
石
田
真
敏
衆
議
院
議
員

「
真
の
政
治
主
導
」と
は
何
か

　

吉
田
茂
の
足
跡
を
語
る
上
で
留
意
す
べ
き
は
、「
経
済
」

と
の
縁
の
深
さ
で
あ
ろ
う
。
戦
前
も
、
吉
田
の
外
交
官
と

し
て
の
活
動
の
大
半
は
、
満
州
に
お
け
る
権
益
の
保
護
に

割
か
れ
て
い
た
。
戦
後
も
、
吉
田
の
布し

い
た
国
家
路
線
は
、

「
対
米
提
携
を
前
提
と
し
た
経
済
発
展
」
を
趣
旨
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た「
経
済
」志
向
の
政
策
判
断
に

も
、戦
前
と
戦
後
の「
連
続
」は
確
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

旧
来
財
閥
を
擁
護
し
た
吉
田

　

た
と
え
ば
、
吉
田
は
、
戦
後
に
断
行
さ
れ
た
財
閥
解
体

に
際
し
て
、
三
菱
・
岩
崎
、
三
井
、
住
友
に
代
表
さ
れ
る

明
治
以
降
の
旧
来
財
閥
の
立
場
に
は
、
同
情
的
な
態
度
を

採
っ
た
。
財
閥
解
体
を
進
め
た
連
合
国
軍
総
司
令
部
は
、

昭
和
初
期
以
降
の
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
が
、
軍

部
や
右
翼
・
民
族
主
義
者
層
と
並
ん
で
旧
来
財
閥
に
よ
っ

て
促
さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
吉
田

は
、
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
傾
斜
を
招
い
た
の
は
、
軍
部
の

権
勢
の
隆
盛
と
軍
部
に
結
託
し
た
新
興
財
閥
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
。
事
実
、
旧
来
財
閥
は
、
昭
和
初
期
以
降
に
は
、

宮
中
重
臣
層
や
政
党
政
治
家
、
自
由
主
義
知
識
層
と
並
ん

で
、右
翼
・
民
族
主
義
者
に
よ
る
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
。

團
琢
磨
（
当
時
、
三
井
合
名
会
社
理
事
長
）
が
暗
殺
さ
れ

た
昭
和
７
年
の
血
盟
団
事
件
は
、
そ
の
象
徴
的
な
風
景
で

あ
る
。
吉
田
は
、
旧
来
財
閥
へ
の
明
確
な
擁
護
を
表
明
し

た
故
に
、幣
原
喜
重
郎
内
閣
期
の
外
務
大
臣
在
任
時
に
は
、

「（
吉
田
は
）三
井
の
親
類
な
の
か
」と
問
い
掛
け
ら
れ
た
。

そ
の
挿
話
は
、
明
治
以
来
の
「
帝
国
」
の
枠
組
み
に
お
け

る
吉
田
の
意
識
を
鮮
明
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
明
治
以
来
の
日
本
の
国
家
路
線
は
、
「
富

国
強
兵
」の
言
葉
で
表
さ
れ
る
。こ
の
言
葉
に
お
け
る「
富

国
」
は
、
一
般
に
は
台
湾
や
朝
鮮
半
島
の
よ
う
な
殖
民
地

の
権
益
か
ら
得
ら
れ
た
「
富
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
と

語
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
大
正
以
降
に
石
橋

湛
山
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
殖
民
地
経
営
よ
り
も
貿
易
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
富
」
の
方
が
、
日
本
の
「
富
国
」
の

方
針
に
は
寄
与
し
た
。
そ
の
「
富
」
の
獲
得
を
担
っ
て
い

た
の
が
、
造
船
、
海
運
、
商
社
を
基
幹
と
し
た
三
菱
に
代

表
さ
れ
る
旧
来
財
閥
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ

そ
、
日
米
開
戦
直
後
、
岩
崎
小
彌
太
（
当
時
、
三
菱
財
閥

総
帥
）
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
発
し
た
。

　

「
英
米
の
旧
友
に
対
す
る
心
得
で
あ
る
。
…
…
他
日
平

和
克
復
の
日
が
来
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
過
去
に
お
い
て
忠

実
な
る
好
伴
侶
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
将
来
に
お
い
て
ま
た

忠
実
な
る
盟
友
で
あ
り
え
よ
う
。
か
く
て
両
者
相
提
携
し

て
再
び
世
界
の
平
和
、
人
類
の
福
祉
に
裨ひ

補ほ

す
る
機
会
が

到
来
し
て
欲
し
い
」

貿
易
で
成
り
立
つ
日
本
の
隆
盛

　

岩
崎
の
言
葉
は
、
帝
国
の
「
体
制
派
」
と
し
て
岩
崎
彌

太
郎
以
来
の
男
爵
の
地
位
を
受
け
継
い
で
い
た
財
閥
家
当

主
が
何
を
重
ん
じ
て
い
た
か
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
明
治
以
来
の
日
本
の
隆
盛
は
、
貿
易
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
開
放
性
」
と
「
進

取
性
」
と
は
、
そ
れ
を
担
保
す
る
条
件
で
あ
っ
た
。
特
に

海
運
、
造
船
、
商
社
を
基
幹
に
し
て
い
た
三
菱
に
は
、
そ

の
傾
向
が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
故
に
、
岩
崎
の
言
葉

は
、
吉
田
が
何
故
、
旧
来
財
閥
を
擁
護
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
の
説
明
で
も
あ
る
。吉
田
が「
戦
後
保
守
政
治
の
祖
」

と
目
さ
れ
る
な
ら
ば
、
戦
後
保
守
主
義
の
精
神
に
は
、
こ

の
「
開
放
性
」
と
「
進
取
性
」
の
原
則
が
反
映
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
適
切
に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

吉
田
は
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
に
お
け
る「
講

和
と
独
立
」の
達
成
以
後
に
手
掛
け
た
政
策
対
応
と
し
て
、

日
本
の
海
運
の
復
活
に
意
を
用
い
た
。
戦
前
に
は
船
舶
保

有
ト
ン
数
に
し
て
既
に
世
界
第
３
位
の
地
位
を
占
め
て
い

た
海
運
の
復
活
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
「
貿
易
」
の
基
盤

を
整
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
戦
後
、
解

体
に
追
い
込
ま
れ
た
旧
来
財
閥
は
、
米
国
の
対
日
占
領
政

策
方
針
の
転
換
と
と
も
に
、
徐
々
に
復
活
し
、
独
立
回
復

後
に
企
業
集
団
と
し
て
「
経
済
大
国
・
日
本
」
の
隆
盛
を

牽け
ん

引い
ん

し
た
。
そ
れ
は
、
確
か
に
、
「
帝
国
の
再
生
」
の
風

景
で
あ
っ
た
。

開
放
性
と
進
取
性
が
反
映
さ
れ
た
保
守
主
義
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保
守
政
治
家
の
肖
像
Ⅳ

　
　
　
　
　
　
　

吉
田  

茂 

④

危うい民主党の「政治主導」

実
で
す
。
シ
ス
テ
ム
の
変
革
を
も

っ
と
思
い
切
っ
て
や
る
べ
き
で
し

た
。
も
っ
と
も
、
冷
戦
構
造
が
崩

れ
、
世
界
の
だ
れ
も
が
先
を
読
め

な
か
っ
た
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。

　

反
省
す
べ
き
点
は
、
予
算
編
成

を
は
じ
め
政
策
を
決
め
る
党
内
手

続
き
が
硬
直
化
し
、
そ
れ
が
、
い

わ
ゆ
る
「
族
議
員
」
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で

す
。

　

ま
た
、
各
府
省
の
政
策
決
定
は

大
臣
が
突
出
し
、
副
大
臣
・
政
務

官
の
役
割
分
担
が
十
分
で
な
く
、

一
丸
と
な
っ
て
対
処
で
き
な
か
っ

た
こ
と
で
す
。

　

国
民
の
皆
さ
ん
に
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
わ
が
党
で

は
法
案
や
制
度
に
対
し
部
会
、
総

務
会
な
ど
で
激
し
い
議
論
を
や
り

取
り
し
ま
す
。
政
府
の
活
動
を
与

党
と
し
て
監
視
し
、
補
完
し
て
い

た
の
で
す
。
ま
さ
に
政
治
主
導
で

し
た
。

　

私
は
海
南
市
（
和
歌
山
県
）
の

市
長
を
８
年
、
国
会
議
員
に
な
っ

て
か
ら
は
副
大
臣
も
務
め
ま
し

た
。
役
人
が
了
解
を
求
め
て
く
る

こ
と
に
対
し
、
唯
々
諾
々
と
従
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
政
治
家

の
判
断
を
仰
が
ず
に
政
策
を
決
定

す
る
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

す
。

　

そ
れ
な
の
に
民
主
党
は
「
自
民

党
政
権
時
代
は
、
官
僚
主
導
だ
っ

た
」
と
批
判
し
て
い
ま
す
。
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
（
宣
伝
）
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。

　

た
だ
、
世
界
情
勢
が
大
き
く
変

化
し
た
と
き
に
、
わ
が
党
が
適
切

な
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
の
は
事

　

政
治
主
導
と
は
実
は
、
当
た
り

前
の
こ
と
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も

政
治
家
と
官
僚
の
役
割
は
異
な
り

ま
す
。
政
治
家
が
政
策
決
定
す
る

に
際
し
て
官
僚
は
行
政
の
プ
ロ
と

し
て
判
断
材
料
を
提
案
す
る
と
と

も
に
、
決
定
さ
れ
た
政
策
を
執
行

し
ま
す
。
最
終
判
断
す
る
の
が
政

治
家
で
、
わ
れ
わ
れ
自
民
党
政
権

時
代
は
、
ま
さ
に
政
治
主
導
で
し

た
。

　
民
主
党
は
脱
官
僚
を
掲
げ
、
「
自
民
党
は
官
僚
の

い
い
な
り
だ
」
と
決
め
付
け
、
非
難
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
わ
が
党
は
昨
年
12
月
に
「
『
政
治
主
導
』

の
在
り
方
検
証
・
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を

設
け
、
今
年
６
月
、
「
『
真
の
政
治
主
導
』
の
実
現

に
向
け
て
」
と
題
す
る
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
ま
し

た
。政
権
交
代
か
ら
１
年
。今
や
同
党
が
唱
え
た「
脱

官
僚
」
は
あ
ち
こ
ち
で
機
能
不
全
を
き
た
し
て
い
ま

す
。
「
真
の
政
治
主
導
」
と
は
何
か
。
同
Ｐ
Ｔ
事
務

局
長
と
し
て
報
告
書
作
成
の
実
務
に
あ
た
っ
た
石
田

真
敏
衆
院
議
員
に
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

三
権
分
立
を
否
定
し
た
菅
総
理

政
府
を
監
視
す
る
機
能
を
放
棄

　

当
選
回
数
に
か
か
わ
り
な
く

挙
手
順
に
発
言
し
、
い
い
意
見

は
採
択
さ
れ
る
。
自
由
闊か

っ

達た
つ

な

議
論
を
展
開
さ
せ
る
風
通
し
の

良
さ
は
わ
が
党
が
誇
る
べ
き
も

の
で
、
こ
の
慣
行
は
ぜ
ひ
続
け

て
い
く
べ
き
で
す
。

　

与
党
が
党
内
で
の
議
論
を
通

じ
て
政
府
の
活
動
を
監
視
す
る

こ
と
は
三
権
分
立
の
観
点
か
ら

も
重
要
で
す
。

　

三
権
分
立
と
は
、
三
権
が
互

い
に
抑
制
し
あ
う
こ
と
で
均
衡

を
保
ち
、
権
力
の
集
中
、
濫ら

ん

用よ
う

を
防
ぐ
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
菅
直
人
総
理
は

「
憲
法
に
三
権
分
立
の
規
定
は

な
い
。
政
権
党
が
立
法
権
と
行

政
権
の
両
方
を
担
う
」
と
、
三
権

分
立
を
否
定
。
参
議
院
の
内
閣
委

員
会
で
は
「
議
院
内
閣
制
は
期
限

を
区
切
っ
た
、
あ
る
意
味
で
の
独

裁
を
認
め
て
い
る
こ
と
だ
」
と
答

弁
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
三
権
分

立
に
よ
る
権
力
抑
制
の
思
想
が
ま

っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
危
う
い
限

り
で
す
。

　

民
主
党
は
政
権
を
と
る
と
矢
継

ぎ
早
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
、
議

論
も
な
く
強
引
に
進
め
よ
う
と
し

ま
し
た
。
政
府
・
与
党
一
元
化
、

陳
情
一
元
化
、
国
会
改
革
…
…
。

「
こ
れ
で
日
本
は
大
丈
夫
な
の
か
」

と
い
う
危
機
感
が
同
Ｐ
Ｔ
を
設
立

し
、
議
論
を
始
め
た
き
っ
か
け
で

す
。

自
由
で
活
発
な
議
論
に
よ
り

自
民
党
は
政
治
主
導
を
実
現

立法権

抑制・均衡

抑制・均衡

抑制・均衡

裁判所
司法権 行政権

◀ ◀
◀

◀

◀

◀◀◀

◀ ◀

◀

◀

〈三権分立〉

当
選
回
数
に
関
係
な
く
誰
で
も
自
由
に
発

言
で
き
る
の
は
わ
が
党
の
良
き
伝
統

（
平
成
22
年
９
月
22
日
の
全
議
員
懇
談
会
）
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