　

信
濃
毎

日9/9

。
哲
学
者
／
千
葉
雅
也
「
大

人
の
議
論　

消
え
た
７
年
８
カ
月
」　

朝
日9/1

。
社
会
学
者
／
宮
台
真
司

「『
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
政
治
』
支

え
た
国
民
意
識
」
朝
日
デ
ジ
タ
ル

9/14

。
小
説
家
／
田
中
慎
弥
「
本
が

読
ま
れ
な
い
時
代
の
政
治
家　

三
島

没
後
50
年　

名
作
が
廃
れ
た
こ
の

国
」　

朝
日9/2

。）

　
「
私
た
ち
の
あ
り
方
」
を
端
的
に

問
う
の
は
、「
こ
の
政
権
し
か
知
ら

な
い
」
若
い
世
代
だ
ろ
う
。

　
「
豊
か
な
の
に
冷
め
て
い
て
、
あ

き
ら
め
て
い
る
」。
文
化
大
革
命
を

経
験
し
た
芥
川
賞
作
家
・
楊
逸
は
、

大
学
で
教
え
る
学
生
を
こ
う
評
す
る

（
読
売9/10

）。「
こ
の
学
生
た
ち
の

冷
め
た
雰
囲
気
が
、
７
年
８
か
月
続

い
た
安
倍
政
権
の
下
で
の
社
会
の
イ

メ
ー
ジ
と
重
な
り
ま
す
」。「
学
生
た

ち
は
、
私
が
か
つ
て
親
し
ん
だ
ユ
ゴ

ー
の
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
や
ヘ

ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
『
老
人
と
海
』
の

よ
う
な
異
質
な
人
間
同
士
が
ぶ
つ
か

る
古
典
の
名
作
は
読
み
ま
せ
ん
。
自

分
た
ち
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
世

界
が
描
か
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
ラ

イ
ト
ノ
ベ
ル
が
好
き
で
す
」（
同
前
）

と
の
指
摘
は
、「
論
壇
時
評
」
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
論
考
に
も
通
じ
る
も

の
が
あ
る
。

　
「
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
」
世
間

な
の
か
、
異
質
な
他
者
と
出
会
い
、

他
者
へ
の
想
像
力
を
鍛
え
る
社
会
な

の
か
。「
私
た
ち
の
あ
り
方
」
が
問

わ
れ
る
。

　

野
口
雅
弘
・
成
蹊
大
学
教
授
は
、

他
者
を
尊
重
す
る
と
い
う
若
者
の
特

性
の
両
義
性
を
指
摘
す
る
（
朝
日

9/17

）。

　
「
安
倍
政
権
が
長
く
続
い
た
理
由

の
一
つ
に
、
若
者
の
高
い
支
持
率
が

あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
、

政
権
を
批
判
し
たSEALDs

の
存
在

も
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
正
反
対
の
動

き
の
よ
う
で
す
が
、
双
方
に
は
共
通

点
が
あ
る
。
多
様
性
を
尊
重
し
、
他

者
を
否
定
し
な
い
で
お
こ
う
と
す
る

姿
勢
で
す
」。
こ
う
し
た
他
者
を
尊

重
す
る
姿
勢
は
、
議
論
の
当
事
者
と

な
る
=
相
手
を
否
定
す
る
こ
と
へ
の

躊
躇
↓
沈
黙
に
つ
な
が
る
が
、
他
者

を
尊
重
し
つ
つ
「
多
数
派
に
同
調
せ

ず
、
分
裂
も
せ
ず
に
『
政
治
的
論
争

の
当
事
者
に
な
る
力
』」
を
示
し
た

と
こ
ろ
にSEALDs

の
輝
き
が
あ
っ

た
と
。

　

長
期
政
権
を
支
え
た
の
は
、
50
パ

ー
セ
ン
ト
と
い
う
低
投
票
率
で
も
あ

る
。
解
散
権
を
巧
み
に
使
っ
て
、
争

点
が
あ
い
ま
い
な
選
挙
を
繰
り
返
す

政
局
運
営
の
成
果
で
も
あ
る
が
、
根

底
に
あ
る
の
は
政
治
不
信
、
他
者
不

信
の
世
間
だ
。
こ
れ
で
は
「
政
治
的

論
争
の
当
事
者
に
な
る
力
」
は
育
た

な
い
。

　

坂
本
治
也
・
関
西
大
学
教
授
は
、

政
治
参
加
の
水
準
が
低
い
の
は
政
治

へ
の
関
心
が
低
い
か
ら
と
い
う
「
通

説
」
に
対
し
て
、
事
は
そ
う
単
純
で

﹁
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
﹂
世
間
で
は
な
く
、

他
者
へ
の
想
像
力
を
鍛
え
る
社
会
を

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
の
あ
り
方

は
な
い
と
指
摘
す
る
（Voice

10
月

号
）。

　

例
え
ば
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
で
政
治
へ
の
関
心
の
程
度

は
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
の
に
、
直
近
の

国
政
選
挙
の
投
票
率
は
54
パ
ー
セ
ン

ト
、
47
パ
ー
セ
ン
ト
、
82
パ
ー
セ
ン

ト
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
政
治

関
心
と
政
治
参
加
は
重
な
り
あ
う
も

の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
要
素
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
政
治
参

加
の
要
因
と
し
て
は
、
①
資
源
（
金

銭
、
時
間
、
知
識
、
市
民
的
ス
キ
ル

な
ど
）
②
指
向
性
（
政
治
関
心
、
参

加
規
範
、政
治
的
有
効
性
感
覚
な
ど
）

③
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
（
動
員
、
勧

誘
な
ど
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
近
年
の
低
投

票
率
は
政
治
関
心
以
外
の
観
点
か
ら

理
解
で
き
る
。「
一
億
総
中
流
」
と

言
わ
れ
た
時
代
に
比
べ
て
資
源
、
と

く
に
金
銭
的
な
余
裕
は
少
な
く
な

り
、
参
加
規
範
は
希
薄
化
、
政
治
的

有
効
感
よ
り
も
「
あ
き
ら
め
」
が
広

が
り
、
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も

弱
体
化
し
て
い
る
。
政
治
関
心
は
あ

っ
て
も
政
治
参
加
し
な
い
（
選
び
た

く
て
も
選
べ
な
い
）
無
党
派
層
は
増

え
る
一
方
だ
。

　

こ
う
し
た
構
造
で
は
、
支
持
組
織

の
堅
い
動
員
が
見
込
め
れ
ば
、
低
投

票
率
の
ほ
う
が
好
ま
し
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
公
文
書
改
ざ
ん
や
政
治

の
私
物
化
な
ど
、
政
権
が
飛
ぶ
よ
う

な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
続
い
て
も
選
挙

で
勝
ち
続
け
た
理
由
も
、
こ
う
し
た

と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

コ
ロ
ナ
危
機
で
は
、「
声
を
あ
げ

れ
ば
変
え
ら
れ
る
」
と
い
う
政
治
的

有
効
性
感
覚
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ

た
が
、
事
は
そ
う
楽
観
的
と
も
い
え

な
い
。

の
時
代
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
グ
ロ

ー
バ
ル
化
と
非
物
質
主
義
的
転
回
で

は
こ
の
三
者
の
紐
帯
が
切
断
さ
れ
、

新
し
い
生
活
困
難
層
や
「
見
捨
て
ら

れ
た
（
と
感
じ
る
）
人
々
」
の
増
大
、

感
染
症
や
環
境
危
機
の
リ
ス
ク
な
ど

に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
互
い
の
機
能
を

妨
げ
あ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
三
者
の
関
係
を
再
構
築
す
る

方
向
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の

が
、北
欧
型
の
社
会
的
投
資
で
あ
る
。

こ
れ
は
福
祉
国
家
の
機
能
を
保
護
か

ら
能
力
形
成
へ
、
生
活
困
窮
の
事
後

的
補
償
か
ら
事
前
的
予
防
へ
、
所
得

保
障
の
た
め
の
給
付
か
ら
人
的
投
資

の
た
め
の
給
付
へ
転
換
を
図
る
も
の

で
あ
る
。
安
倍
政
権
の
「
全
世
代
型

社
会
保
障
」
や
「
一
億
総
活
躍
」
な

ど
も
、
こ
う
し
た
発
想
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
現
状
で
は
、
こ
の
戦
略
が

民
主
主
義
の
復
元
力
を
涵
養
す
る
社
会
へ

持
続
可
能
な
未
来
へ
の
選
択
肢
を
つ
く
り
出
そ
う

　

格
差
の
拡
大
は
コ
ロ
ナ
危
機
以
前

か
ら
各
国
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
、

ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
な
ど
の
新
し
い

生
活
困
難
層
や「
見
捨
て
ら
れ
た（
と

感
じ
る
）
人
々
」
の
増
大
は
、
民
主

主
義
を
不
安
定
な
も
の
に
し
て
き

た
。
高
度
成
長
期
の
福
祉
国
家
に
よ

る
再
分
配
に
替
わ
る
北
欧
型
の
社
会

的
投
資
戦
略
（
積
極
的
労
働
力
市
場

政
策
）
は
、
資
本
主
義
を
民
主
主
義

と
福
祉
国
家
に
埋
め
戻
す「
設
計
図
」

に
な
り
う
る
の
か
。

　

宮
本
太
郎
・
中
央
大
学
教
授
は「
社

会
的
投
資
戦
略
を
超
え
て
―
資
本
主

義
・
福
祉
・
民
主
政
治
を
む
す
び
直

す
」（「
思
想
」
８
月
号　

岩
波
書
店
）

で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

資
本
主
義
と
福
祉
国
家
、
民
主
政

治
が
幸
福
な
連
携
を
保
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
た
時
代
は
、
戦
後
の
高
度

成
長
期
、
い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ

ム
に
代
表
さ
れ
る
物
質
的
資
本
主
義

　
「
む
し
ろ
、
今
後
の
日
本
政
治
に

起
こ
る
の
は
、
政
治
参
加
の
水
準
の

さ
ら
な
る
低
下
の
ほ
う
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
政
治
参
加
の
水
準

の
低
下
は
、
と
く
に
コ
ロ
ナ
禍
の
な

か
で
経
済
的
に
困
窮
し
や
す
い
低
階

層
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
よ
り
深
刻

化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
～
中

略
～
民
主
政
治
は
本
来
、
弱
者
の
声

を
積
極
的
に
拾
い
上
げ
て
、
そ
れ
を

政
策
に
反
映
さ
せ
、
経
済
社
会
で
起

こ
る
不
平
等
や
不
公
正
を
是
正
す
る

機
能
を
有
す
る
。
し
か
し
、
政
治
参

加
水
準
の
階
層
間
格
差
の
拡
大
が
今

後
生
じ
て
い
け
ば
、
そ
う
し
た
民
主

政
治
の
重
要
な
機
能
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
危
険
が
あ
る
」（
同
前
）。

　

民
主
主
義
は
単
な
る
多
数
決
で
は

な
い
、
合
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
だ
、

と
い
う
意
味
は
か
つ
て
ほ
ど
単
純
で

は
な
い
。
か
つ
て
で
あ
れ
ば
対
立
す

る
価
値
、
例
え
ば
「
経
済
」
と
「
環

境
」
を
め
ぐ
っ
て
多
数
派
を
競
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
調
整
し
て
妥
協

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し

今
日
で
は
、
人
々
を
利
害
で
組
織
す

る
か
わ
り
に
「
異
な
る
立
場
で
は
あ

る
が
、
合
意
で
き
る
共
通
の
価
値
は

何
か
」
と
い
う
議
論
を
積
み
重
ね
て

い
く
多
様
な
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
に
な

る
（
唐
鳳　

フ
ォ
ー
ブ
ス
ジ
ャ
パ
ン　

7/27

）。

　

そ
の
た
め
に
は
「
政
治
的
論
争
の

当
事
者
に
な
る
力
」
や
、
そ
の
前
提

と
な
る
「
他
者
へ
の
想
像
力
」
が
不

可
欠
だ
。
そ
う
し
た
力
を
涵
養
し
て

い
く
社
会(

世
間
で
は
な
く)

を
不

断
に
鍛
え
て
い
く
こ
と
が
伴
わ
な
け

れ
ば
、
民
主
主
義
は
選
挙
に
よ
っ
て

死
ん
で
い
く
。

　

民
主
主
義
の
復
元
力
を
涵
養
す
る

社
会
を
ど
う
築
い
て
い
く
か
。
史
上

最
長
の
長
期
政
権
が
遺
し
た
課
題

は
、
コ
ロ
ナ
危
機
に
お
け
る
民
主
主

義
の
課
題
で
も
あ
る
。

持
続
可
能
な
未
来
を
選
び
取
る
た
め
に

資
本
主
義
を
福
祉
社
会
と
民
主
政
治
に
埋
め
戻
す



　

菅
政
権
が
誕
生
し
、
落
ち
込
ん
で

い
た
政
権
の
支
持
率
は
反
転
し
た
。

共
同
通
信
の
全
国
緊
急
電
話
世
論
調

査
（9/16

、17

実
施
）
で
は
、
菅

内
閣
の
支
持
率
は
66
・
４
％
と
、
最

近
の
歴
代
内
閣
の
発
足
時
と
比
較
し

て
も
高
支
持
率
と
な
っ
た
。
一
方
同

じ
調
査
で
、
森
友
、
加
計
学
園
や
桜

を
見
る
会
問
題
を
「
再
調
査
す
る
べ

き
だ
」
と
の
回
答
は
62
・
２
％
、「
再

調
査
す
る
必
要
は
な
い
」
は
31
・
７

％
だ
っ
た
。

読
売
新
聞
の
調
査
で
は
、
内
閣
を

支
持
す
る
理
由
は
「
他
に
よ
い
人
が

い
な
い
」
30
％
、「
政
策
に
期
待
で

き
る
」
25
％
、「
首
相
が
信
頼
で
き

る
」
19
％
な
ど
の
順
。
一
部
選
択
肢

が
異
な
る
が
、
安
倍
内
閣
末
期
の
支

持
理
由
で
は「
政
策
に
期
待
で
き
る
」

と
「
首
相
が
信
頼
で
き
る
」
が
い
ず

れ
も
10
％
未
満
で
、
そ
れ
に
比
べ
る

と
積
極
的
な
支
持
が
増
え
た
と
も
見

え
る
が
、「
他
に
よ
い
人
が
い
な
い
」

が
最
多
と
い
う
消
極
的
な
支
持
構
造

は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　
「
安
倍
一
強
」
を
支
え
て
き
た
の

は
強
固
な
支
持
や
信
任
で
は
な
く
、

「
他
に
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
消
極

的
支
持
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
は
投
票

率
50
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
政
治
不

信
、さ
ら
に
は
他
者
不
信
の
社
会
だ
。

こ
う
し
た
社
会
で
は
、
生
命
や
健
康

が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
に
「
強

い
権
力
」に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
権
力
実
態
が
空
虚
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
不
信
と
不
安
が
増
幅
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
幅
を
利
か

せ
る
の
は
、
社
会
で
は
な
く
世
間
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　

な
ぜ
安
倍
政
治
は
長
期
化
し
た
の

か
。
哲
学
者
の
西
谷
修
氏
は
、
こ
う

述
べ
て
い
る
（
朝
日8/25

）。

　
「
圧
政
は
、
支
配
者
自
身
が
持
つ

力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
支
配
に

自
ら
服
従
す
る
者
た
ち
が
加
担
す
る

こ
と
で
支
え
ら
れ
て
い
る
―
―
。
こ

れ
が
『
自
発
的
隷
従
論
』
の
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
～
中
略
～
安
倍
政
権
は
、

『
政
治
主
導
』
の
名
の
下
、
手
足
と

な
る
霞
が
関
官
僚
の
人
事
を
一
元
的

に
握
り
ま
し
た
。
そ
し
て
『
小
圧
政

者
』
と
追
従
者
の
重
層
的
で
強
固
な

連
鎖
構
造
を
つ
く
り
上
げ
ま
し
た
～

中
略
～
自
発
的
に
隷
従
し
て
い
る
の

は
官
僚
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

経
済
界
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
は
じ
め
と
す
る

メ
デ
ィ
ア
も
同
じ
で
す
。
み
な
権
力

支
配
の
秩
序
の
中
で
生
き
、
私
腹
を

肥
や
し
て
い
る
の
で
す
」。

　

自
発
的
隷
従
の
連
鎖
は
、
私
腹
を

肥
や
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
「
世

間
」
に
も
空
気
の
よ
う
に
広
が
っ
て

い
く
。

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
津
田
大
介

は
朝
日
新
聞
（9/24

）
の
「
論
壇
時

評
」
で
、
政
治
学
者
と
哲
学
者
と
社

会
学
者
と
小
説
家
の
論
考
を
取
り
上

げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
『
安
倍

政
権
で
噴
出
し
た
問
題
と
は
、
安
倍

前
首
相
個
人
に
そ
の
責
が
あ
る
の
で

は
な
く
私
た
ち
そ
の
も
の
の
問
題
で

あ
る
』
と
い
う
意
識
だ
。
～
中
略
～

政
治
学
者
と
哲
学
者
と
社
会
学
者
と

小
説
家
が
同
じ
結
論
に
達
し
た
こ
と

の
意
味
を
考
え
、
こ
れ
を
受
け
入
れ

る
こ
と
か
ら
や
り
直
し
て
い
く
し
か

な
い
。
対
峙
す
べ
き
は
『
ア
ベ
』
で

は
な
く
、『
私
た
ち
』
の
あ
り
方
だ
」。
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8
面
へ
続
く

（
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
論
考
は
次

の
通
り
。
政
治
学
者
／
吉
田
徹
「
安

倍
政
権
１
強
の
決
算
（
下
）
日
本

社
会
そ
の
も
の
を
体
現
」　

信
濃
毎

日9/9

。
哲
学
者
／
千
葉
雅
也
「
大

人
の
議
論　

消
え
た
７
年
８
カ
月
」　

朝
日9/1

。
社
会
学
者
／
宮
台
真
司

「『
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
政
治
』
支

え
た
国
民
意
識
」
朝
日
デ
ジ
タ
ル

9/14

。
小
説
家
／
田
中
慎
弥
「
本
が

読
ま
れ
な
い
時
代
の
政
治
家　

三
島

没
後
50
年　

名
作
が
廃
れ
た
こ
の

国
」　

朝
日9/2

。）

　
「
私
た
ち
の
あ
り
方
」
を
端
的
に

問
う
の
は
、「
こ
の
政
権
し
か
知
ら

な
い
」
若
い
世
代
だ
ろ
う
。

　
「
豊
か
な
の
に
冷
め
て
い
て
、
あ

き
ら
め
て
い
る
」。
文
化
大
革
命
を

経
験
し
た
芥
川
賞
作
家
・
楊
逸
は
、

大
学
で
教
え
る
学
生
を
こ
う
評
す
る

（
読
売9/10

）。「
こ
の
学
生
た
ち
の

冷
め
た
雰
囲
気
が
、
７
年
８
か
月
続

い
た
安
倍
政
権
の
下
で
の
社
会
の
イ

メ
ー
ジ
と
重
な
り
ま
す
」。「
学
生
た

ち
は
、
私
が
か
つ
て
親
し
ん
だ
ユ
ゴ

ー
の
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
や
ヘ

ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
『
老
人
と
海
』
の

よ
う
な
異
質
な
人
間
同
士
が
ぶ
つ
か

る
古
典
の
名
作
は
読
み
ま
せ
ん
。
自

分
た
ち
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
世

界
が
描
か
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
ラ

イ
ト
ノ
ベ
ル
が
好
き
で
す
」（
同
前
）

と
の
指
摘
は
、「
論
壇
時
評
」
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
論
考
に
も
通
じ
る
も

の
が
あ
る
。

　
「
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
」
世
間

な
の
か
、
異
質
な
他
者
と
出
会
い
、

他
者
へ
の
想
像
力
を
鍛
え
る
社
会
な

の
か
。「
私
た
ち
の
あ
り
方
」
が
問

わ
れ
る
。

　

野
口
雅
弘
・
成
蹊
大
学
教
授
は
、

他
者
を
尊
重
す
る
と
い
う
若
者
の
特

性
の
両
義
性
を
指
摘
す
る
（
朝
日

9/17

）。

　
「
安
倍
政
権
が
長
く
続
い
た
理
由

の
一
つ
に
、
若
者
の
高
い
支
持
率
が

あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
、

政
権
を
批
判
し
たSEALDs

の
存
在

も
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
正
反
対
の
動

き
の
よ
う
で
す
が
、
双
方
に
は
共
通

点
が
あ
る
。
多
様
性
を
尊
重
し
、
他

者
を
否
定
し
な
い
で
お
こ
う
と
す
る

姿
勢
で
す
」。
こ
う
し
た
他
者
を
尊

重
す
る
姿
勢
は
、
議
論
の
当
事
者
と

な
る
=
相
手
を
否
定
す
る
こ
と
へ
の

躊
躇
↓
沈
黙
に
つ
な
が
る
が
、
他
者

を
尊
重
し
つ
つ
「
多
数
派
に
同
調
せ

ず
、
分
裂
も
せ
ず
に
『
政
治
的
論
争

の
当
事
者
に
な
る
力
』」
を
示
し
た

と
こ
ろ
にSEALDs

の
輝
き
が
あ
っ

た
と
。

　

長
期
政
権
を
支
え
た
の
は
、
50
パ

ー
セ
ン
ト
と
い
う
低
投
票
率
で
も
あ

る
。
解
散
権
を
巧
み
に
使
っ
て
、
争

点
が
あ
い
ま
い
な
選
挙
を
繰
り
返
す

政
局
運
営
の
成
果
で
も
あ
る
が
、
根

底
に
あ
る
の
は
政
治
不
信
、
他
者
不

信
の
世
間
だ
。
こ
れ
で
は
「
政
治
的

論
争
の
当
事
者
に
な
る
力
」
は
育
た

な
い
。

　

坂
本
治
也
・
関
西
大
学
教
授
は
、

政
治
参
加
の
水
準
が
低
い
の
は
政
治

へ
の
関
心
が
低
い
か
ら
と
い
う
「
通

説
」
に
対
し
て
、
事
は
そ
う
単
純
で

﹁
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
﹂
世
間
で
は
な
く
、

他
者
へ
の
想
像
力
を
鍛
え
る
社
会
を

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
の
あ
り
方

は
な
い
と
指
摘
す
る
（Voice

10
月

号
）。

　

例
え
ば
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
で
政
治
へ
の
関
心
の
程
度

は
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
の
に
、
直
近
の

国
政
選
挙
の
投
票
率
は
54
パ
ー
セ
ン

ト
、
47
パ
ー
セ
ン
ト
、
82
パ
ー
セ
ン

ト
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
政
治

関
心
と
政
治
参
加
は
重
な
り
あ
う
も

の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
要
素
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
政
治
参

加
の
要
因
と
し
て
は
、
①
資
源
（
金

銭
、
時
間
、
知
識
、
市
民
的
ス
キ
ル

な
ど
）
②
指
向
性
（
政
治
関
心
、
参

加
規
範
、政
治
的
有
効
性
感
覚
な
ど
）

③
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
（
動
員
、
勧

誘
な
ど
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
近
年
の
低
投

票
率
は
政
治
関
心
以
外
の
観
点
か
ら

理
解
で
き
る
。「
一
億
総
中
流
」
と

言
わ
れ
た
時
代
に
比
べ
て
資
源
、
と

く
に
金
銭
的
な
余
裕
は
少
な
く
な

り
、
参
加
規
範
は
希
薄
化
、
政
治
的

有
効
感
よ
り
も
「
あ
き
ら
め
」
が
広

が
り
、
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も

弱
体
化
し
て
い
る
。
政
治
関
心
は
あ

っ
て
も
政
治
参
加
し
な
い
（
選
び
た

く
て
も
選
べ
な
い
）
無
党
派
層
は
増

え
る
一
方
だ
。

　

こ
う
し
た
構
造
で
は
、
支
持
組
織

の
堅
い
動
員
が
見
込
め
れ
ば
、
低
投

票
率
の
ほ
う
が
好
ま
し
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
公
文
書
改
ざ
ん
や
政
治

の
私
物
化
な
ど
、
政
権
が
飛
ぶ
よ
う

な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
続
い
て
も
選
挙

で
勝
ち
続
け
た
理
由
も
、
こ
う
し
た

と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

コ
ロ
ナ
危
機
で
は
、「
声
を
あ
げ

れ
ば
変
え
ら
れ
る
」
と
い
う
政
治
的

有
効
性
感
覚
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ

た
が
、
事
は
そ
う
楽
観
的
と
も
い
え

な
い
。

の
時
代
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
グ
ロ

ー
バ
ル
化
と
非
物
質
主
義
的
転
回
で

は
こ
の
三
者
の
紐
帯
が
切
断
さ
れ
、

新
し
い
生
活
困
難
層
や
「
見
捨
て
ら

れ
た
（
と
感
じ
る
）
人
々
」
の
増
大
、

感
染
症
や
環
境
危
機
の
リ
ス
ク
な
ど

に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
互
い
の
機
能
を

妨
げ
あ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
三
者
の
関
係
を
再
構
築
す
る

方
向
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の

が
、北
欧
型
の
社
会
的
投
資
で
あ
る
。

こ
れ
は
福
祉
国
家
の
機
能
を
保
護
か

ら
能
力
形
成
へ
、
生
活
困
窮
の
事
後

的
補
償
か
ら
事
前
的
予
防
へ
、
所
得

保
障
の
た
め
の
給
付
か
ら
人
的
投
資

の
た
め
の
給
付
へ
転
換
を
図
る
も
の

で
あ
る
。
安
倍
政
権
の
「
全
世
代
型

社
会
保
障
」
や
「
一
億
総
活
躍
」
な

ど
も
、
こ
う
し
た
発
想
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
現
状
で
は
、
こ
の
戦
略
が

民
主
主
義
の
復
元
力
を
涵
養
す
る
社
会
へ

持
続
可
能
な
未
来
へ
の
選
択
肢
を
つ
く
り
出
そ
う

　

格
差
の
拡
大
は
コ
ロ
ナ
危
機
以
前

か
ら
各
国
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
、

ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
な
ど
の
新
し
い

生
活
困
難
層
や「
見
捨
て
ら
れ
た（
と

感
じ
る
）
人
々
」
の
増
大
は
、
民
主

主
義
を
不
安
定
な
も
の
に
し
て
き

た
。
高
度
成
長
期
の
福
祉
国
家
に
よ

る
再
分
配
に
替
わ
る
北
欧
型
の
社
会

的
投
資
戦
略
（
積
極
的
労
働
力
市
場

政
策
）
は
、
資
本
主
義
を
民
主
主
義

と
福
祉
国
家
に
埋
め
戻
す「
設
計
図
」

に
な
り
う
る
の
か
。

　

宮
本
太
郎
・
中
央
大
学
教
授
は「
社

会
的
投
資
戦
略
を
超
え
て
―
資
本
主

義
・
福
祉
・
民
主
政
治
を
む
す
び
直

す
」（「
思
想
」
８
月
号　

岩
波
書
店
）

で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

資
本
主
義
と
福
祉
国
家
、
民
主
政

治
が
幸
福
な
連
携
を
保
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
た
時
代
は
、
戦
後
の
高
度

成
長
期
、
い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ

ム
に
代
表
さ
れ
る
物
質
的
資
本
主
義

　
「
む
し
ろ
、
今
後
の
日
本
政
治
に

起
こ
る
の
は
、
政
治
参
加
の
水
準
の

さ
ら
な
る
低
下
の
ほ
う
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
政
治
参
加
の
水
準

の
低
下
は
、
と
く
に
コ
ロ
ナ
禍
の
な

か
で
経
済
的
に
困
窮
し
や
す
い
低
階

層
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
よ
り
深
刻

化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
～
中

略
～
民
主
政
治
は
本
来
、
弱
者
の
声

を
積
極
的
に
拾
い
上
げ
て
、
そ
れ
を

政
策
に
反
映
さ
せ
、
経
済
社
会
で
起

こ
る
不
平
等
や
不
公
正
を
是
正
す
る

機
能
を
有
す
る
。
し
か
し
、
政
治
参

加
水
準
の
階
層
間
格
差
の
拡
大
が
今

後
生
じ
て
い
け
ば
、
そ
う
し
た
民
主

政
治
の
重
要
な
機
能
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
危
険
が
あ
る
」（
同
前
）。

　

民
主
主
義
は
単
な
る
多
数
決
で
は

な
い
、
合
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
だ
、

と
い
う
意
味
は
か
つ
て
ほ
ど
単
純
で

は
な
い
。
か
つ
て
で
あ
れ
ば
対
立
す

る
価
値
、
例
え
ば
「
経
済
」
と
「
環

境
」
を
め
ぐ
っ
て
多
数
派
を
競
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
調
整
し
て
妥
協

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し

今
日
で
は
、
人
々
を
利
害
で
組
織
す

る
か
わ
り
に
「
異
な
る
立
場
で
は
あ

る
が
、
合
意
で
き
る
共
通
の
価
値
は

何
か
」
と
い
う
議
論
を
積
み
重
ね
て

い
く
多
様
な
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
に
な

る
（
唐
鳳　

フ
ォ
ー
ブ
ス
ジ
ャ
パ
ン　

7/27

）。

　

そ
の
た
め
に
は
「
政
治
的
論
争
の

当
事
者
に
な
る
力
」
や
、
そ
の
前
提

と
な
る
「
他
者
へ
の
想
像
力
」
が
不

可
欠
だ
。
そ
う
し
た
力
を
涵
養
し
て

い
く
社
会(

世
間
で
は
な
く)

を
不

断
に
鍛
え
て
い
く
こ
と
が
伴
わ
な
け

れ
ば
、
民
主
主
義
は
選
挙
に
よ
っ
て

死
ん
で
い
く
。

　

民
主
主
義
の
復
元
力
を
涵
養
す
る

社
会
を
ど
う
築
い
て
い
く
か
。
史
上

最
長
の
長
期
政
権
が
遺
し
た
課
題

は
、
コ
ロ
ナ
危
機
に
お
け
る
民
主
主

義
の
課
題
で
も
あ
る
。

持
続
可
能
な
未
来
を
選
び
取
る
た
め
に

資
本
主
義
を
福
祉
社
会
と
民
主
政
治
に
埋
め
戻
す
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7
面
か
ら
続
く

1
面
か
ら
続
く

２
０
０
０
年
の
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
ダ
ボ

ス
会
議
）
で
設
立
さ
れ
、各
国
政
府
（
途
上
国
、

ド
ナ
ー
国
）、
世
界
銀
行
、
ユ
ニ
セ
フ
、
製
薬

会
社
な
ど
と
連
携
し
て
い
ま
す
。
保
健
分
野
で

は
以
前
か
ら
一
定
の
影
響
力
が
あ
り
ま
し
た

が
、
今
回
も
コ
ロ
ナ
・
ワ
ク
チ
ン
を
先
進
国
に

も
途
上
国
に
も
平
等
に
届
け
よ
う
と
、
取
り
組

ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
・
ワ
ク
チ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
例
え

ば
エ
イ
ズ
や
そ
の
他
の
感
染
症
に
つ
い
て
も
、

新
し
い
治
療
薬
や
ワ
ク
チ
ン
が
で
き
た
際
に
、

特
許
に
よ
っ
て
価
格
が
高
く
な
る
こ
と
は
大
き

な
壁
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
関
し
て
も
、
特
許

を
プ
ー
ル
す
る
枠
組
み
を
作
っ
て
製
薬
会
社
と

個
別
に
交
渉
を
行
い
、
こ
の
枠
組
み
を
通
じ
て

途
上
国
に
対
し
て
低
価
格
で
治
療
薬
や
ワ
ク
チ

ン
を
提
供
す
る
。
こ
れ
は
医
薬
品
特
許
プ
ー
ル

と
い
う
枠
組
み
で
す
が
、
こ
れ
も
市
民
社
会
組

織
で
す
。

　

ま
た
市
民
社
会
組
織
で
大
き
い
の
は
、
ビ
ル

＆
メ
リ
ン
ダ
・
ゲ
イ
ツ
財
団
で
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
へ

の
拠
出
金
が
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
二
位
と
い

う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
に
お
け
る
大
き
な

サ
ポ
ー
タ
ー
で
、
お
金
の
面
で
も
議
題
設
定
の

―
―
ご
専
門
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

詫
摩　

国
際
的
な
保
健
協
力
に
関
わ
る
の
は
主

権
国
家
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ビ
ル
＆
メ
リ

ン
ダ
・
ゲ
イ
ツ
財
団
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
製
薬
会
社
な

ど
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ

利
害
関
係
や
そ
の
駆
け
引
き
に
よ
っ
て
最
終
的

な
目
標
、
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
人
々
が
可
能

な
最
高
の
健
康
水
準
に
到
達
す
る
」（
憲
章
第

一
条
）
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の

相
互
関
係
を
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
コ
バ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ

シ
リ
テ
ィ
ー
に
も
、
Ｇ
Ａ
Ｖ
Ｉ
ア
ラ
イ
ア
ン
ス

と
い
う
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
ビ
ル
＆
メ
リ
ン

ダ
・
ゲ
イ
ツ
財
団
が
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
Ｎ

Ｇ
Ｏ
を
は
じ
め
と
す
る
市
民
社
会
組
織
の
役
割

が
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
の
領
域
で
は

決
し
て
小
さ
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ

ら
れ
ま
す
。

　

Ｇ
Ａ
Ｖ
Ｉ
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
う
の
は
、
発

展
途
上
国
の
子
ど
も
た
ち
に
、
は
し
か
や
ポ
リ

オ
な
ど
の
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
よ
う
と
い
う
目

的
で
動
い
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は

面
で
も
、
市
民
社
会
組
織
の
影
響
力
は
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ヘ
ル
ス
の
領
域
で
は
無
視
で
き
な
い
も

の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

米
中
対
立
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、
自
国
の
恣

意
的
な
政
治
的
目
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
ゆ
が
め
よ
う
と
い
う
動
き
は
、

今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
も

見
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
そ
れ
を
押

し
返
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
本
来
の
目
的
―
「
す
べ
て
の
人
々
が
達

成
可
能
な
最
高
水
準
の
健
康
を
確
保
す
る
」
―

に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
中
小
国
の
動
き
、
あ
る

い
は
市
民
社
会
組
織
の
動
き
も
、
負
け
ず
劣
ら

ず
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
こ
れ
が
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
歴
史
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
９
月
８
日
。
聞
き
手
／
戸
田
政
康
、
石
津
美

知
子
。
タ
イ
ト
ル
、
小
見
出
し
と
も
文
責
は
編

集
部
）

□日程のお知らせ□

◆「日本再生」読者会・東京（会費　無料）      
　10 月 4 日（日）10：00 より
　「がんばろう、日本！」国民協議会事務所（市ヶ谷）
◆埼玉「日本再生」読者会（会費　200 円）　
　10 月16 日（金）10：00 より　　
　白川ひでつぐ事務所 + オンライン
◆船橋「日本再生」読者会（会費　100 円）　
　10 月 5 日（月）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　200 円）　
　10 月11日（日）10：00 より　　
　てくのかわさき
◆京都・青年学生読者会（会費　無料）　　　 
　10 月 6 日（火）20：00 より　　  オンライン
◆大阪「日本再生」読者会（会費　500 円）  
　10 月 9 日（金）18：00 より　　  ドーンセンター

■問い合わせ　03-5215-1330

有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。「
第
三
の
道
」
路
線
が
象
徴
す

る
よ
う
に
、
社
会
的
投
資
戦
略
は
新

自
由
主
義
的
な
市
場
主
義
に
接
近
し

す
ぎ
た
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
一
方

で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
主
義
は
、
環

境
危
機
や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
い
て

も
「
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
」
的
に

展
開
し
か
ね
な
い
。

　

筆
者
は
、「
新
し
い
生
活
困
難
層
」

へ
の
対
応
を
軸
に
資
本
主
義
、福
祉
、

民
主
政
治
の
つ
な
ぎ
直
し
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
新
た
な

社
会
的
投
資
戦
略
の
方
向
性
を
次
の

よ
う
に
提
起
す
る
。

　

第
一
に
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
的
投

資
戦
略
が
経
済
成
長
の
実
現
を
目
標

の
一
つ
と
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、

人
々
の
雇
用
可
能
性
を
引
き
上
げ
る

の
で
は
な
く
、
自
ら
の
生
活
を
向
上

さ
せ
る
多
様
な
潜
在
的
力
を
高
め
、

地
域
の
社
会
関
係
資
本
を
増
大
さ
せ

て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
先
端
部
門

で
な
く
と
も
、
一
般
就
労
で
な
く
と

も
、
多
様
な
人
間
活
動
を
支
え
る
仕

組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
社
会
的
投
資
に
社
会
的

経
済
を
組
み
込
む
こ
と
。
非
営
利
活

動
は
も
と
よ
り
社
会
的
な
企
業
な

ど
、
高
い
経
済
的
リ
タ
ー
ン
は
望
め

な
く
て
も
社
会
的
経
済
に
雇
用
の
場

を
確
保
で
き
る
な
ら
、
多
元
的
な
社

会
的
包
摂
が
見
込
ま
れ
る
。

　

第
三
に
所
得
保
障
の
機
能
転
換
。

社
会
活
動
で
の
就
労
に
よ
る
所
得
だ

け
で
は
生
活
を
支
え
ら
れ
な
い
場

合
、
多
様
な
社
会
活
動
へ
の
参
加
を

条
件
に
所
得
補
填
を
行
う
「
能
動
市

民
活
動
税
額
控
除
」
の
よ
う
な
仕
組

み
。

　

第
四
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
し

て
は
、
格
差
是
正
の
た
め
に
は
普
遍

主
義
よ
り
も
む
し
ろ
低
所
得
層
に
絞

っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
。（
幼
児
教

育
無
償
化
で
は
、
所
得
に
応
じ
た
保

育
料
が
無
償
に
な
っ
た
た
め
、
む
し

ろ
高
所
得
層
が
恩
恵
を
受
け
、
低
所

得
層
で
は
逆
に
給
食
費
な
ど
の
負
担

が
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。）

　

こ
の
論
考
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の

は
、
一
言
で
言
え
ば
「
経
済
成
長
神

話
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
論
に
注

目
が
集
ま
る
理
由
も
、
こ
う
し
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。

　

本
田
浩
邦
・
獨
協
大
学
教
授
は
、

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
に
つ
い
て
こ

う
述
べ
て
い
る
（「
世
界
」
９
月
号
）。

　
「
第
一
に
、
戦
後
の
資
本
主
義
は

完
全
雇
用
と
社
会
保
障
を
両
輪
と
し

て
成
長
を
遂
げ
て
き
た
が
、
～
中
略

～
従
来
の
雇
用
が
戦
後
経
済
成
長
の

波
に
煽
ら
れ
た
、
つ
ね
に
必
要
以
上

の
肥
大
化
傾
向
を
も
つ
不
合
理
な
も

の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ベ
ー
シ
ッ

ク
イ
ン
カ
ム
は
過
度
に
肥
大
化
し
た

生
産
と
消
費
か
ら
就
労
促
進
圧
力
を

下
げ
、
労
働
時
間
を
短
縮
し
つ
つ

人
々
の
生
存
権
を
保
障
す
る
。

　

第
二
に
、
～
中
略
～
従
来
の
社
会

保
障
が
男
性
正
社
員
中
心
の
完
全
雇

用
を
典
型
モ
デ
ル
と
し
、
そ
れ
か
ら

逸
脱
し
溺
れ
た
場
合
の
選
別
的
な
救

命
ボ
ー
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ベ

ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
い
わ
ば
各
自

が
つ
ね
に
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
身

に
着
け
た
状
態
に
す
る
。

　

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
が
他
の
社

会
保
障
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
だ
と

い
う
・
・
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
主
張

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の

論
者
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
が
既

存
の
制
度
と
共
存
し
、
そ
れ
ら
を
補

完
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」。

　
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
は
マ
ネ
タ
リ

ズ
ム
、
ニ
ュ
ー
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
、
サ

プ
ラ
イ
サ
イ
ド
経
済
学
な
ど
、
異
な

る
経
済
思
想
に
基
づ
く
経
済
政
策
を

総
動
員
し
て
き
た
が
、
目
標
に
掲
げ

た
「
持
続
的
な
経
済
成
長
（
成
長
率

３
％
）」を
実
現
で
き
な
か
っ
た
。「
一

強
」
の
長
期
政
権
で
も
実
現
で
き
な

か
っ
た
「
成
長
神
話
」
か
ら
脱
却
し

た
く
ら
し
の
豊
か
さ
と
、
人
へ
の
投

資
に
よ
る
社
会
の
豊
か
さ
を
目
指
す

と
こ
ろ
に
、新
た
な
「
共
通
の
価
値
」

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

　

新
し
い
立
憲
民
主
党
の
綱
領
は
、

そ
の
一
歩
た
り
え
る
か
。
枝
野
代
表

は
９
月
23
日
の
外
国
特
派
員
協
会
の

講
演
で
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
れ
ま
で
の
野
党
、
例
え
ば
民

主
党
な
ど
と
、
今
度
の
新
し
い
立
憲

民
主
党
は
何
が
違
う
ん
だ
と
い
う
ご

指
摘
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、
明

確
に
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
野

党
勢
力
が
難
し
い
舵
取
り
を
要
し
て

き
た
大
き
な
課
題
の
一
つ
を
、
今
回

の
結
党
で
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き

た
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

そ
れ
は
綱
領
と
い
う
形
に
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
野
党

勢
力
は
、
自
分
た
ち
の
立
ち
位
置
、

基
本
姿
勢
の
と
こ
ろ
が
曖
昧
だ
っ
た

と
い
う
弱
点
を
抱
え
て
い
た
。

　

綱
領
に
、『
目
先
の
効
率
性
だ
け

に
と
ら
わ
れ
ず
』
と
い
う
文
言
が
入

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、『
過

度
な
自
己
責
任
論
に
陥
ら
ず
、
公
正

な
配
分
に
よ
り
格
差
を
解
消
し
』
と

書
い
て
い
る
。
ま
た
『
機
能
す
る
、

実
行
力
の
あ
る
政
府
』
と
い
う
ワ
ー

ド
を
使
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
自
民
党
は
、
中
曽
根
総

理
の
時
代
か
ら
、
小
泉
総
理
、
そ
し

て
安
倍
総
理
も
、
い
わ
ゆ
る
新
自
由

主
義
的
競
争
を
過
度
に
重
視
し
、
一

方
、
国
民
に
は
自
己
責
任
を
迫
っ
て

き
た
。
政
府
は
小
さ
い
ほ
ど
よ
く
、

規
制
は
少
な
い
ほ
ど
い
い
。
こ
う
い

う
自
民
党
の
立
ち
位
置
に
対
し
て
、

野
党
勢
力
は
、
そ
れ
と
は
違
う
方
向

性
を
示
し
な
が
ら
も
、
今
申
し
上
げ

た
、『
改
革
』
に
も
一
定
の
色
目
を

使
っ
て
き
た
。

　

今
回
は
明
確
に
、
新
自
由
主
義
的

な
自
由
民
主
党
に
対
し
て
、
私
た
ち

は
『
支
え
合
う
社
会
』
と
（
い
う
）

言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
相
互
の
、

国
民
同
士
の
協
力
に
よ
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
リ
ス
ク
や
、
あ
る
い
は
障
害

を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
政
府
が
積

極
的
な
仕
事
を
す
る
と
い
う
立
ち
位

置
を
明
確
に
し
た
。

　

私
た
ち
は
こ
う
し
た
明
確
な
立
ち

位
置
の
も
と
で
、
一
つ
に
は
コ
ロ
ナ

に
よ
っ
て
大
変
深
刻
な
状
況
に
な
っ

て
い
る
国
民
生
活
を
立
て
直
す
。
そ

し
て
二
つ
目
に
は
、
こ
の
30
年
ほ
ど

の
間
に
拡
大
を
し
て
き
て
し
ま
っ
た

社
会
の
格
差
と
分
断
を
乗
り
越
え

る
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
こ
の
30
年

間
、
日
本
だ
け
が
先
進
国
の
中
で
低

成
長
が
続
い
て
き
た
、
そ
の
根
本
原

因
で
あ
る
消
費
の
低
迷
を
乗
り
越
え

る
。
こ
の
三
つ
を
実
現
す
る
。
こ
の

こ
と
を
掲
げ
て
、
政
権
の
も
う
一

つ
の
選
択
肢
に
な
っ
て
い
き
た
い
」

（https://newparty.cdp-japan.jp/
news/20200924_0027

）

　

方
向
性
は
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
人
々
の
間
で

「
共
通
の
価
値
」
と
し
て
い
く
か
。

広
井
良
典
・
京
都
大
学
教
授
は
、
Ａ

Ｉ
を
活
用
し
て
２
０
５
０
年
の
日
本

に
向
け
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行

っ
た
結
果
、
最
も
本
質
的
な
分
岐
は

「
都
市
集
中
型
」
か
「
地
方
分
散
型
」

か
に
あ
り
、
し
か
も
そ
の
後
戻
り
で

き
な
い
分
岐
は
２
０
２
５
か
ら
２
７

年
に
起
こ
る
と
し
て
い
る
（
ガ
バ
ナ

ン
ス
８
月
号
）。

　

持
続
可
能
な
未
来
を
選
び
取
る
た

め
に
、
残
さ
れ
た
時
間
は
多
く
は
な

い
。




