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料

は
じ
め
に

資

日
本
の
政
治
学
、
行
政
学
界
で
は
、
つ
い
最
近
ま
で
、
日
本
の
立
法
過
程
は
、

国
会
と
政
権
政
党
の
政
策
形
成
に
お
け
る
無
能
力
の
ゆ
え
に
官
僚
主
導
の
そ
れ

に
な
っ
て
い
る
と
見
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
野
党
は
、
何
で
も
反
対
の
政
治
勢

力
で
あ
っ
て
、
法
律
の
通
過
へ
の
影
響
は
無
い
と
し
て
き
た
。

し
か
し
、
右
の
見
解
に
対
し
て
私
は
次
の
四
つ
の
異
議
を
感
じ
て
い
た
。
①

政
党
、
と
り
わ
け
自
民
党
の
影
響
力
は
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
も
の
よ
り

ず
っ
と
強
力
で
は
な
い
か
。
②
個
々
の
議
員
の
能
力
は
、
政
策
の
中
身
を
知
ら

な
い
と
か
専
門
的
知
識
が
無
い
と
か
言
わ
れ
て
い
る
が
、
い
さ
さ
か
議
員
能
力

へ
の
評
価
が
低
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
。
③
野
党
の
働
き
も
、
言
わ
れ
て
き
た

よ
り
も
大
き
い
。
④
な
に
よ
り
、
国
会
が
制
度
と
し
て
無
力
で
あ
る
、
と
は
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
他
国
と
比
較
し
て
日
本
の
議
会
は
、
そ
う
弱
い
も
の

で

は

な

い

の

で

は

な

い

か

。

以

下

、

国

会

の
手
続
、
通
過
法
案
の
分
析
、
国
会
議
員
面
接
調
査
デ
ー
タ
等
に
よ
り
な
が

ら
、
述
べ
て
行
き
た
い
。
特
に
、
マ
イ
グ
・
モ
チ
ヅ
キ
氏
の
最
近
の
研
究
成
果

を
広
範
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
趣
旨
を
、
司
政
党
の
活
動
ゃ
、

E 

「
国
会
事
前
手
続
」
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の
成
立

日
本
の
立
法
過
程
で
は
、
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
る
前
の
過
程
が
重
要
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
主
と
し
て
、
そ
れ
は
自
由
民
主
党
内
の
決
定
手
続
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
私
は
「
国
会
事
前
手
続
」
(
℃
円
m
l
E四
円
買
。
口
包
ロ
円
m
v

と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
特
に
、
一
九
五
五
年
の
自
民
党
の
結
党
後
、
し
だ
い
に
、

新
し
い
法
案
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
過
程
が
定
着
し
た
。
そ
れ
は
、
自
民
党

規
約
に
基
づ
く
意
思
決
定
手
続
が
つ
く
り
出
し
た
過
程
で
あ
る
。
ま
ず
、
内
閣

提
出
法
案
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
所
管
省
庁
が
原
案
を
作
成
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
自
民
党
政
調
会
の
関
係
部
会
と
密
接
な
連
絡
調
整
が
行

な
わ
れ
、
部
会
を
通
過
し
た
も
の
は
政
調
会
審
議
会
を
経
て
総
務
会
の
決
定
を

得
る
。
し
か
る
の
ち
に
自
民
党
の
国
会
対
策
委
員
会
が
、
当
該
法
案
に
関
す
る

国
会
対
策
方
針
を
決
め
る
。
近
年
、
右
の
政
調
会
の
勢
力
拡
大
が
目
立
つ
の
で

あ
る
。
手
続
論
的
に
は
こ
の
総
務
会
、
政
調
会
の
決
定
が
全
員
一
致
制
で
あ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
各
省
庁
担
当
者
は
当
該
問
題
に
直
接
に
は

関
係
を
持
た
な
い
自
民
党
議
員
を
含
め
て
、
委
員
(
議
員
)
の
賛
成
を
事
前
に

得
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
段
階
の
根
ま
わ
し
作
業
に
、
官
僚
の
大

き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
だ
け
で
あ
れ
ば
、

根
ま
わ
し
に
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け



か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
政
策
形
成
に
お
け
る
主
導
力
の
移

行
の
徴
候
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

法
案
の
推
移
を
典
型
的
に
示
す
一
つ
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
〔
以

下
の
叙
述
は
、
一
つ
の
事
例
の
お
お
ざ
っ
ぱ
な
紹
介
に
す
ぎ
な
い
。
正
確
な
ケ

ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
は
考
え
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
よ
数
年
前
に
郵
政
省
が
進

学
ロ

I
ン
と
い
う
新
規
事
業
を
計
画
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
郵
政
省
が
、

郵
便
貯
金
を
利
用
し
て
一
つ
の
新
規
事
業
、
す
な
わ
ち
進
学

?
i
ン
を
お
こ
そ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
大
蔵
省
が
た
だ
ち
に
反
対
し

立法過程と政党・圧力団体・官僚の関係

た
。
大
蔵
省
は
自
民
党
内
の
審
議
段
階
で
こ
れ
を
潰
そ
う
と
し
た
。
大
蔵
省
と

し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
郵
便
貯
金
の
運
用
は
、
全
体
の
財
政
の
立
場
か
ら
の
郵

貯
の
有
効
な
利
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
法
案
を
推
進
す
る
た
め
に
郵
政
省
は
、
自
民
党
の
有
力
な
支
持
基
盤
の
ひ

と
つ
で
あ
る
特
定
郵
便
局
長
を
動
員
し
て
、
自
民
党
議
員
に
圧
力
を
か
け
同
意

を
求
め
よ
う
と
し
た
。
自
民
党
郵
政
族
の
数
は
か
な
り
多
い
。
こ
の
結
果
、
ニ

ニ
O
J二
三

O
人
集
め
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
蔵
省
側
は
、
こ

れ
を
演
す
た
め
、
ま
ず
、
全
国
銀
行
協
会
に
反
対
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
全
国
銀

行
協
会
は
自
民
党
献
金
の
御
三
家
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
自
民
党
に
強
い
圧
力
を

か
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
府
の
う
ち
出
す
新
商
品
(
進
学
ロ
ー

ン
)
に
は
賛
成
で
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
民
党
議
員
の
中
に
は
、
か
ね
て

か
ら
市
中
銀
行
に
好
意
を
持
っ
て
い
な
い
者
が
多
か
っ
た
た
め
、
大
蔵
省
の
目

論
見
は
失
敗
し
た
(
議
員
は
銀
行
に
対
し
て
し
ば
し
ば
恨
み
も
持
っ
て
い
た
と

さ
え
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
融
資
問
題
で
の
議
長
か
ら
の
介
入
を
、
銀
行
は
経

済
合
理
性
か
ら
、
ず
っ
と
は
ね
つ
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
〉
。

次
に
大
蔵
省
が
考
え
た
の
は
、
農
協
の
信
用
事
業
部
門
を
使
っ
て
、
コ
メ
議

員
を
動
か
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
成
功
し
て
、
郵
政
省
と
ほ
ぼ
同
数
の
議
員

を
自
分
の
側
に
ひ
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
(
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
議
員
の

中
に
は
重
複
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
:
:
:
〉
。

結
局
、
郵
政
省
が
希
望
し
た
形
で
の
進
学
ロ
1
ン
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ

う
し
て
、
新
し
い
政
策
は
、
賛
成
議
員
、
反
対
議
員
の
数
で
、
前
進
、
停
滞
、

廃
案
が
決
ま
る
傾
向
が
だ
ん
だ
ん
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
新
し
い
法
案
と
い
っ
て
も
、
提
案
さ
れ
る
法
案
の
性
格
の
違
い
に
よ

り
、
様
相
は
ず
い
分
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
立
法
過
程
の
性
格
を
把

握
す
る
た
め
に
は
、
法
案
の
タ
イ
プ
分
け
を
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
案
の
成
行

き
を
詳
し
く
調
べ
て
ゆ
く
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ
が
必
要
に
な
る
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
、
こ
の
穫
の
ケ
1
ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
蓄
積
は
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
後
に
引
用
す
る
マ
イ
ク
・
モ
チ
ヅ
キ
の
研
究
で
も
、
二
、
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三
の
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
も
最
近
、
中
央

公
論
八
月
号
で
、
大
獄
秀
夫
氏
(
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
共
同
研
究
)
が
環
境
ア
セ
ス
メ

ン
ト
法
案
が
通
過
し
な
い
で
い
る
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
政
府

首
脳
が
当
該
問
題
に
関
す
る
権
限
を
他
者
に
あ
ず
け
る
、
つ
ま
り
、

一
段
下
つ



料

た
レ
ベ
ル
に
あ
ず
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
案
へ
の
コ
ミ
ッ

ト
回
避
の
姿
勢
を
と
り
、
そ
の
結
果
、
法
案
が
前
に
進
ま
な
い
、
と
分
析
し
て

い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
関
係
者
の
問
で
は
国
民
経
済
や
経
済
界
の
希
望
へ
の

配
慮
が
行
な
わ
れ
、
通
産
省
が
強
い
意
士
山
で
法
案
に
対
し
て
絶
え
ず
批
判
し
注

文
を
つ
け
て
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
、
と
分
析
さ
れ
る
。
結
論

資

と
し
て
、
法
案
は
決
し
て
官
僚
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
政

党
、
政
府
首
脳
、
こ
と
に
内
閣
総
理
大
臣
の
意
向
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
、
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

日
本
は
お
そ
ら
く
、
先
進
産
業
国
の
中
で
と
び
抜
け
て
強
い
官
僚
制
度
を
も

っ
て
い
る
国
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
治
の
進
展
の
結
果
、
憲
法
が
作

り
出
し
た
、
あ
る
い
は
可
能
性
を
与
え
た
範
囲
内
で
、
あ
る
ひ
と
つ
の
方
向
の

政
治
過
程
(
議
会
と
政
党
を
中
心
と
す
る
政
治
過
程
)
が
か
な
り
成
熟
し
て
き

た
、
と
言
い
た
い
。

も
し
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
と
し
て
、
そ
こ
に
い
た
る
に
は
少
な
く
と
も
次

の
よ
う
な
三
つ
の
過
程
を
経
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
は
、
国
会
に
関
す
る
憲
法
規
定
、
「
最
高
」
、
「
唯
ご
と
い
う
言
葉
で

表
現
さ
れ
た
規
定
が
、
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
与
え
た
。
第
二
に
、
自
民
党
が

一
九
五
五
年
の
保
守
合
同
で
成
立
し
、
以
来
、
単
独
長
期
一
党
支
配
が
続
き
、

従
来
の
官
僚
中
心
の
決
定
過
程
が
自
民
党
の
決
定
手
続
に
ひ
き
ょ
せ
ら
れ
て
い

っ
た
。
第
三
に
、
一
九
六

O
年
後
半
以
降
、
自
民
党
議
員
が
し
だ
い
に
、
専
門

的
知
識
を
身
に
つ
け
、
か
つ
人
事
へ
の
介
入
に
成
功
し
て
行
っ
た
。
官
僚
O
B

が
自
民
党
議
員
に
な
り
、
人
材
と
情
報
を
提
供
し
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
、
と

思
う
。
ま
た
、
自
民
党
の
場
合
、
常
任
委
員
会
、
政
調
会
の
各
部
会
へ
長
期
間

所
属
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
各
省
庁
の
政
策
動
向
に
つ
い
て
、
詳
し
い
情
報

を
か
な
り
体
系
的
に
身
に
つ
け
た
議
員
が
増
え
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
官
僚
の
方
は
二
J
三
年
で
ポ
ス
ト
が
変
わ
る
た
め
、
し
ば
し
ば
、
政
策
の

一
貫
性
な
ど
に
つ
い
て
、
議
員
か
ら
逆
襲
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
大
臣

の
人
事
権
発
動
、
自
民
党

i
l有
力
議
員
ー
ー
か
ら
官
僚
制
へ
の
人
事
介
入
が

し
ば
し
ば
あ
っ
て
、
そ
れ
が
官
僚
へ
の
威
嚇
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
立
法
過
程
は
、
独
自
の
公
式
制
度
上
の
手
続
の
枠
組
み

を
こ
え
て
、
む
し
ろ
政
治
過
程
の
一
部
と
な
っ
て
き
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
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し
て
政
治
過
程
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
、
立
法
過
程
の
観
察
者
は
圧
力
団
体

(
H
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
法
案
に
直
接
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
利
害
を
も
っ
利
害

関
係
団
体
)
の
動
向
に
注
意
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。

先
程
の
大
獄
氏
の
研
究
で
も
、

一
九
六

0
年
代
後
半
の
公
害
問
題
に
関
す
る

下
か
ら
の
市
民
運
動
が
一
つ
の
重
要
な
圧
力
に
な
っ
て
環
境
庁
を
作
ら
せ
た
こ

と
、
ま
た
今
日
で
も
市
民
運
動
が
法
案
の
推
移
に
直
接
間
接
の
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。
環
境
問
題
と
い
う
、
そ
の
推
進
の
た
め
に
特
定

の
圧
力
団
体
を
持
た
な
い
か
、
市
民
団
体
の
よ
う
な
組
織
力
の
弱
い
団
体
か
ら

支
持
を
受
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
事
例
で
も
そ
う
い
う
記
述
が
あ
る
位
で
あ
る



か
ら
、
通
常
の
、
社
会
の
特
定
層
の
利
害
に
直
接
関
連
す
る
よ
う
な
法
案
で
あ

れ
ば
、
一
一
周
圧
力
団
体
と
法
案
の
作
成
、
成
立
の
過
程
が
立
法
過
程
論
の
テ

ー
マ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

m出

圧
力
団
体
と
立
法
過
程

こ
こ
で
、
昨
年
、
圧
力
団
体
の
リ
ー
ダ
ー
(
責
任
者
)
に
面
接
調
査
を
行
な

っ
て
得
た
デ
ー
タ
を
紹
介
し
て
み
た
い
(
-
調
査
の
概
要
と
方
法
に
つ
い
て
は
、

ト
ヨ
タ
財
団
助
成
研
究
報
告
書
『
高
度
産
業
国
家
の
利
益
政
治
過
程
と
政
策
|

立法過程と政党・圧力団体・官僚の関係、

日
本
|
』
報
告
書
番
号

E
附
〉
。
ま
ず
、
質
問
文
「
あ
な
た
の
団
体
の
主
張
を

し
た
り
、
権
利
、
意
見
、
利
益
を
守
る
た
め
に
、
最
終
的
に
は
政
党
(
な
い
し

議
会
)
、
行
政
、
裁
判
所
の
ど
れ
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
よ
り
有
効
だ
と
怒
わ

れ
ま
す
か
」
へ
の
回
答
を
、
団
体
の
種
類
別
に
分
析
し
て
み
た
(
表
1
1

「
行
政
」
と
答
え
る
も
の
は
、
農
業
団
体
、
教
育
団
体
、
経
済
団
体
で
あ

り
、
「
政
党
」
と
答
え
る
傾
向
の
強
い
も
の
は
、
福
祉
団
体
、
労
働
団
体
、
専

門
家
団
体
、
市
民
・
政
治
団
体
で
あ
る
。
(
裁
判
所
と
回
答
し
た
の
は
三
ケ
ー

ス
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
除
外
し
て
考
え
る
0
)

政
党
指
向
の
団
体
と
、
行
政

指
向
の
団
体
と
に
傾
向
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

農
業
団
体
、
経
済
団
体
、
教
育
団
体
は
、
そ
の
政
策
が
政
治
あ
る
い
は
社
会

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
団
体
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
彼
等
の
問
題
が

最終的に最も有効な標的表 1

N 計C%)NA 関係
なし

その他裁判所行政政党

23 100.0 4.3 78.3 17.4 体団業農

30 100.0 46.7 53.3 体団祉福

88 100.0 4.5 1.1 56.8 37.5 体団済経

52 100.0 1.9 3.8 25.0 69.2 体団働労

15 100.0 6.7 46.7 46.7 行政関係団体

12 

9 

100.0 

100.0 11.1 

66.7 

33.3 

33.3 

55.6 

体

専門家団体

市民・政治団体等

団育教

19 100.0 5.3 5.3 5.3 36.8 47.4 

4 

252 

100.0 

100.0 

25.0 

2.4 2.4 1.2 47.6 

75.0 

46.4 

合也
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ル
l
テ
ィ
ン
化
し
て
い
て
、
目
的
は
官
僚
制
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
達

資

成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
福
祉
団
体
、
労
働
団
体
、
専
門
家

団
体
(
例
、
医
師
会
、
弁
護
士
会
等
)
は
、
必
ず
し
も
そ
の
関
係
政
策
が
、
政

治
・
行
政
過
程
の
中
に
ま
だ
安
定
し
て
い
な
い
団
体
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
新

し
い
問
題
を
提
起
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
政
党
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
団
体
に
関
係
す
る
政
策
の
政
治
権
力
浸
透
度
が
、
圧
力
団
体
の

行
先
を
決
め
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
し
だ
い
に
圧
力
団
体
が
政
治
過
程
へ
の
参
加
を
拡
大
し
て
き
て
い

る
と
い
う
印
象
を
確
認
す
る
デ
ー
タ
を
み
る
。
調
査
対
象
に
な
っ
た
二
五
二
の

団
体
の
責
任
者
に
「
あ
な
た
の
団
体
が
関
連
す
る
政
策
に
つ
い
て
あ
な
た
の
団

体
は
ど
の
程
度
影
響
力
を
お
も
ち
で
し
ょ
う
か
」
と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
「
大
変

大
き
い
」
な
い
し
「
か
な
り
大
き
い
」
と
答
え
た
団
体
は
四
六
%
で
あ
っ
た
。

「
あ
る
程
度
」
ま
で
含
め
れ
ば
七
七
%
と
な
る
。
利
益
活
動
の
政
治
過
程
へ
の

か
か
わ
り
合
い
は
深
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
各
団
体
の
成
立
時
期
を
表
2
で
み
る
と
、
農
業
団
体
、
経
済
団

体
、
労
働
団
体
、
教
育
団
体
等
の
非
常
に
多
く
が
昭
和
二

0
年
代
に
で
き
て
お

り
、
福
祉
団
体
、
市
民
・
政
治
団
体
は
昭
和
三

0
年
代
、
四

0
年
代
に
や
や
遅

れ
て
設
立
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二

0
年
代
に
お
い
て
は
、
表
現
の
自
由
、
結
社

の
自
由
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
団
体
設
立
の
条
件
が
で
き
る
と
同
時
に
、
そ
の
他

の
面
で
も
新
し
い
社
会
の
形
成
の
た
め
の
条
件
が
生
れ
た
。
こ
の
時
期
に
、
経

団体の設立年表 2

N 計(%)41年以後31 "<40年21~30年~昭和
20年以前

23 100.0 4.3 13.0 73.9 8.6 体団業農

30 100.0 23.3 33.3 40.0 3.3 体団祉福

88 100.0 13.6 34.1 44.3 7.9 体団済経

52 100.0 15.9 28.8 51.9 3.8 体団働労

15 100.0 6.7 13.3 40.0 40.1 行政関係団体

12 100.0. 8.3 83.3 8.3 体団育教

9 100.0 22.2 55.6 22.2 専門家団体

19 100.0 31.6 36.8 26.3 5.3 市民・政治団体等

4 100.0 25.0 50.0 25.0 而
Uf
 

のそ
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済
、
労
働
団
体
な
ど
の
、
今
日
政
治
に
影
響
力
の
あ
る
基
本
的
な
団
体
が
登
場

し
、
少
し
遅
れ
て
、
社
会
に
余
力
が
で
き
た
と
き
そ
の
他
の
多
様
な
団
体
が
で

き
て
き
た
、
と
い
え
る
。
ま
た
、
表
3
に
よ
る
と
、
予
算
過
程
に
熱
心
に
働
き

か
け
る
団
体
は
、
農
業
、
福
祉
、
教
育
団
体
で
あ
っ
て
、
経
済
団
体
は
あ
ま
り

働
き
か
け
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

立法過程と政党・圧力団体・官僚の関係

予算過程への働きかけ表 3

N 

経

23 

12 

88 

30 

100 

計C%)

100 

100 

100 

{動きか

けない

9 

3 

34 

働きか

ける

97 

100 

91 

66 

体

体

体

体

団

団

回

団

業

祉

育

済

教

農

福

以
上
、
圧
力
団
体
の
活
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
見
た
の
は
、
国
会
の
審
議
つ

ま
り
フ
ォ
ー
マ
ル
な
立
法
手
続
の
前
に
あ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
「
事
前
手

続
」
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
以
後
の
政
治
過
程
が

自
民
党
に
よ
る
、
長
期
単
独
一
党
支
配
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
部
分
が
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
部
分
で
は
、
自
民
党
を
中
心
に
し
て
色
々
な
利
害
の
調
整
が
行
な
わ
れ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
国
会
審
議
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
は
意
味
が
な
い
の

か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
間
題
に
対
し
て
は
、
第
一
に
、
戦
後
、
主

権
の
転
換
が
生
じ
、
国
会
の
正
統
性
付
与
能
力
が
重
要
に
な
っ
た
た
め
に
、
事

前
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
も
重
要
に
な
っ
た
と
い
う
相
関
的
な
関
係
が
あ

っ
た
と
考
え
て
い
る
。
「
国
会
事
前
手
続
」
は
、
国
会
の
重
要
性
の
ゆ
え
に
発

達
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
会
の
場
が
重
要
で
あ
り
、
野
党
の
批
判
に
出

会
う
国
会
を
無
難
に
く
ぐ
り
抜
け
る
た
め
に
、
各
省
庁
は
自
民
党
に
依
存
す

る
。
そ
こ
に
、
自
民
党
が
官
僚
制
を
掌
握
す
る
手
掛
り
が
あ
っ
た
。

町

国
会
審
議

次
に
、
国
会
審
議
そ
れ
自
体
を
ど
う
見
る
か
、
と
い
う
問
題
に
移
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
も
、
従
来
の
一
般
的
認
識
を
は
る
か
に
こ
え
た
実
質
が
国
会
審
議
に

は
あ
る
よ
う
に
思
う
(
新
し
い
国
会
論
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
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立
法
過
程
論
は
、
比
較
政
治
学
の
分
野
が
好
ん
で
と
り
あ
げ
た
研
究
対
象
で
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あ
る
。
最
近
の
立
法
部
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
研
究
で
は
、

N
・
ポ
ル

ス
ピ
イ
の
国
自
色
σ
。。}向。同
M
M
o
-
E
B
H
P
U
5
0
の
中
の
論
文
が
立
法
部
、

資

立
法
過
程
の
比
較
研
究
に
有
益
で
あ
る
。
そ
の
他
、

M
・
ミ
l
ズ
ィ

l
、
M
・
ワ

イ
ン
バ
ウ
ム
、

J
・
プ
ロ
ン
デ
ル
と
い
っ
た
学
者
の
立
法
過
程
論
が
面
白
い
。

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
各
国
の
立
法
部
の
分
類
を
行
な
っ
て
い
る
。
分
類
基

準
は
、
大
体
、

ω行
政
府
な
い
し
執
政
府
と
立
法
部
が
別
の
見
解
を
持
ち
、
立

法
部
は
自
己
の
見
解
を
ど
の
程
度
実
現
す
る
力
が
あ
る
か

ω立
法
部
の
政
治

的
な
統
合
力
な
い
し
支
持
調
達
力
、
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ら
の
基
準
か

ら
ワ
イ
ン
パ
ウ
ム
は
、
下
関
の
よ
う
な
分
類
を
示
し
て
い
る
。

ワ
イ
ン
パ
ウ
ム
の
記
述
に
お
け
る
日
本
の
位
置
づ
け
に
は
疑
問
が
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
点
は
お
く
と
し
て
、
結
局
政
治
学
に
お
い
て
立
法
部
論
は
立
法

過
程
論
と
政
治
統
合
論
に
分
れ
る
が
、
立
法
過
程
論
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
の

こ
と
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

ω立
法
部
が
執
政
府
の
立
法
提
案
に
抵
抗
し
変
更
を
加
え
、
あ
る
い
は
退
け

る
力
の
程
度
、

ω執
政
府
と
独
立
に
、
む
し
ろ
そ
れ
に
反
し
て
、
法
案
作
成
の
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
を
と
り
、
通
過
さ
せ
る
力
、
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
議
院
内
閣
制
の
国
で
は
ど
こ
で

も
、
公
式
的
な
審
議
官
佐
官
日
片
山
O
ロ
〉
が
、
執
政
府
提
案
に
対
し
て
独
自
性

を
発
揮
す
る
力
〈

z
g
a
q
(粘
着
カ
)
は
か
な
り
低
く
な
っ
て
い
て
、
議
員

ワインパウムの立法部分類図 1

ーー一一今

Subordinate Coordinate Comtetitive-Dominant 

Japan， India Chile United States 

Canada， Britain Netherlands Phi1ippines ( until '72) 

France 5th Turkey (61-65) France 4th 

Submissive Interdeterminate 

Colombia， Thailand， Lebanon Weimar Germany 

Malaysia， Egypt， Kenya Afghanistan (65-73) 

Iran， Soviet Union 
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立
法
が
ど
こ
で
も
減
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
ハ
ヨ
由
nom-q
の
概
念
は
、

最
初
旬

-
E
E
R
E
-唱
$
1
8
が
使
用
し
て
い
る
)
。
そ
し
て
、
政
党
の
党
議

決
定

Q
R
q
B
g
n目
立
山
口
叩
〉
の
拘
束
力
が
強
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景

に
す
れ
ば
、
ポ
ル
ス
ピ
イ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
議
院
内
閣
制
の
国
で
議
員
立
法

が
少
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
法
案
を
通
過
さ
せ
る
力
の
あ
る
政
党
は
、
内
閣

提
出
立
法
の
形
で
、
自
己
の
政
策
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
、
イ
ギ

リ
ス
、
フ
ラ

γ
ス
な
ど
、
議
員
立
法
率
は
大
体
同
じ
位
で
あ
る
。
日
本
の
場
合

に
は
、
自
民
党
に
よ
る
長
期
単
独
一
党
支
配
が
立
法
過
程
に
独
特
の
特
徴
を
与

え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
日
本
で
は
、
右
の
〈
山
田
口
O
曲
目
与
を
見
て
ゆ

く
場
合
、
焦
点
は
自
民
党
の
内
部
の
結
束
力
は
ど
の
程
度
か
、
野
党
は
ど
の
程

立法過程と政党・圧力団体・官僚の関係

度
影
響
力
を
持
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
立
法
過
程

研
究
は
、
自
民
党
内
の
国
会
事
前
手
続
、
さ
ら
に
は
政
党
制
の
全
体
の
分
析
に

お
よ
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
国
会
の
制

度
、
手
続
と
の
関
係
に
限
定
し
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
(
法
学
セ
ミ
ナ
ー

増
刊
、
一
九
七
七
、
一
九
七
九
%

ま
ず
、
国
会
議
事
を
運
営
す
る
手
続
を
概
観
す
る
。
日
本
の
議
長
の
法
律
上

の
権
限
は
、
他
の
多
く
の
国
の
議
長
の
そ
れ
よ
り
も
、
か
な
り
大
き
い
と
い
え

る
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
審
議
、
質
問
の
時
間
を
か
な
り
自
由
に
制
限
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
議
事
の
順
序
を
変
更
す
る
権
限
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
、
そ
の
権
限
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
笑
態
を
み
る

と
、
議
長
は
公
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
を
決
し
て
自
分
の
判
断
だ
け
で
自

由
自
在
に
使
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
場
合
、
議
院
運
営
委
員
会
の
考
え

方
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

議
院
運
営
委
員
会
は
常
任
委
員
会
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は
、
議
長

が
国
会
を
運
営
す
る
に
あ
た
り
解
決
を
迫
ら
れ
る
諸
問
題
や
法
案
を
ど
の
委
員

会
に
割
り
当
て
る
か
を
決
め
る
時
に
相
談
に
あ
ず
か
る
。
最
近
の
法
案
は
複
数

の
委
員
会
の
管
轄
に
関
係
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
割
り
当
て
を
決
め
る
場

面
で
議
院
運
営
委
員
会
の
活
躍
す
る
事
例
が
多
く
伝
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

議
院
運
営
委
員
会
は
、
提
出
さ
れ
た
法
案
の
趣
旨
説
明
を
さ
せ
る
か
、
直
接
、

審
議
に
持
っ
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
よ
う
な
事
に
つ
い
て
も
決
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
、
議
院
運
営
委
員
会
は
、
限
ら
れ
た
国
会
の
会
期
の
中
で
、

時
聞
を
ど
れ
だ
け
、
何
に
使
う
か
、
そ
し
て
、
い
つ
本
会
議
に
回
ず
か
と
い
う

こ
と
に
重
大
な
発
言
力
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
議
院
運
営
委
員
会
は
理
事
会
を
持
ち
、
衆
議
院
の
場
合
に
は
、
二
五
人

の
委
員
の
う
ち
一

O
人
が
理
事
、
一
人
が
委
員
長
で
あ
る
。
現
在
、
五
人
が
自

民
党
、
二
人
が
社
会
党
、
共
産
・
民
社
・
公
明
が
一
人
ず
っ
と
い
う
構
成
で
あ

り
、
新
自
ク
と
社
民
連
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
送
っ
て
い
る
。
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に

は
公
的
な
発
言
権
は
な
い
。
重
要
な
点
は
、
慣
行
上
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
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の
議
院
運
営
委
員
会
(
理
事
会
)
の
意
思
決
定
が
全
員
一
致
に
よ
る
べ
き
も
の

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
野
党
に
き
わ
め



料

て
有
利
で
あ
っ
て
、
野
党
は
こ
の
ル
ー
ル
を
通
じ
て
自
分
達
の
利
害
を
法
案
の

中
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

資

次
に
会
期
に
触
れ
る
。
マ
イ
ク
・
モ
チ
ヅ
キ
の
研
究
に
よ
れ
ば
ハ
冨
o
n
E
N
C
E
-

-u
∞M
)
、
戦
後
一
九
七
八
年
ま
で
の
合
計
二
入
会
期
の
う
ち
で
二
入
会
期
に
お

い
て
延
長
が
な
さ
れ
、
そ
の
延
長
は
平
均
三
六
日
間
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
四
会

期
が
解
散
、
六
会
期
が
全
く
ノ
ー
マ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
。
通
常
、
特
別
、
臨

時
を
合
計
し
た
会
期
の
平
均
日
数
は
二
一
七
日
で
あ
り
、
そ
の
内
三

O
日
が
休

日
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
会
期
毎
に
首
相
等
の
施
政
方
針
そ
の
他
の
演
説
が
あ

り
、
こ
の
た
め
の
質
疑
応
答
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
法
案
に
割
り
当

て
ら
れ
る
時
聞
は
意
外
に
少
な
い
。
こ
の
点
は
、
戦
前
か
ら
の
日
本
議
会
の
特

徴
で
あ
る
。
短
い
会
期
は
、
戦
前
、
国
会
の
力
を
弱
め
よ
う
と
し
た
こ
と
の
名

残
り
で
あ
る
が
、
戦
後
の
自
民
党
単
独
政
権
の
下
で
は
、
国
会
の
力
を
高
め
る

よ
う
に
働
い
て
き
た
。
会
期
は
、
外
国
の
議
会
と
比
較
し
て
も
か
な
り
短
い
。

数
多
く
の
法
案
を
通
し
た
い
与
党
に
こ
の
会
期
の
短
さ
は
不
利
に
作
用
し
て
お

り
、
野
党
に
と
っ
て
は
、
時
聞
が
取
引
材
料
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

野
党
は
、
提
出
さ
れ
た
法
案
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
審
議
の
時

聞
を
長
び
か
せ
る
と
い
う
戦
術
に
出
る
。
こ
れ
に
対
す
る
与
党
の
側
の
対
策
と

し
て
は
、
強
行
採
決
が
あ
る
。
ま
た
、
中
間
報
告
の
み
で
本
会
議
に
回
す
こ
と

が
国
会
法
で
許
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に

は
、
野
党
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
い
た
ず
ら
に
時
間
を
延
ば
し
て
い
る
と

い
う
非
難
を
さ
け
る
た
め
に
、
野
党
の
側
で
も
こ
の
方
法
を
採
る
こ
と
が
あ

る
。
一
九
七
八
年
か
ら
二
年
間
に
わ
た
っ
て
審
議
さ
れ
た
健
保
法
案
は
、
野
党

の
意
思
で
、
中
間
報
告
後
た
だ
ち
に
、
本
会
議
に
付
託
し
た
ケ
1
ス
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
参
議
院
の
社
会
労
働
委
員
会
(
委
員
長
は
社
会
党
議
員
)
の
例
で
あ
る
。

次
に
参
議
院
の
審
議
が
あ
り
、
こ
れ
が
野
党
の
側
か
ら
言
え
ば
も
う
一
回
粘

着
力
を
発
揮
す
る
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
参
議
院
不
用
論
も
あ
る

が
、
政
治
過
程
的
に
み
れ
ば
そ
の
審
議
機
会
が
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
野
党

に
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
与
野
党
聞
の
交
渉
の
場
を
多
く
す
る
効
果
は
明
ら
か
に
あ

る
。
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
六
年
の
問
、
参
議
院
が
自
民
党
と
野
党
と
の
交

渉
の
場
と
し
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
参
議
院
の
自
民
党
は
、
衆
議

院
の
そ
れ
と
意
見
や
行
動
様
式
に
多
少
の
違
い
を
持
っ
て
い
る
。
無
派
閥
の
自

民
党
議
員
の
数
が
、
参
議
院
三
五
人
、
衆
議
院
三

O
人
で
あ
っ
て
、
参
議
院
の

無
派
閥
の
方
が
率
が
高
く
、
そ
の
分
だ
け
多
少
独
立
的
行
動
が
あ
り
う
る
。
こ

う
し
て
、
参
議
院
の
方
が
や
や
野
党
の
意
見
が
反
映
し
や
す
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
一
九
七
六
年
選
挙
の
結
果
、
衆
議
院
の
方
も
保
革
伯
仲
に
な
っ
た
た

め
、
参
議
院
の
政
治
的
機
能
は
や
や
減
少
し
た
。

次
に
マ
イ
グ
・
モ
チ
ヅ
キ
の
法
案
の
議
会
提
出
数
や
通
過
率
に
関
す
る
デ
!

タ
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
モ
チ
ヅ
キ
の
研
究
の
新
し
さ
は
、
こ
の
種
の
デ
ー
タ

を
体
系
的
に
分
析
し
て
、
立
法
部
の
機
能
を
分
析
し
た
こ
と
に
あ
る
。
私
と
し

て
は
、
法
案
の
数
の
分
析
を
デ
ー
タ
に
し
て
、
議
会
の
活
動
力
に
つ
い
て
の
議
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論
が
ど
れ
だ
け
で
き
る
か
、
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
が
、
今
か

ら
み
て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
種
の
デ
ー
タ
が
、
か
な
り
の
程
度
に
立
法
過
程
の

現
実
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
ず
、
図
2
を
み
よ
う
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
提
出
法
案
数
も
通
過

法
律
数
も
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

理
由
に
関
心
を
寄
せ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
T
・
1
・
ベ
ン
ベ
ル
で
あ

る
。
ベ

γ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
政
治
権
力
が
官
僚
制
に
だ
ん
だ
ん
移
行
し

て
い
る
徴
候
で
あ
る
(
同
J
M
-
M
V
m
g
目指一】・

5
認
可
な
ぜ
な
ら
、

立法過程と政党・圧力団体・官僚の関係

法
律
数
は

減
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
政
省
令
の
数
は
増
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
モ
チ
ヅ
キ
は
、
官
僚
制
が
、
国
会
を
容
易
に
マ
ニ
ュ
プ
レ
イ
ト
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
の
徴
候
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
国
会
が
交
渉
困
難
な
相
手
に
な
っ

て
き
た
か
ら
、
国
会
を
さ
け
て
政
省
令
で
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
と
解
釈
す

る
。
猪
口
の
場
合
は
、
さ
ら
に
政
治
参
加
、
そ
れ
は
野
党
で
あ
れ
、
圧
力
団
体

で
あ
れ
、
一
般
市
民
レ
ベ
ル
で
あ
れ
、
総
じ
て
政
治
参
加
が
拡
大
し
て
き
た
た

め
に
、
長
い
過
程
を
通
過
す
る
こ
と
が
大
変
に
な
っ
て
き
て
、
だ
ん
だ
ん
生
産

力
が
落
ち
た
の
だ
、
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る

Q
ロ。間口
n
z
-
S
∞M
〉。

し
か
し
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
、
新
し
く
日
本

社
会
を
運
営
す
る
た
め
に
た
く
さ
ん
の
法
律
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
戦
後

の
短
い
聞
に
国
会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
法
体
制
が
少
し
ず
つ
整
備
さ
れ
、

新
し
い
法
律
の
必
要
性
が
減
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
辺
は
、
も
う
少
し
調

出所:Mochizuki， 1982， p. 91 
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料

べ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
、
自
民
党
・
官
僚

制
の
一
体
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
政
省
令
に
委
ね
れ
ば
、
野
党
を
排
除
し
て
自
民
党
は
法
令
の
内
容

を
独
占
的
に
支
配
で
き
る
。
こ
れ
を
犯
っ
た
結
果
と
も
見
れ
な
い
こ
と
は
な

、U

資

表
4
と
5
は
、
修
正
に
関
す
る
。
表
4
に
つ
い
て
は
、
修
正
率
が
保
革
伯
仲

時
代
に
む
し
ろ
減
っ
て
い
る
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
は
修
正
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
通
ら
な
く
な
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

表
5
で
、
私
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
修
正
の
う
ち
重
要
な
修
正
が
半
分

を
占
め
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
率
の
高
さ
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
重
要
で
あ
る
」

公
釘
ロ
広

S
ロ
C

と
い
う
の
は
、
単
に
字
句
の
是
正
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
で

あ
る
。
ま
た
、
表
6
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
修
正
が
、
多
数
の
政
党
の
参
加
に
よ

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
イ
ギ
リ

ス
で
は
修
正
に
野
党
が
加
わ
る
こ
と
は
な
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
場
合
、
与
野
党
問
で
政
権
交
代
が
か
な
り
頻
繁
に
な
さ
れ
る
こ
と
と
関
係

が
あ
ろ
う
。
一
党
支
配
の
日
本
の
場
合
、
野
党
の
側
か
ら
い
え
ば
、
修
正
に
よ

る
以
外
に
意
見
を
通
す
方
法
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の

法
案
修
正
は
小
さ
い
修
正
が
多
く
、
こ
れ
が
全
部
、
大
臣
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
大
臣
修
正
が
な
い
の
は
、
国
会
に
出
る
ま
で

に
、
法
案
が
非
常
に
慎
重
な
準
備
を
経
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ

ぅ。
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表
7
は
内
閣
提
出
法
と
議
員
立
法
を
通
過
率
に
関
し
て
比
較
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
議
員
立
法
に
注
目
す
る
。
私
は
、
こ
の
議
員
立
法
の

比
率
は
、
議
院
内
閣
制
の
下
で
は
そ
う
少
な
い
も
の
で
は
な
い
、
ど
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
内
閣
提
出
法
案
の
数
、
通
過
率
が
減
少
気
味
で
あ
る
の
に
対
し
、

議
員
提
出
法
案
の
そ
れ
は
、
よ
り
安
定
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
下
段

(
一
九
七
四

l
七
八
年
の
期
間
)
で
は
増
加
さ
え
し
て
い
る
。
議
員
立
法
は
決

し
て
少
な
く
な
く
、
ま
た
弱
く
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
見
解

は
、
こ
れ
か
ら
は
政
治
の
時
代
が
続
く
の
で
議
員
立
法
が
増
え
る
と
予
測
し
て

い
る

Q
ロ。
m
S
E
-
-
u∞
巴
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
議
院
内
閣
制
の

下
で
は
議
員
立
法
の
数
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
り
、
そ
の
限
界
は
低
い
レ

ベ
ル
で
抑
え
ら
れ
る
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
日
本
で
、
議
員
立
法
が
少
な
い
と
か
、
議
会
の
〈
Z
n
o色
々
が

弱
い
と
い
っ
た
議
論
が
多
か
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
ア
メ
リ
カ
の
議
会
を
モ
デ
ル

に
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
地
方
自
治

論
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
含
む
他
の
ど
の
先
進
国
か
ら
み
て
も
独
特
の
ア

メ
リ
カ
の
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
も
っ
て
日
本
の
地
方
自
治
を
論
じ
る
仕

方
と
似
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
と
比
べ
た
場

合
に
は
、
恐
ら
く
日
本
の
議
会
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
特
殊
な
弱
い
議
会
で
は

な
い
。
長
期
単
独
一
党
支
配
で
あ
る
こ
と
は
、
国
会
事
前
手
続
を
う
み
出
し
た
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表 4 内閣提出法案の修正率 出所:Mochizuki， 1982， p. 99 

通過法律数 修正された法律数 修正された比率

1947-1955 
〈多党時代〉 1920 541 28.2% 

1956-1960 
(2大政党制時代〉 82.3 199 24.2% 

1961ー1966
〈自民一社会一民社時代〉 995 244 24.5% 

1967ー 1974.7
(多数野党時代〉 884 251 28.4% 

1974.7-1979 
(保革伯仲時代) .396 87 22.0% 

表 5 内閣提出法案に対する修正 出所:Mochizuki， 1982， p. 101 

時
19期74.7-1979 1967-1974.7 

内閣提出法案数 884 .396 
修正法律数(内閣提出) 251 87 
重要な修正のある法律数 1.34 50 
重要修正数の全内閣提出法案数(通過)に対

する比率 15.2% 12.6% 

重要修正/全修正 5.3.4% 57.5% 

表 6 内閣提出法案(通過)に対する重要修正 出所:Mochizuki， 1982， p. 103 

時期
1967ー1974.7 1974.7-1979 

重要修正件数 140 51 

O 内閣によるもの
( 0.0%) ( 2.0%) 

LDPのみ 34 6 
(24.3%) (11.8%) 

9 4 LDP+野党
( 6.4%) ( 7.8%) 

LDP+複数野党 6 7 
( 4.3%) (13.7%) 

LDP+.3つ以上の野党 74 27 
(52.9%) (52.9~旨)

16 5 委員会長による
(11.4%) ( 9.8%) 

反対党による
( 0.7%) ( 2.0%) 
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出所:Mochizuki， 1982， p. 110 内閣法案と議員法案の成功率の比較表 7~ 

案法出提員議案法出提閣内
強Z

通過率
(分母=全提出法案〕

通過率
(分母=全提出法案)

通過率通過数提出数通過率通過数提出数

1947-1955 

20.3% 58.3% 487 835 79.7% 86.8% 1912 2204 (多党時代〉

1956-1960 

20.6% 21.6% 95 439 89.4% 84.4% 802 950 (2大政党制l時代〉

1961-1966 

7.6% 14.1% 80 565 92.4% 81.2% 974 1199 (自民一社会一民社時代〉

1967ー 1974.7

11.3% 18.8% 107 570 88.7% 81.4% 843 1035 (多数野党時代〕

1974.7-1978 

16.8% 22.3% 63 282 83.2% 81.7% 313 383 く保革伯仲時代〉



が
、
そ
れ
で
も
野
党
の
意
見
を
排
除
す
る
手
続
や
シ
ス
テ
ム
に
は
な
っ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

V 

国
会
議
員
の
役
割
認
知

最
後
に
、
国
会
議
員
デ
ー
タ
を
見
る
。
こ
れ
は
、

一
九
七
八
年
に
京
大
法
学

立法過程と政党・圧力団体・官僚の関係

部
政
治
学
研
究
会
(
調
査
責
任
者
村
松
岐
夫
)
が
国
会
議
員
に
対
し
て
行
な
っ

て
得
ら
れ
た
面
接
デ
ー
タ
で
あ
る
(
村
松
、
一
九
七
八
三
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、
国
会
審
議
の
影
響
力
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の

当
事
者
た
ち
の
見
解
や
行
動
様
式
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
結
果
、
国
会
の
活

動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
る
か
を
調
査
研
究
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
調
査

の
意
図
は
、
そ
の
手
は
じ
め
に
、
国
会
議
員
の
意
識
構
造
や
行
動
様
式
の
一
面

を
採
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
の
デ
ー
タ
か
ら
三
点
ほ
ど
の
こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
い
か
、
と
思
う
。

第
一
に
、
表
8
に
み
る
よ
う
に
、
「
国
会
審
議
の
影
響
力
」
を
当
事
者
た
ち

は
、
相
当
程
度
に
強
い
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
官
僚
集
団
の
評
価

よ
り
も
自
信
の
あ
る
評
価
を
し
め
し
て
い
る
。
自
民
党
も
野
党
も
そ
の
評
価
が

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
点
が
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
表
9
か
ら
は
、
当
選
回
数
が
増

え
る
に
し
た
が
っ
て
、
国
会
審
議
の
影
響
力
へ
の
評
価
が
強
く
な
る
こ
と
が
わ

か
る
。

ω<0.01) エリート・カテゴリと国会審議の影響力表 8

N 計(%)

力響影の議審A為

"" 
国

エリート・

あまりほとんどその他
影響せず影響せす

ほぼ国会かなり
で決まる影響あり

コ'アカ

55 100 16 80 4 上位官僚

196 100 2 2 27 66 4 中堅 官僚

50 

51 

100 

100 

2 

4 

2 12 

16 

66 

63 

18 

18 

..... 
7L 

党

民自

野

352 

北法34(1・153)153 

100 2 21 68 8 体全



資料

表 9 当選回数と国会の影響力

国会の影響力

当選回数ほぽ国会の かなり影響あまり影響力ほとんど影響力 他
計C%) N 

その
審議で決まる力を及ぼすを及ぼさないを及ぼさない

回 17 61 13 

2-3凹 10 67 20 3 

4-6回 14 69 14 

7回以上 37 58 5 

表 10 国会審議 tこおける官僚の負担

官僚の負担

政 党 当然である 負担減らすべき その他

自民党 6 

49 

88 

37 

6 

14 野

政 党

自民党

野

政党

自民党

野党

党

党

表 11 委員会での発言・質問

委員会での発言・質問

たびたび 時々 あまりない 委員長 NA 

18 28 36 8 10 

80 8 8 4 

表 12 党内における経済政策決定の影響力

経済政策決定の影響力

非常に かなりある程度少し全く NA 
影響力あり 影響力なし

6 

14 

26 

27 

38 

49 

20 

10 

10 

9 100 23 

100 30 

3 100 29 

100 19 

言十C%) N 

100 

100 

50 

51 

計C%) N 

100 50 

100 51 

言十C%) N 

100 50 

100 51 

北法34(1・154)154 



立法過程と政党・圧力団体・官僚の関係

表 13党議決定

党 議 決 定

計(%) N 
政 党 大部分の 原則として，ー原則として大部分百その他

案件に必要部は自由投票 自由投票 自由没討

自民党

野党

32 

63 

66 

33 

2 

4 

表 14 政党と支持団体の利益対立

矛リ 益 対 立

政 党 たびたび・時々 まれに・ない

自 民 党 54 46 

野 党 25 75 

表 15 選挙区と政党の利益対立

政 党

自民党

野 党

政 党

自 民 党

野 党

北法34(1・155)155 

利益対立

たびたび・時々

36 

26 

まれに・ない

64 

74 

表情態度決定のやり方

態 度 決 定 の や り 方

国民の希望 自己の信念その他 NA

30 58 10 2 

45 33 20 

100 50 

100 51 

計(%) N 

100 50 

100 51 

言十(%) N 

100 50 

100 51 

百十(%) N 

100 50 

100 51 



料

第
二
に
、
国
会
の
役
割
の
認
識
に
つ
い
て
の
与
野
党
聞
の
違
い
が
あ
り
、
野

資

党
議
員
の
方
が
自
民
党
議
員
よ
り
も
国
会
審
議
と
の
心
理
的
距
離
が
近
い
面
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
表
叩
に
よ
れ
ば
、
官
僚

の
国
会
出
席
に
つ
い
て
、
自
民
党
は
そ
の
負
担
を
減
ら
す
方
向
で
考
え
、
野
党

は
現
状
を
当
然
と
考
え
て
い
る
。
負
担
と
い
う
観
点
か
ら
で
な
く
、
あ
る
べ
き

国
会
の
姿
か
ら
考
え
て
官
僚
が
政
府
委
員
と
し
て
出
席
す
べ
き
で
な
い
と
い
う

見
解
も
あ
り
う
る
が
、
野
党
は
官
僚
の
出
席
が
国
会
審
議
を
実
質
的
に
す
る
と

考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
自
民
党
か
ら
い
え
ば
、
事
前
に
す

べ
て
が
済
ん
で
い
る
た
め
に
、
細
か
な
点
に
ま
で
国
会
審
議
で
立
入
る
こ
と
に

は
利
益
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
官
僚
の
「
負
担
」
を
軽
減
す
る
こ
と
に
同

情
的
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
表
日
に
よ
れ
ば
、
野
党
議
員
の
方
が
国
会
委
員
会

で
発
言
の
機
会
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
、
議
員
数
に
比
べ
て
、
野

党
に
割
り
当
て
ら
れ
る
時
間
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
各
野
党
議
員
の

党
内
に
お
け
る
影
響
力
の
平
均
が
高
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
党
内
に
お
け
る
影
響
力
に
関
し
て
、
野
党
議
員
の
方
が
高
い
と

い
う
こ
と
は
、
表
ロ
か
ら
も
推
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
党
内

の
経
済
政
策
決
定
に
お
け
る
影
響
力
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
他
の
政
策
分
野

で
も
問
様
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
代
表
と
し
て
の
議
員
行
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
自
民
党
議
員
の
方

が
個
人
と
し
て
の
自
由
度
が
大
き
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
行
動
し
、
野
党
の
方

が
彼
等
の
支
持
集
団
の
利
益
を
代
表
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
表
日
か
ら
、
自
民
党
に
お
い
て
党
議
決
定
の
範
囲
を
狭
く
考
え
た
い
と
い

う
意
見
が
よ
り
多
い
。
表
川
出
に
お
い
て
は
、
政
党
と
支
持
団
体
と
の
対
立
に
つ

い
て
、
表
情
υ
に
お
い
て
は
、
選
挙
区
と
政
党
と
の
対
立
に
つ
い
て
、
自
民
党
の

北法34(1・156)156 

方
が
、
対
立
の
頻
度
が
高
い
と
答
え
て
い
る
。
表
V

ゅ
で
は
、
自
民
党
の
方
が
自

己
の
信
念
に
基
づ
い
て
態
度
を
決
め
る
と
回
答
す
る
率
が
高
い
こ
と
が
わ
か

る
。
以
上
の
違
い
は
、
自
民
党
の
場
合
、
お
そ
ら
く
多
様
な
利
害
を
背
景
に
し

て
い
る
た
め
に
、
特
定
層
(
選
挙
区
、
利
益
団
体
)
の
利
害
と
の
関
係
で
は
対

立
を
経
験
す
る
こ
と
も
よ
り
多
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
そ
の
解
決
の

方
向
は
、
同
様
の
趣
旨
で
「
国
民
の
希
望
の
反
映
」
と
い
う
方
向
か
ら
で
は
な

く
、
「
自
己
の
信
念
」
に
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
自
民
党
議
員
の
場
合
は
、
党
議
拘
束
の
範
囲
も
狭
め
に
考
え
よ
う

と
す
る
。

今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
は
、
法
案
を
も
っ
と
分
類
し
て
、
そ
の
分
類
ご
と

に
特
定
の
立
法
過
程
の
パ
タ
ー
ン
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
が
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
研
究
の
例
と
し
て
、
日
本
の
法

案
を
、
逆
コ
ー
ス
立
法
、
分
配
政
策
立
法
、
存
分
配
立
法
に
分
類
し
て
い
る
ア

メ
ロ
カ
の
政
治
学
者
の
研
究
が
あ
る
(
戸
冊
目

8
2
0
p
日
唱
吋
凶
〉
。
逆
コ
ー
ス
立
法

の
中
に
は
、
昭
和
二

0
年
代
終
り
頃
の
対
決
型
の
法
案
が
多
い
。
分
配
政
策
立

法
と
は
、
自
民
党
の
支
持
母
体
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
利
益
を
配
分
す
る
も
の



〈
こ
れ
を
野
党
は
黙
認
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
Y

再
分
配
関
係
の
法
案
と
し

て
は
、
福
祉
が
典
型
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
野
党
は
独
自
の
法
案
を
出
し
た

り
、
修
正
を
試
み
た
り
し
て
お
り
、
与
党
と
競
争
関
係
に
立
ち
相
当
に
活
発
な

働
き
を
し
て
い
る
。

最
後
に
ひ
と
つ
、
日
本
の
立
法
過
程
の
研
究
を
し
て
み
る
と
、
比
較
立
法
過

程
の
政
治
学
的
研
究
で
は
単
に
議
会
内
の
公
式
的
手
続
に
と
ど
ま
ら
ず
議
会
と

政
党
制
の
両
方
を
見
た
立
法
活
動
の
比
較
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら

れ
る
。質

疑
応
答
(
要
旨
)

立法過程と政党・圧力団体・官僚の関係

Q 

圧
力
団
体
の
場
合
の
サ
ン
プ
リ
γ
グ
の
仕
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
。

A 

五
年
ほ
ど
前
に
高
級
官
僚
の
面
接
調
査
を
し
た
が
、
そ
の
際
、
あ
な
た

の
省
庁
に
と
っ
て
重
要
な
団
体
名
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
、
と
い
う
質
問
を

し
た
。
そ
こ
で
出
て
き
た
団
体
を
ま
.
す
と
っ
た
。
そ
れ
に
、
新
聞
、
雑
誌

Q 
な
ど
に
よ
く
登
場
し
て
い
て
日
本
政
治
に
重
要
な
役
割
を
し
め
る
の
で
は

な
い
か
と
私
ど
も
が
判
断
し
た
団
体
を
付
け
加
え
た
。

圧
力
団
体
デ
ー
タ
表
ー
に
つ
い
て
、
政
党
と
行
政
と
い
う
様
に
わ
け
る

こ
と
は
で
き
る
の
か
。
議
員
に
紹
介
し
て
も
ら
っ
て
行
政
に
圧
力
を
加
え

る
の
は
ど
ち
ら
に
入
る
の
か
。
こ
う
い
う
事
例
は
よ
く
あ
る
の
で
は
な
い

‘。
-D 

A 

現
実
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
非
常
に
複
雑
な
様
相
を
呈

す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
回
答
者
は
す
ぐ
に
答
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と

か
ら
す
る
と
、
彼
ら
の
頭
の
中
で
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、
こ
れ
は
、
現
実
に
ど
ち
ら
に
行
っ
た
の
か
を
開

い
た
も
の
で
は
な
く
、
「
主
張
を
し
た
り
、
権
利
、
意
思
、
利
益
を
守
る
た

め
に
最
終
的
に
は
」
ど
ち
ら
に
行
く
の
が
有
効
だ
と
思
う
か
を
尋
ね
た
も

の
で
あ
る
。

Q 

英
米
に
比
較
し
て
、
圧
力
団
体
の
標
的
は
政
党
と
行
政
と
で
、
伯
仲
し

て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
な
ぜ
か
。

A 

政
党
に
も
官
僚
制
に
も
働
き
か
け
る
と
い
う
実
態
の
反
映
な
の
で
は
な

い
か
。
個
々
の
匡
力
団
体
に
と
っ
て
ど
ち
ら
に
よ
り
大
き
な
働
き
か
け
を

す
る
か
は
、
微
妙
な
判
断
で
あ
る
。
圧
力
団
体
は
、
ど
こ
に
圧
力
を
か
け

た
ら
有
効
か
を
知
っ
て
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
行
政
、
ア
メ
リ
カ
で
は
議

会
、
日
本
で
は
行
政
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
や
政
党
が

多
い
、
と
い
う
印
象
を
受
け
て
い
る
。
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Q 

政
党
と
は
自
民
党
の
こ
と
か
。

A 

そ
れ
に
限
ら
な
い
。
特
に
労
働
団
体
で
は
六
二
%
が
政
党
と
し
て
い
る

が

、

民

社

、

共

産

の

各

党

で

あ

る

と

思

わ

れ

こ
れ
は
主
と
し
て
社
会
、



料

る
。
も
っ
と
も
、
労
働
、
市
民
団
体
を
除
く
と
全
部
自
民
党
を
頭
に
捻
い

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

資

Q 

国
会
に
お
い
て
官
僚
の
負
担
が
大
き
い
の
は
当
然
だ
、
と
い
う
意
識
の

中
に
は
、
実
質
的
に
官
僚
に
オ
ン
プ
し
て
い
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で

や
ふ

F
A

、当。

仇
U

・4
J
l
u
w
ふ

μ

A 

そ
う
い
う
実
態
も
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
オ
ン
ブ
し

自
民
党
議
員
は
、
「
負
担
を

減
ら
す
べ
き
だ
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
野
党
議

員
の
場
合
に
は
、
自
分
の
選
挙
区
の
利
害
に
関
す
る
非
常
に
細
か
な
質
問

を
官
僚
に
し
、
官
僚
が
具
体
的
、
個
別
的
に
答
え
て
く
れ
る
の
を
喜
ぶ
と

い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
質
疑
に
お
い
て
、

て
い
る
と
す
れ
ば
自
民
党
議
員
で
あ
る
が
、

野
党
議
員
の
質
問
か
ら
重
要
な
問
題
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
私

Q 
は
む
し
ろ
、
野
党
の
存
在
を
積
極
評
価
し
て
い
る
。

政
党
人
の
方
に
段
々
影
響
力
が
つ
い
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
主
張
は
、
ど
う
い
う
徴
候
に
基
づ
い
て
お
考
え
に
な
っ
た
の
か
。

A 

報
告
で
述
。
へ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
具
体
的
な
争
点
の
観
察
で
あ

る
。
新
聞
ダ
ネ
に
な
る
よ
う
な
政
治
化
さ
れ
た
ケ
l
ス
で
、
官
僚
が
決
め

た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
グ
リ
ー
ン
カ
ー

ド
は
、
一
度
、
大
蔵
省
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
プ
で
法
律
ま
で
通
し
た
も
の
を
延

長
し
た
ケ
l
ス
で
あ
り
、
そ
の
裏
に
は
も
の
す
ご
い
政
治
が
動
い
た
と
い

う
こ
と
は
、
私
自
身
も
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
か
ら
直
接
に
知
り
え

た
こ
と
も
あ
る
し
、
新
聞
な
ど
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
政
党
の
人
事
へ
の
介
入
、
法
案
作
成
、
予
算
過

程
に
お
け
る
官
僚
の
政
調
会
部
会
へ
の
根
ま
わ
し
、
総
務
会
メ
ン
バ
ー
と
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の
交
渉
・
取
引
を
、
政
党
へ
の
権
力
移
行
の
徴
候
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

」
れ
ら
の
事
柄
を
ど
の
よ
う
に
理
論
的
に
整
理
す
る
か
で
あ

る。
Q 

国
会
の
外
に
も
、
あ
る
い
は
外
に
こ
そ
、
重
要
な
決
定
シ
ス
テ
ム
が
存

在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
自
民
党
の
方
が
官
僚
よ
り
も
そ
の
ポ
イ
ン

ト
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
国
会
に
研
究
の
焦
点
を
合
わ
せ

る
と
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
見
落
し
は
し
な
い
か
。

私
の
報
告
の
趣
旨
は
1
1論
証
は
十
分
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が

l
i

A 
む
し
ろ
御
質
問
に
ま
さ
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
私

Q 
は
、
国
会
事
前
手
続
を
強
調
し
た
。

官
僚
制
に
は
、
通
常
の
官
僚
制
と
、
自
民
党
と
い
う
官
僚
制
と
の
こ
つ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

A 

自
民
党
内
に
も
当
選
回
数
が
増
え
る
と
、
党
内
組
織
を
上
昇
す
る
と
い

う
意
味
で
の
官
僚
制
も
ど
き
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
ど

こ
の
国
で
も
そ
う
し
た
傾
向
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
の
国
で
も
政
治
と

政
党
が
官
僚
化
し
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
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Q 

は
「
官
僚
制
」
の
定
義
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

ネ
ー
ミ
ン
グ
を
ど
う
す
る
か
は
と
も
か
く
、
多
く
の
議
員
が
集
ま
り
、

A 
そ
れ
ぞ
れ
が
官
僚
に
対
し
て
も
つ
チ
ャ
ネ
ル
を
、
横
断
的
に
操
作
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
官
僚
組
織
、
行
政
分
野
に
発
言
力
を
持
つ
、
と
い

う
仕
組
み
が
で
き
て
お
り
、
そ
の
仕
組
み
が
官
僚
制
と
唯
一
途
う
の
は
、

何
年
か
に
一
度
、
選
挙
と
い
う
洗
礼
を
受
け
る
か
否
か
、
で
あ
る
。

「
唯
一
の
違
い
は
:
:
:
」
と
い
う
い
い
方
は
、
政
治
家
と
選
挙
の
役
割

を
過
小
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
一
に
、
選
挙
は
、
個
々

の
議
員
の
小
さ
な
圧
力
活
動
の
た
め
に
資
格
を
与
え
て
や
る
と
い
う
程
度

の
も
の
で
は
な
い
。
選
挙
の
結
果
い
か
ん
は
、
憲
法
改
正
問
題
、
安
保
問

題
、
財
政
再
建
の
方
向
(
増
税
、
行
革
)
を
決
め
る
。

つ
ぎ
に
、
政
治
家
の
影
響
力
と
い
う
場
合
、
個
々
の
議
員
の
影
響
力
の

次
元
よ
り
先
に
、
政
党
(
自
民
党
)
が
き
わ
め
て
完
備
し
た
国
会
事
前
手

続
を
確
立
し
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
政
党
は
独
自
の
意
思
を
持

ち
、
そ
れ
を
表
明
す
る
。

第
三
に
、
官
僚
制
の
側
か
ら
み
て
い
く
と
、
官
僚
制
で
は
決
め
ら
れ
ぬ

事
態
が
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
「
事
態
」
の
詳
細
な
分
析
は
困
難
で
あ
る

が
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
指
摘
し
て
お
く
。
一
つ
は
、
複
数
の
省
に
ま
た
が
る

政
策
の
増
加
で
あ
る
。
官
僚
制
は
そ
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ゆ
え
に
自

己
調
整
が
で
き
ず
、
政
党
の
介
入
を
待
つ
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
問
題
は
政
治
的
に
も
重
要
で
あ
る
の
で
、
自
己
調
整
が
で
き
る
場
合

で
も
政
党
、
政
治
家
が
介
入
す
る
。

二
つ
め
は
、
国
際
関
係
の
か
ら
ま
る
問
題
の
増
加
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
対
処
の
方
法
い
か
ん
は
、
国
内
の
政
治
的
利
害
に
直
接
に
影
響
す
る

の
で
、
官
僚
の
判
断
事
項
で
は
な
く
な
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ケ

ー
ス
は
、
と
も
に
急
速
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
ま
だ
多
く
の
点
を
い
い
の
こ
し
て
い
る
が
、
今
思
い
つ
い
た

こ
と
を
述
べ
て
み
た
。

そ
の
他
、
政
党
か
ら
の
官
僚
人
事
へ
の
介
入
、
政
府
委
員
の
存
在
を
ど
う
考

え
る
か
、
法
案
修
正
の
重
要
性
を
役
人
自
身
に
ラ
ン
ク
付
け
さ
せ
て
は
ど
う
か
、

数
を
分
析
す
る
こ
と
が
有
意
味
で
あ
っ
た
例
と
し
て
、
政
府
提
出
法
案
に
各
野

党
が
ど
れ
位
の
頻
度
で
反
対
し
た
か
、
の
検
討
が
あ
り
、
こ
の
結
果
、
共
産
党

が
次
第
に
国
会
を
評
価
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
、
等
が
話
題
に
な
っ
た
。
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Parties， Bureaucrats and Pressure Groups 

in Japanese Legislative Process: 

Pre-Diet and Diet Procedure 

Michio MURAMATSU* 

This article discusses four criticisms against the conventional 

view of legislative process in Japanese political science which sees the 

deliberation of the Diet as only ritual and says that policy making in 

Japanese government has been under the initiative and leadership of 

the bureaucracies in central Ministries. According to the author， the 

party in power plays a much more important role than postulated in the 

conventional view， the opposition is more influential in poJicy making， 

the Diet itself is more meaningful and substantial legislative organ， and 

individual legislators have more abi1ity to legislate than understood by 

many political scientists. 

To prove this the author analyze the survey data on the Diet mem-

bers， quotes from the legislative studies by others， and uses anecdotes. 

On the whole the author emphasizes the growing power of the Liberal 

Democratic Party since its establishment in 1955. 
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