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日
本
は
「
大
統
領
制
」
に
な
っ
た
の
か

　　
　
　
　
　
　

―
日
本
に
お
け
る
首
相
、
メ
デ
ィ
ア
、
選
挙
の
関
係
―

　 

　

エ
リ
ス
・
S
・
ク
ラ
ウ
ス
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ナ
イ
ブ
レ
イ
ド
   
　
　

＊　

 

古 

田 
雅 
雄
、
石 
井 
晶 
子
（
訳
）　
　

　
　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　　

研
究
者
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
首
相
﹇
の
持
つ
役
割
﹈
の
重
要
性
、
す
な
わ
ち
﹇
首
相
の
﹈「
大
統
領
制
化
（presidentialization    

）」

（
１
）

と
呼
ば
れ
る
現
象
に
次
第
に
注
目
し
て
い
る
。
多
く
の
論
者
が
こ
の
用
語
を
様
々
に
使
用
し
、
こ
の
用
語
は
議
院
内
閣
制
と
大
統
領
制

の
ま
っ
た
く
異
な
る
制
度
的
な
事
情
の
ち
が
い
を
不
明
確
に
す
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
慎
重
な
定
義
に
よ
れ
ば
、「﹇
大
統
領
制
化
と
は
﹈

合
議
的
な
﹇
議
院
内
閣
制
の
﹈
統
治
﹇
ス
タ
イ
ル
﹈
か
ら
離
れ
て
、
個
人
化
し
た
﹇
大
統
領
制
の
﹈
統
治
﹇
ス
タ
イ
ル
﹈
に
徐
々
に
移

行
す
る
動
き
、﹇
言
い
換
え
れ
ば
﹈
政
党
が
支
配
す
る
政
府
と
選
挙
と
い
う
﹇
こ
れ
ま
で
の
﹈
政
治
タ
イ
プ
か
ら
離
れ
て
、
政
党
リ
ー

ダ
ー
が
よ
り
独
立
し
た
政
治
的
影
響
力
を
行
使
す
る
タ
イ
プ
に
向
け
た
動 
き 
」
で
あ
る
。

（
２
）

　

こ
の
現
象
は
、
主
に
イ
ギ
リ
ス
そ
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
議
院
内
閣
制
の
民
主
国
家
で
観
察
さ
れ
て
き
た
。﹇
と
こ
ろ
が
、﹈
日
本
の

議
院
内
閣
制
は
、「
大
統
領
制
化
」
さ
れ
て
い
る
と
は
、
ま
ず
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の
首
相
は
大
部
分
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の
学
術
研
究
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
で
さ
え
首
相
を
し
ば
し
ば
な
お
ざ
り
に
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
中
央

集
権
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
多
数
党
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
首
相
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
弱
い
、
注
目

を
引
か
な
い
﹇
存
在
﹈
と
し
て
説
明
さ
れ
、
そ
し
て
学
術
的
な
説
明
も
一
般
向
け
の
説
明
も
と
も
に
強
力
な
官
僚
政
治
と
、
自
由
民
主

党
（
自
民
党
）
内
の
派
閥
政
治
に
注
目
し
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
の
政
治
的
変
化
、
も
っ
と
も
顕
著
な
も
の
は
二
〇
〇
一
年
春
に
日

本
の
首
相
と
し
て
小
泉
純
一
郎
の
選
出
と
﹇
彼
の
﹈
人
気
、
に
よ
っ
て
首
相
へ
の
異
常
な
関
心
が
生
じ
て
き
た
。

　

本
論
は
、﹇
首
相
の
﹈「
大
統
領
制
化
」
論
の
中
心
的
な
要
素
で
あ
る
首
相
、
メ
デ
ィ
ア
、
選
挙
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
私

た
ち
は
﹇
本
論
に
お
い
て
﹈、
全
体
的
な
視
点
と
し
て
、
日
本
の
首
相
の
重
要
性
に
明
ら
か
な
、
突
然
の
関
心
の
高
ま
り
に
焦
点
を
お

く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
つ
ま
り
、
近
年
、
注
目
さ
れ
る
首
相
の
重
要
性
が
二
〇
年
前
に
始
ま
っ
た
趨
勢
の
帰
結
で
あ
る
、
と
私
た
ち

は
主
張
す
る
。

　
　
　
　
　
　

日
本
の
首
相
を
解
釈
す
る

　　
（
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
）
首
相
の
比
較
研
究
に
携
わ
る
研
究
者
に
よ
る
標
準
的
な
説
明
に
よ
れ
ば
、
首
相
は
国
内
外
の
他
の

強
力
な
ア
ク
タ
ー
に
制
約
を
受
け
な
い
、
自
ら
多
数
党
政
府
を
率
い
る
時
が
も
っ
と
も
強
力
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い 
る 
。
日
本
は
こ
の

（
３
）

説
明
に
う
ま
く
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
日
本
に
は
中
央
集
権
化
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
、
近
年
ま
で
支
配
的
な
多
数
党
も
存
在
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
首
相
は
常
に
弱
い
﹇
存
在
﹈
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
﹇
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
﹈
ケ
ン

ジ
・
ハ
ヤ
オ
の
先
駆
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
首
相
は
自
ら
の
役
割
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
通
常
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
限
を
託
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
に
そ
の
役
割
を
著
し
く
制
約
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い 
る 
。
首
相
は
、
時
折
、
自
ら
の
党
や

（
４
）

政
府
の
課
題
に
お
い
て
同
意
を
得
ら
れ
る
論
点
の
順
位
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
受
身
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
（reactiv

e

第21巻３・４号―― 92



leadership

      

）」
の
役
割
を
ま
ず
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

（
訳
注
１
）

　

マ
ル
ガ
ン
は
、﹇
ハ
ヤ
オ
と
﹈
同
様
に
、﹇
彼
の
﹈
炯
眼
な
分
析
に
お
い
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
力
構
造
が
課
す
制
約
の
理
由
で
、

日
本
の
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
赤
字
（leadership

deficit

）」
を
強
調
す 
る 
。
信
田
は
、
首
相
に
関
す
る
著
書
に
お
い
て
、
ハ
ヤ
オ
と

（
５
）

マ
ル
ガ
ン
と
は
対
照
的
に
首
相
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
﹇
職
務
権
限
と
い
う
﹈
資
源
の
不
十
分
さ
を
力
説
す 
る 
。
三
名
の
研
究
者
は
、
個
々

（
６
）

の
首
相
の
権
力
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
源
泉
の
ち
が
い
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
能
力
と
、
政
策
に
影
響
す
る
そ
の
力
量
に
お
い
て
、
な

ん
ら
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
彼
ら
は
、
た
と
え
こ
の
不
十
分
さ
が
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ

る
と
一
致
し
な
く
て
も
、
日
本
の
首
相
が
事
実
上
、
不
十
分
な
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
い 
る 
。

（
７
）

　

こ
の
不
十
分
さ
の
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
首
相
は
政
府
や
自
党
の
十
分
な
リ
ー
ダ
ー
と
は
必
ず
し
も
見
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
政
策
決
定
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
過
程
で
な
く
、
徹
底
的
に
利
益
集
団
が
広
範
囲
に
組
み
込
ま
れ
た
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
過
程
で
あ 
る 
。

（
８
）

相
当
に
多
元
的
な
政
策
過
程
に
お
い
て
、
首
相
の
中
心
的
役
割
は
通
常
、﹇
政
策
の
﹈
推
進
役
と
調
整
役
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
す
で

に
だ
れ
か
が
政
策
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
に
加
え
た
争
点
に
特
別
な
お
墨
付
を
与
え
る
こ
と
で
あ 
る 
。

（
９
）

　

名
目
上
、
日
本
は
ほ
ぼ
典
型
的
な
中
央
集
権
的
な
議
会
制
民
主
国
家
で
あ
る
と
は
い
え
、
実
際
に
は
事
実
上
の
「
拒
否
権
プ
レ
イ

ヤ
ー
（v

eto
p
layer

      

）」
の
み
と
し
て
与
党
が
存
在
す
る
た
め
、
政
策
決
定
過
程
は
分
権
化
さ
れ
て
い
る
。
自
民
党
は
相
当
に
派
閥
化

（
訳
注
２
）

さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
派
閥
は
﹇
そ
の
﹈
領
袖
を
閣
僚
と
し
て
﹇
内
閣
に
﹈
送
り
込
み
、
す
べ
て
の
政
府
決
定
は
党
の
あ
ら
ゆ
る

リ
ー
ダ
ー
が
同
意
し
た
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
閣
議
決
定
は
閣
内
一
致
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
内
閣
は
派
閥
メ
ン
バ
ー
に
閣
僚
ポ
ス
ト
を
最
大
限
配
分
す
る
た
め
、
毎
年
の
よ
う
に
改
造
さ
れ
、﹇
そ
の
結

果
、﹈
首
相
と
閣
僚
は
省
庁
を
効
果
的
に
監
督
す
る
能
力
を
失
う
の
で
あ
る
。

　

自
民
党
は
、
派
閥
や
族
（
政
策
「
族
﹇
議
員
﹈」）、
す
な
わ
ち
特
定
の
政
策
分
野
に
お
い
て
専
門
的
知
識
や
経
験
、
人
間
関
係
に
精
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通
し
た
ベ
テ
ラ
ン
政
治
家
に
独
立
し
た
権
力
基
盤
を
持
た
せ
る
、
相
当
に
断
片
化
、
分
権
化
し
た
政
党
で
あ
っ
た
。
個
々
の
候
補
者
は
、

党
内
競
争
を
促
進
さ
せ
た
﹇
旧
中
選
挙
区
﹈
選
挙
制
度
の
た
め
、
党
リ
ー
ダ
ー
に
依
存
せ
ず
に
選
挙
に
勝
利
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
﹇
選

挙
区
の
﹈
後
援
者
団
体
の
支
持
基
盤
と
実
力
を
確
保
し
て
い
�
。
党
内
競
争
は
、
日
本
の
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
へ
の
投
票
（personal

vote

      

）
に
焦
点
を
お
く
よ
う
に
な
�
、
政
党
ブ
ラ
ン
ド
を
あ
ま
り
重
視
さ
せ
な
く
し
た
が
、
投
票
行
動
の
実
証
分
析
で
は
、
常
に
候
補

（
訳
注
３
）

者
へ
の
投
票
と
政
党
ブ
ラ
ン
ド
の
両
方
が
重
要
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
て
き
�
。
候
補
者
へ
の
投
票
を
重
視
す
る
た
め
、
選
挙
活
動
は
、

首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
（p

u
b
lic

im
ag

e

）
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
効
果
的
で
な
く
、
政
策
争
点
、
政
党
へ
の
一
体
感
、
あ
る

い
は
党
首
の
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

首
相
に
対
す
る
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
を
選
挙
で
強
化
す
る
誘
因
は
乏
し
く
、
日
本
の
選
挙
に
関
す
る
研
究
文
献
は
か
な
り
最
近
ま
で

選
挙
結
果
に
お
け
る
首
相
（
や
他
党
リ
ー
ダ
ー
）
の
行
動
と
影
響
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
、
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
っ
�
。
日
本

は
多
数
党
政
権
と
、
外
見
上
は
中
央
集
権
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
見
た
目
以
上
に
断
片
的

で
あ
っ
た
。
首
相
は
有
権
者
に
よ
る
政
府
や
自
民
党
の
代
表
者
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
有
権
者
は
党
や
政
府
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
な
く
、

投
票
決
定
﹇
基
準
﹈
を
個
々
の
候
補
者
の
評
価
に
お
い
て
い
た
。

　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
る
能
力
を
抑
制
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
日
本
の
主
要
な
全
国
紙
と

放
送
局
の
大
部
分
の
記
者
は
、
政
治
や
社
会
の
重
要
な
各
組
織
内
に
あ
る
記
者
ク
ラ
ブ
制
と
い
う
、
特
定
の
「
持
ち
場
（b

eats

）」
に

配
属
さ
れ
て
い
�
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
記
事
の
画
一
化
と
、
公
的
機
関
へ
の
情
報
源
の
依
存
を
も
た
ら
し
た
。
他
の
場
所
で
も
、
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
と
政
府
が
関
係
す
る
い
く
つ
か
の
場
面
で
日
本
流
の
記
者
ク
ラ
ブ
﹇
制
﹈
に
類
似
す
る
も
の
が
存
在
す
る
と
は
い
�
、
日
本

で
は
こ
れ
ら
の
ク
ラ
ブ
の
多
数
﹇
の
記
者
﹈
は
﹇
情
報
を
求
め
て
﹈
官
僚
に
接
触
し
て
き
た
し
、
首
相
官
邸
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
ほ

と
ん
ど
注
意
を
向
け
な
い
で
き
た
。

（　

）
10た

（　

）
11り

（　

）
12た

（　

）
13た

（　

）
14る

（　

）
15え
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テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
通
常
、
内
閣
（politicalexecutive

）
の
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
る
主
要
手
段
を
提
供
す
る
が
、
む
し
ろ
﹇
選

挙
で
﹈
選
ば
れ
た
政
治
家
に
関
す
る
情
報
源
と
し
て
は
重
要
で
は
な
い
。
重
要
な
公
共
放
送
局
で
あ
る
日
本
放
送
協
会
（
N
H
K
）
が

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
独
占
し
て
い
た
。
N
H
K
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
一
部
に
は
記
者
ク
ラ
ブ
制
が
原
因
と
な
っ
て
、
そ
し
て
一
部
に
は

物
議
を
醸
す
ニ
ュ
ー
ス
報
道
に
よ
る
与
党
と
の
あ
つ
れ
き
へ
の
恐
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
首
相
よ
り
も
、
む
し
ろ
官
僚
へ
の
取
材
に
重

点
を
置
い
�
。

　
﹇
日
本
の
﹈
報
道
﹇
機
関
﹈
は
、
一
国
の
リ
ー
ダ
ー
に
は
ほ
と
ん
ど
注
目
し
な
い
ま
ま
、
官
僚
に
よ
る
政
策
形
成
に
焦
点
を
あ
て
、

政
治
家
へ
の
取
材
は
彼
ら
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
、
派
閥
の
密
室
で
の
取
引
、
金
銭
の
要
求
に
集
中
し
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
、
他
の
産

業
民
主
国
家
で
は
見
ら
れ
な
い
程
ま
で
﹇
政
治
へ
の
信
頼
が
﹈
低
下
し
た
の
で
、
小
学
生
さ
え
も
首
相
を
信
頼
し
な
く
な
り
、
公
立
高

等
学
校
生
は
日
本
の
行
政
の
能
力
と
誠
実
さ
に
対
す
る
評
価
を
急
に
喪
失
さ
せ
た
。
子
供
の
政
治
的
社
会
化
に
お
い
て
、
日
本
の
首
相

は
「
行
方
不
明
の
リ
ー
ダ
ー
（m

issing
leader

）」
と
呼
ば
れ
�
。

　

通
常
、
日
本
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ス
取
材
﹇
範
囲
﹈
は
、
ひ
と
り
の
人
物
や
ひ
と
つ
の
出
来
事
の
取
材
に
限
定
さ
れ
る
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー

ム
で
あ
�
。
こ
の
タ
イ
プ
の
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
た
と
え
﹇
首
相
が
﹈
徐
々
に
は
っ
き
り
し
た
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
を

つ
く
り
上
げ
る
誘
因
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
う
す
る
こ
と
を
時
に
制
約
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
も
し
イ
メ
ー
ジ

高
揚
の
活
動
が
有
権
者
に
﹇
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
﹈
は
っ
き
り
と
伝
え
ら
れ
な
い
な
ら
、
そ
の
活
動
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
首
相
観
は
確
か
に
二
〇
年
前
に
は
適
切
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
私
た
ち
は
そ
の
首
相
観
が
か
な
り
正
確
で
は
な
く

な
っ
た
こ
と
を
本
論
文
に
お
い
て
提
示
し
て
い
る
。
二
五
年
前
か
ら
日
本
の
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
の
有
用
性
や
影
響
力
の
重
大

な
増
加
が
見
う
け
ら
れ
、
そ
れ
は
長
期
間
持
続
し
促
進
し
て
き
た
ひ
と
つ
の
趨
勢
で
あ
る
。

　

こ
の
数
年
、
日
本
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
る
変
化
は
、
一
九
九
三
年
の
選
挙
制
度
改
革
で
あ
る
。
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小
選
挙
区
制
と
地
域
﹇
ご
と
の
一
一
ブ
ロ
ッ
ク
﹈
単
位
の
比
例
代
表
制
か
ら
な
る
並
立
制
の
新
選
挙
制
度
が
導
入
さ
れ
、
多
く
の
人
々

は
、
新
制
度
が
投
票
に
お
い
て
政
党
ブ
ラ
ン
ド
の
重
要
性
を
増
加
さ
せ
る
は
ず
だ
、
と
主
張
し
て
き
た
。
政
党
と
争
点
を
拠
り
所
に
よ

り
多
く
の
投
票
を
促
す
目
的
と
と
も
に
、
党
内
の
選
挙
を
め
ぐ
る
対
立
の
除
去
が
改
革
の
明
ら
か
な
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
が
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
じ
め
て
の
大
き
な
選
挙
改
革
で
は
な
い
と
明
記
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
参
議
院
の
選
挙
制
度

が
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
改
革
さ
れ
た
。﹇
全
国
区
と
地
方
区
と
い
う
複
数
の
﹈
選
挙
制
度
は
並
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
以
前

の
全
国
を
一
選
挙
区
と
す
る
単
記
非
移
譲
式
投
票
制
で
あ
っ
た
も
の
が
、﹇
一
選
挙
区
に
変
わ
り
は
な
い
が
﹈
全
国
規
模
の
比
例
代
表

制
に
変
更
さ
れ
た
。

　

比
例
代
表
制
は
、
衆
参
両
院
に
お
い
て
七
五
〇
以
上
の
議
席
の
う
ち
、
百
議
席
﹇
現
在
九
六
議
席
﹈
の
み
を
目
的
と
し
た
。
し
か
し
、

（
ど
の
候
補
者
か
で
は
な
く
）
ど
の
政
党
に
投
票
す
る
の
か
を
熟
考
す
る
必
要
性
に
直
面
し
た
の
は
、
有
権
者
の
人
生
に
お
い
て
は
じ

め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
研
究
者
が
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
と
り
わ
け
同
日
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
し
ば
し
ば

ひ
と
つ
の
選
挙
制
度
か
ら
別
の
選
挙
制
度
へ
と
「
伝
搬
（con

tag
ion

）」
あ
る
い
は
波
及
効
果
が
あ
�
。
政
党
ブ
ラ
ン
ド
と
首
相
の
国

民
向
け
イ
メ
ー
ジ
の
重
要
性
は
、
選
挙
制
度
の
改
革
で
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
始
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
政
党
と
有
権
者
に
対
し
て
全
般

的
に
増
加
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
影
響
は
、
一
九
九
〇
年
前
半
に
お
け
る
衆
議
院
で
の
選
挙
﹇
制
度
﹈
改
革
と

と
も
に
、
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

政
党
ブ
ラ
ン
ド
の
高
ま
る
重
要
性
に
加
え
て
、
私
た
ち
は
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
因
を
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
党
派
性

（p
artisan

sh
ip

）
と
政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
変
化
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
始
ま
っ
た

こ
と
だ
が
、
自
民
党
の
政
治
家
は
自
分
た
ち
の
選
挙
の
勝
算
（prospect
）
と
議
会
で
の
過
半
数
確
保
に
関
し
て
よ
り
神
経
質
に
な
っ

た
。
国
政
選
挙
に
お
け
る
自
民
党
の
得
票
率
は
、
一
九
五
五
年
の
結
党
直
後
か
ら
ほ
ぼ
緩
や
か
な
長
期
低
落
を
た
ど
り
始
め
た
。
し
か
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し
、
自
民
党
の
一
番
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
日
本
社
会
党
は
、﹇
有
権
者
に
﹈
支
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
政
党
シ
ス

テ
ム
は
新
し
い
小
政
党
の
出
現
に
よ
り
断
片
化
さ
れ
た
。
自
民
党
の
﹇
議
会
で
の
﹈
多
数
は
、
国
民
﹇
か
ら
﹈
の
支
持
の
着
実
な
減
少

に
も
か
か
わ
ら
ず
、 

一
九
七
〇
年
代
中
頃
ま
で
と
り
わ
け
脅
か
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
、
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
を
自
民
党
の
国
会
議
員
に
よ
り
関
心
を
も
た
せ
る
際
に
、
自
民
党
の
議
会
多
数
を
脅
か
す

よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
党
へ
の
一
体
感
の
低
下
や
、
変
動
（sw

in
g

）
票
や
「
浮
動
（floatin

g

）」
票
の
上
昇
、
と
り
わ
け
政
策
と

争
点
に
つ
い
て
か
な
り
関
心
を
持
つ
人
々
の
増
加
で
あ
っ
�
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
、
世
論
調
査
に
お
い
て
、
人
々
が
何
党
を
支
持
す

る
か
が
訊
ね
ら
れ
、「
支
持
政
党
な
し
」
と
答
え
た
﹇
人
々
の
﹈
数
が
は
じ
め
て
自
民
党
支
持
者
数
（
そ
し
て
そ
の
他
す
べ
て
の
政
党

の
支
持
者
数
）
を
上
回
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
、
無
党
派
層
は
常
に
有
権
者
の
約
三
〇
％
を
記
録
し
、
機
会
あ
る
ご
と
に

（
と
り
わ
け
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
発
覚
す
る
と
）
一
時
的
に
増
加
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
め
っ
た
に
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ

�
。
政
党
へ
の
長
期
の
一
体
感
が
弱
体
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
強
い
党
派
心
を
持
つ
人
々
は
支
持
の
基
礎
を
現
時
点
の
政
党
評
価
に
お

く
無
党
派
層
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
自
民
党
（
や
他
の
政
党
）
は
、
そ
う
し
た
有
権
者
に
訴
え
よ
う
と
す
る
際
に
、
新
た
な
挑
戦
に

直
面
し
�
。

　

自
民
党
の
得
票
率
の
低
下
と
、
特
定
政
党
を
支
持
し
な
い
国
民
の
割
合
の
増
加
の
両
方
は
、
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
重

視
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
。
も
し
首
相
が
こ
の
時
代
よ
り
前
に
自
ら
の
党
の
選
挙
の
運
命
に
マ
イ
ナ
ス
の
衝
撃
で
も
あ
れ
ば
、
党
全
体

が
無
党
派
層
の
関
心
に
も
っ
と
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
衝
撃
の
う
ね
り
は
不
安
定
な
候
補
者
（m

arginalcandidate

）

の
増
加
や
、
自
民
党
多
数
へ
の
脅
威
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
半
ば
以
降
、
支
持
者
の
減
少
が
主
に
他

政
党
で
は
な
く
、「
支
持
な
し
層
（u

n
d
ecid

ed

）」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
を

さ
ら
に
重
要
な
も
の
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
有
権
者
の
﹇
投
票
﹈
決
定
は
﹇
投
票
日
直
前
の
﹈
最
後
の
瞬
間
に
な
さ
れ
、
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ニ
ュ
ー
ス
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
強
く
影
響
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
�
。

　

し
か
し
、
も
し
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
る
活
動
が
効
果
的
に
改
善
さ
れ
れ
ば
、
私
た
ち
は
首
相
の
イ
メ
ー
ジ
の
重
要
性

に
お
い
て
修
正
を
認
識
す
る
だ
け
の
は
ず
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
紙
媒
体
の
硬
直
し
た
組
織
か
ら
や
、
官
僚
に
過
度
に
偏

し
た
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
紙
媒
体
の
ニ
ュ
ー
ス
と
類
似
し
、
そ
れ
を
模
倣
し
て
い
る
、
最
有
力
な
公
共
放
送
で
あ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
硬
直

し
た
組
織
か
ら
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
に
は
、
首
相
が
有
権
者
と
直
接
的
に
結
び
つ
き
、
は
っ
き
り
し
た
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
を

醸
成
す
る
好
機
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
変
化
し
た
。

　

も
っ
と
も
重
要
な
変
化
の
ひ
と
つ
は
、
政
治
に
お
け
る
テ
レ
ビ
が
持
つ
重
要
性
の
高
ま
り
に
あ
っ
�
。
首
相
、
有
権
者
、
非
紙
媒
体

の
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
も
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
、
大
き
な
変
化
を
経
験
し
て
き
た
。
そ
の
時
期
に
メ
デ
ィ
ア
環
境
は
、

新
し
い
﹇
タ
イ
プ
の
報
道
﹈
番
組
で
あ
る
久
米
宏
の
『
ニ
ュ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』
の
登
場
と
と
も
に
、
変
化
し
て
き
た
。
同
番
組
は

一
九
八
五
年
に
テ
レ
ビ
朝
日
で
始
ま
り
、
N
H
K
の
、
主
に
官
僚
に
つ
い
て
の
事
実
に
基
づ
く
報
道
と
は
好
対
照
に
、
報
道
へ
の
娯
楽

性
と
皮
肉
の
混
じ
っ
た
解
説
を
織
り
交
ぜ
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
の
失
敗
と
腐
敗
、
個
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
政
治
家
に

も
っ
と
注
目
し
た
の
で
、
当
然
に
人
気
面
で
N
H
K
の
ニ
ュ
ー
ス
と
競
合
し
、
他
の
民
放
局
に
模
倣
し
た
番
組
を
制
作
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
同
時
に
、
テ
レ
ビ
を
使
っ
て
政
治
家
に
的
を
絞
っ
た
社
会
問
題
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
論
争
﹇
の
番
組
﹈
は
、
週
末
と

深
夜
の
テ
レ
ビ
番
組
に
は
欠
か
せ
な
く
な
っ
た
。
有
権
者
は
国
政
を
担
う
政
治
家
や
首
相
に
よ
り
直
接
的
に
接
し
、
政
治
家
へ
の
取
材

は
よ
り
批
判
的
、
独
断
的
に
な
っ
た
。

　

選
挙
の
活
動
領
域
に
お
け
る
変
化
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
変
化
が
、
こ
の
二
〇
年
間
、
日
本
の
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ

を
重
視
さ
せ
て
き
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
節
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
が
ど
の
程
度
生
じ
た
か
を
査
定
し
て
お
こ
う
。
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変
化
を
査
定
す
る

　　

政
治
に
お
け
る
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
重
要
性
（
と
ニ
ュ
ー
ス
に

お
け
る
人
格
主
義
的
な
強
調
）
は
、『
ニ
ュ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』

が
登
場
し
て
か
ら
何
年
か
の
間
に
相
当
に
増
し
て
き
た
。
図
1
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
七
二
年
に
開
始
さ
れ
た
選
挙
後
の
世
論

調
査
（p

ost-election
v
oter

p
olls

）
は
、
テ
レ
ビ
の
報
道
と
解
説

が
ど
の
候
補
者
や
ど
の
政
党
に
投
票
す
る
か
を
決
定
す
る
際
に
役

立
っ
た
、
と
回
答
し
た
有
権
者
数
は
は
っ
き
り
と
上
昇
し
て
い
る
。
最

近
の
選
挙
で
は
、
衆
院
選
に
お
け
る
割
合
は
約
二
〇
％
に
ま
で
と
二

倍
以
上
で
あ
り
、
参
院
選
で
は
三
〇
％
ち
か
く
三
倍
以
上
に
な
っ
た
。

比
例
代
表
区
で
は
多
く
の
有
権
者
は
自
分
た
ち
が
投
票
を
決
定
す
る

際
に
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
重
要
だ
と
示
す
と
か
な
り
予
測
さ
れ
る

の
で
、
そ
の
影
響
力
は
選
挙
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
も
っ
と

も
特
筆
す
べ
き
増
加
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代

前
半
に
お
い
て
、
よ
り
独
断
的
、
人
格
主
義
的
な
政
治
取
材
の
到
来

後
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

変
化
の
乏
し
い
紙
媒
体
に
お
い
て
で
さ
え
、
重
大
な
変
化
が
お
き
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た
。
図
２
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
戦
期
間
か
ら
新

聞
報
道
の
代
表
的
な
サ
ン
プ
ル
を
利
用
し
た
結
果
、

選
挙
戦
中
の
首
相
に
関
す
る
報
道
が
少
し
ず
つ
増
加

し
て
い
�
。
つ
ま
り
、
増
加
し
た
報
道
は
一
九
七
〇

年
代
後
半
、
あ
る
い
は
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
は
じ

ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
図
２
a
は
、
参
院
選
挙

﹇
で
の
首
相
に
関
す
る
新
聞
記
事
の
平
均
数
﹈
の
傾

向
を
示
し
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
の
小
泉
﹇
首
相
﹈

の
極
端
に
増
加
し
た
報
道
を
別
に
し
て
も
、
一
日
あ

た
り
の
首
相
に
関
す
る
平
均
記
事
数
は
、
私
た
ち
の

サ
ン
プ
ル
で
は
一
・
五
倍
近
く
増
加
し
た
。
図
２
b

で
は
、
衆
院
選
に
お
け
る
同
傾
向
が
一
目
瞭
然
で
あ

り
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
え
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
が
調
査
し
て
き
た

三
十
年
間
で
平
均
記
事
数
は
約
二
倍
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
変
化
は
一
九
八
〇
年
代
前
半
頃
に
は
じ
ま
っ

た
、
と
思
わ
れ
る
。

　

選
挙
戦
中
の
首
相
報
道
の
増
加
は
、
こ
の
期
間
中
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の
選
挙
戦
に
お
い
て
、
首
相
が
果
た
す
役
割
の
増
加
と
一
致
し
て
い

る
。
首
相
は
、
自
ら
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
党
全
体
や
特
定
候
補
者

の
た
め
に
も
、
選
挙
戦
に
よ
り
積
極
的
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
図
３
は
、
首
相
が
一
九
七
二
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
衆

院
選
に
お
け
る
選
挙
戦
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
の
増
加
を
示
し
て

い
る
。

　

当
然
、
改
革
さ
れ
た
﹇
衆
議
院
﹈
選
挙
制
度
の
も
と
で
の
二
回
の

選
挙
で
は
、
首
相
に
よ
る
選
挙
運
動
に
お
け
る
劇
的
な
﹇
報
道
数
の
﹈

増
加
が
あ
っ
た
。
新
し
い
﹇
衆
議
院
﹈
選
挙
制
度
に
は
、
有
権
者
が

ま
さ
に
政
党
を
選
択
す
る
（
比
例
代
表
制
の
割
当
分
）
と
い
う
一
票

が
含
ま
れ
、
そ
の
﹇
選
挙
﹈
制
度
で
は
政
党
ブ
ラ
ン
ド
（
そ
し
て
政

党
代
表
と
し
て
の
党
首
）
の
重
要
性
は
当
然
、
高
ま
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
連
の
動
き
と
同
様
に
、
以
前
に
顕
著
な
高
ま
り
が

あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年

代
の
最
初
の
二
つ
の
選
挙
に
首
相
で
あ
っ
た
田
中
﹇
角
栄
﹈
と
三
木

﹇
武
夫
﹈
は
、
そ
の
後
の
首
相
で
各
選
挙
区
に
お
い
て
演
説
や
会
合

に
二
回
以
上
携
わ
っ
た
大
平
﹇
正
芳
﹈、
中
曽
根
﹇
康
弘
﹈、
海
部

﹇
俊
樹
﹈
ほ
ど
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
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宮
沢
﹇
喜
一
﹈
首
相
は
、
一
九
九
三
年
の
選
挙
戦
中
、
総
じ

て
自
民
党
よ
り
も
明
ら
か
に
人
気
が
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

選
挙
に
先
立
つ
党
内
に
お
け
る
﹇
旧
竹
下
派
の
﹈
大
分
裂
と
あ

い
ま
っ
て
、
同
首
相
が
﹇
自
民
党
の
﹈
候
補
者
用
の
選
挙
運
動

に
積
極
的
に
な
れ
な
か
っ
た
の
は
驚
か
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
図
﹇
３
﹈
に
表
れ
る
傾
向
は
、
首
相
の
人
気
に
よ

る
説
明
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
時
代
で
選

挙
時
に
最
も
高
い
首
相
人
気
は
一
九
七
二
年
選
挙
で
あ
り
、
そ

の
当
時
、
田
中
﹇
角
栄
﹈
の
選
挙
運
動
は
一
番
少
な
か
っ
た
。

　

こ
う
い
っ
た
選
挙
運
動
は
重
要
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ー
タ
の
制

約
が
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
よ
る
下
院
議
員
候
補
者
の

た
め
の
選
挙
運
動
の
影
響
に
関
し
て
行
わ
れ
た
分
�
と
同
じ
こ

と
は
困
難
だ
が
、
私
た
ち
は
そ
の
分
析
が
重
要
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
素
朴
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
首

相
に
よ
る
各
選
挙
区
へ
の
応
援
と
そ
の
他
の
形
で
の
選
挙
運
動

が
重
要
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
候
補
者
は
そ
れ
を
要
求
し
、
首
相
は

多
く
の
時
間
や
努
力
を
費
や
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
な
説
明

は
可
能
で
あ
る
が
、
一
番
も
っ
と
も
ら
し
い
説
明
は
、
首
相
が
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党
の
人
気
と
選
挙
に
影
響
す
る
と
自
ら
が
信
じ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
調
査
と
選
挙
分
析
は
、
一
九
八
〇
年
代
前
半

以
降
、
国
民
が
自
民
党
と
首
相
の
区
別
を
き
っ
ち
り
と
つ
け
て
き
た
こ

と
、
首
相
へ
の
支
持
は
自
民
党
支
持
と
選
挙
結
果
に
徐
々
に
影
響
し
て

き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

図
４
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
首
相
と
自
民
党
へ

の
国
民
の
支
持
率
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
時
事
通
信
社
が
実
施
し
て

い
る
月
一
回
の
世
論
調
査
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
世
論

調
査
は
、
日
本
で
は
、
回
答
者
が
首
相
自
身
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

首
相
の
属
す
る
内
閣
を
支
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
て
い
る
。
だ

か
ら
、
こ
う
い
っ
た
調
査
が
日
本
に
お
け
る
首
相
の
人
気
を
測
定
す
る

標
準
的
方
法
な
の
で
、
本
論
で
は
、
そ
の
デ
ー
タ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

中
曽
根
﹇
首
相
﹈
以
前
は
、﹇
自
民
党
と
内
閣
へ
の
﹈
支
持
率
は
通
常
、

お
互
い
に
非
常
に
接
近
し
経
過
し
て
き
た
。
党
執
行
部
が
、
イ
メ
ー
ジ

や
政
策
形
成
の
影
響
力
で
は
、
党
内
の
派
閥
の
集
団
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
に
お
い
て
自
己
の
立
場
を
ほ
と
ん
ど
目
立
た
せ
な
い
シ
ス
テ
ム
で
は

と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
平
均
す
る
と
、
ど
の
首
相
も
自

民
党
の
支
持
率
よ
り
五
％
以
上
高
く
支
持
率
を
獲
得
し
た
こ
と
は
な
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か
っ
�
。
し
か
し
、
中
曽
根
﹇
首
相
﹈
以
降
、
二
人
を
除

く
す
べ
て
の
首
相
は
、
自
民
党
の
平
均
支
持
率
の
五
％
か

そ
れ
以
上
の
内
閣
支
持
率
の
平
均
を
獲
得
し
�
。
小
泉

﹇
首
相
﹈
の
記
録
的
な
人
気
は
、
前
任
の
森
﹇
首
相
﹈
の

在
任
末
期
の
記
録
的
な
不
人
気
の
あ
と
を
受
け
た
と
は
い

え
、
小
泉
﹇
首
相
﹈
の
文
字
通
り
「
圧
倒
的
」
な
人
気
は
、

事
実
上
、
日
本
の
首
相
へ
の
国
民
の
支
持
の
変
わ
り
や
す

さ
が
増
え
た
事
例
で
あ
る
。

　

数
字
上
で
内
閣
支
持
と
自
民
党
支
持
と
の
間
の
差
が
拡

大
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
間
に
は
強
い
関
係
が
依

然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
と
り
わ
け
注
目

す
べ
き
は
、
新
首
相
の
政
権
就
任
時
の
﹇
自
民
党
と
の
﹈

蜜
月
効
果
で
あ
�
。
私
た
ち
は
、
一
人
ひ
と
り
の
レ
ベ
ル

で
有
権
者
に
首
相
の
イ
メ
ー
ジ
や
内
閣
支
持
の
影
響
に
関

し
て
、
自
分
た
ち
の
理
論
を
検
証
す
る
選
挙
調
査
﹇
資
料
﹈

を
利
用
で
き
れ
ば
申
し
分
な
い
の
だ
が
、
本
論
文
に
お
い

て
、
私
た
ち
が
考
察
す
る
時
間
の
枠
組
み
に
関
し
て
は
、

適
切
な
個
々
の
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
を
利
用
で
き
て
い
な
�
。
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表１　自民党の衆議院選挙得票率への内閣支持の効果（1960－1990年）

　  　

　　自民党支持の変化（1960－76年） 　0.204（0.08） ＊＊

　　自民党支持の変化（1979－90年） 　0.354（0.12） ＊＊

　　内閣支持の変化（1960－76年） 　0.037（0.02） ＊

　　内閣支持の変化（1979－90年） 　0.179（0.06） ＊＊＊

　　低下した自民党得票率 　0.794（0.02） ＊＊＊

　　無党派の保守系得票率 －0.663（0.02） ＊＊＊

　　低下した無党派の保守系得票率 　0.642（0.03） ＊＊＊

　　自民党の現職議員 　0.083（0.01） ＊＊＊

　　野党現職議員 －0.015（0.01）

　　1979年後のダミー 　0.015（0.004） ＊＊＊

　　定数 　0.053（0.015） ＊＊＊

　　対象者数 　1,256

　　修正Ｒ２ 　0.81

　  　
（注）この表は、選挙区レベルの自民党得票率に基づいて、変量効果時系列横断仕様を使用した

ので、最小二乗推定法（ＯＬＳ）回帰分析を示している。有意水準は以下の通りである。
＊＝p ＜0.05、＊＊p ＝＜0.01、＊＊＊＝p ＜0.001。標準誤差は括弧内に記している。



　

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
長
期
間
、
選
挙
区
ご
と
の
得
票
率

に
お
い
て
政
党
と
内
閣
の
支
持
変
更
の
影
響
を
検
証
で
き
る
。

表
１
は
、
旧
単
記
非
移
譲
式
投
票
（
S
N
T
V
）﹇
中
選
挙

区
﹈
選
挙
制
度
の
も
と
で
、
日
本
の
衆
議
院
に
お
け
る
自
民

党
の
得
票
率
に
内
閣
支
持
が
影
響
す
る
時
系
列
的
な
断
面
解

析
（
�

）
の
蓄
積
結
果
を
示
し
て
い

る
。
表
１
で
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
七
六
年
ま
で
の
選

挙
を
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
の
選
挙
と
比
較
し

て
い
�
。

　

世
論
調
査
の
デ
ー
タ
は
、
再
度
、
時
事
通
信
社
﹇
の
デ
ー

タ
﹈
を
﹇
中
央
大
学
教
授
の
﹈
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
リ
ー
ド
が

作
成
し
た
日
本
の
衆
議
院
用
選
挙
デ
ー
�
と
組
み
合
わ
せ
引

用
し
て
い
る
。
独
立
変
数
は
全
国
レ
ベ
ル
に
お
け
る
政
党
と

首
相
の
支
持
率
で
あ
る
が
、
私
た
ち
は
よ
り
上
位
の
制
御
変

数
（controlvariable

）
を
取
り
込
む
た
め
に
選
挙
区
レ
ベ

ル
の
従
属
変
数
（
自
民
党
得
票
率
）
を
利
用
し
て
い
る
。
私

た
ち
は
次
の
制
御
変
数
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
選

挙
区
に
お
け
る
低
下
し
た
自
民
党
得
票
率
、
保
守
系
の
無
所
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属
候
補
者
の
得
票
率
、
保
守
系
無
所
属
候
補
者
の
低
下
し
た
得
票
率
、
現
職
議
員
の
効
果
を
判
断
す
る
二
つ
の
測
定
方
法
、
で
あ
�
。

現
職
議
員
の
変
数
は
、
現
職
議
員
で
あ
っ
た
自
民
党
の
候
補
者
数
、
そ
し
て
現
職
議
員
で
あ
っ
た
野
党
候
補
者
数
と
し
て
コ
ー
ド
化
さ

れ
、
両
者
は
（
0
か
ら
1
ま
で
変
化
す
る
よ
う
に
）
選
挙
区
の
規
模
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
私
た
ち
は
、
第
二
定
数
と
し
て

機
能
す
る
た
め
、
第
二
期
用
に
１
と
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ダ
ミ
ー
変
数
（dum

m
y
variable

）
を
取
り
込
ん
で
い
�
。
す
べ
て
の
制
御
変

数
の
効
果
は
予
想
さ
れ
た
方
向
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
﹇
の
変
数
﹈
は
、
野
党
の
現
職
議
員
用
﹇
と
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ダ
ミ
ー
変
数
﹈
を

除
い
て
、
有
意
性
が
あ
る
。

　

前
回
選
挙
か
ら
の
自
民
党
支
持
の
変
化
は
両
方
の
期
間
に
お
い
て
有
意
性
が
あ
り
、
そ
の
効
果
は
二
番
目
の
期
間
で
は
一
・
七
五
倍

で
あ
る
。
一
〇
ポ
イ
ン
ト
の
政
党
支
持
が
増
加
す
る
と
、
自
民
党
得
票
率
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
至
る
ま
で
二
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
、

そ
し
て
一
九
八
〇
年
代
に
は
三
・
五
ポ
イ
ン
ト
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
計
算
結
果
は
示
し
て
い
る
。
二
つ
の
期
間
の
ち
が
い
が
統
計

上
は
有
意
性
が
な
い
の
で
、﹇
政
党
﹈
支
持
は
と
り
わ
け
強
く
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
政
党
ブ
ラ
ン
ド
の
重
要
性
が
一
九
七
〇
年
代

半
ば
か
ら
末
期
に
か
け
て
増
加
し
た
、
と
す
る
私
た
ち
の
仮
説
と
一
致
し
て
い
る
。

　

私
た
ち
の
主
張
の
中
心
的
な
論
拠
は
か
な
り
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
自
民
党
得
票
率
へ
の
内
閣
支
持
の
影
響
は
、
二
つ
の
期
間
に
明

ら
か
に
増
加
し
て
き
た
。
内
閣
支
持
の
影
響
は
、
前
半
の
期
間
で
は
意
味
が
あ
る
が
、
比
較
的
小
さ
い
。﹇
つ
ま
り
、
内
閣
支
持
率
の
﹈

一
〇
ポ
イ
ン
ト
の
増
加
は
、
自
民
党
得
票
率
で
は
半
分
以
下
（
〇
・
四
）
の
ポ
イ
ン
ト
の
増
加
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
七
九

年
の
選
挙
以
降
、
内
閣
支
持
率
の
変
化
か
ら
の
影
響
は
も
っ
と
大
き
く
な
り
、
実
際
に
四
倍
以
上
に
な
っ
�
。
後
半
の
期
間
に
お
い
て

は
、﹇
内
閣
支
持
の
﹈
一
〇
ポ
イ
ン
ト
の
上
昇
は
、
自
民
党
の
得
票
率
を
ほ
ぼ
二
ポ
イ
ン
ト
増
加
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
検
証
さ
れ
た
二
つ
の
期
間
に
お
い
て
、
計
算
結
果
は
、
候
補
者
へ
の
投
票
が
中
心
と
な
る
単
記
非
移
譲
式
選
挙
制
度
の
も

と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
民
党
の
得
票
率
に
内
閣
支
持
の
大
き
な
影
響
が
明
ら
か
に
増
し
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
日
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34る

（　

）
35る

（　

）
36た
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本
で
の
首
相
人
気
に
あ
や
か
っ
た
威
光
効
果
に
関
す
る
よ
り
多
く
の
研
究
は
、
首
相
が
選
挙
で
影
響
力
を
行
使
す
る
と
す
る
知
見
を
普

及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
分
析
は
有
権
者
へ
の
首
相
人
気
の
影
響
力
が
過
去
二
〇
年
間
に
著
し
く
増
加
し
て
き
た
、
と

い
う
私
た
ち
の
論
旨
を
強
く
裏
づ
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

む 
す 
び

　　

個
々
の
リ
ー
ダ
ー
が
代
理
人
を
抱
え
る
こ
と
や
、
制
約
や
誘
因
に
関
す
る
一
般
化
し
た
理
論
が
、
政
治
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
網
羅
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
�
、
同
時
に
日
本
の
首
相
の
役
割
に
お
い
て
は
っ
き
り
し
た
シ
ス
テ
ム

上
の
変
化
は
生
じ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
の
日
本
の
首
相
へ
の
近
年
の
注
目
と
、
そ
の
テ
ー
マ
に
お
け
る
学
問
的
な
関
心
の
増
加
は
異

様
な
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
首
相
の
役
割
が
さ
ら
に
「
大
統
領
制
化
」
に
向
か
う
長
期
的
な
趨
勢
の
承
認
で
あ
る
。
首
相

の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
の
重
要
性
は
、
日
本
政
治
に
お
け
る
一
要
因
と
し
て
、
過
去
二
〇
年
間
で
は
っ
き
り
と
高
ま
っ
て
き
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
以
前
、
首
相
の
役
割
と
イ
メ
ー
ジ
は
、
与
党
支
持
と
は
区
別
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
、
国
民
、
有
権
者
に
は
ほ
と
ん
ど
独

立
し
た
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
現
在
、
日
本
の
国
民
に
は
、
そ
の
﹇
首
相
の
﹈
地
位
は
今
ま
で
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
注
目

を
集
め
て
お
り
、
与
党
や
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
首
相
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
首
相
は
、
他
の
多
く
国
々
、
と
り
わ
け
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
る
力
強
い
リ
ー
ダ
ー
で
は
必
ず
し
も
な
い
が
、
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
政
治
に
お
い
て
ひ
と
つ

の
よ
り
影
響
あ
る
力
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
＊
﹇
エ
リ
ス
・
ク
ラ
ウ
ス
は
﹈
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
大
学
院
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
校
国
際
関
係
学
科
﹇
に
所
属
﹈、﹇
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ナ
イ
ブ
レ
イ
ド
は
﹈

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
政
治
学
部
﹇
に
所
属
﹈。
筆
者
た
ち
は
、
マ
ッ
ト
・
シ
ュ
ガ
ー
ト
氏
、
オ
ウ
レ
リ
ア
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ル
ガ
ン

（　

）
37も
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氏
、
増
山
幹
高
氏
、
T
・
J
・
ペ
ン
ペ
ル
氏
、
本
誌
編
集
者
諸
氏
、
そ
れ
に
旧
稿
で
は
た
い
へ
ん
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
匿
名

論
評
者
諸
氏
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
不
足
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
時
事
通
信
社
の
軽
部
謙
氏
、
内
閣
諮
問
機
関
に
関
す
る
自
ら

の
論
文
の
コ
ピ
ー
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
辻
中
豊
氏
、
明
推
協
（
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
）
の
デ
ー
タ
を
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
蒲
島
郁
夫
氏
、
井

出
ひ
ろ
こ
氏
、
様
々
な
統
計
学
上
の
問
題
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
ニ
ー
ル
・
ベ
ッ
ク
氏
、
そ
し
て
関
連
す
る
比
較
文
献
に
関
す
る
提
言

を
し
て
く
だ
さ
っ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
・
エ
リ
ス
氏
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
二
人
は
、
本
論
文
に
関
し
て
、
全
責
任
を
負
う
も
の
で

す
。

　
（
１
） 

A
nthony

M
ughan, M

ed
ia

an
d

th
e

P
resid

en
tialization

of
P
arliam

en
tary

E
lection

s
(N

ew
Y
ork:P

algrave,2000);T
hom

as

P
og

u
n
tk

e
an

d
P
au

lW
eb

b
,ed

s, T
h
e

P
resid

en
tialization

of
D
em

ocracy
:
A

S
tu

d
y

in
C
om

p
arativ

e
P
olitics

(O
x
ford

:

O
xford

U
niversity

P
ress,2004).

（
２
） 

M
ughan, M

ed
ia

an
d

th
e

P
resid

en
talization

of
P
arliam

en
tary

E
lection

s,
p.7

（
３
） 

ロ
ー
ズ
は
あ
る
次
元
に
お
け
る
政
府
内
の
政
党
数
、
そ
し
て
他
の
次
元
に
お
い
て
憲
法
が
政
府
を
中
央
集
権
化
さ
せ
る
程
度
を
使
っ
て
、
首

相
の
役
割
の
二
×
二
類
型
を
提
示
し
て
い
る
。R

ichard
R
ose,'P

rim
e
M

inisters
in

P
arliam

entary
D
em

ocracies', S
tu

d
ies

in
P
u
b
lic

P
olicy

N
o.185

(G
lasg

ow
:C

en
tre

for
th

e
S
tu

d
y
of

P
u
b
lic

P
olicy

,U
n
iv
ersity

of
S
trath

cly
d
e,1990)

を
参
照
。
こ
れ
ら
の
次
元
は

レ
イ
プ
ハ
ル
ト
の
多
数
決
型
民
主
国
家
と
合
意
型
民
主
国
家
の
概
念
に
類
似
し
て
お
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ツ
ェ
ベ
リ
ス
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の

概
念
化
に
お
お
ま
か
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。(A

ren
d
L
ijp

h
art, P

a
tte

rn
s

o
f
D
e
m

o
cra

cy
:
G
o
v
e
rn

m
e
n
t

F
o
rm

s
a
n
d

P
ersorm

an
ce

in
T
h
irty

-S
ix

C
ou

n
tries,  N

ew
H
av

en
,C

on
n
.Y

ale
U
n
iv
ersity

P
ress,1999

、
粕
谷
祐
子
訳
『
民
主
主
義
対
民
主

主
義－

多
数
決
型
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
の
三
六
ヶ
国
比
較
研
究
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
） ;G

eorge
T
sebelis,'D

ecision
M

aking
in

P
olitical

System
s:V

eto
P
layers

in
P
residentialism

,M
ulticam

eralism
,and

M
ultipartyism

', B
ritish

Jou
rn

al
of

P
olitical

S
cien

ce,
25

1995,289-326;G
eorge

T
sebelis, V

eto
P
lay

ers:
H
ow

P
olitical

In
stitu

tion
s

W
ork

,
P
rinceton,N

.J.:P
rinceton

U
niversity

P
ress,

2002).

（
４
） 

K
enjiH

ayao, T
h
e

Jap
an

ese
P
rim

e
M

in
ister

an
d

P
u
b
lic

P
olicy

,
P
ittsburgh:U

niversity
of

P
ittsburgh

P
ress,1993.

（
５
） 

A
urelia

G
eorge

M
ulgan,'Japan's

P
oliticalL

eadership
D
eficit', A

u
stralian

Jou
rn

al
of

P
olitical

S
cien

ce,
35,2002,pp.183-
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202.

（
６
） 

T
om

ohito
Shinoda, L

ead
in
g

Jap
an

:
T
h
e

R
ole

of
th

e
P
rim

e
M

in
ister,

W
estport,C

onn.:P
raeger,2000.

（
７
） 

ハ
ヤ
オ
は
、
た
と
え
日
本
の
弱
い
首
相
が
存
在
す
る
日
本
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
、
変
革
と
政
策
刷
新
に
は
十
分
な
能
力
が
あ
る
と

主
張
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ル
ガ
ン
は
行
政
上
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
が
よ
り
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。H

ay
ao, T

h
e

Jap
an

ese
P
rim

e
M

in
ister

an
d

P
u
b
lic

P
olicy

,
pp.202-10  

と M
ulgan,Japan's

P
oliticalL

eadership
D
eficit,pp.200-1

を
参
照
。

（
８
） 

E
llis

S.K
rauss

and
M

ichio
M

uram
atsu,'T

he
D
om

inant
P
arty

and
SocialC

oalitions
in

Japan',
T
.J.P

em
pel,ed., U

n
com

m
on

D
em

ocraries,
Ithaca,N

.Y
.:C

ornellU
niversity

P
ress,1990,pp.282-305.

（
９
） 

H
ayao, T

h
e

Jap
an

ese
P
rim

e
M

in
ister

an
d

P
u
b
lic

P
olicy

.

（　

） 

衆
議
院
は
単
記
非
移
譲
式
投
票
制
度
の
中
選
挙
区
制
度
で
あ
り
、
そ
の
制
度
で
は
各
選
挙
区
に
お
い
て
理
論
上
、
人
口
に
応
じ
て
、
二
名
か

１０

ら
六
名
ま
で
の
議
員
が
選
出
さ
れ
る
が
、
有
権
者
は
一
票
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
第
一
党
の
与
党
・
自
民
党
の
立
候
補
者
を
選
挙

区
に
お
い
て
お
互
い
に
競
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。(J.M

ark
R
am

sey
er

an
d
F
ran

ces
M

cC
allR

osen
b
lu
th

, Jap
an

's

P
olitical

M
ark

etp
lace,C

am
b
rid

g
e,M

ass.H
arv

ard
U
n
iv
ersity

P
ress,1993

、
加
藤
寛
監
訳
『
日
本
政
治
の
経
済
学
』
弘
文
堂
、
一

九
九
五
年
、
参
照
）。

（　

） 

日
本
に
関
し
て
は
、R
am

sey
er

an
d
R
osen

b
lu
th

, Jap
an

's
P
olitical

M
ark

etp
lace

と S
tev

en
R
.R

eed
,'D

em
ocracy

an
d
th

e

１１

P
ersonalV

ote:A
C
autionary

T
ale

from
Japan', E

lectoral
S
tu

d
ies,

13,1994,pp.17-28  
を
参
照
。
比
較
の
視
点
で
は
、B

ruce
C
ain,

John
F
erejohn

and
M

orris
F
iorina, T

h
e

P
erson

al
V
ote:

C
on

stitu
en

cy
S
erv

ice
an

d
E
lectoral

In
d
ep

en
d
en

ce,
C
am

bridge,

M
ass.:H

arvard
U
niversity

P
ress,1986  

と John
C
arey

and
M

atthew
S.Shugart,'Incentives

to
C
ultivate

a
P
ersonalV

ote:A

R
ank

O
rdering

of
E
lectoralF

orm
ula', E

lectoral
S
tu

d
ies,

14,1995,pp.417-39

を
参
照
。

（　

） 

当
該
選
挙
区
に
お
い
て
自
民
党
が
出
馬
さ
せ
て
い
る
候
補
者
数
次
第
で
あ
る
。
候
補
者
が
少
な
い
ほ
ど
、
政
党
ブ
ラ
ン
ド
の
重
要
性
が
増
す

１２

の
で
あ
る
。T

hom
as

R
ochon,'E

lectoralSystem
s
and

the
B
asis

of
the

V
ote:T

he
C
ase

of
Japan',in

John
C
reighton

C
am

pbell,

ed
., P

arties,
C
an

d
id
ates,

an
d

V
oters

in
Jap

an
:
S
ix

Q
u
an

titativ
e

S
tu

d
ies,

A
n
n
A
rb

or:C
en

ter
for

Jap
an

ese
S
tu

d
ies,

U
niversity

of
M

ichigan,1981,pp.1-28,B
radley

M
.R

ichardson,'C
onstituency

C
andidates

V
ersusu

P
arties

in
Japanese

V
oting

B
ehavior', A

m
erican

P
olitical

S
cien

ce
R
ev

iew
,
82,1988,695-718,Scott

C
.F

lanagan,Shinsaku
K
ohei,Ichiro

M
iyake,B

radely
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M
.R

ich
ard

son
an

d
JojiW

atan
u
k
i, T

h
e

Jap
an

ese
V
oter,

N
ew

H
av

en
,C

on
n
.:Y

ale
U
n
iv
ersity

P
ress,1991,S

tep
h
en

M
.

Sw
indle,'T

he
Supply

and
D
em

and
of

the
P
ersonalV

ote:T
heoreticalC

onsiderations
and

E
m
piricalIm

plications
of

C
ollective

E
lectoralIncentives', P

arty
P
olitics,

8,2002,279-300

を
参
照
。

（　

） 

わ
ず
か
な
例
外
と
し
て
、
一
九
八
六
年
の
衆
参
同
日
選
挙
に
お
け
る
投
票
行
動
を
分
析
し
た
川
人
貞
史
「
衆
参
同
日
選
挙
と
中
曽
根
人
気
」

１３

『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
九
巻
第
二
号
、
一
九
八
八
年
。
最
近
﹇
の
研
究
﹈
で
は
蒲
島
郁
夫
と
今
井
亮
佑
に
よ
る 'E

valuation
of

P
arty

L
eaders

and
V
oting

B
ehaviour:A

n
A
nalysis

of
the

2000
G
eneralE

lection', Social
Science

Japan
Journal,

5,2002,pp.85-96

が
あ
る
。

（　

） 

L
aurie

A
nn

F
reem

an, C
losin

g
th

e
S
h
op

:
In

form
ation

C
artels

an
d

Jap
an

's
M

ass
M

ed
ia

(P
rinceton,N

.J.:P
rinceton

１４

U
niversity

P
ress,2000),O

fer
F
eldm

an, P
olitics

an
d

th
e

N
ew

s
M

ed
ia

in
Jap

an
(A

nn
A
rbor:U

niversity
of

M
ichigan

P
ress,

1993),pp.67-93,Ivan
P
.H

all, C
artels

of
th

e
M

in
d

(N
ew

Y
ork:W

.W
.N

orton,1998,pp.45-79

を
参
照
。

（　

） 

M
ichaelC

ockerell,P
eter

H
ennessey

and
D
avid

W
alker, S

ou
rces

C
lose

to
th

e
P
rim

e
M

in
ister:

In
sid

e
th

e
H
id
d
en

１５

W
orld

of
th

e
N
ew

s
M

an
ip
u
lators

(L
on

d
on

:M
acm

illan
,1984),p

p
.9-12,31-47.

ま
た
、F

eld
m
an

, P
olitics

an
d

th
e

N
ew

s

M
ed

ia
in

Jap
an

,
pp.196-7

も
参
照
の
こ
と
。

（　

） 

E
llis

S.K
rauss, B

road
castin

g
P
olitics

in
Jap

an
:
N
H
K

an
d

T
elev

ision
N
ew

s

（Ithaca,N
.Y

.:C
ornellU

niversity
P
ress,

１６

2000

、
村
松
岐
夫
監
訳 
後
藤
潤
平
訳
『
N
H
K 　
 

日
本
政
治
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
六
年
） .

vs.

（　

） 

Joseph
M

assey, Y
ou

th
an

d
P
olitics

in
Jap

an
(L

exington,M
ass.:L

exington
B
ooks,1976,pp.27-31.

１７
（　

） 

い
く
ぶ
ん
、
こ
れ
は
新
聞
紙
に
﹇
記
事
が
掲
載
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
﹈
指
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
新
聞
紙
で
は
記
事
は
次
頁
に
続
く
こ
と

１８

は
決
し
て
な
く
、
た
と
え
ば
政
治
、
経
済
、
国
際
情
勢
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
は
毎
日
、
指
定
さ
れ
た
同
頁
に
掲
載
さ
れ
る
。

（　

） 

M
atthew

S.Shugart,'T
he

E
lectoralC

ycle
and

Institution
Sources

of
D
ivided

G
overnm

ent', A
m
erican

P
olitical

S
cien

ce

１９

R
ev

iew
,
89

(1995),p
p
.327-43;D

av
id

S
am

u
els,'T

h
e
G
u
b
ern

ation
alC

oattails
E
ffect:F

ed
eralism

an
d
C
on

g
ression

alE
lection

in
B
razil', Jou

rn
al

of
P
olitics,

62,2000,p
p
.240-53.K

aren
E
.C

ox
an

d
L
eon

ard
J.S

ch
op

p
a,'In

teraction
E
ffects

an
d
M

ix
ed

M
em

b
er

E
lectoralS

y
stem

s:T
h
eory

an
d
E
v
id
en

ce
from

G
erm

an
y
,Jap

an
,an

d
Italy

', C
om

p
arativ

e
P
olitical

S
tu

d
ies,

35,

2002,pp.1027-53.

（　

） 

G
ray

D
.A

llison,'Japan's
Independent

V
oters', Jap

an
's

In
terp

reter,
11,1976,36-55.

２０
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（　

） 

時
事
通
信
社
編
『
戦
後
日
本
の
政
党
と
内
閣
』
時
事
通
信
社
、
一
九
八
一
年
。
時
事
通
信
社
編
『
日
本
の
政
党
と
内
閣 
一
九
八
一－

一
九
九

２１

一
』
時
事
通
信
社
、
一
九
九
二
年
。

（　

） 
F
lanagan

et.al.,
T
h
e

Jap
an

ese
V
oter.

２２
（　

） 
A
llison,'Japan's

Independent
V
oters'.

２３
（　

） 

K
rauss, B

road
castin

g
P
olitics

in
Jap

an

（『
前
掲
訳
書
』） .

２４
（　

） 

デ
ー
タ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
式
の
選
挙
期
間
か
ら
の
五
日
間
の
サ
ン
プ
ル
の
た
め
に
、
日
本
の
全
国
紙
「
の
実
績
を
も
つ
」『
朝
日
新
聞
』
に
掲

２５

載
さ
れ
た
記
事
を
基
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
政
府
と
政
治
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
首
相
の
役
割
の
特
徴
を
記
載
し
、
選
挙
に
関

係
し
た
活
動
、
し
な
か
っ
た
活
動
を
含
ん
で
い
た
。
参
議
院
の
選
挙
期
間
は
一
七
日
間
か
ら
二
四
日
間
ま
で
と
一
様
で
な
い
（
一
九
八
〇
年
代

以
前
で
は
、
後
者
が
一
般
的
で
あ
っ
た
）。
衆
議
院
は
一
二
日
間
か
ら
二
一
日
間
ま
で
で
あ
っ
た
。（﹇
参
議
院
と
﹈
同
様
に
、
一
九
八
〇
年
代
以

前
、
期
間
が
長
い
の
が
通
常
で
あ
っ
た
）。
各
事
例
の
五
日
の
サ
ン
プ
ル
は
、
す
べ
て
の
平
日
が
サ
ン
プ
ル
に
代
表
さ
れ
る
た
め
に
選
ば
れ
る
の

で
、﹇
選
挙
戦
﹈
数
週
間
の
う
ち
各
週
の
あ
る
平
日
か
ら
構
成
さ
れ
る
。 

（　

）
例
え
ば
、G

ary
C
.Jacob

son
,S

am
u
elK

ern
ellan

d
Jeffrey

L
azaru

s,'A
ssessin

g
th

e
P
resid

en
t's

R
ole

as
P
arty

A
g
en

t
in

２６

C
ongressionalE

lections:T
he

C
ase

of
B
illC

linton
in

2000', L
eg

islativ
e

S
tu

d
ies

Q
u
artery

,
29,2004,pp.159-84  

参
照
。

（　

） 

田
中
﹇
角
栄
﹈
は
例
外
と
思
わ
れ
る
。
結
果
的
に
、
彼
の
最
終
的
な
支
持
率
は
、
全
般
的
に
平
均
す
る
と
自
民
党
全
体
の
支
持
率
と
近
い
も

２７

の
に
な
っ
た
が
、
彼
の
人
気
は
中
曽
根
﹇
康
弘
﹈
以
前
の
ど
の
首
相
よ
り
も
極
端
に
変
化
し
て
い
た
。
彼
の
支
持
率
は
記
録
的
な
レ
ベ
ル
か
ら

始
ま
り
、
急
落
し
た
。

（　

） 

竹
下
﹇
登
﹈
と
森
﹇
喜
朗
﹈
の
二
人
は
、
注　

で
述
べ
た
田
中
﹇
角
栄
﹈
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
す
る
点
で
例
外
的
で
あ
り
、
だ
か
ら
中
曽
根

２８

27

首
相
以
降
、
三
ヶ
月
以
上
政
権
の
座
に
あ
っ
た
す
べ
て
の
首
相
は
自
民
党
﹇
の
支
持
率
﹈
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（　

） 

三
宅
一
郎
、
西
澤
由
隆
、
河
野
勝
『
五
五
年
体
制
下
の
政
治
と
経
済－

時
事
世
論
調
査
デ
ー
タ
の
分
析
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
一
年
。

２９
（　

） 

私
た
ち
の
主
張
を
検
証
す
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
一
九
七
〇
年
代
ま
で
遡
る
デ
ー
タ
を
必
要
と
す
る
。﹇
た
だ
、﹈
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た

３０

と
え
ば
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
の
よ
う
な
別
機
関
に
よ
る
、
主
に
学
術
的
な
選
挙
研
究
と
調
査
の
利
用
が
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
れ
は
﹇
私

た
ち
に
と
っ
て
﹈
適
切
な
質
問
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（　

） 

こ
の
図
は
変
量
効
果
・
最
小
二
乗
法
モ
デ
ル (ran

d
om

-effects
O
L
S
m
od

el)  
の
結
果
を
示
し
て
い
る
が
、
固
定
効
果
仕
様 (fix

ed
-effects

３１
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specification)  
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
期
間
に
お
け
る
内
閣
支
持
率
の
影
響
に
と
っ
て
類
似
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（　

） 

私
た
ち
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
か
ら
、
旧
選
挙
制
度
の
も
と
で
の
デ
ー
タ
を
﹇
利
用
す
る
こ
と
に
﹈
限
定
し
た
。﹇
そ
の
理
由
は
、﹈﹇
旧
選
挙

３２

制
度
に
﹈
内
閣
支
持
率
が
影
響
さ
れ
る
中
で
、
な
ん
ら
か
の
変
化
を
検
証
す
る
の
は
、「
最
も
難
し
い
」
こ
と
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の

﹇
選
挙
﹈
制
度
に
お
い
て
、
個
々
の
候
補
者
へ
の
個
人
投
票
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
つ
の
選
挙
制
度
に
限
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
制
度
間
の
比
較
の
問
題
を
回
避
で
き
、
当
然
、
理
論
を
検
証
す
る
の
に
必
要
な
時
間
枠
組
み
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（　

） 

S
tev

en
R
.R

eed
, Jap

an
ese

E
lection

D
ata:

T
h
e

H
ou

se
of

R
ep

resen
tativ

es
1947-1990,

A
n
n
A
rb

or:U
n
iv
ersity

of

３３

M
ichigan,1992.

（　

） 

研
究
者
の
中
に
は
、
経
済
制
御
変
数
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
驚
く
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
で
は
一
般
的
に
経
済
﹇
に
基

３４

づ
く
﹈
投
票
の
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
（C
hristopher

J.A
nderson

and
Jun

Ishii,'T
he

P
oliticalE

conom
y
of

E
lection

O
utcom

e

in
Japan', B

ritish
Jou

rn
al

of
P
olitical

S
cien

ce,
27,1997,pp.619-30

）
を
参
照
、
そ
し
て
通
常
、
選
挙
区
レ
ベ
ル
の
分
析
の
中
に
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
最
近
の
例
に
つ
い
て
は
、E

ric
C
.B

row
n
and

Sunw
oong

K
im

,'F
actionalR

ivals
and

E
lectoralC

om
petition

in

a
D
om

in
an

t
P
arty

:In
sid

e
Jap

an
's

L
ib
eralD

em
ocratic

P
arty

,1958-1990', E
u
rop

ean
Jou

rn
al

of
P
olitical

R
esearch

,
42,

2003,pp.107-34.  
参
照
。

（　

） 

こ
れ
は
、
変
数
に
と
っ
て
勾
配
﹇
関
数
﹈
だ
け
で
な
く
切
片
﹇
関
数
﹈
も
二
つ
の
期
間
を
一
様
に
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
必
要
で
あ

３５

る
。
し
か
し
、
そ
の
変
数
は
示
唆
的
で
あ
る
け
れ
ど
、
実
質
的
に
重
要
で
は
な
い
。

（　

） 

チ
ャ
ウ
・
テ
ス
ト
﹇
構
造
変
化
の
テ
ス
ト
﹈
は
計
算
さ
れ
た
五
・
九
八
の
F
値
﹇
統
計
量
﹈
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、﹇
そ
の
こ
と
は
﹈
二
つ
の

３６

期
間
の
差
が
〇
・
〇
一
四
六
に
お
い
て
、
こ
の
サ
ン
プ
ル
・
サ
イ
ズ
に
は
有
意
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（　

） 

R
ichard

J.Sam
uels, M

ach
iav

elli's
C
h
ild

ren
:
L
ead

ers
an

d
T
h
eir

L
eg

acies
in

Italy
an

d
Jap

an
,
Ithaca,N

.Y
.:C

ornell

３７

U
niversity

P
ress,2003

（
鶴
田
知
佳
子
・
村
田
久
美
子
訳
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
子
ど
も
た
ち 
日
伊
の
政
治
指
導
は
何
を
成
し
遂
げ
、
何
を

残
し
た
か
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
七
年).

（
訳
注
１
）　

ハ
ヤ
オ
は
、
日
本
の
首
相
を
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
リ
ー
ダ
ー
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
、
受
身
的
リ
ー
ダ
ー
の
三
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ

と
を
提
案
す
る
。
多
く
の
研
究
者
は
、
池
田
勇
人
や
佐
藤
栄
作
な
ど
の
政
界
入
り
し
た
元
官
僚
の
存
在
の
た
め
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
タ
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イ
プ
を
想
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
三
木
武
夫
以
降
、
首
相
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
は
関
わ
っ
て
こ
ず
、
首
相
が
取

り
扱
っ
た
問
題
は
政
治
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
国
際
的
危
機
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
に
な
る
と
、
首
相
は
重
要
な
課
題
を
提
示
す
る
役
割
を
果

た
さ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
も
政
治
的
で
も
な
く
な
っ
た
。
首
相
が
扱
う
大
部
分
の
争
点
は
、
す
で
に
課

題
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
首
相
は
、
た
と
え
ば
貿
易
や
安
全
保
障
の
政
策
に
つ
い
て
外
圧
、
国
内
外
の
経
済
問
題
、
外
交
上
の
危
機
、

政
治
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
ど
の
外
部
要
因
の
結
果
と
し
て
、
争
点
に
関
わ
る
傾
向
が
で
て
き
た
。
そ
の
際
、
首
相
は
「
受
身
的
に
な
る
傾
向
が

あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

（
訳
注
２
）　

拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
あ
る
組
織
内
の
立
場
を
異
に
す
る
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
が
、
そ
の
同
意
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ

る
の
で
、
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
認
知
を
受
け
て
い
る
。
様
々
な
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
政
策
上
の
距
離
や
政
策
へ
の
凝
集
性
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
政
策
変
更
は
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
数
や
政
策
・
凝
集
性
の
対
応
に
よ
っ
て
困
難
さ
が
つ
き
ま
と
う
、
と
説
明
さ
れ
る
。

（
訳
注
３
）　
「
候
補
者
へ
の
投
票
」
は
、
候
補
者
の
質
、
資
格
、
業
績
に
も
と
づ
く
候
補
者
本
人
の
属
性
を
基
準
に
し
て
、
選
挙
で
支
持
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
日
本
で
は
、
政
党
で
は
な
く
「
候
補
者
本
位
へ
の
支
持
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
れ
以
外
の
投
票
は
、
候
補
者
の
党
派
的
所
属
、

階
級
、
宗
教
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
経
済
状
態
へ
の
反
応
、
与
党
の
長
を
中
心
と
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
の
よ
う
な
有
権
者
の
特
性
と
の
結

び
つ
き
を
基
準
と
す
る
。

　
訳
者
あ
と
が
き

　

本
論
文
は E

llis
S
.K

rau
ss

an
d
B
en

jam
in

N
y
b
lad

e,'P
resid

en
tialization

'in
Jap

an
?
T
h
e
P
rim

e
M

in
ister,M

ed
ia

an
d

E
lections

in
Japan"

B
ritish

Jou
rn

al
of

P
olitical

S
cien

ce,
V
ol.35,C

am
bridge

U
niversity

P
ress

2005,pp.369-381  

の
全
文
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
の
許
可
を
得
て
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
を
読
む
う
え
で
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
、

訳
者
の
判
断
で
、﹇  
﹈
内
に
補
足
す
る
部
分
を
加
え
た
。

　

著
者
の
ひ
と
り
エ
リ
ス
・
Ｓ
・
ク
ラ
ウ
ス
は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
院
で
博
士
号
取
得
後
、
西
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ

大
学
、
一
九
九
五
年
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
校
の
国
際
関
係
・
太
平
洋
研
究
大
学
院
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。
本
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論
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
『
N
H
K 　
 

日
本
政
治
』（
村
松
岐
夫
監
訳
、
東
洋
経
済
新
報
社
）
な
ど
の
著
書
・
論
文
多
数
が
あ
る
。

vs.

　

も
う
ひ
と
り
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ナ
イ
ブ
レ
イ
ド
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
校
に
て
博
士
号
取
得
後
、
カ
ナ
ダ
の
ブ

リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
政
治
学
部
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。
近
著
と
し
て "W

h
o
C
h
eats?

W
h
o
L
oots?

P
oltical

C
om

p
etition

an
d
C
orru

p
tion

in
Jap

an
,1947-1993"

A
m

erican
Jou

rn
al

of
P
olitical

S
cien

ce
52(4),O

ctob
er,2008.

(W
ith

Steven
R
.R

eed),"
E
lectoralIncentives

in
M

ixed
M

em
ber

System
s:P

arty,P
osts

and
Z
om

bie
P
oliticians

in
Japan"

A
m

erican
P
olitical

S
cien

ce
R
ev

iew
100(2),M

ay
2006.(W

ith
R
obert

P
ekkanen

and
E
llis

S.K
rauss)  

な
ど
が
あ
る
。

　

二
人
と
も
日
本
政
治
の
研
究
者
で
あ
り
、
最
近
で
は
曽
根
泰
教
・
大
山
耕
輔
編
著
『
日
本
の
民
主
主
義　

変
わ
る
政
治
、
変
わ
る
政

治
学
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
の
第
一
三
章
「
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
と
役
職
配
分
」
を
執
筆
し
て
い
る
。

　

二
人
の
著
者
は
、
本
論
に
お
い
て
、
日
本
の
首
相
は
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
近
年
、
そ
の
重
要
性
が
高
ま
っ

て
い
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
他
の
議
院
内
閣
制
の
民
主
主
義
国
と
同
様
、
最
近
の
傾
向
で
あ
る
首
相
の
「
大
統
領
制
化
」
が
日
本
政
治

に
お
い
て
も
考
察
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
の
高
ま
り
は
最
近
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
二
〇
年

前
に
そ
の
起
源
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
ま
ず
、
従
来
、
日
本
の
首
相
が
ど
う
い
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
政
党
（
自
民
党
）、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、

政
治
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
描
い
て
い
る
。
日
本
は
中
央
集
権
化
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
を
有
し
、
さ
ら
に
長
期
の
自
民
党
単
独
政
権
が
存

在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
党
首
で
あ
る
首
相
は
脆
弱
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
自
民
党
の
組
織
構
造
が
指
摘
さ
れ

る
。
日
本
の
政
治
は
、
自
民
党
の
派
閥
・
族
議
員
で
作
ら
れ
る
断
片
化
・
分
権
化
し
た
政
権
で
運
営
さ
れ
、
ま
た
（
旧
）
中
選
挙
区
制

と
い
う
選
挙
制
度
の
影
響
も
あ
っ
て
、
選
挙
に
お
い
て
は
個
々
の
（
自
民
党
系
）
候
補
者
が
政
党
ブ
ラ
ン
ド
や
党
首
（
＝
首
相
）
に
頼

る
こ
と
な
く
、
選
挙
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
新
聞
や
N
H
K
に
代
表
さ
れ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
首
相
に
注
目
す
る
こ
と
な
く
、
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官
僚
か
ら
の
情
報
に
依
存
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
画
一
化
し
た
報
道
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
政
治
的
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
、
有
権
者
の
中
に
政
党
と
の
一
体
感
の
低
下
、
支
持

政
党
な
し
が
増
加
し
て
き
た
。
特
定
政
党
を
支
持
し
続
け
な
い
有
権
者
の
増
加
と
、
自
民
党
の
得
票
減
少
は
、
首
相
の
国
民
向
け
イ
メ
ー

ジ
を
重
視
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
選
挙
制
度
の
改
革
と
、
非
紙
媒
体
、
と
り
わ
け
新
し
い
タ
イ
プ
の
テ
レ
ビ
報
道
番
組
の
登

場
に
よ
っ
て
、
政
党
ブ
ラ
ン
ド
と
首
相
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
彼
ら
は
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
日
本
の
首
相
は
、
従
来
と
は
異
な
っ
て
影
響
力
あ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
世
論
調
査
や
報
道
記
事
な

ど
か
ら
の
各
種
の
デ
ー
タ
を
グ
ラ
フ
化
す
る
こ
と
で
、
報
道
の
変
化
お
よ
び
首
相
個
人
に
対
す
る
有
権
者
か
ら
の
支
持
が
一
九
七
〇
年

代
半
ば
か
ら
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
徐
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

最
近
で
は
、
党
首
力
と
い
う
言
葉
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
七
年
六
月

二
四
日
）。
も
ち
ろ
ん
従
来
の
首
相
へ
の
消
極
的
な
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
。
特
に
先
進
国
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、「
党
首
力
」
と
い
う

意
味
で
も
、
二
人
の
主
張
す
る
リ
ー
ダ
ー
像
に
は
日
本
の
首
相
は
ま
だ
そ
の
基
準
に
は
達
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
に
は
別
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
事
情
ご
と
に
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
存
在
す
る
政
治
文
化
の
あ
り
方
が
異

な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
党
首
の
評
価
や
印
象
が
有
権
者
の
政
党
支
持
に
与
え
る
影
響
は
、「
大
い
に
」
三
六
％
、「
あ

る
程
度
」
四
八
％
を
合
わ
せ
て
八
〇
％
を
超
え
て
き
て
い
る
。「
二
大
政
党
」
の
時
代
に
お
い
て
、
日
本
で
も
首
相
候
補
と
し
て
、
党

首
に
は
有
権
者
を
引
き
つ
け
る
資
質
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

　

今
後
、
本
論
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
リ
ー
ダ
ー
像
が
有
権
者
に
与
え
る
影
響
が
も
つ
政
治
環
境
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
政

治
家
（
特
に
党
首
）
か
ら
の
「
世
論
形
成
力
」
を
検
討
す
る
視
点
も
こ
れ
か
ら
の
研
究
・
分
析
に
お
い
て
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
家
の
相
互
の
影
響
力
の
分
析
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
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最
後
に
翻
訳
工
程
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
訳
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
古
田
は
数
年
前
に
本
論
文
を
読
み
、
日
本
の
読
者
に
紹
介
で
き
な

い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
『
英
国
政
治
学
雑
誌
』
の
発
行
元
で
あ
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
会
に
翻
訳
許
可
を
受
け
た
う
え
で
、
も

う
ひ
と
り
の
訳
者
で
あ
る
石
井
に
翻
訳
作
業
で
の
協
力
を
依
頼
し
た
。
ま
ず
、
石
井
が
全
体
を
訳
し
、
古
田
が
そ
の
訳
稿
を
修
正
し
、

そ
の
後
何
回
か
お
互
い
が
訳
文
を
検
討
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
そ
の
点
で
、
本
訳
は
共
同
作
業
の
成
果
で
あ
る
。
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