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以
下
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書
評
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０
１
３
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さ
れ
た
も
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で
す
。〕

　　

民
主
党
政
権
の
成
立
と
変
節
の
過
程
を
分
析
し
た
「
攻
防
の
政
治
学
」
―
―
本
書
の
特
徴
を
ひ
と
こ
と
で
言

え
ば
、
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
元
に
な
っ
た
の
は
雑
誌
『
ク
レ
ス
コ
』
の
政
治
学
入
門
講
座
だ
が
、
そ

れ
は
二
〇
一
〇
年
五
月
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
「
政
治
の
動
向
を
、
運
動
と
政
治
対
抗
の
所
産
と
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し
て
み
る
視
角
」
が
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

著
者
は
民
主
党
政
権
を
、
①
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
の
政
権
発
足
か
ら
一
〇
年
五
月
ま
で
の
動
揺
期
、
②
菅
政

権
発
足
か
ら
一
二
年
六
月
ま
で
の
変
節
期
、
③
三
党
合
意
成
立
以
降
の
「
事
実
上
の
『
大
連
立
』
政
治
の
開
始

期
」
と
い
う
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、
こ
の
第
二
期
と
第
三
期
の
時
期
を
直
接
の
対
象
と
し
、
そ
の
多
く
は
現
在
進
行
形
で
書
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
補
う
形
で
、「
現
在
の
時
点
か
ら
の
長
め
の
補
足
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
本
書
が
言
及
し

て
い
る
テ
ー
マ
の
理
解
を
助
け
る
も
の
で
、
有
益
だ
と
い
え
る
。

　
　
　

◇

　

本
書
は
、
鳩
山
首
相
の
辞
任
と
菅
政
権
の
成
立
、
参
院
選
で
の
民
主
党
大
敗
、
菅
と
小
沢
が
対
決
し
た
代
表

選
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
提
起
、
大
震
災
と
原
発
事
故
、
菅
退
陣
と
野
田
首
相
の
登
場
、
消
費
税
増

税
に
つ
い
て
の
三
党
合
意
な
ど
の
経
緯
を
た
ど
っ
た
民
主
党
政
権
の
側
面
史
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
著

者
は
こ
れ
を
「『
新
鮮
な
』
素
材
を
調
理
し
て
、
食
べ
て
も
ら
う
こ
と
」
だ
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
本
書
に
は
「
も
う
一
つ
の
ね
ら
い
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
個
々
の
政
治
現
象
の
分
析
、
関
連
づ

け
を
お
こ
な
う
際
の
方
法
、
視
角
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
」、「
自
ら
目
の
前
の
問
題
に
接
近
・
分
析
す
る

仕
方
を
提
供
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　

前
者
を
タ
テ
糸
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
ヨ
コ
糸
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
本
書
を
「
あ
え
て
『
政
治
学
入
門
』

と
し
た
」
の
は
、
こ
の
「
双
方
を
通
じ
て
、
政
治
現
象
の
読
み
方
と
、
分
析
の
方
法
の
両
方
を
明
ら
か
に
し
よ
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う
と
い
う
野
心
を
持
っ
て
い
た
た
め
」
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

本
書
の
特
色
は
、
こ
の
後
者
の
「
ヨ
コ
糸
」
に
あ
る
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
主
題
」
は
、
第
一
に
政
治

家
論
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
鳩
山
由
紀
夫
、
菅
直
人
、
小
沢
一
郎
、
橋
下
徹
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
個
人
が

果
た
す
役
割
（
能
動
性
）
と
そ
の
限
界
（
構
造
へ
の
被
規
定
性
）
の
両
面
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
選
挙
、
保
守
二
大
政
党
制
、
大
連
立
政
治
、
小
選
挙
区
制
や
議
員
定
数
、
地
方
分
権
な
ど
の
政
治

的
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
歴
史
の
段
階
や
特
定
の
政
治
的
構
造
と
対
抗
の
な
か
で
「
独
特
の
役
割
と
機
能
を

持
た
ざ
る
を
え
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
制
度
で
も
そ
の
役
割
や
機
能
は
変
化
し
う
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
マ
ス
コ
ミ
と
い
う
社
会
的
装
置
の
検
討
で
あ
り
、
第
四
に
、
原
資
料
に
当
た
る
こ
と
の
重
要
性
で

あ
る
。
直
接
資
料
に
当
た
る
こ
と
は
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
へ
の
信
頼
性
が
大
き
く
低
下
し
て
い
る
今
日
、
と
り
わ

け
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

◇

　

本
書
に
は
学
ぶ
べ
き
多
く
知
見
が
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
若
干
の
論
点
を
提
起
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

　

そ
の
第
一
は
、「
保
守
二
大
政
党
の
地
盤
沈
下
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
〇
年
参
院
選
か
ら
「
始
ま

っ
た
」
も
の
で
、
今
回
の
総
選
挙
で
も
「
新
党
ブ
ー
ム
」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
あ
く
ま
で
過
渡
的

現
象
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
過
渡
」
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
。
そ
の
先
に
は
ど
の

よ
う
な
政
党
制
が
あ
り
得
る
の
か
が
、
次
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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第
二
に
、
本
書
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
小
沢
一
郎
の
狙
い
と
役
割
で
あ
る
。
著
者
は
「
小
沢
一
郎
の
政
治
的

目
標
も
、
改
革
遂
行
の
た
め
の
政
治
体
制
づ
く
り
、
具
体
的
に
は
保
守
二
大
政
党
制
の
確
立
に
あ
る
」
と
し
て

い
る
が
、
今
回
の
総
選
挙
の
結
果
、
日
本
未
来
の
党
は
惨
敗
し
、
小
沢
は
新
党
「
生
活
の
党
」
の
代
表
に
な

っ
た
。
そ
の
狙
い
は
挫
折
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
再
び
、
復
活
す
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
三
に
、
地
域
主
権
改
革
は
、
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
責
任
を
放
棄
し
て
自
治
体
に
ゆ
だ
ね
、「
自
治
体

が
自
由
に
基
準
な
ど
を
切
り
下
げ
」
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
橋
下
の
国
政
進
出
は
こ
れ
を
全
国
に
拡
大
す
る
意

味
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
維
新
の
会
「
維
新
八
策
（
各
論
）」
に
「
地
方
の
条
例
制
定
権
の
自
立
（
上

書
き
権
）（「
基
本
法
」
の
範
囲
内
で
条
例
制
定
）
憲
法
九
四
条
の
改
正
」
な
ど
の
項
目
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
も
こ
の
た
め
だ
と
解
釈
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
四
に
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
つ
い
て
の
二
つ
の
系
譜
が
指
摘
さ
れ
、
安
倍
新
内
閣
で
は
、
社
会

保
障
費
の
削
減
も
消
費
税
の
増
税
も
、
と
い
う
財
界
型
が
復
活
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
極
め
て
重
要
な
指
摘
だ

が
、
そ
れ
が
生
み
出
す
軋
轢
や
矛
盾
に
つ
い
て
も
分
析
の
メ
ス
を
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

第
五
に
、
安
倍
新
政
権
は
国
土
強
靱
化
を
口
実
に
二
〇
〇
兆
円
も
の
バ
ラ
撒
き
政
策
を
実
施
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
古
い
自
民
党
型
の
開
発
主
義
的
政
策
と
新
自
由
主
義
政
策
の
再
起
動
と
の
関
連
を
ど
う
考

え
た
ら
良
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
政
策
的
不
整
合
が
生
み
出
す
葛
藤
へ
の
注
目
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
は
本
書
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
課
題
と

し
て
提
起
し
て
お
き
た
い
。
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◇

　

本
書
は
「
私
た
ち
は
ど
こ
ま
で
き
た
の
か
、
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
章
で
閉
じ
ら
れ
、
軍
事

大
国
と
構
造
改
革
の
再
起
動
が
図
ら
れ
る
「
後
期
新
自
由
主
義
時
代
」
と
い
う
「
容
易
な
ら
ぬ
情
勢
の
入
り
口

に
立
っ
て
い
る
」
と
の
現
状
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
後
期
」
を
短
期
に
終
わ
ら
せ
、
次
の
新
た
な
局
面
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
は
、「
私
た
ち
の
運
動
」
に
か
か
っ
て
お
り
、
こ
の
「
攻
勢
を
逆
に
阻
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
時
代
を
私
た

ち
の
手
で
掴
む
こ
と
で
き
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
攻
防
の
政
治
学
」
と
し
て
の
本
書
は
、
そ
の
た
め
の
有

力
な
武
器
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。


