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「
真
の
政
治
主
導
」と
は
何
か

　

吉
田
茂
は
、幼
く
し
て
養
父
が
遺の

こ

し
た
財
産
を
相
続
し
、

経
済
上
は
何
の
心
配
も
な
い
環
境
で
成
長
し
た
。
そ
し

て
、
吉
田
は
、
外
交
官
に
任
じ
た
後
で
は
、
結
婚
を
機
に

近
代
日
本
の
重
臣
層
の
系
譜
に
連
な
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
戦
後
の
吉
田
の
政
治
指
導
に
漂
う
「
野
趣
」
は
、
そ

う
し
た
恵
ま
れ
た
境
涯
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
近
衛
文
麿
や
幣
原
喜
重
郎
と

比
べ
れ
ば
、
明
ら
か
な
対
照
を
成
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、

吉
田
に
お
け
る
「
野
趣
」
こ
そ
は
、
彼
が
戦
後
に
大
事
を

成
し
得
た
所ゆ

え
ん以

で
あ
っ
た
。

力
量
を
反
映
し
た
吉
田
の「
野
趣
」

　

そ
も
そ
も
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
政
治
思
想
家
）

に
従
え
ば
、
政
治
の
前
提
と
は
、
「
多
様
性
」
で
あ
り
、

政
治
と
い
う
営
み
の
趣
旨
は
、
「
異
質
な
他
者
」
と
の
多

様
な
関
係
を
紡
ぎ
、
そ
れ
を
切
り
回
す
こ
と
に
あ
る
。
吉

田
が
外
交
官
生
活
の
大
半
を
送
っ
た
中
国
や
当
時
の
満
州

植
民
地
は
、
現
地
の
中
国
人
や
満
州
人
だ
け
で
は
な
く
、

日
本
か
ら
進
出
し
て
き
た
軍
部
や
他
の
行
政
部
門
、
さ
ら

に
は
新
興
財
閥
や
大
陸
浪
人
と
い
っ
た
よ
う
に
、
吉
田
の

信
条
や
価
値
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
「
異
質
な
他

者
」
に
他
な
ら
な
い
人
々
が
入
り
乱
れ
る
土
地
柄
で
あ
っ

た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
魑ち

魅み

魍も
う

魎り
ょ
うが
跋ば

っ

扈こ

す
る
環
境
下
で
日
本
の
権
益
を
護
持
す
る
に
は
、
「
異
質

な
他
者
」と
の
遣や

り
取
り
に
疲
れ
る
こ
と
の
な
い「
力
量
」

が
必
要
と
さ
れ
る
。
吉
田
に
お
け
る
「
野
趣
」
と
は
、
そ

の
「
力
量
」
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

戦
後
、
吉
田
は
、
池
田
勇
人
、
佐
藤
栄
作
、
愛
知
揆
一
、

大
橋
武
夫
と
い
っ
た
人
材
を
官
界
か
ら
発
掘
し
、彼
ら
は
、

吉
田
の
「
権
力
基
盤
」
を
支
え
た
。
し
か
し
、
吉
田
は
、

そ
の
執
政
に
際
し
て
は
、
官
界
以
外
の
経
路
を
適
切
に
利

用
し
た
。
白
洲
次
郎
や
辰
巳
栄
一
の
名
前
は
、
宰
相
と
し

て
の
吉
田
の
軌
跡
を
語
る
折
に
は
、
そ
の
「
黒
子
」
と
し

て
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

加
え
て
、
吉
田
は
、
第
１
次
内
閣
の
折
に
は
和
田
博
雄

を
農
林
大
臣
に
起
用
し
て
、
第
２
次
農
地
改
革
を
断
行
し

た
。
和
田
は
、
後
に
左
派
社
会
党
書
記
長
や
社
会
党
副
委

員
長
を
歴
任
し
た
。吉
田
は
、政
治
信
条
か
ら
す
れ
ば
明
々

白
々
た
る
「
異
質
な
他
者
」
で
あ
る
和
田
を
重
用
し
た
の

で
あ
る
。
因ち

な

み
に
、
吉
田
は
、
和
田
の
同
志
に
し
て
後
に

社
会
党
委
員
長
と
な
っ
た
勝
間
田
清
一
に
も
、
「
過
日
ハ

御
来
訪
被
下
又
御
書
御
寄
し
被
下
難
有
奉
存
候
」
と
記
さ

れ
た
書
簡
を
送
り
、
そ
の
文
面
か
ら
は
、
吉
田
と
勝
間
田

の
交
流
の
様
子
が
浮
か
び
上
が
る
。
吉
田
は
、
「
異
質
な

他
者
」
を
自
ら
排
除
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
異
質
な
他
者
」
に
向
き
合
う

　

然し
か

る
に
、
保
守
主
義
思
潮
が
対た

い

峙じ

し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス

革
命
期
や
ロ
シ
ア
革
命
期
の
革
命
思
潮
に
は
、
「
異
質
な

他
者
」
の
共
存
や
妥
協
と
い
う
発
想
は
な
い
。
革
命
体
制

の
下
で
は
、
「
異
質
な
他
者
」
は
、
そ
の
存
在
を
否
定
さ

れ
、
そ
れ
は
「
粛
清
」
と
「
総
括
」
の
対
象
と
な
る
。
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
標
語
は
「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
の
中
の

「
博
愛
」
と
は
、
本
来
は
、
同
志
の
「
輪
」
の
内
に
対
し

て
だ
け
の
連
帯
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
は「
輪
」

の
外
に
は
及
ば
な
い
。
故
に
、「
輪
」
の
外
の
人
々
に
は
、

仮か

借し
ゃ
くな

い
弾
圧
や
迫
害
が
加
え
ら
れ
る
。
20
世
紀
以
降
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
、
中
国
、
さ
ら
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い

っ
た
国
々
で
再
現
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
「
異
質
な
他
者
」

が
排
除
さ
れ
る
阿あ

鼻び

叫
喚
の
風
景
で
あ
っ
た
。そ
こ
に
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
が
想
起
し
た
意
味
で
の
「
政
治
」
は
、
成
立

し
な
い
の
で
あ
る
。

　

吉
田
が
源
流
と
な
っ
た
戦
後
保
守
政
治
の
特
色
は
、「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
趣
を
消
し
た
こ
と
に
あ
る
。
後
年
の
日

本
が
「
最
も
成
功
し
た
社
会
主
義
国
家
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
た

事
実
は
、
そ
の
意
味
を
物
語
っ
て
い
る
。
多
様
な
「
異
質

な
他
者
」
の
利
害
に
向
き
合
う
と
い
う
実
践
的
な
要
請
の

前
に
は
、
空
疎
な
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
は
出
る
幕
が
な

か
っ
た
。故
に
、戦
後
保
守
政
治
の
命
脈
を
保
つ
の
も
、「
異

質
な
他
者
」
に
絶
え
ず
向
き
合
う
際
の
「
野
趣
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
、
吉
田
の
遺
し
た
教
訓
の
一
つ
で

あ
る
。

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」の
趣
を
消
し
た
戦
後
保
守
政
治
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保
守
政
治
家
の
肖
像
Ⅳ

　
　
　
　
　
　
　

吉
田  

茂 

⑤

民主「政治主導」の原点は松下圭一氏の理論

は
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
を

禁
止
し
、
閣
僚
が
答
弁
す
る
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
法
制
局
長

官
は
準
司
法
的
な
性
格
を
持
っ
て

お
り
、
答
弁
禁
止
と
な
る
と
憲
法

解
釈
が
政
治
的
判
断
で
安
易
に
変

え
ら
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
同
様
に
官
僚
の
答
弁
も
廃
止

を
目
指
し
て
い
ま
す
が
、
質
問
す

る
側
に
任
せ
る
べ
き
事
柄
で
、
政

府
が
判
断
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

「
政
府
・
与
党
一
元
化
」
で
は

陳
情
一
元
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
陳
情
の
制
限
は
、
公
務
員

の
中
立
性
や
請
願
権
な
ど
憲
法
の

定
め
や
趣
旨
に
反
し
て
い
ま
す
。

政
治
主
導
と
思
っ
て
い
る
、
そ
の

こ
と
が
今
日
の
民
主
党
の
失
敗
の

本
質
で
す
。
政
と
官
に
上
下
関
係

を
持
ち
込
み
、
官
僚
を
萎い

縮し
ゅ
くさ
せ

て
い
る
現
状
は
誤
っ
た
政
治
主
導

で
す
。

　

さ
ら
に
民
主
党
は「
政
治
主
導
」

の
名
の
も
と
、
い
く
つ
か
の
改
革

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
「
国
会
改
革
」
で

　

民
主
党
が
行
っ
て
い
る
政
治
主

導
は
一
部
の
人
た
ち
だ
け
で
政
策

を
決
め
て
お
り
、
幅
広
い
議
論
が

で
き
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
二
酸
化
炭
素
（
Ｃ

Ｏ
２
）
の
25
％
削
減
や
八
ッ
場
ダ

ム
の
問
題
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

や
現
場
の
意
見
を
聞
い
て
判
断
し

た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
で

は
、
馬
淵
澄
夫
国
交
大
臣
が
ダ
ム

中
止
撤
回
を
表
明
し
ま
し
た
が
、

官
房
長
官
や
幹
事
長
の
コ
メ
ン
ト

に
よ
れ
ば
、
内
閣
の
方
針
で
も
党

の
方
針
で
も
な
い
と
の
こ
と
で

す
。
ま
さ
し
く
一
部
の
人
の
発
言

や
思
い
つ
き
を
、
プ
ロ
セ
ス
を
無

視
し
て
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
事
務
次
官
会
議
の
廃
止

や
政
務
三
役
の
会
議
か
ら
官
僚
を

締
め
出
し
た
こ
と
で
、
霞
が
関
で

は
情
報
過
疎
に
な
っ
て
い
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。中
に
は
、事
務

次
官
や
局
長
以
下
の
官
僚
に
、
上

司
で
あ
る
大
臣
の
意
思
が
伝
わ
ら

ず
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
で
初
め
て
知

る
こ
と
も
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

政
務
三
役
に
権
限
と
情
報
が
集

中
し
て
い
る
状
況
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
７
月
参
院
選
後
の
内
閣
改
造

で
は
、
政
務
三
役
の
ほ
と
ん
ど
が

入
れ
替
わ
り
ま
し
た
。
総
務
省
や

環
境
省
な
ど
、
重
要
法
案
を
抱
え

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
役

全
員
が
交
代
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
政
策
の
継
続
性
が
保
た
れ

る
の
か
、
本
当
に
心
配
で
す
。

　

さ
ら
に
民
主
党
政
権
は
政
治
主

導
を
謳う

た

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
尖
閣
諸
島
沖
の
中
国
漁
船
衝

突
事
件
で
は
、
外
交
に
か
か
わ
る

最
重
要
判
断
を
那
覇
地
検
に
委
ね

て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
こ

に
至
る
過
程
で
も
、
外
務

省
が
十
分
に
そ
の
機
能
を

発
揮
し
た
と
は
思
え
ま
せ

ん
。
政
治
は
、
外
部
か
ら

専
門
家
の
意
見
や
情
報
を

集
め
る
と
と
も
に
、
官
僚

の
能
力
も
で
き
る
だ
け
活

用
す
る
べ
き
で
す
。
そ
し

て
、
政
治
家
が
最
終
判
断

を
し
て
結
果
に
責
任
を
持

つ
こ
と
が
、
本
当
の
政
治

主
導
で
す
。

　

素
人
の
政
務
三
役
だ
け

で
判
断
を
重
ね
る
こ
と
が

英
国
で
も
見
直
さ
れ
る

政
府
・
与
党
の
一
元
化

　

党
「
政
治
主
導
」
の
在
り
方
検

証
・
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

で
は
、
憲
法
を
軽
ん
じ
、
議
論
な

く
一
方
的
に
進
め
ら
れ
る
「
民
主

党
の
政
治
主
導
」
は
一
体
、
何
に

由
来
す
る
の
か
を
検
討
し
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
浮
き
上
が
っ
た

の
が
法
政
大
学
教
授
を
長
く
務
め

た
政
治
学
者
、松
下
圭
一
氏
の「
国

会
内
閣
制
」
理
論
で
す
。
同
氏
の

理
論
は
昭
和
40
、
50
年
代
の
革
新

自
治
体
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

菅
直
人
総
理
は
著
書
で
「
松
下
理

論
を
現
実
の
政
治
の
場
で
実
践
す

る
こ
と
が
私
の
基
本
ス
タ
ン
ス
」

と
述
べ
、
所
信
表
明
で
も
松
下
理

論
に
触
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
仙
谷

由
人
官
房
長
官
も
座
右
の
書
に
挙

げ
、
松
下
理
論
は
「
地
域
主
権
」

や
「
新
し
い
公
共
」
な
ど
の
民
主

党
政
策
に
も
強
い
影
響
を
与
え
て

い
ま
す
。

　

菅
総
理
の
著
書
か
ら
引
用
す
る

と
、「
今
回
の
政
権
交
代
で
は
『
三

権
分
立
』
を
盾
に
し
た
霞
が
関
の

従
来
の
憲
法
解
釈
を
根
本
か
ら
覆

し
、
国
民
主
権
の
原
則
に
則
し
た

内
閣
を
構
成
し
つ
つ
あ
る
。
（
中

略
）
大
臣
以
外
の
国
会
議
員
に
は

『
行
政
に
介
入
』
し
な
い
こ
と
が

三
権
分
立
だ
と
し
、
『
官
僚
内
閣

制
』の
理
論
的
根
拠
と
し
て
き
た
。

し
か
し
、現
行
憲
法
の
原
則
は『
国

民
主
権
』
で
あ
り
、
三
権
分
立
の

規
定
は
ど
こ
に
も
な
い
。（
中
略
）

国
会
が
内
閣
を
つ
く
る
、さ
ら
に
、

国
会
で
多
数
を
得
た
政
権
党
が
全

責
任
を
持
っ
て
そ
の
党
の
リ
ー
ダ

ー
を
総
理
と
す
る
内
閣
を
つ
く
る

の
が
、
『
国
会
内
閣
制
』
」
と
述

べ
、
政
府
・
与
党
一
元
化
の
根
拠

と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
が
民
主
党
の
「
誤
っ
た
政

治
主
導
」
の
原
点
で
す
。
民
主
党

が
政
府
・
与
党
一
元
化
の
手
本
と

す
る
英
国
議
会
制
度
と
は
、
似
て

非
な
る
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
、

単
純
な
比
較
が
難
し
い
ば
か
り

か
、
英
国
で
は
そ
の
モ
デ
ル
自
体

が
見
直
さ
れ
て
い
る
最
中
で
す
。

現
場
の
意
見
を
聞
か
ず

一
部
の
人
た
ち
で
政
策
決
定

〈２〉

中国漁船衝突事件とその後の日中関係
の悪化は民主党政権の誤った政治主導
の結果だ（YouTubeから）


