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は
じ
め
に
─
─
シ
ス
テ
ム
危
機
と
直
接
民
主
主
義

二　

米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
知
事
リ
コ
ー
ル
投
票

三　

日
本
に
お
け
る
首
相
公
選
論

四　

お
わ
り
に
─
─
社
会
の
自
己
改
革
の
契
機
と
し
て
の
シ
ス
テ
ム
危
機

一　

は
じ
め
に
─
─
シ
ス
テ
ム
危
機
と
直
接
民
主
主
義

大
き
な
危
機
は
、
し
ば
し
ば
社
会
の
な
か
に
伏
在
し
て
い
た
問
題
を
明
る
み
に
出
し
、
そ
れ
へ
の
対
応
を
否
応
な
く
迫
る
。
二
〇
〇
八

年
に
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻
を
き
っ
か
け
と
し
て
起
き
た
国
際
的
な
金
融
危
機
は
、「
一
〇
〇
年
に
一
度
の
危
機
」
と
も
い
わ

れ
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
維
持
・
安
定
化
に
各
国
の
政
府
当
局
者
も
奔
走
す
る
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
金
融
業
に
お
け
る

規
制
緩
和
の
流
れ
が
見
直
さ
れ
、
金
融
危
機
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
危
機
は
、
大
規
模
で
深
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刻
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
当
該
領
域
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
波
紋
を
社
会
に
も
た
ら
す
。
経
済
的
な
危
機
が
、
例
え
ば
政
治
的

な
波
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
。
経
済
に
お
け
る
景
気
低
迷
は
、
失
業
の
増
加
・
賃
金
の
低
下
・
資
産
の

目
減
り
な
ど
を
引
き
起
こ
し
、
有
権
者
の
不
満
を
強
め
て
、
政
権
与
党
に
と
っ
て
政
治
的
な
打
撃
と
な
る
。
有
権
者
の
失
望
が
さ
ら
に
深

ま
れ
ば
、
選
挙
に
お
い
て
政
権
交
代
が
起
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
政
治
の
側
が
経
済
的
な
危
機
を
促
進
す
る
こ
と
も
あ
り

う
る
。
政
府
の
財
政
危
機
に
伴
う
支
出
の
削
減
は
、
景
気
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
要
因
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
治
が
こ
う
し
た
状
況
を
改

善
す
る
有
効
な
施
策
を
打
て
な
け
れ
ば
、
経
済
へ
の
悪
影
響
は
長
引
き
、
投
資
家
や
経
営
者
、
消
費
者
の
マ
イ
ン
ド
も
さ
ら
に
冷
え
込
む

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
問
題
が
経
済
、
あ
る
い
は
政
治
に
由
来
す
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
両
方
に
由
来
す
る
も
の
か
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と

し
て
、
人
び
と
の
生
活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
慢
性
化
し
、
事
態
の
改
善
の
見
通
し
が
た
た
な
い
と
い
う
状
況

が
続
く
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
の
原
因
が
、
特
定
の
「
責
任
者
」
の
不
手
際
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
せ

る
の
で
あ
れ
ば
、
人
び
と
は
そ
の
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
「
責
任
者
」
を
追
及
し
、
事
態
の
改
善
に
取
り
組
む
別
な
「
責
任
者
」
を

あ
て
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
態
が
も
は
や
個
別
の
企
業
や
政
党
・
政
治
家
、
あ
る
い
は
行
政
機
関
の
不
手
際
に
と
ど
ま
る
問

題
で
は
な
く
、
既
存
の
制
度
の
あ
り
方
自
体
に
由
来
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
は
じ
め
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
既

存
の
制
度
を
変
更
・
廃
止
し
た
り
、
既
存
の
制
度
に
頼
ら
ず
、
別
の
仕
組
み
を
作
っ
て
こ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
既
存
の
社
会
の
構
造
（
具
体
的
に
は
制
度
や
慣
習
な
ど

）
（
（

）、
お
よ
び
そ
の
運
用
過
程
に
由
来
し
て
生
じ
る
社
会
的

な
危
機
を
「
シ
ス
テ
ム
危
機
（system

ic crisis

）」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
社
会
的
な
危
機
と
い
う
の
は
、
政
治
、
経
済
は
も
と
よ
り
司

法
や
科
学
研
究
な
ど
の
社
会
の
諸
領
域
に
お
け
る
既
存
の
構
造
や
そ
の
運
用
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
危
機
状
況
を
広
く
指
し
示

す
た
め
の
表
現
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
市
場
の
失
敗
」「
政
府
の
失
敗
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
象
徴
的
な
か
た
ち
で
既
存
の
制
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度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
危
機
に
言
及
し
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
危
機
に
対
す
る
反
応
は
、
実
際
の
言
説
で
は
当
事
者
に
よ
っ

て
様
々
な
か
た
ち
で
現
れ
る
。
例
え
ば
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
新
た
な
制
度
の
創
設
が
叫
ば
れ
た
り
、
既
存
の
制
度
の
も
と
で
甘
い

蜜
を
吸
っ
て
い
る
受
益
者
を
批
判
し
つ
つ
、既
存
の
制
度
の
改
革
が
訴
え
ら
れ
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
主
張
が
説
得
力
を
も
つ
た
め
に
は
、

実
際
に
人
び
と
の
生
活
に
何
ら
か
の
切
実
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
認
識
や
、
そ
の
ま
ま
で
は
そ
の
社
会
領
域
の
役
割
が
十
分
に
果

た
さ
れ
な
い
と
い
う
危
機
感
が
広
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
危
機
の
提
唱
者
の
主
張
に
対
す
る
共
感
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
提
唱
者
の
主
張
が
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
説
得
力
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
き
、「
シ
ス
テ
ム
危
機
」
と
い

う
現
実
が
社
会
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）

（
（

。

シ
ス
テ
ム
危
機
の
提
唱
者
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
制
度
を
変
更
し
た
り
、
そ
れ
と
は
別
の
仕
組
み
を
用
い
て
、
問
題
の
克
服
に
あ
た

ろ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
事
例
は
、
具
体
的
に
み
て
ゆ
け
ば
多
数
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
様
々
な
事
例
を
網
羅
的
に
論
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
着
目
す
る
の
は
、
社
会
的
、
公
共
的
な
諸
問
題
の
解
決
に
あ
た
る
中
心
的
な
社
会
機
構
と
し
て
の
政
治
に
お

い
て
、
シ
ス
テ
ム
危
機
の
解
決
策
と
し
て
政
治
的
に
訴
求
さ
れ
る
直
接
民
主
主
義
で
あ
る
。
民
主
主
義
社
会
で
は
、
多
く
の
場
合
、
政
策

の
立
案
・
実
施
、
法
案
の
作
成
・
審
議
と
い
っ
た
政
治
的
意
思
決
定
過
程
は
、
有
権
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
代
理
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
既
存
の
間
接
民
主
主
義
的
な
政
治
的
意
思
決
定
過
程
に
機
能
不
全
や
深
刻
な
不
信
感
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を

代
替
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
直
接
民
主
主
義
的
な
意
思
決
定
過
程
が
注
目
さ
れ
る
。
所
与
の
制
度
的
基
盤
に
応
じ
て
そ
の
深
度
は
異
な

る
が
、
そ
の
意
味
で
、
直
接
民
主
主
義
的
な
政
治
的
意
思
決
定
に
訴
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、（
少
な
く
と
も
そ
の
提
唱
者
の
主
観
に
お
い
て
は
）

既
存
の
や
り
方
で
は
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
深
刻
な
問
題
意
識
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
既
存
の
や
り
方
で
は
立
ち
行
か

な
い
と
い
う
問
題
認
識
は
、
す
な
わ
ち
、
先
ほ
ど
定
式
化
し
た
表
現
で
い
え
ば
、「
シ
ス
テ
ム
危
機
が
生
じ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
に
ほ
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か
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
訴
求
が
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
で
あ
る
有
権
者
に
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
事
例
を
検
討
す
る

こ
と
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
、
本
稿
で
は
、
二
〇
〇
三
年
に
行
わ
れ
た
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
リ
コ
ー
ル
投
票
（
第
二
節
）、
日
本
に
お
け
る
首
相
公

選
論
（
第
三
節
）
を
事
例
と
し
て
シ
ス
テ
ム
危
機
を
背
景
と
し
た
直
接
民
主
主
義
へ
の
政
治
的
訴
求
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

事
例
に
お
け
る
所
与
の
制
度
的
基
盤
の
相
違
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
訴
求
の
根
拠
と
し
て
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
危
機
が

描
か
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
二
つ
の
事
例
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
シ
ス
テ
ム
危
機
と
直
接
民
主
主
義
へ

の
政
治
的
訴
求
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
社
会
構
造
上
の
含
意
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
四
節
）。

二　

米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
知
事
リ
コ
ー
ル
投
票

二
〇
〇
三
年
七
月
、
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
州
務
長
官
は
、
グ
レ
イ
・
デ
ー
ビ
ス
州
知
事
の
リ
コ
ー
ル
（
解
職
請
求
）
の
可
否
を
問

う
住
民
投
票
の
実
施
を
発
表
し
た
。
こ
の
リ
コ
ー
ル
投
票
は
、
同
年
一
〇
月
七
日
に
実
施
さ
れ
、
デ
ー
ビ
ス
知
事
の
リ
コ
ー
ル
が
成
立
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
リ
コ
ー
ル
投
票
と
同
時
に
、
デ
ー
ビ
ス
知
事
に
代
わ
る
新
知
事
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
二
四
七
人
も
の
立
候
補
者

の
な
か
か
ら
、
か
ね
て
よ
り
注
目
を
集
め
て
い
た
ア
ー
ノ
ル
ド
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
候
補
が
当
選
し
た
。
こ
の
知
事
選
挙
は
、
日

本
で
も
注
目
を
集
め
、
メ
デ
ィ
ア
受
け
す
る
候
補
の
動
静
を
中
心
に
、
選
挙
戦
の
様
子
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の

歴
史
の
な
か
で
も
、
リ
コ
ー
ル
が
成
立
し
た
例
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
が）

（
（

、
二
〇
〇
三
年
に
デ
ー
ビ
ス
知
事
の
リ
コ
ー
ル
が
成
立
し
た
背
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景
に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
深
刻
な
財
政
問
題
が
あ
っ
た
。
州
の
巨
額
な
財
政
赤
字
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
悪
化
が
、
有
権
者
の
政
治
的
不
満
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
名
な
映
画
俳
優
で
あ
る
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー

候
補
は
、
政
治
家
と
し
て
は
素
人
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
も
逆
手
に
取
っ
て
、
問
題
を
解
決
で
き
ず
、
様
々
な
利
益
集
団
か
ら
の
献
金
に

よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
る
既
存
の
政
治
家
に
は
で
き
な
い
こ
と
を
す
る
と
い
っ
て
み
ず
か
ら
の
政
治
家
と
し
て
の
新
鮮
さ
を

ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
。

Ｍ
・
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
Ｃ
・
カ
ッ
ツ
（Baldassare and K

atz （008

）
は
、
こ
の
二
〇
〇
三
年
の
リ
コ
ー
ル
投
票
と
知
事
選
挙
の
事
例
を

研
究
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
政
治
に
お
け
る
直
接
民
主
主
義
の
台
頭
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
の
リ
コ
ー
ル
投
票
と
知

事
選
挙
の
過
程
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
有
権
者
は
、
州
政
府
に
対
す
る
不
信
感
を
強
め
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
政
治
家
た
ち
は
党
派
の
論

理
と
特
殊
利
害
に
よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
深
め
た
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
有
権
者
自

身
に
よ
る
直
接
投
票
に
よ
っ
て
政
治
的
決
定
を
下
す
こ
と
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
有
権
者
、

政
治
家
、
政
府
の
関
係
が
変
化
し
て
い
る
。
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
カ
ッ
ツ
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
政
治
的
変
化
は
、
ア
メ
リ
カ
の

他
の
州
に
も
広
が
り
う
る
現
代
の
民
主
主
義
の
様
態
を
示
す
格
好
の
事
例
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
彼
ら
は
こ
の
変
化
を
理
解
す
る

た
め
に
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（hybrid dem

ocracy
）」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
て
い
る
。

Ｅ
・
ギ
ャ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
代
議
制
民
主
主
義
だ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
直
接
民
主
主
義
だ

け
で
も
な
い
、
む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
形
態
の
複
雑
な
結
合
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
こ
れ
は
通
常
、
地
方
の
、
あ
る
い
は
州
レ
ベ

ル
の
政
治
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
レ
ベ
ル
の
政
治
に
も
影
響
を
も
た
ら
す
（Garret （005: （09

）
（
（7

）。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
活
発
な
住
民
発
案
（initiatives

）、
住
民
投
票
、
リ
コ
ー
ル
の
運
動
で
あ
る
。
ギ
ャ
レ
ッ
ト
は
、
直
接
民
主
主
義
的
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な
政
治
的
意
思
決
定
を
志
向
す
る
こ
う
し
た
潮
流
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
西
部
ア
メ
リ
カ
に
の
み
あ
て
は
ま
る
例
外
的

な
も
の
で
は
な
く
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
に
広
く
現
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
州
の
法
的
自
立
性
が
強

い
た
め
、
住
民
の
生
活
に
か
か
わ
る
法
律
の
多
く
が
、
州
レ
ベ
ル
で
制
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
型
民
主
主
義
の
制
度
的
背
景
も

あ
っ
て
、
住
民
投
票
に
よ
っ
て
制
定
の
可
否
が
決
め
ら
れ
る
法
案
（ballot m

easure

）
の
重
要
性
が
大
き
い
。
む
ろ
ん
、
住
民
に
よ
る
直

接
投
票
の
プ
ロ
セ
ス
と
同
時
に
、
州
議
会
で
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
が
立
法
手
続
き
に
従
事
し
て
い
る
。
両
者
は
、
相
互
促
進
的
に
作

用
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
方
が
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
案
件
を
、
他
方
が
阻
害
す
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
者
の
相
互

作
用
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と
が
現
代
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
ギ
ャ
レ
ッ
ト
は
主
張
し
て
い
る
（Garret 

（005: （097

）。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
事
例
を
研
究
し
た
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
カ
ッ
ツ
は
、
こ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
五
年
に
お
よ
ぶ
激
し
い
政
治
行
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
な
か
行
わ
れ
た
五
つ
の
選
挙
を
と
お
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
で
は
統
治
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
徐
々
に
発
達
し
て
き
て
い
る
。
い
ま
や
『
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
時
代
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
は
立
法
過
程
を
と
お
し
て
、
有
権
者
は
投
票
箱
に
お
い
て
公
共
政
策
の
策
定
に
対
す
る
責
任
を
共
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
」（Baldassare and K

atz （008: （（9

）。
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
も
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
政
治
制
度
に
は
、
間
接
民
主

制
と
直
接
民
主
制
の
二
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
彼
ら
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
注
目

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
政
治
過
程
の
内
実
そ
の
も
の
よ
り
も
、

現
代
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
民
主
主
義
を
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
る
社
会

的
な
背
景
で
あ
る
。
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シ
ス
テ
ム
危
機
と
直
接
民
主
主
義
（
高
橋
）

バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
カ
ッ
ツ
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
直
接
民
主
主
義
へ
の
志
向
の
強
ま
り
に
は
、
四
つ
の
要
因
が
あ
る
と
み
て

い
る
（Baldassare and K

atz （008: （（

─（9, （（9

）。

第
一
の
要
因
は
、
公
共
政
策
の
策
定
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
有
権
者
の
支
持
で
あ
る
。
一
八
九
〇
年
代
の
人

民
党
に
さ
か
の
ぼ
る
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
史
、
そ
し
て
政
治
的
伝
統
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
人
民
党
に
よ
っ

て
体
現
さ
れ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
思
想
の
発
想
は
、
働
き
者
の
一
般
民
衆
こ
そ
が
「
真
の
」
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
り
、
上
流
階
級
に
よ
っ
て
こ

の
「
真
の
」
ア
メ
リ
カ
人
た
る
一
般
民
衆
が
搾
取
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
は
、
政
治
家
、
知
識

人
、
資
産
家
ら
は
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
政
治
を
操
作
し
て
い
る
と
い
う
民
衆
の
疑
念
を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
。
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と

カ
ッ
ツ
は
、
今
日
の
有
権
者
に
み
ら
れ
る
（
住
民
発
案
、
住
民
投
票
、
リ
コ
ー
ル
と
い
っ
た
制
度
を
駆
使
し
て
立
法
機
関
の
決
定
を
却
下
す
る
）
直

接
民
主
主
義
へ
の
志
向
を
も
た
ら
し
た
の
が
、こ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、彼
ら
が
研
究
し
た
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
の
事
例
に
お
い
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
政
治
運
動
が
顕
著
に
現
れ
た
の
が
、
州
の
財
政
問
題
で
あ
る
。「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
お

よ
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
全
体
に
お
い
て
、
新
た
な
財
政
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
（fiscal populists

）
は
、
税
金
が
浪
費
さ
れ
て
い
て
、
政
府

は
非
効
率
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
有
権
者
の
認
識
に
訴
え
る
こ
と
で
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
ポ
ス
ト
を
長
年
に

わ
た
っ
て
獲
得
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
…
…
自
分
た
ち
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
た
ち
よ
り
も
政
府
の
支
出
に
つ
い
て
も
っ
と
ま
し
な

決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
市
民
の
信
念
は
ま
た
、
公
的
な
資
金
を
何
に
使
う
べ
き
か
を
指
図
し
、
州
予
算
に

対
す
る
議
会
の
権
限
を
大
幅
に
削
減
す
る
一
連
の
住
民
投
票
法
案
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
」（Baldassare and K

atz （008: （（

）。

第
二
の
要
因
は
、
議
会
に
お
け
る
党
派
主
義
の
問
題
で
あ
る
。
州
議
会
の
議
員
は
、
た
え
ず
次
の
選
挙
戦
に
気
を
と
ら
れ
て
お
り
、
党

の
方
針
に
逆
ら
う
こ
と
は
難
し
い
。
さ
ら
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
、
二
〇
一
〇
年
に
修
正
さ
れ
る
ま
で）

5
（

、
予
算
を
通
す
の
に
議
会
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の
三
分
の
二
の
賛
成
を
必
要
と
し
て
お
り
、
こ
の
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
る
た
め
に
少
数
派
も

政
局
を
左
右
す
る
強
い
力
を
握
り
、
予
算
の
審
議
が
し
ば
し
ば
激
し
い
政
争
の
場
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
リ
コ
ー
ル
さ
れ
た
デ
ー
ビ
ス
知
事
の
任
期
中
（
二
〇
〇
二
年
）
も
、
予
算
の
通
過
が

六
七
日
間
に
わ
た
っ
て
遅
れ
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
深
刻
な
財
政
難
の
さ
な
か
に

行
わ
れ
る
こ
う
し
た
党
派
間
の
政
争
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
は
う
ん
ざ
り
し
、
無
党
派
に
流

れ
る
と
い
う
傾
向
を
強
め
た
。
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
カ
ッ
ツ
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
シ
ュ
ワ
ル

ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
候
補
が
フ
ィ
ッ
ト
し
た
と
分
析
し
て
い
る
。「
こ
う
し
た
状
況
で
歩
み
出
て
き

た
の
が
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
名
義
的
に
は
共
和
党
員
で
あ
っ
た
が
、

政
治
的
に
は
無
党
派
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
穏
健
で
あ
っ
た
。
…
…
彼
は
、
共
和
党

員
に
も
民
主
党
員
に
も
、
党
派
の
境
界
を
越
え
よ
う
と
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」

（Baldassare and K
atz （008: （5

）。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
州
務
長
官
が
発
表
し
て
い
る
有
権
者

登
録
の
統
計
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
デ
ー
ビ
ス
知
事
の
リ
コ
ー
ル
選
挙
が
行
わ
れ
た
二
〇
〇
三
年

の
前
後
の
期
間
を
含
み
、
一
九
九
八
年
か
ら
最
近
に
い
た
る
ま
で
民
主
・
共
和
の
二
大
政
党
は

じ
わ
じ
わ
と
支
持
者
を
減
ら
す
一
方
、
支
持
政
党
な
し
と
す
る
有
権
者
が
一
貫
し
て
増
加
し
て

い
る
（
表
１
））

（
（

。

第
三
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
特
殊
利
害
の
政
治
へ
の
影
響
に
対
す
る
人
々

の
不
満
で
あ
る
。
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
カ
ッ
ツ
は
、
非
営
利
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

表１ カリフォルニア州の有権者登録における政党支持（1998 ─ 2014 年）

民主党 共和党 その他 支持政党なし

May （9, （0（（ （（.（0% （8.（0% 7.00% （（.（0%

May （（, （0（0 （（.50% （0.80% （.50% （0.（0%

May （（, （00（ （（.70% （（.（0% （.50% （8.50%

Feb. （9, （00（ （5.00% （5.00% 5.（0% （（.80%

May  （, （998 （（.80% （5.80% 5.（0% （（.（0%

Source: California Secretary of State
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シ
ス
テ
ム
危
機
と
直
接
民
主
主
義
（
高
橋
）

公
共
政
策
研
究
所
（Public Policy Institute of California, PPIC

）
の
デ
ー
タ
を
用

い
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
政
府
が
少
数
の
有
力
な
利
害
関
係
者
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
て
い
る
と
い
う
人
び
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
ら
の
著
作
が

出
版
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年
以
降
の
デ
ー
タ
も
含
め
て
、こ
の
点
に
関
す
る
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
民
の
政
治
意
識
調
査
の
結
果
を
示
し
て
お
こ
う
（
図
1
））

7
（

。
こ
の
調
査
項

目
は
、「
州
政
府
は
、
自
分
た
ち
の
利
益
を
追
求
す
る
少
数
の
有
力
な
利
害
関
係
者

に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
、
州
民
全
体
の
利
益
の

た
め
に
動
か
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

多
少
の
増
減
は
あ
る
が
、
少
数
の
有
力
な
利
害
関
係
者
が
州
政
府
を
動
か
し
て
い

る
と
認
識
し
て
い
る
人
び
と
が
、
州
政
府
は
州
民
全
体
の
た
め
に
動
か
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
人
び
と
よ
り
も
一
貫
し
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傾
向
が

緩
和
し
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
が
あ
っ
た
二
〇
〇
一
年

九
月
の
直
後
だ
け
で
あ
る
。
デ
ー
ビ
ス
知
事
は
、
人
び
と
の
こ
う
し
た
懸
念
に
対

応
せ
ず
、
従
来
ど
お
り
の
政
治
献
金
集
め
に
奔
走
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
シ
ュ
ワ
ル

ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
候
補
に
「
金
で
動
く
（pay-to-play

）」
政
治
家
だ
と
非
難
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
候
補
は
、
自

身
は
す
で
に
十
分
金
持
ち
だ
か
ら
誰
か
ら
も
献
金
を
も
ら
う
必
要
が
な
い
と
ア

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Source: PPIC Statewide Survey 1999─2014

図1　有力な利害関係者による政治への影響についての意識
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ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
特
殊
利
害
の
政
治
へ
の
過
大
な
影
響
の
排
除
を
求
め
る
有
権
者
の
期
待
に
訴
え
か
け
る
も

の
で
あ
っ
た）

8
（

。

第
四
の
要
因
は
、
政
府
に
対
す
る
有
権
者
の
基
本
的
な
不
信
感
で
あ
る
。
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
カ
ッ
ツ
は
、
市
民
の
自
立
心
や
政
府
へ

の
不
信
は
（
と
り
わ
け
、
西
部
諸
州
の
）
ア
メ
リ
カ
人
の
基
本
的
信
条
の
一
部
だ
と
し
つ
つ
も
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
に
お
け
る
州
政
府

に
対
す
る
不
信
感
は
高
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。「
二
〇
〇
二
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
行
わ
れ
た
不
愉
快
な
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と

悲
惨
な
出
来
事
は
、
有
権
者
の
不
信
感
を
最
高
潮
に
至
ら
し
め
た
。
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
州

政
府
が
適
切
な
仕
事
を
し
て
い
る
と
信
頼
し
て
い
る
有
権
者
の
数
は
、
…
…
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
下
落
し
て
い

る
。
二
〇
〇
二
年
秋
の
選
挙
が
近
づ
く
な
か
で
、
三
人
に
二
人
の
有
権
者
が
州
の
リ
ー
ダ
ー
を
『
と
き
ど
き
し
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た

く
』
信
頼
し
て
い
な
い
と
答
え
て
い
る
」（Baldassare and K

atz （008: （8

）。
二
〇
〇
三
年
に
リ
コ
ー
ル
が
決
ま
っ
た
デ
ー
ビ
ス
知
事
は
、

二
〇
〇
二
年
に
州
知
事
に
再
選
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
就
任
に
先
立
っ
て
州
の
財
政
赤
字
が
当
初
の
見
積
も
り
よ
り
一
四
〇
億
ド

ル
多
い
、
三
四
八
億
ド
ル
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
表
明
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
知
事
選
で
敗
北
し
た
共
和
党
は
再
選
の
た
め
に
財
政
赤

字
の
実
態
を
隠
し
て
い
た
と
批
判
し
て
い
る
（
山
岡 

二
〇
〇
九
）。
こ
う
し
た
デ
ー
ビ
ス
知
事
の
不
誠
実
な
態
度
が
州
民
の
不
信
感
を
よ
り

い
っ
そ
う
深
め
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
直
面
し
、
知
事
と
し
て
事
態
の
改
善
に
成
果
を
あ
げ
ら

れ
な
か
っ
た
（
批
判
者
に
よ
れ
ば
む
し
ろ
事
態
を
悪
化
さ
せ
た
）
諸
問
題
で
あ
る
。
デ
ー
ビ
ス
知
事
の
リ
コ
ー
ル
を
発
議
し
た
陳
情
書
に
よ
れ

ば
、
彼
を
リ
コ
ー
ル
相
当
と
み
な
す
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
納
税
者
の
税
金
を
無
駄
遣
い
し
て
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
財
源
の
管
理
を
誤
っ
た
こ
と
、
地
方
政
府
へ
の
資
金
を
削
減
し
て
公
共
の
安
全
を
脅
か
し
た
こ
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
失
敗
の

後
始
末
に
用
い
ら
れ
た
法
外
な
コ
ス
ト
に
対
す
る
責
任
逃
れ
を
し
て
い
る
こ
と
、
州
の
主
要
な
問
題
全
般
に
対
し
手
遅
れ
に
な
る
ま
で
対
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処
を
怠
っ
た
こ
と
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
学
校
施
設
の
困
窮
、
交
通
渋
滞
、
法
外
な
電
気
代
、
多
額
の
負
債
と
い
う
、
管
理
政
策
の
大

き
な
失
敗
で
悪
名
高
い
州
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
遺
憾
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る

）
9
（

」。
つ
ま
り
、
州
の
財
政
問
題
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

悪
化
な
ど
に
対
し
て
な
ん
ら
事
態
の
改
善
に
貢
献
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
リ
コ
ー
ル
発
議
の
理
由
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
カ
ッ
ツ

に
よ
れ
ば
、
州
が
抱
え
る
慢
性
的
で
困
難
な
諸
問
題
に
対
す
る
州
民
の
不
満
は
、
デ
ー
ビ
ス
知
事
個
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
職
業
政
治
家
一

般
、
お
よ
び
州
議
会
に
も
及
ん
で
お
り
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
候
補
は
、
こ
う
し
た
状
況
で
従
来
の
政
治
的
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ

ン
ト
に
対
す
る
清
新
な
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
し
て
み
ず
か
ら
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
（Baldassare and K

atz （008: （8

）。

み
て
き
た
よ
う
に
、
①
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
、
②
州
の
政
治
を
覆
う
党
派
主
義
へ
の
批
判
、
③
州
の
政
治
へ
の
特
殊
利
害
の
影
響
に
対
す
る

不
満
、
④
州
の
政
治
に
対
す
る
不
信
、
こ
う
し
た
諸
要
因
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
直
接
民
主
主
義
的
政
治
潮
流
の
高
ま
り
を
も

た
ら
し
た
と
い
う
の
が
、
バ
ル
ダ
サ
ー
ル
と
カ
ッ
ツ
の
分
析
で
あ
る
。
有
権
者
が
直
接
民
主
主
義
へ
の
志
向
を
強
め
る
こ
と
で
、
既
存
の

間
接
民
主
制
度
と
の
間
で
複
雑
な
相
互
作
用
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
彼
ら
は
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
タ
ー

ム
を
用
い
て
描
い
た
わ
け
で
あ
る
。

政
府
の
慢
性
的
な
財
政
危
機
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う
公
共
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
低
下
、
そ
う
し
た
状
況
に
州
民
が
苦
し
ん
で
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
政
治
家
た
ち
は
特
殊
利
害
の
代
理
人
た
ち
か
ら
献
金
を
も
ら
い
、
無
益
な
政
治
闘
争
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
民
の
目
に
映
っ
た
シ
ス
テ
ム
危
機
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
有
権
者
は
、
前
年

（
二
〇
〇
二
年
）
に
当
選
し
た
ば
か
り
の
知
事
を
リ
コ
ー
ル
投
票
に
よ
っ
て
解
職
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
州
の
シ
ス
テ
ム
危
機
に
直
面
し
て
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
有
権
者
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
史
上
一
度
し
か
成
立
し
た
こ
と
の
な
い
リ
コ
ー
ル
と
い
う
例
外
的
な
手
段
に
よ
っ
て

政
治
的
停
滞
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。



三
〇
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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
事
例
に
お
い
て
は
、
州
の
政
治
制
度
に
用
意
さ
れ
て
い
た
直
接
民
主
主
義
の
制
度
的
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
最
大
限
活
用

し
た
の
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
直
接
民
主
主
義
の
制
度
的
基
盤
の
な
い
場
所
で
は
、
シ
ス
テ
ム
危
機
に
伴
う
直
接
民
主

主
義
的
な
問
題
解
決
志
向
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
首
相

公
選
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三　

日
本
に
お
け
る
首
相
公
選
論

二
〇
一
二
年
二
月
一
六
日
に
時
事
通
信
社
が
発
表
し
た
世
論
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
国
民
に
よ
る
直
接
選
挙
で
首
相
を
選
ぶ
首
相

公
選
制
に
賛
成
と
答
え
た
回
答
者
は
七
三
・
六
％
に
の
ぼ
り
、
反
対
と
答
え
た
一
三
・
五
％
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
朝
日
新
聞
は

二
〇
一
三
年
四
月
五
日
の
朝
刊
で
、
衆
議
院
憲
法
審
議
会
で
行
わ
れ
た
首
相
公
選
制
を
め
ぐ
る
論
議
を
伝
え
て
い
る
。
近
年
、
日
本
に
お

い
て
首
相
公
選
制
が
話
題
に
な
り
、
議
論
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
新
興
政
党
の
日
本
維
新
の
会
が
党
の
基
本
政
策
の
一
つ
と
し
て

首
相
公
選
制
の
導
入
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
時
事
通
信
社
の
世
論
調
査
結
果
発
表
も
、
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
日

本
維
新
の
会
の
母
体
に
あ
た
る
大
阪
維
新
の
会
が
首
相
公
選
制
を
掲
げ
た
基
本
政
策
の
案
を
公
表
し
た
時
期
で
あ
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
衆

議
院
憲
法
審
議
会
で
首
相
公
選
制
に
積
極
論
を
展
開
し
た
の
も
日
本
維
新
の
会
で
あ
り
、
同
じ
く
新
興
政
党
の
み
ん
な
の
党
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
自
由
民
主
党
（
自
民
党
）、
民
主
党
、
公
明
党
は
首
相
公
選
制
の
導
入
に
対
し
て
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
首
相
公
選
制
が
話
題
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
が
は
じ
め
て
で
は
な
い）

（（
（

。
図
2
は
、

一
九
八
九
年
以
降
の
主
要
新
聞
各
紙
の
記
事
で
「
首
相
公
選
」
の
語
が
現
れ
た
記
事
数
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
一
見
し
て
明
ら
か
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な
よ
う
に
、
二
〇
〇
一
年
に
も
っ
と
も
多
く
の
語
数
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
小
泉

政
権
が
成
立
し
た
時
期
で
あ
る
。
次
に
多
か
っ
た
の
は
、
二
〇
一
二
年
で
あ
り
、
こ
れ

は
さ
き
に
ふ
れ
た
大
阪
維
新
の
会
に
よ
る
基
本
政
策
化
が
示
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
こ

れ
続
い
て
多
か
っ
た
の
が
、
細
川
政
権
が
成
立
し
た
一
九
九
三
年
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、

自
民
党
の
有
志
議
員
に
よ
る
「
首
相
公
選
制
を
考
え
る
国
会
議
員
の
会
」
が
発
足
し
、

永
田
町
で
の
会
合
な
ど
活
動
の
様
子
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

全
文
検
索
が
で
き
な
い
な
ど
デ
ー
タ
の
収
録
条
件
が
違
う
た
め
グ
ラ
フ
の
集
計
に
は

入
れ
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
前
の
新
聞
報
道
で
は
一
九
六
二
年
前
後
が
も
っ

と
も
多
く
「
首
相
公
選
」
に
言
及
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
九
六
一
年
に
自
民
党
の

有
志
国
会
議
員
が
「
内
閣
総
理
大
臣
公
選
制
度
研
究
会
」
を
結
成
し
、
首
相
公
選
制
の

導
入
を
支
持
す
る
有
識
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
公
表
す
る
な
ど
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
積
極
的
な
問
題
提
起
を
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
研
究
会
に
参
加
し
て
い

た
中
曽
根
康
弘
が
、「
首
相
公
選
論
の
提
唱
」
と
題
す
る
独
自
の
改
革
案
（
以
下
、
中
曽

根
提
案
）
を
発
表
し
た
の
が
一
九
六
二
年
で
あ
る
（
吉
村
編 

一
九
六
二
）。
こ
の
文
書
は
、

二
〇
〇
一
年
に
あ
ら
た
め
て
首
相
公
選
論
が
脚
光
を
浴
び
た
と
き
に
も
読
み
返
さ
れ
、

関
連
書
籍
に
再
収
録
さ
れ
て
い
る
（
弘
文
堂
編
集
部
編 

二
〇
〇
一
）。
こ
の
文
書
で
中
曽
根

は
、
戦
後
の
日
本
政
治
に
お
い
て
も
っ
と
も
憂
慮
す
べ
き
問
題
は
、
①
派
閥
政
治
、
②

800
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0

出所：朝日・毎日・読売３紙のデータベースにより筆者集計。

図2　新聞報道における「首相公選」の出現頻度
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〇
二

極
端
な
政
争
、
③
政
権
の
不
安
定
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
派
閥
政
治
に
よ
っ
て
主
権
在
民
の
原
則
は
空
洞
化
し
、
極
端
な
政
争
に

よ
っ
て
重
要
政
策
の
実
行
も
ま
ま
な
ら
ず
、
政
権
の
不
安
定
に
よ
る
政
局
と
選
挙
で
政
治
の
空
転
期
間
ば
か
り
が
増
え
て
い
る
と
、
中
曽

根
は
当
時
の
政
治
状
況
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
政
治
の
欠
陥
は
、
日
本
の
政
治
制
度
に
機
構
上
の
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

と
中
曽
根
は
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
イ
ギ
リ
ス
流
の
議
院
内
閣
制
度
が
日
本
社
会
の
現
実
や
日
本
人
の
国
民
性
に
そ
ぐ
わ

な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
首
長
の
直
接
選
挙
を
実
施
し
て
い
る
地
方
と
議
院
内
閣
制
を
と
る
国
の
政
治
制
度
が
食
い
違
っ
て
い
る
と
い
っ
た

点
で
あ
る
。
ま
た
中
曽
根
は
、
国
会
議
員
が
立
法
と
行
政
の
双
方
に
関
与
す
る
現
行
制
度
を
、
三
権
分
立
が
十
分
で
は
な
く
、
腐
敗
を
生

み
や
す
い
と
し
て
問
題
視
し
て
い
る
（
吉
村
編 

一
九
六
二
：
七
─
二
〇
）。
中
曽
根
が
描
い
た
「
シ
ス
テ
ム
危
機
」
は
、
政
治
の
腐
敗
、
混

乱
に
よ
っ
て
日
本
国
民
が
深
刻
な
機
会
損
失
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
主
旨
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
中
曽
根
を
含
む
当
時
の
首

相
公
選
論
者
た
ち
の
主
張
は
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
た
る
国
民
に
浸
透
し
て
国
民
の
側
か
ら
の
運
動
を
喚
起
し
た
と
は
い
え
ず
、
危
機
意
識

に
も
と
づ
く
直
接
民
主
主
義
へ
の
動
き
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
首
相
公
選
と
い
う
直
接
民
主
主
義
に
訴
え
て
現
状
を
打
破
し
よ
う
と
い
う
主
張
が
説
得
力
を
も
つ
に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
直
接
民
主
主
義
の
制
度
的
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
既
存
の
間
接
民
主
主
義
制
度
に
対
す

る
有
権
者
の
失
望
が
決
定
的
に
深
ま
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
首
相
公
選
論
が
現
実
味
を
帯
び
る
に
は
、
後
者
の
よ
う
な
事
態
が

必
要
に
な
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
事
態
に
一
足
飛
び
に
移
行
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
既
存
の
制
度
を
改
革
し

て
、
問
題
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
先
行
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
に
細
川
政
権
の
も
と
で
成
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
政

治
改
革
四
法
案
（
公
職
選
挙
法
改
正
案
、
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案
、
政
治
資
金
規
正
法
改
正
案
、
政
党
助
成
法
案
）
は
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

佐
々
木
毅
は
、
当
時
の
細
川
政
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
細
川
政
権
は
『
そ
れ
ま
で
の
』
政
党
政
治
、
特
に
、
自
民
党
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の
派
閥
・
金
権
政
治
に
対
す
る
国
民
の
強
い
不
信
感
を
バ
ネ
に
政
権
交
代
を
実
現
し
、
政
権
交
代
に
よ
る
政
治
・
政
策
課
題
の
解
決
を
目

指
し
た
政
権
で
あ
っ
た
。
そ
の
基
本
は
政
党
政
治
が
政
権
・
政
策
選
択
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
形
で
そ
の
本
来
の
姿
を
回
復
す
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、
議
会
政
治
の
機
能
の
回
復
に
こ
そ
そ
の
主
眼
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
細
川
政
権
は
政
党
間
競
争
の
健
全
化
に
よ
っ
て
議
会

政
治
の
潜
在
的
可
能
性
の
実
現
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
改
革
派
に
は
首
相
公
選
論
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
」（
大
石
ほ
か

編 

二
〇
〇
一
：
五
─
六
）。
当
時
は
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
（
一
九
九
八
年
）、
東
京
佐
川
急
便
事
件
（
一
九
九
二
年
）
と
、「
政
治
と
カ
ネ
」
を
め

ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
相
次
い
で
発
覚
し
た
時
期
で
あ
り
、
自
民
党
の
派
閥
・
金
権
政
治
が
問
題
視
さ
れ
、
既
存
の
政
治
の
あ
り
方
が
強

い
批
判
を
浴
び
た
時
期
で
は
あ
っ
た
が
、
既
存
の
間
接
民
主
制
の
枠
内
で
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
現
実
的
な
選
択
肢
と
み
な
さ
れ
、
部
分

的
に
で
は
あ
れ
既
存
の
政
治
制
度
の
根
幹
を
リ
プ
レ
ー
ス
す
る
か
た
ち
と
な
る
首
相
公
選
論
は
さ
ほ
ど
注
目
を
集
め
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
二
〇
〇
一
年
に
な
る
と
こ
れ
と
は
少
し
様
相
が
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
と
き
は
、
新
聞
の
記
事
に
お
い
て
首
相
公
選
制
が
さ

か
ん
に
言
及
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
首
相
公
選
論
に
関
す
る
書
籍
も
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
小
林
昭
三
は
、
同
年
四
月
に
行
わ
れ
た

一
般
党
員
に
よ
る
自
民
党
総
裁
選
の
予
備
選
挙
に
お
け
る
小
泉
候
補
の
選
挙
運
動
を
「
準
首
相
公
選
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
運
動
」
と
評

し
て
い
る
（
小
林 

二
〇
〇
一
：
三
）。
小
泉
の
前
任
者
で
あ
っ
た
森
喜
朗
首
相
が
、
自
民
党
の
有
力
政
治
家
に
よ
っ
て
「
密
室
」
で
決
め
ら

れ
た
首
相
と
評
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
改
革
を
唱
え
る
小
泉
が
一
般
党
員
の
圧
倒
的
な
支
持
に
よ
っ
て
総
裁
選
の
勝
利
に
向
か
っ
て

行
っ
た
さ
ま
は
、
擬
似
的
な
首
相
公
選
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
た
と
い
え
る
。
一
九
九
三
年
に
発
足
し
た
「
首
相
公
選
制
を
考
え
る
国
会

議
員
の
会
」
に
も
参
加
し
、
か
ね
て
か
ら
首
相
公
選
制
の
導
入
を
唱
え
て
い
た
小
泉
は
、
首
相
就
任
後
、
私
的
な
諮
問
機
関
と
し
て
「
首

相
公
選
制
を
考
え
る
懇
談
会
」
を
設
置
し
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
議
論
の
気
運
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
懇
談
会
が
小
泉
首

相
に
提
出
し
た
報
告
書
は
、「
内
閣
総
理
大
臣
と
国
民
と
の
関
係
」
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
一
つ
に
は
、
首
相
と
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〇
四

な
る
与
党
の
党
首
が
党
内
の
派
閥
の
論
理
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
国
民
の
不
満
と
民
主
的
正
統
性
の
問
題
で
あ
る
。も
う
一
つ
は
、

日
本
で
は
首
相
の
指
導
力
が
弱
く
、
首
相
や
大
臣
が
頻
繁
に
交
代
す
る
た
め
行
政
府
に
対
す
る
内
閣
の
指
導
力
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る

（
大
石
ほ
か
編 

二
〇
〇
一
：
一
五
六
─
一
五
七
）。
そ
し
て
報
告
書
で
は
、「
右
肩
上
が
り
の
経
済
発
展
の
時
代
が
終
わ
り
を
迎
え
、
様
々
な
分

野
で
旧
来
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
大
胆
な
改
革
が
叫
ば
れ
る
に
及
ん
で
、
閉
塞
状
態
を
打
破
す
る
た
め
に
は
首
相
の
選
出
方
法
を
変
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
強
い
指
導
力
を
産
み
出
す
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
意
見
が
根
強
い
も
の
と
な
っ
て
き
た
」（
大
石
ほ
か
編 

二
〇
〇
一
：

一
五
七
）
と
日
本
社
会
の
閉
塞
状
況
を
打
破
す
べ
く
、
首
相
の
指
導
力
に
対
す
る
国
民
の
意
識
が
変
化
し
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

小
泉
政
権
が
成
立
し
た
二
〇
〇
一
年
四
月
ま
で
に
、
日
本
社
会
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
一
〇
年
に
お
よ
ぶ
出
口
の
み
え
な
い
不
況
に
苦

し
ん
で
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
失
わ
れ
た
一
〇
年
」
と
い
わ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
日
経
平
均
株
価
は
一
九
八
九
年
九
月
に
つ
け
た
最
高
値

三
八
、九
一
五
円
か
ら
二
〇
〇
一
年
四
月
末
の
終
値
で
一
三
、九
三
四
円
と
二
万
五
千
円
近
く
も
値
を
さ
げ
て
い
た
。
一
世
帯
当
た
り
平
均

所
得
は
、ピ
ー
ク
時
の
六
六
四
万
円（
一
九
九
四
年
）か
ら
六
〇
二
万
円（
二
〇
〇
一
年
）と
六
〇
万
円
以
上
も
さ
が
っ
て
い
る）

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
我
々

は
、
そ
の
一
〇
年
後
で
す
ら
依
然
と
し
て
長
期
の
経
済
的
停
滞
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
失
わ
れ
た
二
〇
年
」
と
い
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
す
で
に
小
泉
政
権
の
成
立
時
に
お
い
て
社
会
の
閉
塞
状
況
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
首
相
公
選
論
も
そ
の
よ
う
な
状
況
の
打
破
に
つ
な
が
る
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

小
泉
政
権
時
代
に
お
け
る
首
相
公
選
論
へ
の
注
目
は
、
日
本
社
会
を
苦
し
め
て
い
た
長
期
に
わ
た
る
経
済
不
況
と
い
う
シ
ス
テ
ム
危
機
へ

の
反
作
用
と
し
て
現
れ
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
小
泉
政
権
時
代
の
首
相
公
選
論
は
、
具
体
的
な
制
度
改
革
に
繋
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
長
期
的
な
日
本
経
済
の
停

滞
に
対
す
る
国
民
の
危
機
意
識
は
、
小
泉
首
相
個
人
に
対
す
る
期
待
と
人
気
へ
と
上
滑
り
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
集
約
さ
れ
、
国
民
自
身



三
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五

シ
ス
テ
ム
危
機
と
直
接
民
主
主
義
（
高
橋
）

が
政
治
的
選
択
へ
の
関
与
を
深
め
て
行
く
よ
う
な
直
接
民
主
主
義
へ
の
気
運
は
高
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
小
泉
首
相
が
繰
り
広
げ
た
自

民
党
の
派
閥
構
造
と
の
闘
争
や
利
益
集
団
と
も
結
び
つ
い
た
族
議
員
の
影
響
力
の
排
除
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ

ネ
ッ
ガ
ー
候
補
の
よ
う
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
ス
ク
リ
ー
ン
の
な
か
で
演
じ
ら
れ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
政
治
戦
術
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
い
た）

（（
（

。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
あ
る
面
で
は
既
存
の
代
議
制
民
主
主
義
が
国
民
の
危
機
意
識
を
す
く
い
上
げ
た
こ
と
の
表
れ
と
も
い
え

る
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
国
民
の
危
機
意
識
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
語
ら
れ
る
「
人
気
」、
世
論
調
査
結
果
に
表
れ
る
「
高
支
持
率
」
と
い

う
疑
似
直
接
民
主
主
義
的
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
と
お
し
て
消
費
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

四　

お
わ
り
に
─
─
社
会
の
自
己
改
革
の
契
機
と
し
て
の
シ
ス
テ
ム
危
機

本
稿
で
は
、
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
は
、
シ
ス
テ
ム
危
機
と
い
う
問
題
状
況
に
対
し
て
、
社
会
が
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か

を
考
え
て
き
た
。
具
体
例
と
し
て
着
目
し
た
の
は
、
シ
ス
テ
ム
危
機
に
対
す
る
政
治
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
訴
求
さ
れ
る
直
接
民
主
主

義
で
あ
る
。
有
権
者
の
代
理
人
に
よ
っ
て
政
治
的
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
間
接
民
主
制
の
も
と
で
は
、
直
接
民
主
主
義
的
な
意
思
決
定
の

手
続
き
は
（
既
存
の
制
度
的
基
盤
に
応
じ
て
程
度
の
差
は
あ
る
が
）
例
外
的
な
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
通
常
の
政

治
的
意
思
決
定
手
続
き
が
期
待
さ
れ
た
役
割
を
果
た
せ
ず
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
き
、
既
存
の
制
度
や
そ
の
運
用
に
由
来
す
る
シ
ス
テ

ム
危
機
が
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
直
接
民
主
主
義
に
訴
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
例
外
的
な
手
段
を
と
る
だ
け
の
問
題

が
生
じ
て
い
る
と
い
う
強
い
危
機
意
識
の
表
明
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
危
機
意
識
が
、
有
権
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
れ
ば
、「
シ
ス

テ
ム
危
機
」
は
実
際
の
政
治
過
程
を
動
か
す
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
の
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。



三
〇
六

最
初
に
検
討
し
た
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
州
知
事
の
リ
コ
ー
ル
投
票
で
は
、
州
の
深
刻
な
財
政
危
機
と
そ
れ
に
伴
う
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
な
ど
に
対
し
て
有
効
な
手
だ
て
が
打
た
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
は
州
知

事
を
リ
コ
ー
ル
す
る
制
度
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
州
知
事
の
リ
コ
ー
ル
投
票
は
通
常
の
政
治
的
意
思
決
定
過
程
の
一
部
で
あ
る
。
し

か
し
実
際
に
知
事
の
リ
コ
ー
ル
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
稀
な
事
態
で
あ
り
（
注
（
参
照
）、
そ
れ
だ
け
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
有

権
者
は
こ
の
リ
コ
ー
ル
投
票
に
及
ん
で
、
州
の
現
状
に
対
す
る
強
い
危
機
意
識
と
政
治
的
不
満
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

日
本
の
国
政
に
お
い
て
は
、（
い
わ
ゆ
る
国
民
投
票
法
（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
）
を
除
け
ば
）
政
治
的
意
思
決
定
に
か
か
わ

る
直
接
民
主
主
義
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
制
度
的
に
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
ず
、
首
相
公
選
制
と
い
う
直
接
民
主
主
義
的
な
政

治
的
意
思
決
定
の
制
度
を
導
入
す
る
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
法
改
正
・
法
制
定
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
に
お

い
て
首
相
公
選
制
の
導
入
を
と
り
わ
け
難
し
く
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
制
度
を
正
面
か
ら
導
入
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
憲
法
改
正
が
必
要
に

な
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
制
度
の
導
入
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
政
党
の
な
か
に
は
、
憲
法
改
正
を
せ
ず
に
実
質
的
に
首

相
公
選
制
を
導
入
す
る
た
め
の
案
を
示
し
て
い
る
党
も
あ
る）

（（
（

。
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
首
相
公
選
制
が
主
張
さ
れ
る
際
に
指
摘
さ
れ
て
い

た
の
は
、
首
相
お
よ
び
内
閣
が
政
治
的
課
題
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
必
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
十
分
発
揮
で
き
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
一
九
六
二
年
の
中
曽
根
提
案
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
る
様
々
な
機
会
損
失
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
首
相
公
選

論
に
つ
い
て
の
報
道
が
活
発
に
行
わ
れ
、
人
び
と
の
関
心
を
呼
ん
だ
小
泉
政
権
時
代
に
お
い
て
待
っ
た
な
し
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
の

は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
停
滞
す
る
日
本
経
済
の
再
活
性
化
で
あ
っ
た
。
一
般
党
員
に
よ
る
投
票
を
含
む
自
民
党
総
裁
選
で
の
小
泉
候
補
の

勝
利
、
そ
し
て
首
相
就
任
を
国
民
は
歓
迎
し
た）

（（
（

。
そ
こ
に
は
、
政
治
の
旧
弊
を
打
破
す
る
と
主
張
す
る
リ
ー
ダ
ー
が
、
メ
デ
ィ
ア
報
道
を

介
し
た
人
気
高
揚
を
伴
う
疑
似
直
接
民
主
主
義
的
な
空
気
の
な
か
で
首
相
に
選
ば
れ
た
こ
と
に
対
す
る
政
治
的
な
興
奮
も
含
ま
れ
て
い
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七

シ
ス
テ
ム
危
機
と
直
接
民
主
主
義
（
高
橋
）

た
。
二
〇
〇
五
年
の
い
わ
ゆ
る
郵
政
選
挙
の
際
も
含
め
て
、
小
泉
人
気
は
高
ま
っ
た
が
、
首
相
公
選
制
導
入
の
気
運
が
国
民
世
論
に
お
い

て
高
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
続
く
、
二
〇
〇
九
年
の
自
民
党
か
ら
民
主
党
へ
の
政
権
交
代
、
そ
し
て
二
〇
一
二
年
に
お
け
る
自
民
党
へ

の
再
政
権
交
代
と
、
日
本
の
有
権
者
は
間
接
民
主
制
に
お
い
て
生
じ
た
弊
害
に
対
し
て
、
政
権
交
代
と
い
う
既
存
の
制
度
的
枠
内
で
の
選

択
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
に
一
定
の
政
治
的
達
成
感
を
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
後
の
日
本
政
治
に
お
い
て
政
権
交
代
自
体
が

き
わ
め
て
稀
な
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
ず
は
政
権
交
代
を
と
お
し
て
既
存
の
間
接
民
主
主
義
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
十
分
に

活
か
す
こ
と
が
先
決
で
、
首
相
公
選
制
の
導
入
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
日
本
の
有
権
者
の
政
治
的
意
識
の
深
層
に
あ
っ
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、日
本
の
民
主
主
義
は
、現
状
で
は
「
議
会
政
治
の
潜
在
的
可
能
性
」（
佐
々
木 

二
〇
〇
一
：
六
）

の
十
全
な
る
展
開
に
向
け
て
努
力
を
傾
注
す
る
段
階
に
あ
る
の
だ
と
い
え
る
。

現
代
社
会
は
、
様
々
な
諸
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
政
治
（
こ
こ
で
は
国
お
よ
び
地
方
レ
ベ
ル
の
政
府
・
議
会
を
想
定
し
て
い
る
）
は
、
こ
う

し
た
諸
問
題
に
対
処
す
る
中
心
的
な
社
会
機
構
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
重
要
性
ゆ
え
に
、
既
存
の
政
治
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
が
新
た
な
問

題
の
源
泉
に
な
る
と
、
少
な
か
ら
ぬ
悪
影
響
を
社
会
生
活
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
な
か
で
も
深
刻
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で

定
式
化
し
た
意
味
で
の「
シ
ス
テ
ム
危
機
」と
し
て
ア
ジ
ェ
ン
ダ
・
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、

シ
ス
テ
ム
危
機
を
克
服
す
る
た
め
の
方
策
が
問
題
と
な
る
。
本
稿
で
参
照
し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
リ
コ
ー
ル
陳
情
書
、
首
相

公
選
制
に
関
す
る
中
曽
根
提
案
、
小
泉
政
権
時
の
「
首
相
公
選
制
を
考
え
る
懇
談
会
」
報
告
書
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
克
服
す
べ
き
問

題
の
設
定
と
そ
の
解
決
策
（
リ
コ
ー
ル
、
首
相
公
選
制
導
入
）
が
セ
ッ
ト
で
提
案
さ
れ
て
い
る
。
真
の
問
題
解
決
に
寄
与
す
る
の
は
、
的
確

な
問
題
設
定
と
そ
れ
に
対
す
る
適
切
な
問
題
解
決
策
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
が）

（（
（

、
一
つ
の
組
織
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
と
本
稿
で
論
じ

た
政
治
的
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
大
き
く
異
な
る
の
は
、
後
者
の
場
合
、
そ
の
意
思
決
定
過
程
に
世
論
形
成
と
い
う
オ
ー
プ
ン
で
、
か
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つ
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
諸
要
因
が
作
用
す
る
過
程
が
介
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
本
稿
で
着
目
し
た

政
治
的
要
因
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。「
多
数
者
で
あ
る
民
の
声
を
聞
き
、
そ
の
代
弁
者
と
な
る
」
と
い
う
政
治
的
主
張
は
、
民
主
主

義
の
原
則
と
相
い
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
他
方
で
、
大
多
数
の
声
を
背
景
に
多
様
な
問
題
設
定
と
問
題
解
決
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
検
討
の

俎
上
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
柔
軟
な
問
題
解
決
へ
の
取
り
組
み
を
阻
害
す
る
要
因
と
も
な
る
。

Ｅ
・
ギ
ャ
レ
ッ
ト
は
、
デ
ー
ビ
ス
前
知
事
に
代
わ
っ
て
就
任
し
た
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
新
知
事
が
、
住
民
投
票
に
訴
え
る
可
能
性

に
言
及
す
る
こ
と
を
自
身
の
政
策
に
頑
強
に
抵
抗
す
る
州
議
会
に
対
す
る
政
治
的
な
脅
し
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（Garret （00（: （8（

）。
結
果
論
と
し
て
、
新
知
事
の
政
策
が
現
状
の
改
善
に
奏
功
す
れ
ば
、
そ
の
戦
術
の
政
治
的
合
理
性
お
よ
び
問
題
解

決
上
の
妥
当
性
が
追
認
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
問
題
は
そ
の
よ
う
な
政
治
的
合
理
性
が
、
問
題
解
決
上
の
妥
当
性
と
つ
ね
に
一
致
す
る

と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、小
泉
政
権
時
代
に
改
革
へ
の
反
対
派
が「
抵
抗
勢
力
」と
レ
ッ
テ
ル
張
り
さ
れ
、

政
策
論
上
の
優
劣
よ
り
も
、
道
徳
的
な
善
／
悪
図
式
で
批
判
さ
れ
た）

（（
（

。
危
機
が
人
び
と
を
苦
し
め
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
「
改
革
者
」
は

正
義
の
衣
を
ま
と
い
や
す
く
な
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
現
れ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
道
徳
化
す

る
こ
と
で
硬
直
化
さ
せ
、
多
様
な
政
策
論
に
対
す
る
非
寛
容
性
を
も
た
ら
す
。
民
心
に
訴
え
て
直
接
的
な
政
治
判
断
を
引
き
出
そ
う
と
す

る
際
に
、そ
う
し
た
道
徳
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
弊
害
を
副
作
用
と
し
て
も
た
ら
し
て
し
ま
う
危
険
は
つ
ね
に
伏
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

シ
ス
テ
ム
危
機
を
め
ぐ
る
問
題
設
定
の
社
会
的
な
構
築
過
程
、
お
よ
び
問
題
解
決
策
の
社
会
的
な
選
択
過
程
を
検
討
す
る
際
に
は
、
政
界

や
官
界
の
み
な
ら
ず
、
世
論
形
成
を
伴
う
マ
ス
レ
ベ
ル
の
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
動
き
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
危
機
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
既
存
の
社
会
秩
序
の
一
部
が
問
題
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
シ
ス
テ
ム
危
機
の
克
服
は
社
会
の
自
己
改
革
に
向
け
た
取
り
組
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
己
改
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革
は
、
つ
ね
に
自
己
の
視
野
の
広
さ
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
し
ば
し
ば
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

本
稿
で
検
討
し
た
直
接
民
主
主
義
的
な
政
治
的
意
思
決
定
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
よ
う
に
例
外
的
と
も
思
え
る
選
択
肢
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
最

終
的
な
選
択
の
是
非
と
は
別
に
、
自
己
改
革
の
過
程
そ
の
も
の
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
外
的
な
選
択
肢
の
検
討

に
よ
っ
て
、
問
題
状
況
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
が
深
ま
っ
た
り
、（
例
外
的
な
選
択
肢
を
と
ら
ず
に
す
む
よ
う
に
）
さ
ら
に
別
な
選
択
肢

の
検
討
が
深
め
ら
れ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
的
な
政
治
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
活
性
化
さ
れ
れ
ば
、
社

会
が
内
包
す
る
問
題
解
決
力
そ
の
も
の
の
向
上
に
も
つ
な
が
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
、
的
確
な
シ
ス
テ
ム
危
機
の
認
識

と
そ
の
克
服
に
向
け
た
努
力
は
、
社
会
の
自
己
変
革
の
豊
か
な
契
機
と
な
り
う
る
。

（
（
）
こ
こ
で
は
「
制
度
」
と
い
う
言
葉
で
、
社
会
的
行
為
を
予
見
可
能
に
す
る
も
の
、
特
に
法
律
や
規
程
な
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
明
文
化
さ
れ
て

い
る
も
の
を
指
す
。
ま
た
、「
慣
習
」
に
つ
い
て
は
、
明
文
化
は
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
や
は
り
社
会
的
行
為
を
予
見
可
能
に
す
る
も
の
を
指

す
こ
と
に
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
逸
脱
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
有
す
る
か
、
ま
た
道
徳
的
─
倫
理
的
な
規
範
と
し
て
の
性
格
を
ど
の
程
度

も
つ
か
は
問
わ
ず
に
、
社
会
的
過
程
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
社
会
的
行
為
を
予
見
可
能
に
す
る
も
の
一
般
を
社
会
の
「
構
造
」
と
み
な
す
こ
と
に

す
る
。
社
会
構
造
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
使
う
理
論
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
、Luhm

ann

（（98（: （98

─（99=（995: 5（8

─5（9

）
参
照
。

（
（
）
そ
の
意
味
で
シ
ス
テ
ム
危
機
は
、
一
つ
の
社
会
的
な
構
築
物
で
あ
る
。
社
会
学
的
構
築
主
義
で
は
、
あ
る
こ
と
が
ら
を
「
社
会
問
題
」
で
あ
る

と
申
し
立
て
る
行
為
（
ク
レ
イ
ム
申
し
立
て
）
と
そ
の
よ
う
な
社
会
問
題
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
指
し
示
し
て
説
得
的

に
伝
え
る
た
め
の
「
社
会
問
題
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」（
例
え
ば
、「
地
球
温
暖
化
」、「
人
種
差
別
」、「
少
年
犯
罪
」
な
ど
）
に
着
目
す
る
（
中
河 

一
九

九
九
）。
そ
の
意
味
で
、
シ
ス
テ
ム
危
機
の
提
唱
は
一
種
の
ク
レ
イ
ム
申
し
立
て
に
あ
た
り
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

（
以
下
で
検
討
す
る
本
稿
の
事
例
で
は
）「
財
政
危
機
」「
派
閥
政
治
」
な
ど
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、「
危
機
（crisis

）」
と
い
う
意
味
付
け

自
体
が
あ
る
種
の
切
迫
感
に
よ
っ
て
申
し
立
て
へ
の
説
得
力
を
高
め
る
効
果
を
も
つ
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
所
で
論
じ
た
（T

akahashi （0（（

）。

（
（
）
デ
ー
ビ
ス
知
事
の
リ
コ
ー
ル
成
立
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
史
上
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
歴
史
に
お
い
て
二
度
目
の
事
例
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で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
、
そ
れ
以
前
に
四
度
の
リ
コ
ー
ル
投
票
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
成
立
し
な
か
っ
た
（W

atts （0（0: 
（50

）。

（
（
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
直
接
民
主
主
義
が
、
他
の
州
や
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
論
議
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
例
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
一
九

七
八
年
に
住
民
投
票
に
付
さ
れ
て
成
立
し
た
「
提
案
一
三
号
（Proposition （（

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
資
産
税
率
や
固
定
資
産
の
評
価
額
の
増

加
に
制
限
を
か
け
る
こ
と
、
州
議
会
で
増
税
の
議
決
を
行
う
際
に
は
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
要
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
税
収
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
た
政
府
は
、
支
出
の
削
減
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
動
き
は
連
邦
議
会
や
他
の
州
に
も

及
び
、
同
年
の
中
間
選
挙
で
も
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
の
反
響
は
大
き
く
、「
納
税
者
の
反
乱
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て

は
、
マ
ス
コ
ミ
論
調
も
含
め
て
い
ち
早
く
当
時
の
様
子
を
解
説
し
た
岩
崎
（
一
九
七
八
）
が
詳
し
い
。

（
5
）
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
住
民
投
票
が
行
わ
れ
、
州
予
算
通
過
の
た
め
に
必
要
な
票
数
を
三
分
の
二
か
ら
過
半
数
と
す
る
こ
と
が
賛
成
多
数
（
賛

成
五
五
％
）
で
決
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
時
に
予
算
通
過
が
期
日
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
予
算
通
過
ま
で
の
議
員
報
酬
を
放
棄
す
る
こ
と
も
あ
わ

せ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。PRO

PO
SIT

IO
N

 （5: Changes Legislative V
ote Requirem

ent T
o Pass 

Budget A
nd Budget–Related Legislation From

 T
w

o–T
hirds T

o A
 Sim

ple M
ajority. Retains T

w
o–T

hirds V
ote Requirem

ent 
For T

axes. Initiative Constitutional A
m

endm
ent

（http://voterguide.sos.ca.gov/past/（0（0/general/propositions/（5/title-
sum

m
ary.htm

）

（
（
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
州
務
長
官
は
、
州
全
域
で
行
わ
れ
る
選
挙
の
前
、
お
よ
び
奇
数
年
に
有
権
者
の
登
録
状
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
を

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
二
〇
一
四
年
六
月
の
州
全
域
で
の
予
備
選
挙
を
控
え
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ー
タ
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
次
を
参
照
。“（5

─D
A

Y
 REPO

RT
 O

F REGIST
RA

T
IO

N
: M

ay （9, （0（（, for the June （, （0（（, Statew
ide D

irect 
Prim

ary Election” （http://w
w

w
.sos.ca.gov/elections/ror/ror-pages/（5day-prim

ary-（0（（/hist-reg-stats.pdf

）

（
7
）
質
問
文
の
原
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。“W

ould you say the state governm
ent is pretty m

uch run by a few
 big interests 

looking out for them
selves or that it is run for the benefit of all of the people?”  

使
用
し
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
公
共
政
策
研
究
所
の
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.ppic.org/

）
を
参
照
。

（
8
）
現
地
の
報
道
で
は
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
候
補
の
当
選
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。「
州
の
長
引
く
経
済
低
迷
で
打
ち
の
め
さ
れ
、
い
ら

だ
ち
を
強
め
た
有
権
者
は
、
職
業
政
治
家
を
見
放
し
て
人
気
の
あ
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ス
タ
ー
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
た
。
彼
は
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
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テ
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と
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接
民
主
主
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（
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け
る
特
殊
利
害
に
終
止
符
を
打
ち
、希
望
に
満
ち
た
新
し
い
時
代
の
先
導
者
と
な
る
用
意
の
あ
る
〔
既
存
の
政
界
に
と
っ
て
の
〕
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

と
い
う
役
ど
こ
ろ
を
み
ず
か
ら
演
じ
て
い
る
」（San Jose M

ercury N
ew

s,  

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
八
日
付
）。

（
9
）
陳
情
書
の
内
容
、
お
よ
び
こ
れ
を
支
持
す
る
支
持
者
の
意
見
、
デ
ー
ビ
ス
知
事
に
よ
る
反
論
な
ど
に
つ
い
て
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
務

長
官
が
有
権
者
向
け
に
発
行
し
た
次
の
文
書
を
参
照
。「California 

州
特
別
選
挙 

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
七
日
（
火
）」（http://vig.cdn.sos.

ca.gov/（00（/special/japanese.pdf

）。

（
（0
）
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
首
相
公
選
論
に
お
い
て
は
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
成
立
し
た
幣
原
内
閣
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
憲
法
問
題
調
査
委
員

会
の
顧
問
で
あ
っ
た
法
学
者
・
野
村
淳
治
に
よ
る
「
憲
法
改
正
に
関
す
る
意
見
書
」（
一
九
四
五
年
一
二
月
二
六
日
提
出
）
が
嚆
矢
と
さ
れ
る
（
加

藤 

二
〇
〇
二
：
一
二
七
）。
こ
の
野
村
意
見
書
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
は
、
小
林
（
二
〇
〇
一
）
参
照
。
本
稿
で
は
、
現
行
憲
法
下
に

お
け
る
首
相
公
選
論
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
（（
）
朝
日
新
聞
・
毎
日
新
聞
・
読
売
新
聞
が
提
供
し
て
い
る
記
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
集
計
し
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
首
相
公
選
」
と
し
、「
イ

ス
ラ
エ
ル
」
の
語
を
含
む
記
事
は
除
外
し
た
。
い
ち
早
く
首
相
公
選
制
を
導
入
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
一
九
九
六
年
以
降
、
三
度
の
首
相
公
選
を

実
施
し
た
も
の
の
二
〇
〇
一
年
に
廃
止
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
事
例
は
、
日
本
の
首
相
公
選
論
に
お
い
て
も
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
議
論
す

る
際
に
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
治
に
つ
い
て
の
報
道
記
事
を
除
外
し
、
で
き
る
だ
け
日
本
国
内
の
文
脈
で
「
首
相
公
選
」

へ
の
言
及
が
あ
る
記
事
を
集
計
す
る
た
め
に
、
こ
の
集
計
で
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
に
言
及
し
た
記
事
は
除
外
し
て
い
る
。
な
お
集
計
に
は
、
各
地

方
版
の
記
事
も
含
め
た
。
集
計
開
始
時
期
は
、
三
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
範
囲
の
足
並
み
が
揃
う
一
九
八
九
年
と
し
た
。

（
（（
）
厚
生
労
働
省
・
国
民
生
活
基
礎
調
査
よ
り
。
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。「
平
成
二
五
年　

国
民
生
活
基
礎
調
査
の
概
況
」（http://

w
w

w
.m

hlw
.go.jp/toukei/saikin/hw

/k-tyosa/k-tyosa（（/
）

（
（（
）
社
会
の
構
造
的
危
機
を
背
景
と
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
高
橋
（
二
〇
一
四
）
で
論
じ
て
お
い
た
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
危
機

を
背
景
と
し
た
小
泉
政
権
時
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
政
治
戦
術
に
関
す
る
事
例
分
析
もT

akahashi

（（0（（

）
で
行
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

繰
り
返
さ
な
い
で
お
く
。

（
（（
）
み
ん
な
の
党
は
、
党
の
選
挙
公
約
で
「
国
民
投
票
に
よ
っ
て
国
民
が
総
理
大
臣
に
し
た
い
候
補
者
を
選
ん
だ
後
、
国
会
議
員
は
そ
の
投
票
結
果

に
示
さ
れ
た
世
論
を
尊
重
し
て
総
理
大
臣
の
指
名
に
関
す
る
投
票
を
行
う
」
と
す
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
首
班
指
名
を
、
国
民
投
票

の
結
果
に
準
じ
て
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
み
ん
な
の
党
「
選
挙
公
約
」（http://w

w
w

.your-party.jp/policy/m
anifest.htm

l

）
参
照
。
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二

（
（5
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
の
政
治
意
識
月
例
調
査
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
森
政
権
末
期
の
二
〇
〇
一
年
四
月
の
内
閣
支
持
率
が
わ
ず
か
七
％

で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
小
泉
政
権
成
立
直
後
の
五
月
の
内
閣
支
持
率
は
八
一
％
に
及
ん
で
い
る
（
参
照
：http://w

w
w

.nhk.or.jp/bunken/
yoron/political/（00（.htm

l

）。

（
（（
）
問
題
解
決
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
問
題
解
決
策
ば
か
り
で
な
く
「
現
実
に
即
し
た
問
題
の
表
現
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
つ
と

に
Ｈ
・
Ａ
・
サ
イ
モ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（Sim

on （997: （（5

─（（（=（009: （95

─（9（

）。

（
（7
）
小
泉
政
権
時
代
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
大
嶽
（
二
〇
〇
六
）
参
照
。
ま
た
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究

も
含
め
て
、
現
代
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
道
徳
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
高
橋
（
二
〇
一
四
）
参
照
。
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