
選
挙
を
に
ら
ん
だ

手
段
に
過
ぎ
な
い

　

政
党
は
普
通
、
自
ら
の
政
策

を
実
現
す
る
た
め
に
頑
張
る
も

の
で
す
。
議
会
で
過
半
数
を
持

た
な
い
中
で
、
本
当
に
実
現
し

た
け
れ
ば
、
他
党
に
歩
み
寄

り
、
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

維
新
が
法
定
協
か
ら
反
対
派

を
締
め
出
し
て
特
別
区
設
置
の

協
定
書
案
を
つ
く
っ
て
も
、
議

会
で
否
決
さ
れ
る
の
は
目
に
見

え
て
い
ま
す
。
橋
下
氏
は
専
決

処
分
で
住
民
投
票
を
実
施
す
る

２
年
先
送
り
し
ま
し
た
が
、
結

局
、
来
年
の
い
っ
せ
い
地
方
選

ま
で
「
大
阪
都
」
構
想
を
諦
め

ず
、
既
成
政
党
と
対
決
す
る
姿

を
見
せ
た
い
だ
け
。
し
か
も
自

転
車
操
業
状
態
で
す
。

　

橋
下
氏
は
知
事
時
代
か
ら

「
霞
ヶ
関
を
ぶ
っ
つ
ぶ
す
」「
ク

ソ
教
育
委
員
会
」「
既
得
権
益
打

破
」
な
ど
と
叫
び
、
敵
を
つ
く

っ
て
攻
撃
し
続
け
て
一
定
の
期

待
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
逆

に
反
対
す
る
人
た
ち
が
も
の
す

ご
く
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
事

実
を
無
視
し
て
い
ま
す
。

　

公
明
、
自
民
、
民
主
、
共
産

の
各
党
が
、「
勝
手
な
争
点
に

付
き
合
わ
さ
れ
る
必
要
は
な

い
」
と
、
橋
下
氏
を
相
手
に
し

な
か
っ
た
の
は
正
し
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
橋
下
氏
は
、
も
は

や
市
民
の
代
表
と
は
言
え
な
い

存
在
で
す
。

　

民
主
主
義
の
原
理
は
「
全
員

に
よ
る
統
治
」。
多
数
決
が
民

こ
と
も
否
定
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
こ
ん
な
や
り
方
は
、「
大

阪
都
」
構
想
を
実
現
不
可
能
な

道
に
追
い
込
ん
で
い
る
よ
う
な

も
の
で
す
。

　

堺
市
は
、
昨
年
秋
の
市
長
選

で
「
大
阪
都
」
構
想
に
反
対
す

る
竹
山
修
身
市
長
が
再
選
さ
れ

ま
し
た
。
そ
も
そ
も
「
堺
抜

き
」
の
「
大
阪
都
」
構
想
は
あ

り
得
え
ま
せ
ん
。
橋
下
氏
は

「
大
阪
都
」
へ
の
移
行
時
期
を

く
れ
た
有
権
者
の
声
を
議
会
に

届
け
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま

す
。
一
方
、
１
人
し
か
選
ば
れ

な
い
大
阪
市
長
は
、
反
対
者
も

含
め
て
全
大
阪
市
民
の
代
表
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
橋
下

氏
の
よ
う
に
選
挙
で
「
勝
ち
負

け
」
を
決
め
る
こ
と
自
体
、
ま

ず
間
違
い
で
す
。

　

出
直
し
選
で
再
選
さ
れ
た
橋

下
氏
は
、「
市
民
の
信
任
を
得

た
」
と
言
い
ま
す
が
、
過
去
最

低
の
投
票
率
や
白
票
な
ど
、
彼

に
、
長
期
的
に
何
か
を
つ
く
り

上
げ
る
と
い
う
営
み
は
、
も
と

も
と
橋
下
氏
の
手
法
に
合
い
ま

せ
ん
。「
大
阪
都
」
構
想
は
、

本
当
に
大
阪
の
た
め
に
な
る
か

ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
抜
け

落
ち
、
選
挙
の
手
段
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。

根
本
的
な
原
理
は

全
員
に
よ
る
統
治

　

各
党
の
議
員
は
、
支
持
し
て

主
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

橋
下
氏
は
、「
大
阪
都
」
構

想
の
協
定
書
を
住
民
投
票
に
か

け
る
こ
と
が
「
究
極
の
民
主
主

義
」
と
主
張
し
ま
す
が
、
勘
違

い
で
す
。「
住
民
投
票
で
決
め

ろ
」
と
は
、「
多
数
派
が
勝
ち

だ
、
少
数
意
見
は
負
け
だ
」
と

言
う
の
と
同
じ
。
歴
史
的
に
、

住
民
投
票
と
い
う
手
法
を
好
ん

だ
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
１
世
と

３
世
、
そ
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
。
独

裁
者
の
手
法
な
の
で
す
。

「
大
阪
が
好
き
」の

大
前
提
に
立
っ
て

　

公
法
学
者
・
国
際
法
学
者
の

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン（
１
８
８

１
～
１
９
７
３
年
）
は
著
書

『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
』
で
、「
対

立
す
る
集
団
の
利
害
を
調
整
し

て
妥
協
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
、
民
主
制
は
成
立
し
え

な
い
」
と
述
べ
、「
妥
協
の
な

い
民
主
制
は
、
そ
の
反
対
の
も

の
に
、
つ
ま
り
独
裁
制
に
転
化

す
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
警
告
し

て
い
ま
す
。

　

出
直
し
選
の
前
後
か
ら
維
新

以
外
の
各
党
は
、
橋
下
氏
の
や

り
方
に
対
抗
し
て
、
ま
さ
に
利

害
を
調
整
し
、
妥
協
し
、
一
緒

に
考
え
な
が
ら
進
ん
で
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
大

阪
の
地
方
自
治
や
民
主
主
義
に

と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
す
。
意

見
が
対
立
す
る
の
は
当
た
り

前
。
そ
の
上
で
ど
う
す
る
か
を

考
え
る
大
前
提
が
、「
大
阪
が

好
き
」「
大
阪
を
よ
く
し
た
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

仮
に
「
大
阪
都
」
に
な
っ
て

特
別
区
が
で
き
よ
う
と
、
私
た

ち
大
阪
市
民
は
、
日
々
暮
ら
す

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か
ら
出

て
行
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
大
切
な
の
は
、
住
民
を

「
勝
者
と
敗
者
」「
敵
と
味
方
」

に
分
断
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

ど
う
す
れ
ば
人
々
が
よ
り
協
力

し
合
っ
て
、
自
分
た
ち
の
地
域

を
つ
く
っ
て
い
け
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
「『
大
阪
都
』
構
想
の
設
計
図
を
見
せ
る
」
と
叫
ぶ
橋
下
氏
と
維
新
の
会
。
特
別
区
設
置
の

た
め
の
法
定
協
議
会
か
ら
反
対
派
を
す
べ
て
排
除
す
る
な
ど
、
こ
の
間
の
暴
走
を
ど
う
見
る

の
か
、
こ
れ
ま
で
橋
下
氏
と
テ
レ
ビ
番
組
で
直
接
討
論
し
、「
反
維
新
」
の
論
陣
を
張
っ
て

き
た
帝
塚
山
学
院
大
学
教
授
の
薬
師
院
仁
志
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。

　

や
く
し
い
ん
・
ひ
と
し　

１
９
６
１

年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学

研
究
科
博
士
後
期
課
程
中
退
。
帝
塚
山

学
院
大
学
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
学
部
教

授
。
著
書
に
『
日
本
と
フ
ラ
ン
ス　

二

つ
の
民
主
主
義
』（
光
文
社
新
書
）、『
民

主
主
義
と
い
う
錯
覚
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究

所
）ほ
か
。

も
は
や
市
民
の
代
表
と
言
え
ぬ

薬師院仁志さん

�

私
は
こ
う
見
る

橋
下･

維
新
の
暴
走
―
―

薬
師
院
帝
塚
山
学
院
大
教
授
に
聞
く


