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政
権
交
代
で
鳩
山
連
立
政
権
が
誕
生
し
て
半
年
が
た
つ
が
、
こ
の

政
権
の
近
未
来
を
見
定
め
る
の
は
難
し
い
。
小
沢
一
郎
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
す
す
め
ら
れ
た
政
治
資
金
規
正
法
違
反
を
名
と
す
る
検
察
の
殴

り
こ
み
的
な
捜
査
は
小
沢
逮
捕
の
手
前
で
頓
挫
し
、
検
察
の
敗
北
が

言
わ
れ
る
一
方
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
民
主
党
と
連
立
政
権
が
満
身

に
傷
を
負
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
普
天
間
移
設
」
問
題
に
は

五
月
中
に
結
論
を
出
す
と
鳩
山
首
相
は
約
束
し
て
い
る
が
、
成
算
は

な
さ
そ
う
で
あ
り
、
七
月
に
は
参
院
選
が
迫
っ
て
い
る
。
状
況
が
大

き
く
動
く
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

だ
が
短
期
的
予
測
を
こ
え
て
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
戦
後
日
本
を

支
配
し
た
自
民
党
政
権
が
崩
壊
し
、｢

政
権
交
代｣

が
実
現
し
た
こ

と
の
意
味
を
大
き
く
つ
か
ん
で
お
く
こ
と
は
、
こ
の
政
権
の
浮
沈
に

か
か
わ
ら
ず
、
い
や
そ
の
浮
沈
を
越
え
て
ゆ
く
た
め
に
、
ぜ
ひ
と
も

必
要
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
、
昨
年
八
月
選
挙
で
の
自
民
党
政
権
の
敗
北
と
は
、
保
守
二

大
政
党
間
の
政
権
交
代
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
戦
後
政
治
支
配

レ
ジ
ー
ム
の
解
体
と
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
五
〇
年

に
わ
た
っ
て
続
い
た
自
民
党
支
配
と
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し

た
特
定
の
国
家
体
制

―
自
民
党
と
国
家
機
構
が
制
度
的
に
癒
着
し

た
体
制

―
を
表
わ
し
て
い
た
。
自
民
党
と
は
、
こ
の
国
家
体
制
の

つ
く
り
つ
け
の
装
置
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
政
権
交
代
を
前
提
に
し

た
政
党
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
民
党
は
、
メ
キ
シ
コ
を
半
世

紀
以
上
支
配
し
た
制
度
的
革
命
党
や
、
ほ
と
ん
ど
国
家
そ
の
も
の
と

同
一
視
さ
れ
た
一
九
四
七
〜
七
七
年
の
イ
ン
ド
の
国
民
会
議
派
、
ス

ハ
ル
ト
独
裁
と
一
体
化
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｋ
Ａ
Ｒ
体
制
、

い
や
中
国
に
お
け
る
中
国
共
産
党
支
配
と
さ
え
共
通
点
を
も
つ
政
治

的
支
配
制
度
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
必
要
が
あ
る
。

　

自
民
党
を
頭
部
に
組
み
込
ん
だ
戦
後
日
本
の
国
家
体
制
は
、
三
つ

の
相
互
に
矛
盾
し
合
う
原
理
の
折
衷
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
家
体
制

で
あ
る
と
、
私
は
何
度
も
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
の
三
原
理
と
は
、

軍
事
・
外
交
を
中
心
に
米
国
の
世
界
支
配
ド
ク
ト
リ
ン
に
一
体
化
す

る
ア
メ
リ
カ
帝
国
原
理
、
憲
法
の
規
定
す
る
平
和
主
義
と
民
主
主
義

の
原
理
、
そ
し
て
大
日
本
帝
国
の
過
去
を
肯
定
・
美
化
す
る
帝
国
継

承
原
理
で
あ
っ
た
。
日
米
安
保
体
制
、
最
近
で
は
「
日
米
同
盟
」
と

鳩
山
政
権
と
は
何
か
、
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か

―
自
民
党
レ
ジ
ー
ム
の
崩
壊
と
民
主
党
の
浮
遊

武
藤
一
羊
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米
国
原
理
と
憲
法
平
和
主
義
と
い
う
二
つ
の
原
理
と
シ
ス
テ
ム
を
背

中
合
わ
せ
に
結
合
し
て
、
市
民
の
日
常
か
ら
両
者
の
矛
盾
を
隔
離
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
権
力
が
一
九
六
〇
年
安
保
闘
争
か
ら
引

き
出
し
た
教
訓
で
あ
っ
た
。
そ
の
隔
離
の
決
め
手
が
沖
縄
で
あ
っ
た
。

一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
っ
て
沖
縄
を
米

国
の
軍
事
植
民
地
と
し
て
提
供
し
た
あ
と
、一
九
七
二
年
の
「
復
帰
」

に
よ
っ
て
沖
縄
を
国
内
植
民
地
と
し
て
再
統
合
す
る
こ
と
で
、
戦
後

日
本
国
家
は
、
米
軍
基
地
の
負
担
を
圧
倒
的
に
沖
縄
に
背
負
わ
せ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
本
土
政
治
に
お
け
る
両
原
理
の
矛
盾
の
表
面
化
を
防

い
だ
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
の
安
保
改
定
に
い
た
る
期
間
に
日
本

本
土
の
米
軍
基
地
は
四
分
の
一
に
減
ら
さ
れ
、
海
兵
隊
は
沖
縄
に
移

さ
れ
、
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
二
倍
に
増
え
た
。
さ
ら
に
沖
縄
返
還
を

は
さ
ん
で
本
土
の
米
軍
基
地
は
さ
ら
に
三
分
の
一
に
減
っ
た
が
、
沖

縄
の
基
地
は
ほ
と
ん
ど
縮
小
さ
れ
な
か
っ
た
［
１
］。
こ
う
し
て
自
民

党
政
権
は
基
地
問
題
を
「
沖
縄
化
」
す
る
こ
と
で
、「
安
保
」
を
本

土
政
治
か
ら
ほ
ぼ
消
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　

基
地
と
教
科
書
と
い
う
戦
後
国
家
の
二
大
原
理
に
か
か
わ
る
問
題

で
、
沖
縄
は
抵
抗
を
続
け
、
断
固
と
し
た
姿
勢
を
示
し
て
き
た
。
こ

の
抵
抗
は
戦
後
日
本
国
家
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、

政
権
も
主
流
メ
デ
ィ
ア
も
、
沖
縄
に
お
け
る
基
地
問
題
は
ロ
ー
カ
ル

な
問
題
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
沖
縄
が
基
地
問
題

の
「
沖
縄
化
」
を
拒
否
す
る
と
き
、「
安
保
」
は
確
実
に
本
土
政
治
に
、

本
土
社
会
に
、
舞
い
戻
る
で
あ
ろ
う
。
普
天
間
基
地
の
「
県
内
移
設

称
さ
れ
る
も
の
が
第
一
の
原
理
の
実
体
で
あ
り
、
日
本
の
軍
事
力
の

育
成
・
強
化
も
基
本
的
に
こ
の
原
理
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
国
家
の
骨
格
が
占
領
下
に
お
い
て
形
成
さ
れ
、

戦
後
の
米
国
の
グ
ロ
ー
バ
ル
覇
権
シ
ス
テ
ム
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し

て
形
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
米
国
原
理
は
そ
の
強
制
力
に
お
い
て
三

原
理
の
な
か
の
最
強
の
決
定
力
を
ふ
る
う
原
理
で
あ
り
続
け
た
。
と

は
い
え
、
国
内
的
に
は
一
九
四
七
年
憲
法
が
国
の
構
成
原
理
で
あ
り

続
け
、
軍
事
化
に
大
き
い
制
約
を
課
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
自

民
党
政
権
は
、
こ
の
憲
法
下
で
統
治
し
つ
つ
、
そ
の
非
武
装
平
和
主

義
を
廃
棄
す
る
た
め
に
他
の
二
原
理

―
そ
の
両
者
も
鋭
く
矛
盾
す

る
の
で
は
あ
っ
た
が

―
の
優
位
を
打
ち
立
て
る
系
統
的
な
企
て
を

一
貫
し
て
進
め
て
き
た
。
そ
の
企
て
は
過
去
一
〇
年
で
加
速
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
米
国
と
の
関
係
で
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
戦
争
支
持
、

自
衛
隊
の
戦
争
参
加
と
「
米
軍
再
編
」
に
よ
る
米
国
と
の
軍
事
的
一

体
化
、
他
方
で
は
、「
自
虐
史
観
」
の
排
撃
を
か
か
げ
る
極
右
勢
力

に
よ
る
自
民
党
の
多
数
派
掌
握
、
改
憲
に
よ
る
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か

ら
の
脱
却
」
を
掲
げ
る
安
倍
政
権
の
誕
生
が
、
こ
の
企
て
の
八
割
方

の
成
功
を
示
す
か
に
見
え
て
い
た
。
だ
が
そ
こ
ま
で
で
あ
っ
た
。
米

国
で
は
オ
バ
マ
が
勝
利
し
、
孤
立
と
崩
壊
の
予
感
に
あ
え
ぐ
ア
メ
リ

カ
帝
国
の
軟
着
陸
地
点
を
探
し
始
め
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
戦
略
へ
の
賭
け

は
完
全
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
安
倍
内
閣
の
自
壊
は
帝
国
継

承
原
理
の
破
綻
を
端
的
に
示
す
も
の
と
な
っ
た
。

　

五
〇
年
続
い
た
自
民
党
レ
ジ
ー
ム
の
安
定
性
の
秘
密
の
一
つ
は
、

拒
否
」
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
を
告
げ
て
い
る
の
だ
。

自
民
党
か
ら
の
「
政
治
空
間
」
の
相
続

　

自
民
党
政
権
の
没
落
は
、
こ
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
戦

後
国
家
レ
ジ
ー
ム
次
元
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
国
家
体
制
が
全

面
的
に
崩
壊
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
国
家
体
制
は
無
傷
で
、

そ
の
内
部
で
政
権
交
代
が
起
こ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
と
ら
え
る
の
で

は
、
状
況
の
性
格
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
起
こ
っ
た
こ
と
は

そ
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
八
月
総
選
挙
に
お
け
る

自
民
党
の
敗
北
に
よ
っ
て
戦
後
国
家
体
制
は
解
体
と
変
容
の
プ
ロ
セ

ス
に
入
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
民
衆
運
動
が
介
入
す
る

新
し
い
空
間
の
生
成
・
拡
大
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
の
だ
。

　

こ
の
解
体
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
沖
縄
を
除
い
て
、

そ
れ
が
主
と
し
て
大
規
模
な
街
頭
行
動
な
ど
下
か
ら
の
民
衆
の
立
ち

上
が
り
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
民
党
国

家
体
制
の
自
壊
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
自
壊
は
自
民
党
体
制
の
社
会
的
基
盤
の
崩
壊
に
よ
っ
て
起

こ
っ
た
。
戦
後
国
家
体
制
が
内
的
整
合
性
を
欠
い
て
い
た
の
に
半
世

紀
余
に
わ
た
っ
て
存
続
で
き
た
の
は
、
そ
れ
が
独
特
の
社
会
的
統
合

の
下
部
構
造
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
高
度

成
長
期
に
明
確
な
形
を
と
っ
た
こ
の
統
合
様
式
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
的
な
諸
利
害
を
、
財
界
を
は
じ
め
圧
力
集
団
と
結
合
し
た
自
民
党

内
諸
勢
力
、
諸
利
益
集
団
と
結
合
し
た
省
庁
の
活
動
、
地
元
に
お
け

る
土
建
業
や
地
域
組
織
な
ど
を
通
じ
て
、
重
層
的
に
政
策
に
合
成
し

て
い
く
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
体
制
は
、
社
会
党
・
総
評
・

共
産
党
な
ど
左
か
ら
の
反
対
派
を
抱
え
て
い
た
と
は
い
え
、
自
民
党

は
こ
の
制
度
全
体
を
代
表
す
る
「
国
民
政
党
」
で
あ
る
と
称
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
支
配
を
裏
付
け
た
の
は
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
一

国
主
義
的
資
本
蓄
積
様
式

―
日
本
国
領
土
を
生
産
・
輸
出
基
地
と

す
る
蓄
積
様
式

―
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
九
八
〇
年
代
に
開
始
さ
れ
、

九
〇
年
代
に
大
波
の
よ
う
に
日
本
を
巻
き
込
ん
だ
世
界
資
本
主
義
の

新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
こ
の
国
民
統
合
の
前
提
を
掘
り

崩
さ
な
い
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
一
年
に
登
場
し

た
小
泉
政
権
は
「
構
造
改
革
」
と
い
う
名
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化

と
、
民
営
化
に
よ
る
福
祉
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
解
体
を
推
進
し
、
自

民
党
体
制
の
国
民
統
合
基
盤
そ
の
も
の
を
あ
え
て
破
壊
し
た
。
小
泉

は
こ
の
「
改
革
」
へ
の
「
抵
抗
勢
力
」
は
粉
砕
す
る
、
そ
の
た
め
に

は
自
民
党
を
ぶ
っ
壊
し
て
も
い
い
と
宣
言
し
た
。
そ
し
て
そ
の
通
り
、

自
民
党
は
み
ず
か
ら
の
基
盤
を
ぶ
ち
壊
し
、
自
壊
の
道
に
入
っ
た
。

　

こ
の
経
緯
は
、
す
で
に
大
方
の
論
者
が
論
じ
て
い
る
の
で
繰
り
返

す
ま
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
自
民
党
支
配
と
そ
の
崩
壊
の

経
緯
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
今
日
の
政
治
に
刻
印
し
て
い
る
の
か
が

問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
、
自
民
党
は
ア
メ
リ
カ

の
民
主
、
共
和
両
党
や
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
、
労
働
党
の
よ
う
な
二

大
政
党
の
一
極
と
し
て
の
政
党
で
は
な
く
、
戦
後
国
家
に
作
り
つ
け

の
統
治
装
置
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
倒
し
て
成
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立
し
た
民
主
党
政
権
は
、
一
方
に
お
い
て
、
こ
の
装
置
全
体
へ
の
選

挙
民
の
不
信
と
拒
否
の
受
け
皿
と
し
て
信
任
さ
れ
た
と
同
時
に
、
逆

説
的
に
、
自
民
党
を
取
り
外
し
た
姿
で
の
こ
の
装
置
の
相
続
人
と
し

て
、
そ
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
民
主
党
は
、
自
民
党
と
の
全
面
的
な
政
策
的
対
決
で
勝

利
し
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
。
選
挙
戦
の
最
中
、
麻
生
太

郎
は
声
を
か
ら
し
て
「
政
権
で
な
く
、政
策
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
！
」

と
よ
び
か
け
、
テ
レ
ビ
討
論
で
「
争
点
は
？
」
と
聞
か
れ
た
岡
田
克

也
は
「
政
権
交
代
が
争
点
で
す
」
と
答
え
る
と
い
う
奇
妙
な
光
景
が

見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
特
殊
な
性
格
を
端
的

に
表
わ
し
て
い
た
。
こ
の
政
権
は
、
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
な
政
治

的
立
場
に
つ
い
て
の
一
致
を
欠
き
、
リ
ベ
ラ
ル
左
派
か
ら
極
右
ま
で
、

新
自
由
主
義
推
進
派
か
ら
地
元
利
益
推
進
派
ま
で
、
改
憲
派
か
ら
護

憲
派
ま
で
、
平
和
主
義
者
か
ら
軍
拡
主
義
者
ま
で
を
包
含
す
る
正
体

の
つ
か
み
に
く
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
民
党
レ
ジ
ー
ム
を

倒
し
、
政
権
に
就
く
ま
で
は
そ
れ
で
済
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

民
主
党
は
こ
う
し
て
自
民
党
が
占
め
て
い
た
空
間
（
国
民
政
党
の

建
前
）
を
相
続
し
た
。
笑
っ
て
い
た
チ
ェ
シ
ャ
ー
猫
の
体
は
消
え
て

い
っ
た
が
、
笑
い
だ
け
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
空
間
の
な
か
に
は
、
今
後
の
統
治
の
た
め
に
依
拠
し
う

る
遺
産
は
な
か
っ
た
。
で
は
こ
の
空
間
を
埋
め
る
た
め
に
は
、
ど
の

よ
う
な
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
れ
ば
い
い
の
か
。
い
か
な
る
政
治

的
存
在
と
し
て
、
ど
こ
に
国
民
統
合
の
基
盤
を
求
め
れ
ば
い
い
の
か
。

政
権
を
握
っ
た
あ
と
民
主
党
は
、
そ
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

原
則
な
き
政
策
の
浮
遊

　

そ
れ
に
し
て
も
、
政
権
を
倒
し
て
政
権
に
つ
こ
う
と
す
る
以
上
、

民
主
党
は
自
民
党
と
は
異
な
る
政
治
姿
勢
と
政
策
を
打
ち
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
今
回
の
政
権
交
代
が
、
直
接
に
強
力
な
社
会

運
動
に
依
拠
し
て
実
現
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
社
会
の

下
か
ら
の
運
動
に
よ
る
圧
力
が
こ
の
党
の
政
策
的
方
向
性
に
か
な
り

の
影
響
を
与
え
、
自
民
党
の
推
進
し
た
政
策
と
は
逆
向
き
の
ベ
ク
ト

ル
を
与
え
た
こ
と
を
過
少
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
明
確

で
強
力
な
意
思
表
明
は
沖
縄
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
普
天
間

基
地
問
題
を
第
一
級
の
政
治
課
題
に
押
し
上
げ
た
。
ま
た
小
泉
構
造

改
革
の
も
た
ら
し
た
福
祉
の
切
り
捨
て
や
不
安
定
雇
用
、
失
業
、
貧

困
の
拡
大
は
、
新
し
い
抵
抗
の
動
き
を
う
み
だ
し
つ
つ
あ
り
、
民
主

党
は
こ
れ
ら
の
下
か
ら
の
圧
力
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
た
基
本
政
策
と

理
念
は
、
た
し
か
に
自
民
党
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
た
し
、
一
月
末

に
行
わ
れ
た
首
相
の
施
政
方
針
演
説
は
「
い
の
ち
を
守
る
」
と
い
う

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
満
た
さ
れ
て
い
た
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
分
析

は
す
で
に
多
く
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
そ

れ
が
「
政
治
主
導
」、「
脱
官
僚
」、「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
間
へ
」

な
ど
の
言
葉
で
、
自
民
党
レ
ジ
ー
ム
の
旧
来
の
利
益
誘
導
型
統
合
様

式
を
壊
そ
う
と
す
る
意
欲
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
小
泉
政
権

の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
改
革
へ
の
批
判
の
立
場
か
ら
派
遣
労
働
や
貧
困
の

問
題
に
と
り
く
む
こ
と
を
公
約
し
、
財
界
の
抵
抗
を
あ
る
程
度
押
し

切
っ
て
で
も
、
労
働
と
福
祉
の
改
善
へ
向
か
う
具
体
策
を
約
束
し
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
権
成
立
か
ら
半
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る

今
、
こ
の
政
権
が
何
で
あ
る
の
か
、
ど
こ
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る

の
か
は
ま
す
ま
す
不
確
定
で
あ
る
。
こ
の
不
確
定
さ
は
、
自
民
党
か

ら
の
政
治
空
間
の
継
承
の
様
態
に
起
因
す
る
も
の
な
の
で
、
構
造
的

で
あ
る
。

　

精
力
的
に
政
権
分
析
を
展
開
し
て
い
る
渡
辺
治
は
、
民
主
党
を
、

新
自
由
主
義
的
な
「
頭
部
」（
鳩
山
由
紀
夫
・
岡
田
克
也
・
仙
谷
由

人
な
ど
）、利
益
誘
導
の
お
株
を
奪
い
自
民
党
の
壊
滅
を
狙
う「
胴
体
」

（
小
沢
一
郎
）、
個
別
社
会
運
動
と
連
携
し
て
福
祉
路
線
を
と
る｢

手

足｣

（
長
妻
昭
、
山
井
和
則
な
ど
）
の
三
つ
の
勢
力
が
ば
ら
ば
ら
に

動
い
て
い
る
姿
で
と
ら
え
、現
在
は
「
胴
体
」
が
力
を
強
め
、「
頭
部
」

の
分
裂
を
生
み
、「
手
足
」
は
奔
走
に
疲
弊
し
て
き
た
局
面
に
あ
る

と
捉
え
て
い
る
［
２
］。「
頭
部
」、「
胴
体
」、「
手
足
」
と
い
う
の
は

機
能
的
な
分
類
だ
が
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
政
治
路
線
に
対
応
し
て
い

る
と
い
う
大
胆
な
見
解
で
あ
る
。
だ
が
私
は
こ
の
分
類
が
新
自
由
主

義
＝
「
構
造
改
革
」
基
準
に
偏
り
す
ぎ
て
い
る
た
め
、
現
実
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
だ
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
間
の
一
連
の
渡
辺
の
分
析
の
中
で
、
不
思
議
に
欠

け
て
い
る
、
も
し
く
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
は
右
翼
（
渡
辺
に
よ
れ

ば
「
新
保
守
」）
の
評
価
で
あ
る
。
右
翼
勢
力
が
自
民
党
の
多
数
派

と
な
り
安
倍
政
権
の
成
立
と
い
う
戦
後
国
家
の
原
理
に
か
か
わ
る
重

大
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の
は
つ
い
先
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
り
、
民
主

党
の
内
部
に
も
右
翼
は
無
視
で
き
な
い
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
軽

視
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
勢
力
は
、
定
住
外
国
人
へ
の

地
方
参
政
権
の
問
題
を
焦
点
に
、
民
主
党
内
外
か
ら
鳩
山
政
権
を
揺

す
ぶ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

　

鳩
山
政
権
の
ふ
る
ま
い
で
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
政
権
が
自
民
党

が
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
き
た
政
治
的
悪
行
に
つ
い
て
き
わ
め
て
寛

大
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
新
政
権
は
、
自
民
党
レ
ジ
ー
ム
か
ら
ど
れ

ほ
ど
膨
大
な
負
の
政
治
的
財
産
を
引
き
継
い
だ
の
か
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
の
清
算
と
い
う
困
難
な
仕
事
に
挑
戦
す
る
決
意
を
示
し
、
そ
の

仕
事
を
支
持
す
る
よ
う
広
く
人
び
と
に
訴
え
る
の
が
当
然
と
思
わ
れ

る
の
に
、
政
官
癒
着
や
天
下
り
な
ど
特
定
の
分
野
を
除
い
て
は
、
そ

れ
を
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
世
論
を
政
権
に
引
き
つ
け
る
上

で
も
得
策
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
に
、
肝
心
の
問
題
で
そ
れ
を
し

な
い
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
二
転
三
転
、
行
き
先
の
見
え
な
い
「
普
天
間
移
転
」

問
題
で
も
こ
の
問
題
の
元
凶
が
歴
代
自
民
党
政
権
の
「
安
保
再
定

義
」・「
米
軍
再
編
」
合
意
と
い
う
対
米
追
従
に
あ
る
こ
と
を
一
度
も

指
摘
し
な
い
の
だ
。
本
来
な
ら
、
民
主
党
政
権
は
、
沖
縄
に
お
け
る

危
険
な
老
朽
基
地
閉
鎖
を
新
鋭
基
地
建
設
と
バ
ー
タ
ー
す
る
Ｓ
Ａ
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Ｃ
Ｏ
合
意
、
さ
ら
に
自
民
党
政
府
が
結
ん
だ
米
軍
再
編
取
り
決
め

（
と
く
に
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
）
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
な
い
、
し
た
が
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
米
国
と
再
交
渉
を
開
始
す
る
、
こ
の
困
難
な
交
渉

で
ぜ
ひ
政
府
を
支
持
し
て
ほ
し
い
と
呼
び
掛
け
る
の
が
当
た
り
前
で

あ
ろ
う
。
ア
ス
ナ
ー
ル
国
民
党
政
権
の
も
と
で
ブ
ッ
シ
ュ
の
イ
ラ
ク

侵
略
を
熱
烈
に
支
持
、
派
兵
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
は
二
〇
〇
四
年
総

選
挙
で
社
会
労
働
党
が
勝
利
す
る
と
、
前
政
権
の
約
束
を
取
り
消
し

て
、
直
ち
に
イ
ラ
ク
か
ら
撤
兵
し
た
。
政
権
交
代
と
は
本
来
そ
う
し

た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
鳩
山
政
権
は
、
自
民
党
政
権
の
対
米
合
意
を

再
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
る
こ
と
な
し
に
、沖
縄
の
「
県
外
移
設
」

の
声
に
こ
た
え
る
と
し
て
「
代
替
基
地
」
探
し
と
い
う
不
毛
な
ゲ
ー

ム
を
演
じ
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
何
か
沖
縄
に
恩
着
せ
が
ま

し
く
、
迷
惑
そ
う
に
で
あ
る
。「
県
外
移
設
」
と
は
、
沖
縄
か
ら
基

地
を
ど
け
ろ
、
つ
く
る
な
と
い
う
沖
縄
の
叫
び
で
あ
る
。
沖
縄
は
べ

つ
に
「
移
設
」
先
探
し
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
東
京
と
ワ
シ
ン
ト
ン
が
沖
縄
の
頭
越
し
に
決
め
た
「
移
設
」
以

外
に
基
地
を
ど
け
る
方
法
が
な
い
と
い
う
な
ら
、
そ
し
て
「
日
米
安

保
」
が
そ
れ
ほ
ど
大
切
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
を
決
め
た
ヤ
マ
ト
（
県

外
）
か
ア
メ
リ
カ
領
土
（
国
外
）
へ
も
っ
て
い
け
と
い
う
要
求
で
あ

る
。だ
か
ら
中
央
政
府
が
こ
の
声
を
オ
ウ
ム
返
し
に
し
て
、「
移
設
先
」

を
探
し
回
る
（
ふ
り
を
す
る
）
の
は
噴
飯
も
の
で
あ
る
。
こ
の
沖
縄

の
声
を
政
治
の
言
葉
に
翻
訳
し
て
実
行
に
移
す
の
が
中
央
政
府
の
本

来
の
仕
事
で
あ
る
は
す
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
天
間
基
地
の
無
条
件
閉

鎖
を
米
国
と
交
渉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
交
渉
に
お
い
て

政
府
を
支
持
し
て
く
れ
と
「
日
本
国
民
」
に
訴
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
し
な
い
の
は
、
自
民
党
政
権
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
日
米
関

係
を
変
更
す
る
つ
も
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
普
天
間
を
め
ぐ
る
奇

妙
な
経
過
は
、マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
お
け
る
「
対
等
な
日
米
同
盟
関
係
」

と
か
「
米
軍
再
編
や
在
日
米
軍
基
地
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
見
直
し

の
方
向
で
す
す
む
」
な
ど
と
い
う
文
言
が
原
則
の
次
元
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
劇
的
に
例
示
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

日
米
関
係
だ
け
で
は
な
い
。
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
ア
ジ
ア

外
交
重
視
を
言
い
な
が
ら
「
歴
史
認
識
」
に
か
か
わ
る
問
題
に
は
一

言
も
触
れ
て
い
な
い
。「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
採
択
を
上
か
ら
推

進
し
て
き
た
自
民
党
政
権
の
批
判
も
な
け
れ
ば
、
戦
後
補
償
問
題
に

つ
い
て
の
言
及
も
な
い
。
憲
法
に
つ
い
て
は
「
国
民
の
自
由
闊
達
な

憲
法
論
議
を
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
最
後
に
付
し
て
あ
る
だ
け
の
扱
い

で
あ
る
。

　

私
は
日
本
に
お
け
る
今
日
の
政
権
の
性
格
を
測
る
に
は
（
１
）「
日

米
同
盟
」
と
呼
ば
れ
る
対
米
関
係
、（
２
）
憲
法
平
和
主
義
、（
３
）

帝
国
継
承
原
理
、（
４
）
新
自
由
主
義
と
社
会
的
連
帯
、（
５
）
人
種
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
社
会
的
差
別
、
な
ど
最
低
五
つ
の
原
則
的
分
野

で
の
立
場
を
基
準
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
自
民
党
レ
ジ
ー
ム

の
崩
壊
は
こ
れ
ら
の
原
則
的
分
野
に
つ
い
て
の
日
本
国
家
の
再
位
置

取
り
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鳩
山
政
権
が
、
自
民
党
政
権
の

政
治
へ
の
明
確
な
否
定
を
避
け
る
の
は
こ
れ
ら
の
問
題
の
ど
れ
に
た

い
し
て
も
原
則
的
な
立
場
を
選
択
し
て
い
な
い
、
い
や
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。

過
渡
と
し
て
の
民
主
党
政
権

　
―
政
治
の
再
編
成
と
民
衆
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
へ

　

民
主
党
の
こ
の
弱
点
に
つ
け
こ
ん
で
自
民
党
が
巻
き
返
し
、
再
度

多
数
派
を
獲
得
し
、
政
権
に
復
帰
す
る
可
能
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
自
民
党
が
自
民
党
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
可
能
性
は
薄
い
。
自

民
党
の
集
票
力
は
、圧
倒
的
に
、政
権
党
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
野
党
と
な
っ
て
権
力
か
ら
遠
ざ

け
ら
れ
た
自
民
党
は
、
民
主
党
の
失
点
や
失
政
を
責
め
る
以
外
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
も
の
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
党

が
独
自
の
政
党
と
し
て
生
き
残
る
た
め
に
は
、理
屈
の
上
で
は
（
１
）

右
翼
路
線
に
純
化
す
る
、（
２
）財
界
に
よ
り
そ
っ
て
新
自
由
主
義（
ネ

オ
リ
ベ
）
に
純
化
す
る
か
の
二
つ
の
選
択
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
八

月
総
選
挙
前
、
私
は
、（
１
）
を
予
想
し
た
が
、
選
挙
で
多
く
の
右

翼
候
補
が
落
選
し
た
う
え
、
心
棒
と
な
る
は
ず
の
中
川
昭
一
は
急
死

し
、
こ
の
道
は
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
。
自
民
党
総
裁
選
で
は
、
ネ
オ

リ
ベ
路
線
を
代
表
し
て
立
候
補
し
た
河
野
太
郎
は
落
選
し
、
無
難
な

人
材
と
し
て
谷
垣
禎
一
が
総
裁
に
選
ば
れ
た
。
野
党
と
な
っ
た
こ
の

党
が
何
を
推
進
す
る
の
か
は
、
有
権
者
の
み
な
ら
ず
党
自
身
に
も
見

え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
世
論
調
査
で
の
鳩
山
内
閣
へ
の
支
持
率

が
低
下
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
民
党
へ
の
支
持
率
が
一
向

に
上
が
ら
ず
、
民
主
党
に
大
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
現
状
は
、
政
権

党
で
な
く
な
っ
た
自
民
党
と
い
う
も
の
が
、
小
沢
一
郎
が
言
い
放
っ

た
よ
う
に
「
政
権
交
代
で
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
し
、
政
党
の
体
を
な
し
て

い
な
い
状
態
に
な
っ
た
」［
３
］
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
小
選
挙
区
制
の
下
で
、
民
主
、
自
民
両
党
が

交
互
に
政
権
に
就
く
保
守
二
大
政
党
制
が
、
主
流
マ
ス
コ
ミ
の
期
待

ど
お
り
に
、
定
着
す
る
と
い
う
見
通
し
は
薄
く
な
る
。
で
は
民
主

党
は
、
か
つ
て
の
自
民
党
体
制
に
対
応
す
る
「
民
主
党
レ
ジ
ー
ム
」

―
党
が
体
制
そ
の
も
の
と
有
機
的
に
合
体
す
る
永
続
的
制
度

―

を
目
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
第
二
自
民
党
を
目
指
す
の
だ
ろ

う
か
。
目
指
し
た
と
し
て
そ
れ
を
作
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
渡
辺
治

に
よ
れ
ば
、
小
沢
は
「
自
民
党
を
利
益
誘
導
か
ら
閉
め
出
し
て
、
完

全
に
殺
す
」［
４
］
こ
と
を
目
指
し
て
精
力
的
に
か
つ
て
の
自
民
党
支

持
の
業
界
団
体
に
働
き
か
け
て
い
る
と
い
う
。
だ
が
、
民
主
党
を
利

益
誘
導
政
治
で
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
そ
れ
が

破
綻
し
た
か
ら
こ
そ
自
民
党
は
自
壊
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
ネ
オ

リ
ベ
政
治
は
小
泉
が
推
進
し
、
自
民
党
の
基
盤
を
崩
壊
さ
せ
た
元
凶

な
の
で
、
そ
こ
へ
の
純
化
は
自
殺
行
為
で
あ
る
。

　

民
主
党
が
、
か
つ
て
自
民
党
が
誇
っ
て
い
た
「
国
民
政
党
」
的
な

性
格
を
獲
得
し
、
自
身
を
制
度
化
す
る
こ
と
は
無
理
な
話
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
無
理
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
自
民
党
政
治
が
終
わ
り
、
戦

後
国
家
の
政
治
空
間
が
抜
け
が
ら
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

民
主
党
が
一
つ
の
政
党
と
し
て
権
力
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
れ
ば
、
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前
記
の
五
つ
の
原
則
的
分
野
で
ス
タ
ン
ス
を
決
め
、
そ
れ
に
見
合
う

お
の
が
じ
し
の
社
会
基
盤
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

他
方
、
自
民
党
の
空
白
を
埋
め
る
存
在
と
し
て
権
力
に
就
い
た
民
主

党
は
、
自
民
党
と
違
う
傾
向
を
あ
い
ま
い
に
示
す
こ
と
は
で
き
て
も
、

異
質
な
政
治
潮
流
を
抱
え
る
構
成
の
た
め
に
、
原
則
に
つ
い
て
明
確

な
立
場
を
と
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。
権
力
形
式
と

必
要
な
内
実
の
こ
の
不
釣
り
合
い
は
ど
こ
か
で
解
決
を
迫
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

　

民
主
党
は
し
た
が
っ
て
過
渡
的
政
党
で
あ
り
、
民
主
党
政
権
は
過

渡
的
政
権
で
あ
ろ
う
。
民
主
党
自
身
が
、
い
ず
れ
か
の
路
線
、
た
と

え
ば
小
沢
路
線
に
純
化
し
、
強
権
的
に
自
己
制
度
化
を
図
る
こ
と
は

あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
内
部
の
亀
裂
を
深
め
、
遅
か
れ

早
か
れ
、
政
治
勢
力
の
再
編
＝
離
合
集
散
の
局
面
を
生
み
だ
す
だ
ろ

う
。
そ
し
て
政
治
は
野
に
放
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
な
か
で
議
会
勢
力
が
多
少
と
も
原
則
的
な
立
場
の
線
で
再
結

合
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ネ
オ
リ
ベ
派
は
ネ
オ
リ
ベ
派
と
し
て
、

右
翼
は
右
翼
と
し
て
、
平
和
・
福
祉
派
は
平
和
・
福
祉
派
と
し
て
再

結
集
す
る
方
が
政
治
的
に
健
全
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な

明
確
な
分
岐
は
下
か
ら
の
民
衆
の
圧
力
な
し
に
は
起
こ
り
に
く
い
だ

ろ
う
。
必
要
な
再
編
成
は
、
個
別
の
イ
ッ
シ
ュ
ウ
の
解
決
を
中
央
権

力
に
期
待
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
力
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
横
に
つ
な
が
り
、
日
本
列
島
住
民
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い

て
ど
こ
か
気
脈
を
通
じ
あ
う
多
様
な
社
会
運
動
が
、
存
在
そ
の
も
の

と
し
て
、
権
力
に
与
え
続
け
る
圧
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
国
内
植
民
地
の
地
位
を
明
確
に
拒
否
し
始
め
た
沖
縄
の
存
在
は

そ
の
範
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
権
力
の
術
策
や
言
い
抜
け
や
買
収
が

も
は
や
力
を
失
い
つ
つ
あ
り
、
政
治
は
原
則
に
立
つ
こ
と
し
か
な
い

と
こ
ろ
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

八
月
総
選
挙
の
前
に
私
は
、「
争
点
を
つ
く
る
力
を
列
島
住
民
の

側
に
取
り
戻
」
す
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
［
５
］。「
争
点
を
ど
ち
ら

が
作
る
の
か
が
勝
負
を
決
め
る
。
名
前
を
つ
け
た
り
議
題
（
ア
ジ
ェ

ン
ダ
）
を
設
定
し
た
り
日
程
を
決
め
た
り
す
る
こ
と
は
一
つ
の
権
力

の
行
使
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
と
政
党
が
そ
の
権
力
を
勝
手
に
行
使
し

て
い
る
の
が
現
状
な
の
だ
」
と
。
そ
の
状
態
は
ま
だ
続
い
て
い
る
。

政
府
と
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
、
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
基
地
の
問
題
は

「
普
天
間
移
設
」
問
題
に
、
す
な
わ
ち
移
設
先
さ
が
し
の
問
題
に
す

り
替
え
ら
れ
た
。
沖
縄
と
ヤ
マ
ト
の
運
動
の
側
は
そ
れ
を
普
天
間
基

地
の
無
条
件
閉
鎖
の
問
題
、
沖
縄
に
新
基
地
を
作
ら
せ
な
い
問
題
と

捉
え
て
い
る
。
対
立
し
て
い
る
の
は
同
じ
問
題
へ
の
こ
の
二
つ
の
ア

ジ
ェ
ン
ダ
、
対
抗
的
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
な
の
だ
。

　

日
本
列
島
住
民
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
多
様
な
社
会
運
動
の
協
力
と
相

互
の
働
き
か
け
の
な
か
か
ら
生
み
だ
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

同
じ
文
章
で
、
私
は
こ
う
書
い
た
。

　

個
別
の
争
点
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
総
合
的
な
民

衆
側
の
議
題
を
つ
く
り
だ
す
自
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
政
治
家
に
期
待
を
か
け
た
り
、
お
願
い
し
た
り
す
る
の
で

は
な
く
、
ま
た
政
党
の
動
向
に
振
り
回
さ
れ
た
り
、「
政
権
交
代
」

に
参
入
し
て
ミ
イ
ラ
と
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
の
で
は
な
く
、
民
衆

が
ド
ン
と
か
ま
え
て
、
自
分
た
ち
の
議
題
に
照
ら
し
て
、
政
党
や

個
々
の
政
治
家
の
意
見
と
行
動
を
審
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
…
…
こ
こ
一
〇
年
、
淀
み
腐
っ
て
い
た
か
に
見
え
た
事
態
が

大
き
く
流
動
し
始
め
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
歓
迎
す
べ
き
事

実
な
の
だ
。
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
行
動
を
起
こ
し
て
こ
の
流
動
に

新
し
い
水
路
を
つ
く
ろ
う
。	

　

こ
う
書
い
た
の
は
去
年
の
七
月
八
日
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
八
ヵ

月
、
鳩
山
連
立
政
権
が
、
華
麗
だ
が
今
に
も
バ
ラ
け
そ
う
な
パ
ッ
チ

ワ
ー
ク
の
衣
を
ま
と
っ
た
全
姿
を
曝
し
つ
つ
あ
る
い
ま
、
私
た
ち
の

ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
形
成
す
る
必
要
は
ま
す
ま
す
切
実
な
も
の
に
な
っ
て

き
た
と
私
は
感
じ
て
い
る
。	

（
二
月
一
六
日
記
）

【
注
】

［
１
］
新
崎
盛
暉
﹃
沖
縄
現
代
史　

新
版
﹄（
岩
波
新
書
、
三
七
ペ
ー
ジ
）

［
２
］
渡
辺
治
／
木
下
ち
が
や
「
鳩
山
政
権
一
〇
〇
日
攻
防
と
そ
の
行
方
」

（﹃
現
代
思
想
﹄
二
〇
一
〇
年
二
月
号
）

［
３
］Yom

iuri online

（2010.02.14

）

［
４
］﹃
現
代
思
想
﹄
前
出
九
三
ペ
ー
ジ

［
５
］
武
藤
一
羊
「
帝
国
の
危
機
の
中
で
の
﹃
チ
ェ
ン
ジ
﹄
と
﹃
政
権
交
代
﹄」

（﹃
市
民
の
意
見
﹄
№
11
、
二
〇
〇
九
年
八
月
一
日
、
市
民
の
意
見
30
の

会
・
東
京
）

（
む
と
う 

い
ち
よ
う
／
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研
究
所
運
営
委
員
）
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す。私たちは、日本政府がこれらの問題についていまだに対米交渉の申し入れさえ行ってい

ないことに強い懸念を表明するとともに、対等な対米関係へ向けての政府の交渉努力につい

ては、それを強く支持するであろうことを申し添えます。

内閣総理大臣　鳩山由紀夫殿

2009年 12月８日

［提案呼びかけ人］
飯島信（日本キリスト教協議会総幹事）／石坂啓（漫画家）／岡田武夫（カトリック司教）

／勝方=稲福恵子（早稲田大学琉球・沖縄研究所）／川平朝清（東京沖縄県人会会長）／

鎌田慧（ルポライター）／斎藤貴男（ジャーナリスト）／中原道子（VAWW-NETジャパン）

／丹羽雅代（アジア女性資料センター）／広河隆一（フォト・ジャーナリスト）／武者小

路公秀（大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター）／武藤一羊（ピープルズ・プラン

研究所）／屋嘉宗彦（法政大学沖縄文化研究所所長）／吉川勇一（市民の意見30の会・

東京）

［編集部注］

この緊急提案は 501 名の連名者の名前とともに 2009 年 12 月 8 日、内閣府政策統括官（沖縄政策担

当）原田正司氏へ手渡されると同時に、鳩山首相宛に郵送された。

［鳩山首相への緊急提案］

「移設」方式を放棄し、普天間基地の閉鎖のための対米交渉を

　私たちは、日本政府が、沖縄での米軍普天間基地の無条件閉鎖と辺野古における新基地建

設プロジェクトの放棄をアメリカ合衆国政府に正式に求め、そのための外交交渉に入るよう

強く要請いたします。沖縄住民はしかるべき仕方でこの交渉に参加すべきです。

　私たちは、この問題への日本政府の姿勢が、すでに破綻した論理に導かれており、それゆ

え袋小路に落ち込むか、最悪の結果を沖縄住民に押し付けるかにしかならないことを恐れる

ものです。その論理とは「移設の論理」、すなわち普天間基地を閉鎖させるためにはその「移

設」先を日本政府が準備しなければならぬとする論理です。

　1995年米軍兵士による沖縄の少女強姦事件に抗議して沖縄に巻き起こった反基地運動の

高揚に直面して、日米両国政府は、沖縄への負担軽減という美名の下で、1996年 SACO

合意を行い、老朽化し「世界で一番危険な基地」となった普天間基地を閉鎖する代償として、

米国が1960年代から欲しがっていたと信じられる新鋭基地を辺野古に建設するという取

引を、当事者の沖縄住民の頭越しに行いました。それは宜野湾市の市民を人質にとり、身代

金として、辺野古の住民と自然環境を要求するに等しい行為でした。これによって基地閉鎖

問題は基地移設問題にすり替えられ、今日に至っています。

　この「移設」方式は、道徳的に非難に値するばかりでなく、現実的に破綻しました。

SACO合意から13年、辺野古基地建設は沖縄住民の粘り強い抵抗、環境運動など国際世論

の圧力などによって、袋小路に入っています。沖縄の住民は「県内移設」を断固として拒否

しています。だが基地をどこに「移設」しても、住民や自治体や市民運動の強い抵抗にであ

うのは不可避です。すなわち「移設」方式では、普天間基地の閉鎖はいつまでたっても実現

のめどがつかないのです。「検討してみたが県外は不可能」として、沖縄に舞い戻るなどと

いう不誠実は、鳩山政権に許されるはずはないと私たちは理解いたします。日本政府はこの

移設のワナから抜け出さなければなりません。すなわち「移設先」の設定を条件とする解決

方式をきっぱり放棄することが肝心です。

　SACO合意など国家間合意の存在ももはやこの方式の継続を支える根拠にはなりません。

13年という時間は「移設」方式の破産と無効を証明するに十分な長さです。方式の再検討

は不可避です。日本政府はそれを認め、普天間の無条件閉鎖の対米要求とならんで、ただち

に辺野古での基地建設の手続きと工事を凍結するよう要請します。そしてこの方式の破綻を

米国政府にも認めさせ、SACO合意の根本的見直しへ向かうことが必要です。私たちはそれ

が連立政権三党合意の線に沿って、1996年の日米安保共同宣言から2007年の「米軍再

編」にいたる自民党政権の悪しき対米関係の抜本的見直しへ進む一歩となるだろうと考えま


