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「
新
し
い
資
本
主
義
」
を
掲
げ
て
登
場
し
た
岸
田
政
権
は
、
昨
年
10

月
総
選
挙
で
の
自
民
党
「
絶
対
安
定
過
半
数
」
議
席
（
２
６
１
）
獲
得

を
受
け
て
、
第
二
次
政
権
を
発
足
さ
せ
た
。
岸
田
首
相
は
臨
時
国
会
の

所
信
表
明
に
お
い
て
、
「
成
長
も
分
配
も
実
現
す
る
『
新
し
い
資
本
主

義
』
を
実
現
す
る
」
と
述
べ
、
そ
の
分
配
と
し
て
、
①
介
護
、
保
育
、

幼
児
教
育
従
事
者
の
賃
金
を
来
年
２
月
か
ら
３
％
、
年
間
11
万
円
程
度

引
き
上
げ
、
②
看
護
従
事
者
の
賃
金
を
段
階
的
に
３
％
、
年
間
14
万
円

程
度
引
き
上
げ
る
、
③
賃
金
を
引
き
上
げ
た
企
業
の
税
額
控
除
を
引
き

上
げ
る
、
④
赤
字
で
賃
上
げ
す
る
中
小
企
業
は
も
の
づ
く
り
補
助
金
な

ど
の
補
助
率
を
引
き
上
げ
る
な
ど
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

介
護
・
保
育
労
働
者
な
ど
の
人
手
不
足
、
低
賃
金
が
社
会
問
題
に
な

り
、
そ
の
引
き
上
げ
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
い
。

例
え
ば
介
護
職
員
に
つ
い
て
は
２
０
０
９
年
、
民
主
党
政
権
時
代
の
「
介

護
職
員
処
遇
改
善
交
付
金
」
（
以
下
「
交
付
金
」
）
に
さ
か
の
ぼ
る
。

そ
の
後
、
交
付
金
は
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
」
（
以
下
「
加
算
」
）

に
引
き
継
が
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
交
付
金
や
加
算
が
一
定
の
処

遇
改
善
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
抜
本
的
な
改
善
に
な

っ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
今
回
、
岸
田
首
相
が
打
ち
出
し
た
引
き
上

げ
方
針
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
最
賃
ぎ
り
ぎ
り
で
働
い
て

い
る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
労
働
者
に
わ
ず
か
年
間
11
万
円
の
引
き
上

げ
で
し
か
な
い
。 

岸
田
政
権
の
「
新
た
な
資
本
主
義
」
に
抗
し 

非
正
規
労
働
者
の
生
存
権
を
か
ち
と
ろ
う 

最
低
賃
金
１
５
０
０
円
獲
得 

「
働
き
方
改
革
」
反
対 



                          

す
で
に
労
組
推
定
組
織
率
は
16
・
９
％
（
２
０
２
１
年
６
月
…
厚
労
省
）

と
な
っ
て
い
て
下
降
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
が
、
特
に
１
９
８
７
年
の

国
鉄
分
割
民
営
化
は
当
時
の
首
相
・
中
曽
根
康
弘
が
回
顧
録
で
明
け
透

け
に
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
鉄
労
働
組
合
の
解
体
と
そ
れ
を
支
持 

母
体
と
し
て
い
た
日
本
社
会
党
（
当
時
）
の
弱
体
化
を
目
論
む
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
戦
後
労
働
運
動
の
主
軸
を
担
っ
て
き
た
総
評

（
日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
）
は
解
体
し
て
労
使
協
調
の
総
同
盟
（
日

本
労
働
組
合
総
同
盟
）
に
飲
み
込
ま
れ
、
１
９
８
９
年
連
合
（
日
本
労

働
組
合
連
合
会
）
と
し
て
発
足
し
た
。
連
合
は
賃
上
げ
を
自
粛
し
、
政

府
や
資
本
と
の
闘
い
を
放
棄
し
た
う
え
、
今
や
芳
野
連
合
会
長
は
反
共

野
党
の
結
集
を
声
高
に
叫
ん
で
お
り
、
お
よ
そ
労
働
組
合
と
は
無
縁
の

存
在
だ
。
こ
う
し
た
な
か
で
政
府
が
資
本
家
に
賃
上
げ
を
「
お
願
い
す

る
」
と
い
う
体
た
ら
く
を
招
い
て
い
る
の
だ
。
労
働
組
合
無
き
職
場
に

あ
る
の
は
資
本
の
専
制
支
配
の
み
だ
。 

非
正
規
化
・
労
組
解
体
を 

進
め
て
き
た
政
府
・
独
占
資
本 

 

 
ま
た
、
賃
金
を
引
き
上
げ
た
企
業
の
税
額
控
除
も
こ
れ
ま
で
行
な
わ

れ
て
き
た
手
法
だ
。
そ
の
結
果
、
賃
上
げ
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
30
年

に
わ
た
る
横
ば
い
の
低
賃
金
水
準
が
そ
の
結
果
を
物
語
っ
て
い
る
。
と

り
わ
け
６
割
は
赤
字
の
た
め
税
を
納
め
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
中

小
企
業
に
お
い
て
減
税
に
よ
る
賃
上
げ
誘
導
策
は
無
縁
だ
。 

 

貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
、
賃
金
水
準
が
上
が
ら
な
い
最
大
の
要
因
は

非
正
規
労
働
者
の
増
加
だ
。
１
９
９
５
年
に
20
％
の
非
正
規
労
働
者
が

現
在
は
倍
の
40
％
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
多
く
は
女
性
労
働
者

だ
。
し
か
し
非
正
規
労
働
者
の
増
加
は
自
然
現
象
で
は
な
い
。
す
で
に

非
正
規
労
働
者
の
増
大
を
目
指
し
て
い
た
日
経
連
（
当
時
）
は
１
９
９

５
年
５
月
、
「
新
時
代
の
『
日
本
的
経
営
』
」
を
発
表
し
、
そ
の
中
で

「
雇
用
柔
軟
型
グ
ル
ー
プ
」
な
る
労
働
者
層
、
今
の
非
正
規
労
働
者
層

拡
大
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
こ
う
し
た
資
本
家
団
体
の
「
柔
軟
化
」
「
流

動
化
」
「
低
コ
ス
ト
化
」
を
実
現
す
べ
く
労
働
者
派
遣
法
や
労
基
法
の

相
次
ぐ
改
悪
を
推
し
進
め
て
き
た
の
が
歴
代
自
民
党
政
権
だ
。 

 

労
働
者
階
級
に
対
す
る
強
搾
取
と
収
奪
に
よ
っ
て
、
大
企
業
の
内
部

留
保
（
利
益
剰
余
金
）
は
４
８
４
兆
円
（
20
年
度
末
）
に
膨
れ
上
が
り
、

９
年
連
続
で
過
去
最
高
額
を
更
新
し
て
い
る
が
、
独
占
資
本
は
も
ち
ろ

ん
、
政
府
も
莫
大
な
内
部
留
保
に
一
切
手
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
な
い
。 

 

ま
た
、
労
働
組
合
敵
視
・
解
体
攻
撃
も
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。 

政
府
の
「
働
き
方
改
革
」
を
打
ち
砕
け 

 
 

岸
田
首
相
は
当
初
、
分
配
を
優
先
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い

た
が
、
途
中
か
ら
「
成
長
も
分
配
も
」
に
変
え
、
ま
た
、
「
金
融
所
得

課
税
の
強
化
」
も
引
っ
込
め
た
。
岸
田
首
相
自
身
が
本
部
長
を
務
め
る

「
新
し
い
資
本
主
義
実
現
会
議
」
は
全
体
像
と
実
行
計
画
を
今
春
ま
で

に
ま
と
め
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
実
現
会
議
の
有
識
者
と
し
て
15
名
が

名
を
連
ね
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
は
経
営
者
12
名
、
学
者
２
名
、
労
組

役
員
１
名
（
連
合
会
長
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
し
て
出

さ
れ
る
内
容
は
安
倍
・
菅
政
権
の
微
修
正
程
度
で
し
か
な
い
こ
と
は
は 



                          

 

岸
田
政
権
は
「
新
し
い
資
本
主
義
」
を
謳
い
、
小
手
先
の
「
分
配
」

政
策
に
よ
っ
て
現
存
す
る
貧
富
の
格
差
、
非
正
規
差
別
―
差
別
雇
用
制

度
を
覆
い
隠
し
、
批
判
、
不
満
を
そ
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

は
政
府
の
ペ
テ
ン
を
暴
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

岸
田
政
権
の
「
新
し
い
資
本
主
義
」
に
抗
し
、
非
正
規
労
働
者
の
生

存
権
を
か
ち
と
ろ
う
。
全
国
一
律
最
低
賃
金
１
５
０
０
円
を
獲
得
し
よ

う
。
職
場
、
地
域
に
闘
い
の
拠
点
、
労
働
組
合
を
つ
く
ろ
う
。 

年
度
か
ら
処
遇
改
善
交
付
金
の
支
給
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
介
護
職
員

（
常
勤
換
算
）
一
人
当
た
り
月
に
１
万
５
千
円
の
賃
金
ア
ッ
プ
を
図
る

と
の
目
的
で
開
始
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
介
護
報
酬
に
一
定
の
率
を
乗

じ
た
額
を
、
毎
月
の
介
護
報
酬
と
併
せ
て
支
給
し
、
事
業
者
を
通
じ
て

労
働
者
に
支
給
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、
交
付

金
は
介
護
報
酬
と
は
別
枠
の
予
算
と
し
て
準
備
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

交
付
金
は
加
算
に
な
り
、
介
護
報
酬
本
体
と
一
緒
の
枠
か
ら
支
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
業
者
に
と
っ
て
は
一
緒
に
懐
に
入
っ
て
く
る
カ

ネ
と
い
う
意
識
が
強
く
な
っ
た
。
加
算
額
は
こ
れ
ま
で
度
々
積
み
増
し

さ
れ
、
現
在
一
人
当
た
り
月
額
３
７
０
０
０
円
と
な
っ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
制
度
の
最
大
の
問
題
点
は
労
働
者
へ
の
支
給
方
法
に

つ
い
て
事
業
者
に
大
幅
な
裁
量
が
与
え
ら
れ
る
一
方
で
受
け
と
る
労
働

者
に
は
支
給
額
な
ど
が
適
正
か
否
か
を
確
か
め
る
術
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。
加
算
は
毎
月
の
介
護
報
酬
と
一
緒
に
事
業
者
に
払
い
込
ま
れ
る
が
、

労
働
者
に
毎
月
全
額
支
給
し
て
い
る
事
業
者
は
少
な
い
。
例
え
ば
、
一

時
金
（
賞
与
）
に
似
せ
て
半
年
ご
と
の
ま
と
め
払
い
を
し
て
い
る
事
業

者
も
い
る
。
こ
の
場
合
、
支
給
日
に
在
籍
し
な
い
と
支
給
対
象
に
な
ら

ず
、
支
給
日
前
に
退
職
す
る
と
そ
の
分
が
フ
イ
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
行
政
（
東
京
都
、
労
基
署
）
に
問
い
合
わ
せ
る
と
、

「
支
給
方
法
は
事
業
者
に
お
任
せ
し
て
い
る
」
「
加
算
は
賃
金
に
は
当

た
ら
な
い
の
で
違
反
に
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
返
答
で
あ
る
。
ま
る
で

事
業
者
に
か
す
め
取
り
を
励
行
、
黙
認
し
て
い
る
よ
う
な
対
応
で
あ
る
。

だ
か
ら
政
府
が
「
賃
金
〇
〇
万
円
上
げ
る
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
表
向
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
際
に
労
働
者
に
届
く
と
き
に

は
見
る
影
も
な
く
や
せ
細
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
支
給
方
法
や
行

政
の
対
応
を
変
え
な
い
限
り
実
効
的
な
処
遇
改
善
に
は
な
ら
な
い
。 

 

っ
き
り
し
て
い
る
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
が
、
岸
田
首
相
は
現
在
は

び
こ
っ
て
い
る
差
別
雇
用
制
度
に
何
ら
手
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
な

い
。
非
正
規
差
別
―
差
別
雇
用
制
度
の
解
体
こ
そ
急
務
だ
。 

政
府
・
独
占
資
本
は
現
在
、
「
働
き
方
改
革
」
―
「
新
し
い
働
き
方
」

と
称
し
て
、
「
副
業
・
兼
業
の
推
進
」
、
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
推
進
」
、 

「
テ
レ
ワ
ー
ク
の
促
進
」
な
ど
を
推
進
し
て
い
る
。
ま
た
「
裁
量
労
働

制
」
拡
大
、
「
解
雇
自
由
」
の
法
制
化
を
目
論
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
「
過
労
死
」
に
至
る
長
時
間
労
働
、
そ
し
て
低
賃
金
の
不
安

定
就
労
を
一
層
拡
大
す
る
も
の
だ
。 

 

職
場
・
地
域
に
闘
い
の
拠
点
を 

 

 

巻
頭
文
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
介
護
職
場
で
は
２
０
０
９ 

 

労
働
者
に
届
か
な
い
処
遇
改
善 



 

 

無
期
雇
用
労
働
者
に
60
歳
定
年
制
導
入
の
解
雇
攻
撃
許
さ
な
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
橋
病
院
分
会 

 

法
人
（
東
邦
大
学
）
は
、
派
遣
法
の
脱
法
的
運
用
で
大
橋
病
院
の
看

護
補
助
労
働
者
を
「
派
遣
」
と
し
て
低
賃
金
で
酷
使
し
て
い
た
。
10
年

前
、
派
遣
先
の
大
橋
病
院
看
護
部
長
か
ら
派
遣
看
護
補
助
労
働
者
に
解

雇
攻
撃
が
か
け
ら
れ
、
組
合
結
成
し
て
団
交
で
偽
装
請
負
が
発
覚
し
た
。 

組
合
は
、
偽
装
請
負
の
是
正
―
大
橋
病
院
で
の
雇
用
確
保
を
め
ざ
し

て
、
東
京
都
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
で
２
０
１
２
年
に
有
期
雇
用
３

年
で
は
あ
っ
た
が
法
人
直
接
雇
用
を
か
ち
と
り
、
期
間
の
定
め
の
な
い

雇
用
に
向
け
た
労
使
協
議
を
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
３
年
後
に

無
期
転
換
を
か
ち
と
っ
た
。
し
か
し
、
ど
こ
ま
で
も
差
別
雇
用
を
続
け

よ
う
と
す
る
法
人
は
、
無
期
雇
用
労
働
者
に
60
歳
定
年
・
退
職
金
な
し

と
い
う
新
就
業
規
則
を
提
案
し
て
き
た
。 

 

組
合
は
、
正
規
職
員
と
の
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
要
求
し
、
組
合
員

を
先
頭
に
署
名
や
要
望
書
を
提
出
し
、
新
就
業
規
則
案
を
撤
回
さ
せ
て
、

現
在
、
60
歳
定
年
・
退
職
金
・
再
雇
用
の
就
業
規
則
条
項
が
適
用
除
外

と
な
っ
て
い
る
。
新
た
な
雇
用
契
約
に
つ
い
て
は
、
組
合
と
「
交
渉
が

整
い
次
第
締
結
す
る
」
と
い
う
確
認
を
し
て
い
る
が
、
法
人
は
昨
年
、

今
度
は
現
行
就
業
規
則
（
60
歳
、
再
雇
用
65
歳
ま
で
）
適
用
を
提
案
し
、

就
労
年
齢
制
限
を
押
し
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。 

看
護
補
助
労
働
者
は
女
性
労
働
者
が
多
く
、
派
遣
・
請
負
で
非
正
規

低
賃
金
に
抑
え
込
ま
れ
て
年
金
額
も
少
な
く
老
後
の
生
活
は
不
安
定
で

あ
る
。
人
生
設
計
す
ら
建
て
ら
れ
な
い
非
正
規
差
別
を
許
さ
ず
、
60
歳

以
降
も
働
き
続
け
る
権
利
を
め
ざ
し
て
闘
っ
て
い
き
た
い
。 
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松
戸
市
（
本
郷
谷
市
長
）
は
、
昨
年
８
月
、
患
者
・
市
民
・
労
働
者

の
意
見
も
聞
か
ず
に
、
市
立
東
松
戸
病
院
と
併
設
す
る
介
護
老
人
保
健

施
設
・
梨
香
苑
を
２
０
２
４
年
３
月
末
に
廃
止
す
る
と
発
表
し
た
。
市

は
「
地
域
医
療
構
想
」
の
も
と
で
、
救
急
・
急
性
期
医
療
を
担
う
市
立

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
（
旧
松
戸
市
立
病
）
と
連
携
し
て
慢
性
期
・
緩
和

ケ
ア
を
中
心
に
し
た
東
松
戸
病
院
で
市
民
に
と
っ
て
必
要
な
医
療
を
提

供
し
て
き
た
。
市
議
会
も
通
さ
ず
に
市
長
の
独
断
専
行
で
決
め
た
と
報

道
さ
れ
た
が
、
市
議
会
で
は
「
赤
字
」
や
「
経
営
形
態
」
の
話
ば
か
り

だ
。
２
０
１
７
年
、
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の
新
築
移
転
の
時
に
も

東
松
戸
病
院
廃
止
案
が
浮
上
し
た
経
緯
が
あ
る
。
公
立
病
院
は
、
民
間

で
は
担
え
な
い
不
採
算
の
医
療
を
担
う
た
め
に
税
金
を
投
入
し
て
い
る

の
だ
か
ら
赤
字
は
当
た
り
前
。
医
療
・
福
祉
で
黒
字
を
め
ざ
す
こ
と
は

命
と
医
療
の
切
り
捨
て
に
他
な
ら
な
い
。 

政
策
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
「
医
療
ひ
っ
迫
」
が
新
型
コ
ロ
ナ

感
染
症
対
策
で
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
な
か
で
も
厚
労
省
は

医
療
費
削
減
の
た
め
補
助
金
を
出
し
て
ま
で
４
４
０
も
の
公
立
病
院
の

統
廃
合
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
感
染
拡
大
時
に
は

公
立
病
院
の
病
床
確
保
を
要
請
し
て
い
る
の
だ
。
患
者
、
市
民
、
労
働

者
に
必
要
な
も
の
は
東
松
戸
病
院
の
よ
う
な
慢
性
期
の
治
療
の
た
め
に

か
か
れ
る
病
院
で
あ
り
、
医
療
労
働
者
の
確
保
だ
。 

命
と
患
者
・
市
民
・
労
働
者
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
医
療
現
場
で

働
く
労
働
者
こ
そ
、
職
場
か
ら
市
立
病
院
廃
止
反
対
の
声
を
あ
げ
て
い

こ
う
。 

 


