
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
権
交

代
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
掲
げ
ら

れ
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
実
現
が

問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
世

間
の
耳
目
は
社
会
政
策
と
財
源

問
題
に
集
中
し
て
い
る
が
、
税

理
士
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
納

税
者
に
直
接
関
わ
る
テ
ー
マ

「
納
税
者
権
利
憲
章
」
を
ど
う

進
め
る
の
か
、
高
い
関
心
を
持

た
ざ
る
を
得
な
い
。

東
京
税
理
士
会
に
お
い
て
も

一
時
期
、
税
務
行
政
手
続
の
研

究
が
進
め
ら
れ
、
納
税
者
権
利

の
態
様
に
つ
い
て
の
論
稿
も
纏

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

後
久
し
く
沙
汰
や
み
の
状
態
が

続
い
て
い
た
。
仄
聞
す
る
と
こ

ろ
、
税
務
審
議
部
で
は
、
本
件

に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

出
版
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
の

で
、
そ
れ
に
よ
り
会
員
の
議
論

が
進
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一
方
、
東
京
地
方
税
理
士
会

で
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
税
務

行
政
手
続
に
つ
い
て
の
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
研
鑽
が
続
け
ら
れ
、

そ
の
成
果
が
適
時
出
版
物
と
な

っ
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
東
京

税
理
士
会
と
し
て
も
、
こ
の
テ

ー
マ
を
政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
皮
相
に
と
ら
え
る
の
で
は

な
く
、
行
政
法
学
の
成
果
を
ふ

ま
え
た
、
市
民
社
会
の
基
礎
理

念
と
し
て
深
め
て
い
く
必
要
が

い
ま
、
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

マ
ン
パ
ワ
ー
か
ら
「
法
の
支
配
」
へ

私
の
つ
た
な
い
経
験
か
ら
す

る
と
、
日
本
の
税
務
行
政
は
、

世
界
で
最
も
円
滑
に
行
わ
れ
て

い
る
実
例
の
一
つ
で
あ
る
と
思

う
。そ

の
要
因
は
二
つ
あ
る
。
第

一
は
、
税
務
職
員
が
優
秀
な
能

力
を
備
え
、
そ
れ
を
発
揮
し
て

い
る
こ
と
に
よ
る
。
他
国
の
例

で
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
雇
用

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め

全
体
の
ス
キ
ル
が
落
ち
た
り
、

個
人
主
義
に
片
寄
り
職
場
へ
の

帰
属
意
識
が
乏
し
か
っ
た
り
、

す
ぐ
に
ア
ン
ダ
ー
テ
ー
ブ
ル
で

処
理
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
わ
が
国
で

は
全
職
員
が
公
平
な
国
家
試
験

に
合
格
し
、
帰
属
意
識
を
高
め

て
勤
務
に
励
ん
で
い
る
。
誠
に

得
難
い
例
で
は
あ
る
。

第
二
は
、
青
申
会
、
法
人
会
、

税
理
士
会
な
ど
納
税
協
力
団
体

が
全
国
的
に
組
織
さ
れ
、
そ
の

役
員
・
構
成
員
が
一
体
と
な
っ

て
税
務
行
政
に
協
力
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
国

は
、
世
界
に
類
を
見
な
い
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
二
つ

の
要
因
と
も
、
マ
ン
パ
ワ
ー
そ

の
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
税

務
行
政
が
上
手
く
機
能
し
て
い

る
の
は
将
に
良
質
の
マ
ン
パ
ワ

ー
に
依
存
し
た
結
果
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
も
２０
世
紀
ま

で
の
こ
と
で
あ
る
。
社
会
経
済

が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
人
々
の

知
識
が
高
ま
り
、
価
値
観
が
多

様
化
す
る
と
、
帰
属
意
識
を
強

調
す
る
だ
け
で
は
若
者
は
つ
い

て
来
な
い
。
行
政
協
力
一
方
の

団
体
か
ら
は
人
は
離
れ
、
自
ら

を
主
張
す
る
。
も
っ
ぱ
ら
マ
ン

パ
ワ
ー
に
頼
っ
て
行
政
を
行
う

２０
世
紀
型
の
税
務
行
政
で
は
、

２１
世
紀
は
乗
り
切
れ
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
税
務
行
政
は
、

視
野
を
国
際
的
に
広
げ
て
海
外

の
実
情
を
知
り
、
マ
ン
パ
ワ
ー

に
代
わ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
人
の
支
配
か
ら

法
の
支
配
（
ル
ー
ル
・
オ
ブ
・

ロ
ー
）
へ
の
転
換
で
あ
る
。

納
税
者
保
護
原
理
を
訴
え
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発

機
構
）
の
財
政
業
務
委
員
会
は

か
つ
て
「
納
税
者
の
権
利
と
義

務
」（T

axp
ayer's

R
igh
ts

an
d
O
b
ligation

s

）
と
い
う

冊
子
の
中
で
、
２０
世
紀
最
終
の

３０
年
間
が
、
徴
税
強
化
の
世
界

的
趨
勢
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、「
納
税
者
の
高
い
協
力
度

は
、
複
雑
な
租
税
制
度
が
有
効

に
機
能
す
る
た
め
に
は
不
可
欠

で
あ
る
。
も
し
納
税
者
が
租
税

制
度
が
公
平
で
あ
り
、
納
税
者

の
基
本
権
が
明
確
に
規
定
さ

れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
認
識

で
き
る
な
ら
、
納
税
者
と
の
協

力
関
係
は
よ
り
進
展
す
る
で
あ

ろ
う
」（
傍
線
は
筆
者
）
と
述
べ

て
、
納
税
者
の
法
的
保
護
は
基

本
原
理
（b

asic
p
rin
cip
le

s

）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
税
務
行
政
を
有
効

に
す
す
め
る
に
は
、
納
税
者
の

協
力
度
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
に
は
納
税
者
の

基
本
権
を
明
確
に
規
定
す
る
こ

と
―
―
法
の
支
配
―
―
が
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
同
書
は
、
当
時
の
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
各
国
が
納
税
者
の

権
利
を
ど
の
よ
う
に
保
証
す
る

よ
う
努
め
て
い
る
か
を
概
観

（R
ecen

t
G
en
eral

R
ev
i

ew
s
of
T
ax
P
ayer's

R
i

gh
ts

）
し
て
い
る
。
こ
の
中
で

は
各
国
が
法
令
や
規
則
で
納
税

者
の
権
利
規
定
を
定
め
て
い
る

様
子
が
示
さ
れ
て
お
り
、
イ
ギ

リ
ス
の
「
納
税
者
憲
章
」（T

ax

p
ayer's

C
h
arter

）
や
カ
ナ

ダ
の
「
納
税
者
権
利
宣
言
」(D

eclaration
of
T
ax
p
ay
e

r's
R
igh
ts

）
、
ア

メ

リ

カ

の

「
納
税
者
権
利
章
典
」（T

h
e

T
ax
p
ayer's

B
ill
of
R
ig

h
ts

）
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
等
々
、
多
く

の
先
進
諸
国
も
そ
れ
ぞ
れ
対
応

を
計
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
誠
に
残
念
な

が
ら
、
日
本
は
無
し
（N

on
e

）

と
明
記
さ
れ
た
数
少
な
い
国
で

あ
っ
た
。

そ
の
後
わ
が
国
は
行
政
手
続

法
を
制
定
し
た
が
、
そ
の
際
租

税
の
分
野
の
大
部
分
を
同
法
の

適
用
除
外
と
し
た
た
め
、
税
務

行
政
に
係
る
法
的
整
備
の
機
会

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
の
納
税
者
保
護
原
理
に
も
と

る
、
例
外
的
国
家
と
な
っ
て
今

日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

行
政
手
続
と
は
事
前
救
済
手
続
の
こ
と

戦
前
の
わ
が
国
の
行
政
法
学

は
、
ド
イ
ツ
行
政
法
学
の
強
い

影
響
を
受
け
て
発
展
し
た
。

そ
の
特
徴
は
、
国
家
権
力
の

市
民
に
対
す
る
優
越
性
を
認

め
、
行
政
作
用
に
は
私
人
に
対

す
る
支
配
服
従
関
係
が
あ
る
と

し
て
、
こ
れ
を
公
法
関
係
と
位

置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の

創
始
し
た
特
別
権
力
関
係
論
や

行
政
行
為
の
公
定
力
論
が
わ
が

国
に
直
輸
入
さ
れ
、
行
政
行
為

は
適
法
の
推
定
を
受
け
、
公
権

力
を
有
し
、
自
力
執
行
力
が
付

与
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
し

た
が
っ
て
、
第
一
次
行
政
処
分

（
例
え
ば
租
税
に
つ
い
て
の
更

正
や
決
定
処
分
）
に
至
る
ま
で

の
手
続
規
定
は
全
く
な
い
が
し

ろ
に
さ
れ
た
。
仮
り
に
不
当
な

行
政
処
分
が
あ
る
場
合
、
事
後

的
救
済
手
続
を
設
け
て
お
け
ば

足
り
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
英
米
法
の
社
会
で
は

適

正

手

続
（D

u
e
P
rocess

of
law

）
が
重
要
と
さ
れ
、
行

政
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
適
正

手
続
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
要
は
、
行
政
行
為
に
あ

た
っ
て
は
、
事
前
に
相
手
側
に

告
知
し
、
相
手
側
に
弁
明
の
機

会
を
与
え
、
そ
の
意
見
を
聴
聞

す
る
こ
と
を
手
続
的
に
保
障
し

た
上
で
、
第
一
次
行
政
処
分
を

行
う
と
い
う
原
則
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
事
前
手
続

を
事
前
救
済
手
続
と
し
て
重
視

す
る
も
の
で
あ
る
。
講
学
上
、

行
政
手
続
と
い
う
用
語
は
、
行

政
庁
が
あ
る
作
用
を
行
う
と
き

の
事
前
手
続
を
指
す
と
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
わ
が
国
の

行
政
手
続
法
が
事
前
手
続
の
み

を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
で
も

そ
の
こ
と
は
知
れ
よ
う
。

こ
の
行
政
手
続
法
制
定
に
あ

た
り
、
整
備
法
で
、
国
税
に
関

す
る
法
令
に
基
づ
き
行
わ
れ
る

処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に

当
た
る
行
為
は
適
用
除
外
と
さ

れ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
が
、
税

務
行
政
手
続
は
国
税
通
則
法
で

整
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ

が
国
の
国
税
通
則
法
は
事
後
救

済
手
続
を
定
め
て
は
い
る
が
第

一
次
行
政
処
分
に
至
る
ま
で
の

事
前
手
続
は
全
く
定
め
て
い
な

い
。
こ
の
整
備
法
の
エ
ス
ケ
ー

プ
条
項
に
よ
っ
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

の
納
税
者
保
護
原
理
は
未
達
成

の
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ち
な
み
に
ド
イ
ツ
で
は
、
戦

前
の
行
政
法
学
が
根
本
か
ら
改

め
ら
れ
、
英
米
法
に
な
ら
っ
て

事
前
手
続
規
定
が
採
り
入
れ
ら

れ
た
。
租
税
の
分
野
で
は
租
税

基
本
法
（A

.O

）
が
事
前
手
続
の

詳
細
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。

制
定
法
準
拠
主
義
の
日
本

そ
こ
で
冒
頭
に
述
べ
た
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
の
実
現
で
あ
る
が
、

民
主
党
政
策
集
「IN

D
E
X
20

09

」
ま
た
、
そ
れ
に
続
く
閣
議

決
定
「
平
成
２２
年
度
税
制
改
正

大
綱
」
で
も
、「
納
税
者
権
利
憲

章
を
制
定
し
ま
す
」と
あ
る
だ
け

で
そ
の
手
法
等
は
不
明
で
あ
る
。

１
９
８
６
年
、
最
初
に
公
表

さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
納
税
者
憲

章
は
、
内
国
歳
入
庁
と
関
税
・

消
費
税
庁
が
共
同
で
策
定
し
た

も
の
で
制
定
法
で
は
な
い
。
ま

た
そ
の
内
容
も
慢
然
と
し
た
表

現
（
例
え
ば
「
等
し
い
公
平
さ

を
も
っ
て
す
べ
て
の
人
を
処
理

し
ま
す
」
等
）
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
は
徹
底
し

た
制
定
法
準
拠
主
義
で
あ
る
。

有
名
な
判
例
を
あ
げ
る
と
「
質

問
検
査
の
範
囲
、
程
度
、
時

期
、
場
所
等
実
定
法
上
特
段
の

定
め
の
な
い
実
施
の
細
目
に
つ

い
て
は
（
中
略
）
権
限
あ
る
税

務
職
員
の
合
理
的
な
選
択
に
委

ね
ら
れ
（
中
略
）
事
前
通
知
、

調
査
理
由
お
よ
び
必
要
性
の
個

別
的
、
具
体
的
な
告
知
の
ご
と

き
も
、
質
問
検
査
を
行
う
う
え

の
法
律
上
一
律
の
要
件
と
さ
れ

て
い
る
も
の
で
は
な
い
」（
最
高

裁
三
小
・
昭
４８
・
７
・
１０
決
）

と
判
示
し
て
い
る
（
傍
線
筆

者
）
。
こ
の
判
決
で
明
ら
か
な
よ

う
に
、
日
本
の
裁
判
所
は
、
成

文
法
で
明
定
し
て
い
な
い
こ
と

を
理
由
に
、
事
前
手
続
に
係
る

独
自
の
判
断
を
放
棄
し
て
し
ま

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
税
庁

が
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
納
税
者

権
利
宣
言
を
し
た
と
こ
ろ
で
、

あ
る
い
は
、
国
会
で
イ
ギ
リ
ス

の
納
税
者
憲
章
と
同
種
の
宣
言

を
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
裁

判
規
範
に
は
乏
し
い
も
の
で
あ

る
。
そ
の
効
果
は
せ
い
ぜ
い
、

地
方
自
治
体
が
「
青
色
申
告
宣

言
の
町
」
を
標
榜
す
る
と
同
程

度
の
も
の
で
し
か
な
い
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
１
９

８
８
年
に
技
術
的
雑
歳
入
法

（
T
A
M
R
A
）
を
議
会
で
制
定

し
、
こ
の
Ｊ
編
全
体
を
「
包
括

的
納
税
者
権
利
章
典
」
と
呼

び
、
内
国
歳
入
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
で

既
に
規
定
し
て
い
た
事
前
手
続

規
定
を
い
っ
そ
う
整
備
し
て
い

る
。
ま
た
、
連
邦
行
政
手
続
法

（
Ａ
Ｐ
Ａ
）
は
１
９
４
６
年
の
制

定
以
来
、
税
務
行
政
も
そ
の
対

象
と
し
て
、
租
税
手
続
を
適
用

除
外
な
ど
と
は
し
て
い
な
い
。

国
税
通
則
法
の
抜
本
改
正
が
唯
一
の
道

イ
ギ
リ
ス
の
納
税
者
憲
章
が

有
効
な
の
は
、
同
国
が
慣
習
法

の
国
だ
か
ら
で
あ
り
、
制
定
法

準
拠
主
義
の
日
本
に
そ
れ
は
な

じ
ま
な
い
。

そ
こ
で
わ
が
国
に
最
も
参
考

と
な
る
の
は
韓
国
の
例
と
思
わ

れ
る
。
韓
国
で
は
１
９
９
６
年

国
税
基
本
法
を
改
正
し
て
、
第

７
章
の
２
（
納
税
者
の
権
利
）

を
新
設
し
、
①
納
税
者
権
利
憲

章
の
制
定
と
交
付
、
②
重
複
調

査
の
禁
止
、
③
代
理
人
選
任

権
、
④
納
税
者
の
誠
実
性
の
推

定
、
⑤
調
査
の
事
前
通
知
、
⑥

調
査
結
果
報
告
な
ど
の
諸
条
項

を
法
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

制
定
法
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
方
式

を
採
用
し
た
事
前
手
続
の
整
備

と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
国
税
通
則
法
は
、

韓
国
の
国
税
基
本
法
、
ア
メ
リ

カ
の
内
国
歳
入
法
と
同
じ
法
的

位
置
づ
け
を
有
す
る
租
税
基
本

法
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
後

救
済
手
続
に
偏
重
し
た
現
在
の

国
税
通
則
法
を
抜
本
的
に
改

め
、
税
務
行
政
に
お
け
る
事
前

手
続
規
定
を
明
定
す
る
こ
と

が
、
国
際
レ
ベ
ル
か
ら
も
求
め

ら
れ
て
い
る
。

国
税
通
則
法
で
規
定
す
べ
き
事
項

い
ま
差
し
迫
っ
て
求
め
ら
れ

る
こ
と
は
、
旧
ド
イ
ツ
行
政
法

学
の
影
響
を
断
ち
切
り
、
税
務

行
政
の
分
野
に
お
い
て
も
適
正

手
続
の
法
理
を
確
立
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る

と
、
現
行
国
税
通
則
法
第
１
条

が
、「
も
っ
て
国
民
の
納
税
義
務

の
適
正
か
つ
円
滑
な
履
行
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と

だ
け
規
定
す
る
の
は
不
適
切
で

あ
る
。
２１
世
紀
の
租
税
手
続
法

と
し
て
は
、「
税
務
行
政
に
お
け

る
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向

上
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
の
権

利
利
益
の
保
護
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
」
と
明
記
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
新
設
し
た
い
手
続
規

定
と
し
て
は
、
①
代
理
人
及
び

補
佐
人
選
任
権
、
②
調
査
の
事

前
通
知
と
そ
の
例
外
規
定
、
③

調
査
対
象
及
び
調
査
理
由
の
開

示
、
④
行
政
指
導
の
一
般
原
則

と
書
面
交
付
、
⑤
弁
明
の
機
会

付
与
と
最
終
協
議
、
⑥
処
分
等

の
理
由
付
記
、
⑦
不
服
申
立
の

教
示
、
⑧
特
定
職
業
人
の
守
秘

義
務
、
⑨
苦
情
申
立
て
と
税
務

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
な
ど
多
岐
に

わ
た
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
拙
著

「
税
務
行
政
と
適
正
手
続
」（
ぎ

ょ
う
せ
い
）
に
詳
述
し
て
あ
る

の
で
ご
参
考
に
供
し
て
頂
け
れ

ば
幸
甚
で
あ
る
。

特別寄稿

国
税
通
則
法
の
抜
本
的
改
正
が
急
務

「
宣
言
」だ
け
で
は
無
意
味
な
納
税
者
憲
章

金子秀夫
【芝】
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