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今
年
（
２
０
２
１
年
）
の
9
月
、
自
民
党
総
裁
選

に
出
馬
表
明
し
た
高
市
早
苗
が
テ
レ
ビ
番
組
で
、

首
相
に
就
任
し
た
場
合
も
靖
国
神
社
参
拝
を
続
け

る
考
え
を
重
ね
て
強
調
し
た
。
高
市
は
そ
の
と
き

「
私
に
も
信
教
の
自
由
が
あ
り
ま
す
」
と
し
た
り

顔
で
の
た
も
う
た
も
の
だ
。
高
市
に
つ
い
て
な
に

を
言
う
の
も
け
っ
た
く
そ
が
悪
い
が
、
こ
れ
だ
け

は
聞
き
捨
て
な
ら
な
い
。
高
市
の
そ
の
発
言
は
、

は
か
ら
ず
も
「
信
教
の
自
由
」
と
は
お
よ
そ
無
縁

な
お
の
れ
の
実
態
を
白
日
の
も
と
に
晒
け
だ
す
こ

と
と
な
っ
た
。
自
ら
の
立
場
に
お
い
て
実
質
的
に

あ
り
も
し
な
い
「
信
教
の
自
由
」
に
言
及
す
る
こ

と
は
滑
稽
で
し
か
な
い
。
ま
さ
に
語
る
に
落
ち
た

と
い
う
べ
き
だ
。

私
た
ち
が
２
０
０
１
年
12
月
、
小
泉
純
一
郎
首

相
（
当
時
）
の
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
を
提
訴
し
た

と
き
、
福
田
康
夫
官
房
長
官
（
当
時
）
が
記
者
会

見
で
「
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
、
小
泉
純
一
郎

の
信
仰
の
自
由
を
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

こ
そ
憲
法
違
反
だ
」
と
息
巻
い
た
こ
と
を
思
い
起

こ
さ
せ
た
。

信
教
の
自
由
と
は
、
国
家
対
国
民
の
関
係
に
お

い
て
、
国
家
の
権
力
行
使
に
制
限
を
画
す
る
と
こ

ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
20
条
の
根
本

の
部
分
に
は
、
国
家
と
か
政
治
と
か
「
公
」
の
性

格
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
宗
教
の
領
域
に
介
入
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。

国
家
が
一
定
の
宗
教
に
保
護
を
与
え
た
り
、
或

い
は
援
助
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
一
切

し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
が
国
民
の
内

面
の
自
由
を
侵
害
す
る
中
心
問
題
な
の
で
あ
る
。

「
国
家
が
」
と
い
う
部
分
を
し
っ
か
り
と
頭
に
置

い
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。
漠
然
と
し
た
自
由

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
中
心
は
国
家
か
ら
の
自

由
な
の
で
あ
る
。

靖
国
神
社
に
恭
し
く
参
拝
す
る
国
家
の
最
高
権

力
者
で
あ
る
小
泉
純
一
郎
に
、
信
教
の
自
由
が
あ

る
と
か
、
な
い
と
か
と
い
う
議
論
そ
の
も
の
が
す

で
に
破
綻
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
信
教
の
自
由
」
成
立
の
前
提
と
な
る
決
定
的

条
件
は
、
国
家
の
無
制
限
な
権
力
行
使
、
つ
ま
り

国
民
の
内
面
へ
の
介
入
を
排
除
せ
ず
に
は
お
か
な

い
と
い
う
国
民
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
そ
の
国
民
の
側
に
お
い
て
、
信
教
の
自

由
は
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

信
教
の
自
由
と
国
民
の
意
識

「
え
っ
、
20
条
っ
て
何
で
す
か
？
」「
そ
れ
っ
て

無
宗
教
の
私
に
は
関
係
な
い
話
」
︙
…
嗚
呼
！　

し
か
し
、
こ
の
国
の
事
態
の
深
刻
さ
は
、
信
教
の

自
由
な
る
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
人
権
と
し
て
獲
得

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

戦
後
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
く
び
き
を
解
か

れ
て
、
自
ら
の
精
神
的
、
宗
教
的
な
体
質
を
清
算

し
、
自
由
な
独
立
し
た
個
人
と
し
て
の
精
神
を
確

立
す
る
、
ま
さ
し
く
変
革
の
機
会
が
制
度
的
に
保

障
さ
れ
た
。

そ
れ
こ
そ
が
憲
法
20
条
「
信
教
の
自
由
」
の
条

文
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
権
の
基
礎
を

据
え
る
も
の
と
し
て
憲
法
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
憲
法
の
完
璧
な
ま
で
の
保

障
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
質
に
お
い
て

戦
前
の
精
神
的
、
宗
教
的
体
質
を
ひ
き
ず
っ
て
き

た
の
が
大
多
数
の
国
民
の
戦
後
状
況
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

首
相
の
靖
国
参
拝
を
お
の
が
内
面
へ
の
耐
え
難

い
侵
害
と
す
る
苦
痛
も
屈
辱
も
、
国
民
の
圧
倒
的

多
数
は
お
ぼ
え
得
な
い
。
そ
の
精
神
状
況
は
、
靖

国
と
同
質
な
も
の
を
内
面
に
抱
え
込
ん
で
い
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

憲
法
20
条
の
核
心
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
信
教

の
自
由
」（
20
条
1
項
）
で
あ
る
。「
日
本
国
憲
法
が

明
治
憲
法
下
で
神
社
神
道
が
事
実
上
国
教
化
さ
れ

「
信
教
の
自
由
」は
国
家
か
ら
の
自
由
で
あ
る

菅
原
龍
憲
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侵
略
戦
争
や
植
民
地
支
配
を
正
当
化
し
て
い
っ
た

と
い
う
、
そ
の
歴
史
的
責
任
を
担
う
と
こ
ろ
に
成

立
し
た
も
の
が
政
教
分
離
の
原
則
（
20
条
3
項
）
と

い
え
よ
う
。

信
教
の
自
由
の
確
立

信
教
の
自
由
は
、
国
家
と
国
民
の
関
係
に
お
い

て
、
つ
ね
に
国
家
が
国
民
の
内
面
へ
介
入
し
よ
う

で
あ
ろ
う
。

信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
宗
教
も
容
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

か
、
国
民
は
何
を
信
じ
て
も
、
ま
た
信
じ
な
く
て

も
自
由
な
の
だ
、
と
い
っ
た
言
説
が
結
構
罷
り

通
っ
て
い
る
。

し
か
し
宗
教
の
存
在
が
許
容
さ
れ
て
い
る
状
態

が
信
教
の
自
由
の
確
立
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な

い
。
或
い
は
信
仰
の
雑
多
性
を
無
原
則
に
容
認
す

る
こ
と
を
も
っ
て
信
教
の
自
由
だ
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
あ
く
ま
で
国
家
の
押
し
つ
け
る
宗

教
を
、
権
力
を
基
盤
と
す
る
宗
教
を
拒
絶
す
る
と

い
う
自
ら
の
尊
厳
を
自
覚
し
た
国
民
を
抜
き
に
し

て
、
信
教
の
自
由
は
成
立
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ

る
。「わ

れ
わ
れ
は
首
相
の
公
式
参
拝
に
反
対
す
る

の
で
あ
っ
て
、
靖
国
神
社
そ
の
も
の
を
否
定
す
る

の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
信
仰
す
る
の
は
国
民
の
自

由
で
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
の

だ
。」
と
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
言
辞
が
、
そ

の
も
っ
と
も
ら
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
れ
ほ

ど
自
ら
の
内
面
に
無
自
覚
な
も
の
で
あ
る
こ
と

か
。あ

ろ
う
こ
と
か
司
法
の
場
に
お
い
て
も
、
こ
の

信
教
の
自
由
観
の
未
確
立
は
否
み
よ
う
が
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
靖
国
訴
訟
に
お
い
て
、
信
教
の
自
由

権
を
求
め
る
訴
え
は
こ
と
ご
と
く
「
棄
却
」
が
言

い
渡
さ
れ
て
い
る
。　
　

た
こ
と
を
反
省
し
、
政
教
分
離
の
制
度
を
と
っ
た

上
、
少
数
者
の
信
教
の
自
由
の
保
障
を
徹
底
化
し

た
こ
と
に
照
ら
す
と
、
憲
法
で
い
う
宗
教
と
は
、

第
一
に
神
社
神
道
そ
の
も
の
を
念
頭
に
置
い
た
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」（
２
０
０
２
年
4
月
12
日
、

自
治
会
神
社
費
拒
否
訴
訟
確
定
判
決

︱
佐
賀
地
裁
）
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
が
神
道
と
結
び
つ
い
て

国
民
の
内
面
収
奪
を
は
か
り
、権
力
を
神
聖
化
し
、

台湾先住民の遺族と（中央が筆者）

と
す
る
権
力
行
使
を
厳
格
に
拘
束
す
る
と

こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

確
保
さ
れ
る
の
は
国
民
の
側
の
自
律
性
、

独
自
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

信
教
の
自
由
は
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い

る
か
ら
重
要
な
の
で
は
な
い
。
国
家
に
よ

る
内
面
へ
の
介
入
は
耐
え
難
い
苦
痛
で
あ

る
と
い
う
個
の
尊
厳
性
に
立
つ
ゆ
え
に
重

要
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
個
の
尊
厳
を
基

本
的
理
念
と
す
る
憲
法
に
お
い
て
国
家
の

介
入
を
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「自

己
の
堅
持
す
る
信
教
に
立
っ
て
、

人
間
の
主
体
的
自
由
を
妨
げ
る
政
治
社
会

の
諸
条
件
と
対
決
す
る
主
体
が
な
く
て
は

信
教
の
自
由
は
画
餅
に
す
ぎ
な
い
」（
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
学
僧
・
二
葉
憲
香
）
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
国
家
に
よ
る
国
民
の
内
面
支

配
に
抗
す
る
た
た
か
い
の
中
に
お
い
て
こ

そ
確
立
さ
れ
て
い
く
も
の
が
信
教
の
自
由
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そ
の
理
由
は
主
観
的
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ

て
、
法
律
上
の
権
利
、
法
的
利
益
と
し
て
の
明
確

性
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ん
と
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
信
教
の
自
由
が
絶
対
不
可
侵
の
権

利
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
表
に
あ
ら
わ
れ
に
く

い
内
面
の
問
題
だ
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ

に
お
い
て
こ
そ
国
家
を
価
値
的
に
真
に
超
え
う
る

個
の
尊
厳
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。「ナ

ン
ピ
ト
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
」

と
い
う
の
は
、
法
的
に
い
か
な
る
制
約
も
許
さ
れ

な
い
絶
対
的
自
由
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど

明
確
に
法
的
権
利
の
規
定
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た

も
の
が
ほ
か
に
あ
ろ
う
か
。
国
権
の
最
高
機
関
に

お
け
る
憲
法
認
識
が
際
限
な
く
壊
れ
続
け
て
い
る

事
態
は
じ
つ
に
深
刻
で
あ
る
。

20
条
「
改
正
」
の
意
図
す
る
も
の

現
在
、
こ
の
国
に
は
着
々
と
有
事
体
制
が
つ
く

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
当
然
の
よ
う
に

国
民
の
「
尊
い
犠
牲
」
が
求
め
ら
れ
る
。
権
力
は

一
方
的
に
抑
圧
政
策
を
く
り
だ
し
は
し
な
い
。
犠

牲
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
お
よ
そ
国

民
が
持
ち
え
な
い
状
況
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
こ

と
が
巧
妙
な
支
配
構
造
で
あ
る
。
国
家
と
い
う
も

の
の
価
値
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
従
属

し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
精
神
土
壌
が
す

で
に
国
民
の
う
え
に
広
が
っ
て
い
る
。

こ
こ
数
年
か
け
て
自
民
党
は
改
憲
案
を
提
案
し

て
い
る
が
、
そ
の
都
度
必
ず
20
条
の
見
直
し
に
言

及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
国
家
に
よ
る
宗
教
と
そ
の

祭
祀
へ
の
関
わ
り
を
絶
対
的
に
禁
じ
て
い
る
現
行

法
を
否
定
し
、
国
家
と
公
共
団
体
が
宗
教
活
動
に

関
わ
っ
て
も
そ
れ
が
社
会
的
儀
礼
、
或
い
は
習
俗

的
行
為
と
見
な
さ
れ
れ
ば
宗
教
活
動
に
あ
た
ら
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
を
も
っ
て
宗
教
と
見
な
す
か
、
習
俗

と
見
な
す
か
と
い
う
基
準
の
問
題
で
は
な
い
。
そ

も
そ
も
何
が
宗
教
で
あ
り
、
何
が
習
俗
で
あ
る
か

を
断
ず
る
こ
と
自
体
が
権
力
に
よ
る
介
入
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
無
自
覚
の
う
ち
に
国
民
を

支
配
し
続
け
て
い
る
神
道
的
宗
教
性
の
果
た
す
役

割
を
的
確
に
つ
か
ん
で
い
る
支
配
側
の
狡
智
を
感

じ
さ
せ
る
。改
憲
の
本
質
的
な
狙
い
は
20
条
の「
改

正
」に
あ
る
と
い
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

憲
法
20
条
問
題
の
核
心
は
、
現
代
日
本
の
精
神

状
況
を
な
お
支
配
し
続
け
る
神
道
的
宗
教
性
に
求

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

靖
国
の
た
た
か
い
は
、
私
た
ち
の
内
面
の
最
深

部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
神
道
的
宗
教
性
を
掘
り
起

こ
し
、
こ
の
国
に
信
教
の
自
由
を
確
立
す
る
基
礎

を
据
え
る
た
た
か
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
な
お
囚

わ
れ
て
い
る
靖
国
の
檻
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
た

た
か
い
で
も
あ
る
。

＊
２
０
０
５
年
9
月
、
小
泉
純
一
郎
首
相
の
靖
国
神

社
参
拝
違
憲
訴
訟
で
、
大
阪
高
等
裁
判
所
の
判
決

が
下
っ
た
。
原
告
の
請
求
し
た
精
神
的
苦
痛
に
対

す
る
損
害
賠
償
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
が
、
大
谷
正

治
裁
判
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
参
拝
は
政
教
分

離
原
則
に
触
れ
る
と
し
、
違
憲
判
断
を
示
し
た
。 

（
す
が
わ
ら
・
り
ゅ
う
け
ん
／
靖
国
合
祀
取
り
消
し
訴
訟
元

原
告
団
長
、
真
宗
僧
侶
）


	



