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権
力
統
制
改
革
に
お
け
る
課
題曽そ

我が

部べ

真ま
さ

裕ひ
ろ

最
近
、
日
本
の
政
治
の
仕
組
み
に
異
変
が
起
き
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
新
聞
・
雑
誌
や
ウ
ェ
ブ
メ
デ
ィ
ア

で
の
論
説
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
一
言
で
言
え
ば
、

首
相
（
官
邸
）
の
権
力
が
強
力
に
な
り
す
ぎ
た
こ
と
の
弊
害
が

多
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

首
相
権
力
が
強
力
に
な
っ
た
こ
と
は
、
個
人
的
資
質
の
影
響

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
制
度
改
革
の
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
は
じ
め
に
は
、
政
治
改
革

に
よ
り
衆
議
院
の
中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
制
（
正
確
に
は

比
例
代
表
と
の
並
立
制
）
へ
の
移
行
や
政
党
助
成
制
度
の
導
入

が
な
さ
れ
、
橋
本
行
革
に
よ
り
内
閣
機
能
の
強
化
と
省
庁
再
編

が
行
わ
れ
、
国
会
で
も
党
首
討
論
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
さ

ら
に
は
司
法
制
度
改
革
も
行
わ
れ
た
。
な
お
、
時
期
的
に
は
あ

と
に
な
る
が
、
法
改
正
に
よ
り
二
〇
一
四
年
に
設
置
さ
れ
た
内

閣
人
事
局
を
通
じ
た
幹
部
官
僚
人
事
の
一
元
化
も
、
同
様
の
系

譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
九
〇
年
代
以
降
の
改
革
は
、（
平
成
の
）
統
治
構

造
改
革
と
総
称
さ
れ
る
。
す
べ
て
法
律
レ
ベ
ル
以
下
の
改
正
に

よ
る
改
革
で
あ
り
、
憲
法
典
に
は
一
切
触
れ
る
も
の
で
は
な
い

が
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
に
は
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
政
治
の

仕
組
み
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。

そ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
た
の
は
、
二
大
政
党
制
を
確
立
し
、
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総
選
挙
を
実
質
的
な
首
相
選
挙
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
首
相
が
、
直
接
的
な
国
民
の
付
託
を
背
景
に
強
力
な
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
現
代
日
本
の
山
積
す
る
課
題
解
決
に

立
ち
向
か
う
と
い
う
政
治
の
姿
で
あ
っ
た
。

現
在
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
確
立
が
企

図
さ
れ
た
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
行
き
過
ぎ
が
生
じ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
平
成
の
統
治
構
造
改

革
を
通
じ
て
、
首
相
は
、
与
党
や
野
党
、
官
僚
機
構
な
ど
、
主
な

政
治
ア
ク
タ
ー
に
対
し
て
制
度
的
優
位
性
を
獲
得
し
、
そ
れ
を

通
じ
て
メ
デ
ィ
ア
等
に
対
し
て
も
優
位
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
見
て
、
平
成
の
統
治
構
造
改
革
に
対
す
る

批
判
、
特
に
小
選
挙
区
制
や
内
閣
人
事
局
に
対
す
る
批
判
が
目

立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
筆
者
と
し
て
は
、
首
相
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
確
立
を
目
指
し
た
改
革
の
方
向
性
は
正
し
か
っ
た

も
の
と
考
え
る
。
た
だ
問
題
は
、
改
革
が
権
力
（
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
）
の
確
立
の
方
向
に
ば
か
り
向
き
、
権
力
の
統
制
に
向
け

た
改
革
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
統
治
構
造
改
革

二
・
〇
」（
清
水
真
人
『
平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
』〔
筑
摩
書

房
、
二
〇
一
八
年
〕）
で
あ
り
、
そ
れ
に
向
け
た
議
論
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
論
点
の
一
端
を
述
べ
る
こ

と
と
し
た
い
。

立
憲
主
義
の
観
点
か
ら

立
憲
主
義
と
言
う
と
、
権
力
を
制
約
す
る
原
理
だ
と
一
般
に

受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
面
的
で
あ
る
。
直
近
で
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
に
お
い
て
劇
的
な
形
で
明
ら

か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
現
代
国
家
で
は
社
会
や
個
人
が
抱
え
る

様
々
な
課
題
の
解
決
の
た
め
に
国
家
の
活
動
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
も
多
い
の
で
あ
り
、
権
力
は
縛
ら
れ
る
以
前
に
、
迅
速
的
確

に
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
良
き
統

治
」
の
た
め
に
は
、
民
主
的
な
応
答
性
を
備
え
た
諸
ア
ク
タ
ー

と
、
専
門
合
理
性
を
担
う
諸
ア
ク
タ
ー
と
の
協
働
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
タ
ー
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
る

た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
タ
ー
に
自
律
性
が
認
め
ら
れ
る

必
要
が
あ
り
、
言
い
換
え
る
と
、
ア
ク
タ
ー
間
に
「
仕
切
り
」

が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
民
主
政
の
も

と
で
は
、
最
終
的
に
は
、
憲
法
の
制
約
の
も
と
で
、
民
主
的
な

要
素
を
担
う
ア
ク
タ
ー
の
決
定
が
優
位
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
専
門
合
理
性
を
担
う
ア
ク
タ
ー
の
判
断
自
体

が
民
意
へ
の
配
慮
等
か
ら
歪
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
例
え
ば
、「
専
門
家
の
判
断
は
こ
う
だ
っ
た
が
、

政
治
の
責
任
で
そ
れ
と
は
異
な
る
決
定
を
行
っ
た
」
と
い
う
形

に
な
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
タ
ー
の
特
性
を
発
揮
さ
せ

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
、
決
定
過
程
の
透

明
性
と
責
任
の
所
在
の
明
確
化
と
を
も
た
ら
す
。
昨
今
の
政
治
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の
あ
り
方
に
お
け
る
課
題
の
一
つ
は
、
ア
ク
タ
ー
間
の
「
仕
切

り
」
の
低
さ
と
、
専
門
合
理
性
を
担
う
ア
ク
タ
ー
の
劣
化
な

ど
、
こ
の
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
決
定
過
程
の
透
明
性
と
責
任
の
所
在
の
明
確
化
と

は
、
権
力
行
使
の
統
制
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
立
憲
主

義
の
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
諸
権
力
の
抑
制
均
衡
と
責
任
政
治

原
理
で
あ
る
。
権
力
の
行
使
に
対
し
て
は
責
任
追
及
が
で
き
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
力
行
使
の
統
制
と
い
っ
て
も
多

義
的
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
以
下
、
事
後
的
な
統
制
に
関
す

る
課
題
を
二
点
考
え
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
、
政
治
的
統
制
と
法
的

統
制
に
関
わ
る
が
、
い
ず
れ
も
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、

そ
の
改
革
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
治
的
統
制
と
国
会
改
革

国
会
は
立
法
権
を
担
う
機
関
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
政
府
（
行
政
）
の
統
制
を
担
う
機
関
で
も

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
な
ど
、
こ
の
こ
と
が
憲
法
上
明
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
こ
の
こ
と
は
自
明
視
さ

れ
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
で
も
、
端
的
に
そ
の
旨
を
述
べ
る
規

定
こ
そ
な
い
が
、
国
政
調
査
権
（
六
十
二
条
）、
国
務
大
臣
に

対
す
る
出
席
要
求
権
（
六
十
三
条
）、
内
閣
不
信
任
決
議
権

（
六
十
九
条
）
と
い
っ
た
規
定
か
ら
政
府
統
制
機
能
が
国
会

（
あ
る
い
は
衆
参
両
院
）
に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
実
質
化
す
る
具
体
的
な
制
度
は
、
極
め

て
貧
弱
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
伝
統
的
に
一
貫
し
て
そ
う
で
あ

っ
た
が
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
強
化
さ
れ
た
今
日
に
お

い
て
は
そ
の
深
刻
な
問
題
性
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

特
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
国
政
調
査
権
の
あ
り
方
で

あ
る
。
議
院
内
閣
制
の
も
と
、
政
府
（
内
閣
）
と
与
党
と
が
密

接
な
関
係
に
あ
る
現
代
の
常
態
に
あ
っ
て
は
、
政
府
統
制
機
能

を
実
際
に
担
う
の
は
野
党
会
派
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
政
調
査

権
は
各
院
の
権
限
で
あ
る
か
ら
、
各
院
の
過
半
数
を
も
っ
て
そ

の
発
動
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
な
お
、
証
人
喚
問
は
全

員
一
致
に
よ
る
の
が
慣
例
で
あ
り
、
決
定
が
よ
り
困
難
で
あ

る
）。
つ
ま
り
、
与
党
が
認
め
な
い
調
査
は
で
き
な
い
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
国
政
調
査
権
の
機
能
不
全
の
一
因
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
点
、
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
例
で
は
、
議

員
の
四
分
の
一
の
要
求
に
よ
り
調
査
委
員
会
を
設
置
で
き
る
少

数
派
調
査
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

憲
法
の
委
任
を
受
け
た
議
院
規
則
に
基
づ
き
、
野
党
会
派
・
少

数
会
派
が
会
期
あ
た
り
一
回
、
調
査
委
員
会
の
設
置
要
求
が
で

き
る
。
日
本
で
も
こ
の
種
の
制
度
の
導
入
は
喫
緊
の
課
題
で
あ

ろ
う
。

も
っ
と
も
、
実
は
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
類
似
の
制
度
が
予
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備
的
調
査
制
度
と
し
て
す
で
に
導
入
さ
れ
て
い
る
（
衆
議
院
規

則
五
十
六
条
の
二
、
五
十
六
条
の
三
）。
し
か
し
、
そ
の
活
用

は
低
調
で
あ
り
、
他
方
で
、「
野
党
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
と
称
す
る

何
ら
制
度
的
裏
付
け
の
な
い
（
し
た
が
っ
て
、
議
事
録
も
報
告

書
も
作
成
公
表
さ
れ
な
い
）
行
為
が
最
近
、
盛
ん
に
な
さ
れ
て

い
る
。
制
度
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
政
党
（
会
派
）
や
議
員

の
行
動
様
式
に
も
関
わ
り
、
課
題
の
根
深
さ
を
感
じ
る
。

法
的
統
制
と
法
治
主
義

政
府
の
統
制
を
担
う
も
う
一
つ
の
柱
は
裁
判
所
に
よ
る
法
的

統
制
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
多
く
の
課
題
が
あ
る
が
、
最

近
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
で
注
目
さ
れ
た
こ
と
と

の
関
連
で
言
え
ば
、
法
的
根
拠
の
な
い
「
要
請
」
の
問
題
が
あ

る
。「
要
請
」
は
強
制
力
が
な
い
も
の
な
の
で
、
一
見
す
る
と

人
権
等
の
観
点
か
ら
は
望
ま
し
い
手
法
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
今
回
の
よ
う
な
非
常
時
に
お
け
る
政
治
の

ト
ッ
プ
か
ら
の
「
要
請
」
の
ほ
か
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
行

政
指
導
の
よ
う
な
日
常
的
な
も
の
に
至
る
ま
で
、
日
本
で
は
伝

統
的
に
好
ま
れ
る
手
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
要
請
」「
指
導
」
は
、
従
う
か
ど
う

か
の
判
断
が
国
民
に
委
ね
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
公
権
力
の
責
任
の

所
在
が
あ
い
ま
い
と
な
り
、
ま
た
、
強
制
力
が
な
い
の
で
訴
訟

で
争
い
に
く
い
（
つ
ま
り
、
裁
判
所
の
出
番
が
そ
も
そ
も
な

い
）。
制
度
上
、「
要
請
」「
指
導
」
す
る
側
の
統
制
が
困
難
な

手
法
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
上
の
根
拠
が
な
い
こ
と
は
、

事
前
の
国
会
で
の
議
論
も
な
い
こ
と
に
な
り
、
要
す
る
に
、

（
前
述
の
国
会
に
よ
る
統
制
の
実
情
も
加
味
す
れ
ば
）
政
府
に

ほ
と
ん
ど
統
制
を
受
け
な
い
権
力
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
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法
治
主
義
は
こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
の
原
理
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
要
請
」「
指
導
」
の
手
法
を
す
べ
て
否
定
す
る
必

要
は
な
い
が
、
日
本
で
は
法
治
主
義
が
あ
ま
り
に
も
軽
視
さ
れ

て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
つ
。

と
こ
ろ
で
、
本
年
一
月
三
十
日
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
対

象
自
治
体
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
が
違
法
だ
と
し
て
泉
佐
野
市
が

提
起
し
た
訴
訟
の
判
決
が
大
阪
高
裁
で
あ
っ
た
。
ふ
る
さ
と
納

税
制
度
は
、
税
制
の
専
門
家
か
ら
批
判
さ
れ
る
中
、「
政
治
主

導
」
で
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
基
地
問

題
な
ど
、
政
治
主
導
で
導
入
さ
れ
た
政
策
に
自
治
体
が
反
発

し
、
法
廷
で
争
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
近
年
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
牧
原
出
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
政
治
の
司
法
化
」
現

象
が
見
ら
れ
る
。

 

紛
争
を
持
ち
込
ま
れ
た
司
法
の
真
価
が
問
わ
れ
る
局
面
と
な

っ
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
こ
こ
で
も
課
題
は
多
い
。
ふ
る
さ

と
納
税
訴
訟
で
も
、
訴
訟
の
前
段
階
の
国
地
方
係
争
処
理
委
員

会
が
違
法
の
恐
れ
を
指
摘
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
阪
高
裁

は
国
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
た
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
司
法
制

度
改
革
で
は
、
裁
判
員
制
度
な
ど
大
き
な
変
革
も
あ
っ
た
も
の

の
、
国
の
行
為
の
統
制
に
関
わ
る
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
は
小
幅

の
見
直
し
に
と
ど
ま
っ
た
。
国
の
行
為
の
法
的
統
制
の
強
化
に

つ
い
て
も
、
改
め
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。

︵
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
、
京
大
・
法
修
・
法
・
平
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