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鳩
山
政
権
評
価
の
基
準

　

大
き
な
期
待
を
背
負
っ
て
出
発
し
た
鳩
山
政
権
だ
っ
た
が
、
内
閣

支
持
率
は
二
〇
％
台
に
ま
で
落
ち
込
み
、
政
権
の
存
続
す
ら
危
う
く

な
っ
て
い
る
。
政
治
と
カ
ネ
に
ま
つ
わ
る
疑
惑
を
払
拭
せ
ず
、
沖
縄

の
人
び
と
の
意
思
に
逆
ら
っ
て
ふ
た
た
び
新
基
地
を
辺
野
古
に
押
し

つ
け
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
政
権
を

自
民
党
亜
流
政
権
と
見
な
し
、
政
権
交
代
に
よ
っ
て
結
局
何
も
変
わ

ら
な
か
っ
た
と
切
り
捨
て
る
こ
と
は
、
た
や
す
い
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
自
民
党
が
体
現
し
た
日
本
の
戦
後
政
治
の

終
焉
と
い
う
歴
史
的
状
況
に
踏
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
鳩
山
政

権
の
迷
走
・
動
揺
・
後
退
も
ポ
ス
ト
自
民
党
政
治
の
時
代
に
起
こ
っ

て
い
る
特
有
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
な
政

権
交
代
に
よ
っ
て
成
立
し
た
鳩
山
政
権
が
、
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
の
迷

走
・
動
揺
・
後
退
を
続
け
て
き
た
の
か
。
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
、

あ
ら
た
め
て
こ
の
政
権
の
性
格
と
特
徴
を
捉
え
か
え
す
作
業
は
、
こ

れ
か
ら
の
日
本
の
政
治
の
行
く
末
を
展
望
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
の

作
業
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
こ
の
作
業
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
論
点
を
提
起
し
て

い
る
。
鳩
山
政
権
の
成
立
直
後
に
書
か
れ
た
本
書
は
、「
民
主
党
政

権
の
成
立
を
も
た
ら
し
た
力
と
政
権
の
向
う
今
後
の
方
向
を
、
新
自

由
主
義
問
題
を
基
軸
に
し
て
解
明
」
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
鳩

山
政
権
が
「
主
と
し
て
構
造
改
革
の
政
治
に
対
す
る
国
民
の
怒
り
と

…
…
運
動
の
力
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
自
由

主
義
（
構
造
改
革
の
政
治
）
を
推
進
す
る
政
権
に
な
る
危
険
性
を
強

調
し
、
そ
れ
へ
の
対
抗
と
し
て
「
新
し
い
福
祉
国
家
の
構
想
」
を
提

唱
し
て
い
る
。
本
書
で
は
、
新
自
由
主
義
（
構
造
改
革
の
政
治
）
か
、

そ
れ
と
も
新
福
祉
国
家
（
福
祉
の
政
治
）
か
と
い
う
対
立
軸
で
、
鳩

山
政
権
の
性
格
や
動
向
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

昨
夏
の
政
権
交
代
は
、
自
民
党
政
治
の
終
焉
（
官
僚
主
導
の
利
益

誘
導
政
治
の
没
落
、
新
自
由
主
義
的
改
革
の
破
綻
、
準
拠
枠
と
し
て

の
米
国
の
覇
権
の
凋
落
）
と
い
う
歴
史
的
状
況
の
産
物
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
鳩
山
政
権
の
評
価
に
と
っ
て
は
、
こ
の
政
権
に
（
そ
の

意
思
や
能
力
を
越
え
て
）
歴
史
的
に
課
せ
ら
れ
た
三
つ
の
課
題
が
基

鳩
山
政
権
は
、
な
ぜ
新
自
由
主
義
に
傾
く
の
か

―
渡
辺
治
ほ
か
『
新
自
由
主
義
か
新
福
祉
国
家
か
』
を
読
む

白
川
真
澄
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準
に
な
る
と
、
私
は
考
え
て
き
た
。
そ
の
第
一
は
、
官
僚
主
導
の
利

益
誘
導
政
治
に
終
止
符
を
打
て
る
か
。
第
二
は
、
小
泉
「
構
造
改

革
」
と
し
て
行
な
わ
れ
た
新
自
由
主
義
と
訣
別
で
き
る
か
。
第
三
は
、

対
米
依
存
・
従
属
の
政
治
か
ら
脱
け
出
し
、“
ア
ジ
ア
に
顔
を
向
け

る
”
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
の
こ
と
は
、
右
翼
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

対
決
し
、
戦
争
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

　

こ
う
し
た
評
価
基
準
か
ら
す
る
と
、
鳩
山
政
権
を
、
も
っ
ぱ
ら
新

自
由
主
義
対
新
福
祉
国
家
と
い
う
対
抗
軸
で
捉
え
て
い
く
視
点
（
本

書
で
も
渡
辺
論
文
の
な
か
で
「
民
主
党
政
権
下
で
改
憲
、
軍
事
大
国

化
は
ど
う
変
化
す
る
か
」
と
い
う
一
節
が
設
け
ら
れ
て
は
い
る
が
）

に
は
、
あ
る
種
の
狭
さ
と
限
界
が
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。

新
し
い
社
会
・
国
家
構
想
の
不
在
と
財
源
問
題

　

と
は
い
え
、
鳩
山
政
権
が
新
自
由
主
義
と
ど
こ
ま
で
訣
別
で
き
る

の
か
と
い
う
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、
本
書
は
豊
富
な
デ
ー
タ
を
駆
使
し

て
立
ち
入
っ
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
本
書
は
四
人
の
論
稿
か
ら
成

っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
総
論
的
な
位
置
を
占
め
る
渡
辺
治
の
「
政

権
交
代
と
民
主
党
政
権
の
行
方
」
の
内
容
に
少
し
立
ち
入
っ
て
み
た

い
。

　

鳩
山
政
権
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
も
首
相
の
所
信
表
明
演
説
（
昨

年
一
〇
月
）
で
も
、「
人
の
命
と
生
活
の
安
定
を
守
る
」
と
、
か
な

り
明
確
に
新
自
由
主
義
か
ら
の
転
換
を
宣
言
し
た
。
政
策
的
に
も
、

貧
困
率
の
公
表
や
生
活
保
護
の
母
子
加
算
の
復
活
を
行
い
、
労
働
者

派
遣
法
の
改
正
、
障
害
者
自
立
支
援
法
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

廃
止
を
決
め
た
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
度
予
算
で
は
、
子
ど
も
手

当
の
導
入
、
高
校
教
育
の
無
償
化
、
雇
用
保
険
の
適
用
範
囲
の
拡
大
、

地
方
交
付
税
の
増
額
を
行
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抜
け
穴
だ
ら

け
の
労
働
者
派
遣
法
改
正
案
や
子
ど
も
手
当
の
完
全
実
施
へ
の
躊
躇

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
雇
用
・
社
会
保
障
の
政
策
分
野
で
も
中
途

半
端
さ
や
後
退
が
い
ち
じ
る
し
く
目
立
っ
て
き
て
い
る
。

　

そ
の
原
因
は
、
こ
の
政
権
が
確
固
た
る
原
則
と
新
し
い
社
会
構
想

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
（
日
米
関
係
の
転
換
と
沖
縄
の
基
地

問
題
で
も
そ
う
だ
が
）、
雇
用
・
社
会
保
障
の
分
野
に
限
っ
て
い
え

ば
経
済
界
と
対
決
し
て
安
定
し
た
財
源
確
保
の
た
め
の
抜
本
的
な
税

制
改
革
に
踏
み
出
せ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
渡

辺
は
、
鳩
山
政
権
は
新
自
由
主
義
型
国
家
構
想
に
代
わ
る
新
し
い

国
家
構
想
（「
新
し
い
福
祉
国
家
像
」）
を
も
っ
て
い
な
い
、「
す
べ

て
の
分
野
に
わ
た
っ
て
い
か
な
る
国
家
を
つ
く
る
の
か
と
い
う
国
家

構
想
が
な
い
場
合
に
は
、
個
々
に
財
源
問
題
を
つ
か
れ
、
運
動
の
弱

い
領
域
で
は
制
度
が
毀
損
さ
れ
る
」
と
、
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

渡
辺
は
ま
た
、「
構
造
改
革
政
策
を
め
ぐ
る
攻
防
の
最
大
の
焦
点
は
、

財
源
問
題
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
」
が
、
鳩
山
政
権
は
「
福
祉
国
家

構
想
に
も
と
づ
く
確
固
た
る
財
政
支
出
の
順
位
づ
け
や
大
企
業
負
担

を
柱
と
す
る
財
源
構
想
を
も
た
な
い
」
と
、
手
き
び
し
く
批
判
す
る
。

た
し
か
に
、
雇
用
・
社
会
保
障
の
財
源
問
題
こ
そ
、
新
自
由
主
義
と

訣
別
す
る
か
、
そ
れ
と
も
再
び
そ
こ
に
回
帰
す
る
か
の
岐
れ
道
に
な

る
問
題
な
の
で
あ
る
。

反
構
造
改
革
と
反
利
益
誘
導
政
治
と
は
相
反
す
る
の
か

　

渡
辺
は
、
鳩
山
政
権
が
新
自
由
主
義
に
傾
斜
す
る
危
険
性
の
最
大

の
根
拠
を
、「
官
僚
主
導
」
か
ら
「
政
治
家
主
導
」
へ
の
政
策
決
定

シ
ス
テ
ム
の
転
換
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
見
て
い
る
。「
民
主
党
政

権
下
の
新
自
由
主
義
の
行
方
を
考
え
る
う
え
で
、
も
っ
と
も
注
目
す

べ
き
危
険
性
を
有
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
国
家
構
想
、
意
思
決
定
過

程
改
革
で
あ
る
」。
官
僚
主
導
の
利
益
誘
導
政
治
を
解
体
す
る
一
連

の
改
革
（
政
治
家
主
導
、
事
業
仕
分
け
、
地
域
主
権
改
革
）
こ
そ
、

新
自
由
主
義
へ
の
道
を
拓
く
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が

渡
辺
の
立
論
の
特
徴
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
、
私
は
大
き
な
違

和
感
を
も
つ
。

　

渡
辺
は
、
鳩
山
政
権
を
成
立
さ
せ
た
の
は
、「
構
造
改
革
の
政
治

を
や
め
て
ほ
し
い
と
い
う
声
と
期
待
」
と
「
開
発
型
、
利
益
誘
導
政

治
を
や
め
ろ
と
い
う
要
求
」
と
い
う
「
相
異
な
る
二
つ
の
力
と
期
待

が
合
流
し
た
」
こ
と
に
あ
る
、
と
言
う
。
こ
こ
ま
で
は
、
異
論
が
な

い
。
し
か
し
、
渡
辺
は
、
こ
の
二
つ
の
力
と
期
待
は
、
本
質
的
に

「
矛
盾
」
し
「
相
反
す
る
」
と
見
る
。「
開
発
型
、
利
益
誘
導
政
治
を

や
め
ろ
と
い
う
要
求
は
、
必
ず
し
も
福
祉
の
政
治
を
求
め
る
と
は
限

ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
利
益
誘
導
政

治
に
対
す
る
批
判
・
反
対
と
構
造
改
革
に
対
す
る
批
判
・
反
対
と
が
、

必
ず
矛
盾
し
相
反
す
る
と
い
う
見
方
は
、
あ
ま
り
に
も
硬
直
的
で
あ

る
。

　

渡
辺
に
よ
れ
ば
、
利
益
誘
導
政
治
を
や
め
ろ
と
い
う
要
求
は
、
経

済
界
お
よ
び
都
市
中
間
層
（「
開
発
型
政
治
に
嫌
気
が
さ
し
大
都
市

の
利
益
、
大
企
業
の
利
益
を
実
現
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
う
都
市
中

間
層
」）
の
要
求
や
期
待
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
大
企
業

の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
代
表
さ
れ
る
都
市
中
間
層
も
、
利
益
誘
導
政
治

へ
の
反
発
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
の
息
子
や
娘
が
フ
リ
ー
タ
ー
と

し
て
働
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
現
実
を
見
て
、
構
造
改
革
に
対

す
る
批
判
や
不
安
を
抱
い
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
逆
に
、

構
造
改
革
の
し
わ
寄
せ
を
集
中
的
に
被
っ
た
非
正
規
労
働
者
や
低
所

得
の
高
齢
者
が
、
天
下
り
官
僚
の
法
外
な
特
権
ぶ
り
に
強
い
怒
り
を

も
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

　

官
僚
主
導
の
利
益
誘
導
政
治
の
打
破
は
、「
官
僚
主
導
」
か
ら

「
政
治
家
主
導
」
へ
の
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
転
換
、
行
政
刷
新
会

議
の
設
置
と
そ
の
下
で
の
事
業
仕
分
け
と
し
て
進
め
ら
れ
た
が
、
渡

渡辺治、二宮厚美、岡田知宏、
後藤道夫著
『新自由主義か新福祉国家か
―民主党政権下の日本の行方』
発行：旬報社
2009年 12月
定価：2300円＋税
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辺
は
こ
れ
を
「
小
泉
構
造
改
革
が
追
求
し
た
新
自
由
主
義
型
政
治
シ

ス
テ
ム
に
他
な
ら
な
」
い
と
断
言
す
る
。
た
し
か
に
、
鳩
山
政
権
が

進
め
た
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
方
式
か
ら
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
方
式
へ
の
転
換
は
、

小
泉
構
造
改
革
に
お
け
る
政
策
決
定
方
式
と
酷
似
し
て
い
る
。
そ
し

て
、「
官
僚
主
導
」
か
ら
「
政
治
家
主
導
」
へ
の
転
換
は
、（
か
り
に

そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
）
官
僚
か
ら
与
党
政
治
家
へ
の
権
力

の
移
行
に
す
ぎ
ず
、
民
衆
や
当
事
者
へ
の
政
治
的
決
定
権
の
移
行
と

の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
よ
り
独
裁
的
な
政
治

的
決
定
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
か
う
危
険
性
さ
え
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
僚
主
導
政
治
の
打
破
の
一
環
と
し
て
、
情

報
を
独
占
・
秘
匿
す
る
官
僚
に
よ
る
予
算
や
政
策
の
決
定
・
執
行
過

程
が
公
開
さ
れ
透
明
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
民
衆
の
政
治
参
加
と
当
事

者
の
決
定
権
の
行
使
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
渡
辺
は
、
事

業
仕
分
け
を
「
財
界
、
財
務
省
の
い
う
が
ま
ま
『
財
政
削
減
』
の
た

め
、
福
祉
と
医
療
、
文
教
、
農
業
へ
の
支
出
切
り
に
精
を
出
し
て
い

る
」
と
酷
評
す
る
。
事
業
仕
分
け
は
、
福
祉
や
雇
用
促
進
、
教
育
な

ど
へ
の
給
付
が
天
下
り
団
体
を
経
由
し
て
い
た
と
い
う
仕
組
み
が

続
い
て
き
た
な
か
で
、
天
下
り
団
体
の
縮
小
・
解
体
を
急
い
で
必
要

な
給
付
ま
で
乱
暴
に
切
り
捨
て
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

天
下
り
事
業
の
実
態
を
明
る
み
に
出
し
、
部
分
的
で
あ
れ
予
算
の
執

行
過
程
を
透
明
化
し
た
面
は
、
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
面
に

対
す
る
人
び
と
の
共
感
に
目
を
つ
む
り
、
官
僚
主
導
の
利
益
誘
導
政

治
に
対
す
る
人
び
と
の
批
判
・
不
信
は
新
自
由
主
義
型
国
家
づ
く
り

を
後
押
し
す
る
だ
け
の
も
の
と
見
る
こ
と
は
、
間
違
い
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
高
速
道
路
料
金
の
設
定
を
め
ぐ
る
右
往
左
往
ぶ
り
が
示

す
道
路
建
設
推
進
へ
の
逆
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鳩
山
政
権
に
よ

る
利
益
誘
導
政
治
の
打
破
は
、
足
踏
み
し
後
退
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の

最
大
の
原
因
は
、
渡
辺
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
自
民
党
利
益
誘
導

政
治
の
民
主
党
へ
の
独
占
を
着
々
と
実
行
し
つ
つ
あ
る
」
小
沢
一
郎

の
権
力
政
治
で
あ
る
。
鳩
山
政
権
の
手
で
は
利
益
誘
導
政
治
の
打
破

が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
今
日
、
市
民
と
当
事
者

主
導
に
よ
る
官
僚
政
治
・
利
益
誘
導
政
治
の
打
破
の
運
動
と
政
治
を

組
み
立
て
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

付
言
す
る
と
、
渡
辺
は
、
民
主
党
が
新
自
由
主
義
派
の
「
頭
部
」、

開
発
政
治
派
の
「
胴
体
」、
福
祉
政
治
追
求
の
「
手
足
」
の
三
つ
の

構
成
要
素
か
ら
成
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
民
主
党
政

権
が
こ
れ
か
ら
ど
ち
ら
の
方
向
を
と
る
か
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
構
成

要
素
の
ど
こ
が
党
内
で
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
握
で
き
る
か
に
か
か

っ
て
い
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
鳩
山
政
権
の
迷
走
・
動
揺
・
後
退

の
過
程
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
に
は
、
こ
の
図
式
は

明
快
で
は
あ
る
が
、
単
純
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
民
主
党
内
に
は
新

自
由
主
義
の
発
想
を
も
つ
潮
流
、
利
益
誘
導
政
治
に
回
帰
す
る
潮
流
、

格
差
や
貧
困
の
解
決
を
重
視
す
る
潮
流
が
混
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は

必
ず
し
も
固
ま
っ
た
潮
流
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
政
治
状
況

や
社
会
的
力
関
係
に
応
じ
て
現
わ
れ
方
が
変
化
す
る
流
動
的
な
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
民
主
党
内
に
は
、
右
翼
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
や
保
守
主
義
の
潮
流
が
根
強
く
存
在
す
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
長
神
話
―
鳩
山
政
権
を
新
自
由
主
義
に
傾
斜
さ
せ
る
秘
密

　

鳩
山
政
権
は
、
新
自
由
主
義
と
の
訣
別
を
や
り
き
れ
な
い
ど
こ

ろ
か
、
新
自
由
主
義
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
心
に
な
る
の

が
「
新
成
長
戦
略
」
で
あ
る
。
昨
年
末
に
基
本
方
針
が
公
表
さ
れ
六

月
に
も
正
式
に
策
定
さ
れ
る
「
新
成
長
戦
略
」
で
は
、
年
平
均
三
％

（
実
質
二
％
）
の
経
済
成
長
を
実
現
す
る
鍵
と
し
て
、
法
人
税
率
の

引
き
下
げ
が
打
ち
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
鳩
山
首
相
も
大
塚
内
閣
府

副
大
臣
も
明
言
し
て
い
る
）。
こ
れ
こ
そ
、
国
際
競
争
に
勝
ち
抜
く

た
め
の
方
策
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
と
財
界
が
強
く
要
求
し
て
き

た
政
策
で
あ
る
。

　

金
融
危
機
を
経
た
後
の
時
代
、
ポ
ス
ト
自
民
党
政
治
の
時
代
に
お

け
る
新
自
由
主
義
は
、
小
泉
構
造
改
革
の
そ
れ
と
は
同
じ
も
の
で
は

な
い
。
郵
政
民
営
化
見
直
し
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
金
融
活
動
に
対

す
る
政
府
の
規
制
・
介
入
は
強
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
サ

ー
ビ
ス
の
切
り
捨
て
に
よ
る
財
政
再
建
優
先
（「
小
さ
な
政
府
」）
路

線
を
強
行
す
る
こ
と
も
、
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
規
制
・
介
入
の

強
化
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
穴
だ
ら
け
の
も
の
に
し
、
膨
ら
む
社
会

保
障
を
支
え
る
た
め
の
税
や
社
会
保
険
料
の
企
業
負
担
を
減
ら
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
国
際
競
争
力
を
向
上
さ
せ
経
済
成
長
を
回
復
す
る
。

こ
れ
が
現
在
の
新
自
由
主
義
の
特
徴
で
あ
り
、
中
心
的
な
政
策
は
法

人
税
率
の
引
き
下
げ
で
あ
る
。

　

鳩
山
政
権
が
構
造
改
革
路
線
か
ら
転
換
し
雇
用
・
社
会
保
障
政
策

を
拡
充
す
る
政
策
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
最
大
の
ネ
ッ

ク
に
な
っ
た
の
は
財
源
問
題
で
あ
る
。
鳩
山
政
権
は
、
公
平
な
高
負

担
・
高
福
祉
社
会
に
向
か
う
抜
本
的
な
税
制
改
正
を
避
け
て
、
ム
ダ

な
財
政
支
出
の
削
減
に
よ
る
財
源
の
捻
出
と
い
う
方
法
を
選
ん
だ

が
、
確
保
で
き
た
財
源
は
一
兆
円
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
ま
た
、
雇

用
と
生
活
の
安
定
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
内
需
を
中
心
と
し
た
安
定
的

な
成
長
」
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
が
、
景
気
回
復
の
緩
慢
さ
か
ら
税

収
、
と
く
に
法
人
税
収
は
極
端
に
落
ち
込
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
予
算

編
成
で
は
巨
額
の
国
債
発
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。「
成
長
戦
略
が

な
い
」
と
い
う
批
判
の
声
が
強
ま
る
な
か
で
、
鳩
山
政
権
は
「
新
成

長
戦
略
」
の
策
定
に
踏
み
出
し
、
ア
ジ
ア
市
場
を
取
り
込
ん
だ
経
済

成
長
を
め
ざ
す
と
い
う
路
線
に
乗
り
換
え
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
グ
ロ

ー
バ
ル
企
業
が
主
役
と
な
る
路
線
を
意
味
し
、
そ
の
た
め
に
は
法
人

税
率
の
引
き
下
げ
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
鳩
山
政
権
か
ら
す
れ
ば
、

雇
用
と
福
祉
の
充
実
で
成
長
を
実
現
す
る
路
線
か
ら
、
経
済
成
長
で

雇
用
と
福
祉
を
充
実
さ
せ
る
路
線
に
転
轍
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
鳩
山
政
権
が
新
自
由
主
義
に
傾
き
つ
つ
あ

る
こ
と
に
対
し
て
、
渡
辺
の
言
う
よ
う
に
「
新
福
祉
国
家
」
の
構
想

を
対
置
す
る
こ
と
で
本
当
に
対
抗
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

根
本
的
な
疑
問
が
出
て
く
る
。「
新
福
祉
国
家
」
の
政
策
メ
ニ
ュ
ー
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（
と
く
に
後
藤
論
文
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
）
と
し
て
提
示
さ
れ
た

内
容
に
、
と
く
に
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
福
祉
国

家
は
高
い
経
済
成
長
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
成
り
立
っ
た
一
国
的

な
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、「
新
福
祉
国
家
」
は
や
は
り

経
済
成
長
を
必
要
と
す
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
点
が

き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、「
福
祉
国
家
型
経
済
成

長
政
策
」
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
二
宮
論
文
で
は
「
内
需

依
存
・
消
費
主
導
型
成
長
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
内
需
中
心
の
経

済
へ
の
転
換
は
必
要
な
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
経
済
成
長
に
結
び
つ
け

る
発
想
に
疑
問
が
わ
く
）。

　

い
ま
の
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
経
済
成
長
が
な
い
定
常

型
の
経
済
・
社
会
（
ゼ
ロ
成
長
経
済
）
に
お
け
る
雇
用
と
福
祉
の
持

続
的
保
障
の
仕
組
み
で
あ
り
、「
国
民
」
で
な
い
人
び
と
の
生
存
権

も
保
障
す
る
開
か
れ
た
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。
鳩
山
政
権
は
、
経
済

成
長
な
し
に
雇
用
と
福
祉
の
充
実
は
な
い
と
い
う
神
話
か
ら
脱
け

出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
経
済
成
長
の
実
現
を
優
先
す
る
か
ぎ

り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
が
国
際
競
争
で
勝
ち
抜
く
こ
と
を
支
援
す
る

政
策
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
鳩
山
政
権
を
深
く
捕
え
て
き
た
の

は
、
米
軍
の
「
抑
止
力
」
と
い
う
神
話
と
「
経
済
成
長
」
と
い
う
神

話
で
あ
る
。
こ
の
神
話
を
壊
す
こ
と
な
し
に
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

社
会
の
構
想
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
し
ら
か
わ 

ま
す
み
／
本
誌
編
集
長
）


