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◇  

引
き
下
げ
の
狙
い
と
影
響

　

二
〇
〇
七
年
五
月
、
第
一
次
安
倍
政
権
に
よ
り
、
憲
法

改
正
に
関
わ
る
国
民
投
票
手
続
き
に
つ
い
て
定
め
た
「
憲

法
改
正
国
民
投
票
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
本
則
で
憲

法
改
正
の
国
民
投
票
は
「
一
八
歳
以
上
」
と
定
め
ら
れ
、

附
則
に
お
い
て
「
選
挙
権
年
齢
と
民
法
の
成
人
年
齢
も
一
八

歳
に
合
わ
せ
て
い
く
」
と
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、「
一
八
歳

選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
」
が
マ
ス
コ
ミ
の
話
題
に
上
る

よ
う
に
な
る
。

　

そ
も
そ
も
世
界
の
九
〇
％
の
国
は
す
で
に
一
八
歳
以
上

に
選
挙
権
が
付
さ
れ
て
い
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
三
四
カ
国

で
一
八
歳
に
選
挙
権
を
与
え
て
い
な
い
の
は
、
日
本
と
韓

国
だ
け
（
韓
国
は
一
九
歳
以
上
）
で
あ
っ
た
。
実
は
、
多

く
の
国
が
一
八
歳
（
国
に
よ
っ
て
は
一
六
歳
）
に
引
き
下

げ
た
の
は
、
一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
り
、
若

者
の
早
熟
化
や
徴
兵
年
齢
に
合
わ
せ
る
動
き
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
動
き
は
遅
き
に
失
し
た
感
が
拭
え
な
い
。

　

政
府
は
、今
回
の
「
一
八
歳
引
き
下
げ
」
に
よ
っ
て
、「
若

年
層
の
政
治
参
加
が
進
む
こ
と
で
、
投
票
率
が
上
昇
し
、

民
主
主
義
の
土
台
が
強
化
さ
れ
る
」、「
若
年
層
の
投
票
率

を
上
げ
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
政
治
課
題
で
あ
る
社
会

保
障
、
財
政
再
建
な
ど
中
長
期
的
な
諸
課
題
に
つ
い
て
若

者
の
声
を
反
映
さ
せ
る
」
と
し
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
う

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
後
ま
す
ま
す
有
権
者
に
占
め
る
比
率
が
高
ま
る
高
齢

者
は
、
一
般
的
に
変
化
を
嫌
う
傾
向
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
改
正
を
目
論
む
安
倍
政
権
に

と
っ
て
は
、
反
対
票
が
多
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

こ
で
、
政
治
に
疎
く
、
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
受
け
や
す
い

と
さ
れ
る
若
者
を
取
り
込
み
、
比
率
を
逆
転
し
た
い
と
の

思
惑
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
昨
年
の
「
安
保
法
制
」
に
際
し
て
メ

デ
ィ
ア
に
執
拗
に
介
入
し
、
言
論
統
制
を
行
っ
て
い
る
こ

と
も
頷
け
る
。「
強
い
リ
ー
ダ
ー
」
を
待
望
し
て
い
た
人

た
ち
が
、
虚
勢
を
張
り
、
支
離
滅
裂
な
自
論
を
強
弁
し
て

い
る
指
導
者
を
盲
目
的
に
支
持
し
て
い
る
こ
と
は
、
ネ
ッ

ト
空
間
を
は
じ
め
巧
み
な
情
報
操
作
に
よ
る
も
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

と
も
か
く
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
公
職
選
挙
法
が
改

正
さ
れ
、
選
挙
年
齢
が
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
今
後
は
、
民
法
な
ど
で
成
人
年
齢
が
一
八
歳

に
改
正
さ
れ
る
こ
と
で
、
少
年
法
も
一
八
歳
に
引
き
下
げ

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
少
年
法
は
、「
少
年
の
健
全
育

成
」、「
非
行
少
年
の
矯
正
」
を
目
的
と
し
、「
更
生
の
機

会
を
与
え
、
再
犯
を
予
防
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
犯
罪
の

前
歴
が
将
来
的
に
ハ
ン
デ
ィ
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
普
通

の
社
会
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
と
制
定
さ
れ
た
少
年
法
が

一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
成
人
並
み
の
刑
罰
を
受
け
て

も
よ
い
の
か
、
成
人
と
同
様
に
氏
名
を
公
表
さ
れ
て
も
よ

い
の
か
（
現
在
は
法
と
は
関
わ
り
な
く
ネ
ッ
ト
で
晒
さ
れ

る
こ
と
が
生
じ
て
い
る
が
）
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、

今
後
議
論
の
必
要
が
あ
る
。

　
◇
　
政
治
的
中
立
性
と
政
治
教
育

　
「
一
八
歳
選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
」
を
受
け
、
文
科
省

は
二
〇
一
五
年
一
〇
月
、「
高
等
学
校
等
に
お
け
る
政
治
的

教
養
の
教
育
と
高
等
学
校
等
の
生
徒
に
よ
る
政
治
的
活
動

等
に
つ
い
て
（
通
知
）」
を
発
出
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

高
校
生
の
政
治
的
活
動
を
全
面
的
に
禁
じ
て
い
た
一
九
六

九
年
通
知
は
廃
止
と
な
る
。
さ
ら
に
、
文
科
省
は
総
務
省

と
と
も
に
生
徒
向
け
副
教
材
『
私
た
ち
が
拓
く
日
本
の
未

来 

有
権
者
と
し
て
求
め
ら
れ
る
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
』

及
び
教
師
用
の
指
導
資
料
を
配
布
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、「
高
校
生
の
政
治
的
活
動
の
一
部
解
禁
」、

「
高
校
で
政
治
教
育
を
実
施
」
と
言
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、

「
政
治
教
育
は
、
学
習
指
導
要
領
に
も
と
づ
き
、
校
長
を

中
心
に
学
校
と
し
て
指
導
計
画
を
立
て
て
実
施
す
る
」
と

い
う
原
則
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
学
習
指
導
要
領
に
基

づ
く
」
を
ど
れ
ほ
ど
厳
密
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
政
治

教
育
は
か
な
り
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
現
場
の
個
々
の
教
員

の
裁
量
が
狭
め
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。

　

こ
の
通
知
や
副
教
材
の
特
徴
は
、
選
挙
の
仕
組
み
に
つ

い
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で

い
ま
教
育
の
現
場
か
ら（
23
）

「
一
八
歳
選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
」と「
主
権
者
教
育
」
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あ
る
。
一
方
で
、「
論
理
的
思
考
、
公
正
に
判
断
す
る
力
、

協
働
的
に
追
究
・
解
決
す
る
力
」
と
い
う
、
有
権
者
と
し

て
の
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
今
ま
で
の
公
民
科
（
社
会
科
）
の
授
業
や
学
校
教

育
全
般
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
取
り
立

て
て
こ
こ
で
強
調
す
る
意
味
が
何
な
の
か
は
甚
だ
疑
問
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
通
知
や
指
導
資
料
で
は
、
教
員
に
対
し

「
政
治
的
中
立
性
」
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
い
る
。「
特
定

の
政
党
を
支
持
、
又
は
反
対
す
る
た
め
の
教
育
」
を
や
っ

て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
教
育
基
本
法
に
明
記
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、「
個
人
的
な
主
義
主
張
を
述
べ
て
は
い
け

な
い
」、「
特
定
の
見
方
や
考
え
方
に
偏
っ
た
取
扱
い
に

よ
っ
て
、
生
徒
が
主
体
的
に
考
え
、
判
断
す
る
こ
と
を
妨

げ
て
は
い
け
な
い
」と
は
何
を
指
す
の
か
。
そ
も
そ
も「
政

治
的
中
立
性
」
と
は
何
な
の
か
。

　

こ
れ
ま
で
「
政
治
的
中
立
性
」
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の

は
、
教
育
委
員
会
で
あ
っ
た
。
時
の
政
権
や
首
長
に
よ
っ

て
、
教
育
が
変
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
「
中
立
」

と
は
二
つ
の
考
え
方
の
中
間
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
時

代
に
よ
る
変
化
に
影
響
さ
れ
ず
、
普
遍
的
な
も
の
と
し
て

教
育
の
あ
り
方
が
安
易
に
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
と
い
う

意
味
だ
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

昨
今
の
講
演
会
・
学
習
会
で
幾
人
か
の
講
師
が
、「
私
は

一
〇
年
前
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
労
働
組
合
に
呼
ば
れ

て
話
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
私
自
身
の
言
っ
て
い
る

こ
と
は
変
わ
ら
な
い
の
だ
が
、
最
近
は
極
端
に
右
傾
化
し

て
し
ま
い
、
私
が
リ
ベ
ラ
ル
の
側
に
近
い
位
置
に
い
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」と
、冗
談
交
じ
り
に
話
し
て
い
る
。

　
「
政
治
的
中
立
性
」
と
は
不
変
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
私
た
ち
は
、
現
在
の
政
治
の
右
傾
化
に
流
さ
れ
ず
に
、

本
来
教
育
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
し
っ

か
り
と
腰
を
据
え
て
実
践
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
、「
中
立
性
」と
い
う
言
葉
に
騙
さ
れ
て
、

「
一
方
的
な
主
義
主
張
を
し
な
い
」、「
バ
ラ
ン
ス
よ
く
」、

「
政
府
見
解
や
最
高
裁
判
決
に
必
ず
触
れ
る
」
と
い
っ
た

言
葉
に
た
じ
ろ
ぎ
、「
面
倒
な
の
で
学
校
で
政
治
的
な
事

柄
を
取
り
上
げ
る
の
は
止
め
よ
う
」
と
な
っ
て
し
ま
い
が

ち
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
べ
き
こ
と
は
、
し
っ

か
り
と
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
◇
　
未
来
の
主
権
者
を
育
て
る
「
主
権
者
教
育
」

　

教
員
が
「
特
定
の
政
党
を
支
持
、
又
は
反
対
す
る
た
め

の
教
育
」
を
行
う
こ
と
と
、
教
員
個
人
の
意
見
を
表
明
す

る
こ
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、「
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
」
に
お
い
て
、
教
員
が
自
分
の
意
見
を

明
確
に
述
べ
る
こ
と
も
授
業
の
中
で
適
切
に
行
う
こ
と
と

奨
励
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
教
員
の
意
見
を
生
徒
に
強

要
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
人

の
顔
色
を
う
か
が
っ
て
、
期
待
さ
れ
て
い
る
「
答
え
」
を

発
言
す
る
よ
う
な
授
業
で
は
、
未
来
の
主
権
者
な
ど
育
つ

は
ず
は
な
い
。

　

あ
る
高
校
生
が
「
同
級
生
に
政
治
的
な
問
題
に
つ
い
て

話
す
と
嫌
が
る
ん
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
、

今
の
高
校
生
の
実
態
か
ら
考
え
る
に
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
今
の
高
校
生
が
呼
ぶ
「
友
人
」
と
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど
で
の
表
面
上
の
人
間
関
係
に
過
ぎ
ず
、
意
見

が
対
立
し
そ
こ
か
ら
弾
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
生
活
し
て

い
る
薄
っ
ぺ
ら
な
関
係
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
互
い

の
価
値
観
を
尊
重
し
た
上
で
、
論
理
立
て
て
多
く
の
人
が

納
得
で
き
る
論
拠
を
示
す
よ
う
な
議
論
が
で
き
る
力
を
、

関
係
性
を
、
私
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
教
育
活
動
の
場
面
を
通

し
て
育
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
し
た
実
践
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
真
の
「
主
権

者
」
が
育
っ
て
い
く
の
だ
と
考
え
る
。「
主
権
者
教
育
」

が
今
こ
そ
必
要
で
あ
る
と
の
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。
未
来

の
「
主
権
者
」
を
育
て
る
と
は
、
選
挙
の
ル
ー
ル
を
教
え

る
こ
と
で
は
な
い
し
、
単
に
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
に
つ
い
て

教
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
い
く
ら
知
識
を

身
に
着
け
よ
う
と
も
、
知
識
だ
け
で
は
、「
主
権
者
」
と

し
て
の
自
覚
は
芽
生
え
な
い
し
、「
主
権
者
」
と
し
て
成

長
し
て
い
く
こ
と
は
な
い
。「
主
権
者
」
と
は
、
国
家
の

主
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
。
誰
も
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
「
主
権
者
」
な
の
で
あ
る
。
子
ど
も
が
将
来
「
平
和

で
民
主
的
な
社
会
を
つ
く
る
形
成
者
」
と
な
る
よ
う
、「
子

ど
も
を
権
利
主
体
と
し
た
教
育
活
動
」
を
行
う
こ
と
を
意

識
し
た
教
育
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
教
え
る
べ
き
こ
と
」
と
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
を

教
え
る
の
で
は
な
く
、
お
か
し
い
こ
と
は
「
お
か
し
い
」

と
言
え
る
、
何
が
ど
う
お
か
し
い
の
か
を
主
張
で
き
る
、

そ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
今
必
要

と
さ
れ
る
「
主
権
者
教
育
」
な
の
で
あ
る
。

　
中
屋
智
道
（
な
か
や
　
と
も
み
ち
）

　

七
年
間
の
中
学
校
勤
務
の
後
、高
校
へ
異
動
。
標
茶
高
校
、

豊
富
高
校
、
札
幌
白
石
高
校
に
勤
務
。
二
〇
一
四
年
七
月
よ

り
北
海
道
教
職
員
組
合
高
校
部
長
を
務
め
る
。


