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鳥山

一

譲

ま
　
え
　
が
　
き

　
　
現
代
日
本
に
お
け
る
政
治
過
程
を
、
大
衆
運
動
の
組
織
化
過
程
の
構
造
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
福
岡
県
の
場
合
を
例

　
　
に
と
り
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
国
家
政
策
の
決
定
過
程
に
お
い
て
重
要
な
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
面
を
構
成
す
る
選
挙
過
程
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
調
査
・
分
析
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
・
分
析
に
際
し
、
私
は
、
選
挙

　
　
過
程
を
革
新
政
党
の
指
導
に
よ
る
大
衆
運
動
の
組
織
化
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
き
た
。
こ
の
方
法
は
、
　
「
普
通

　
　
選
挙
権
は
労
働
者
階
級
の
成
熟
の
尺
度
で
あ
る
。
　
今
日
の
社
会
で
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
　
ま
た
な
ら
な
い
で
あ
ろ

　
　
う
。
」
と
か
っ
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
の
べ
た
こ
と
を
無
意
識
の
う
ち
に
前
提
と
し
て
、
選
挙
過
程
が
、
革
新
政
党
に
と
っ
て
は
、
日
常
的
な

　
　
大
衆
斗
争
の
一
定
の
段
階
に
お
け
る
政
治
的
な
総
括
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
選
挙
過
程
自
体
が
一
つ
の
大
衆
斗
争
で
あ
る
と
い
う
考
え
の

　
　
上
に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
考
え
に
は
一
つ
の
仮
設
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
前
衛
党
が
自
然
発
生
的
な
大
衆
の
要
求
を
目
的
意
識
的
に
指
導
し
て
い
く
な
ら
ば
、
階
級
意
識
の
組
織
化

説　
　
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
闘
争
の
見
地
で
あ
る
。
そ
の
際
に
お
け
る
階
級
意
識
の
組
織
化
と
は
、
社
会
発
展
の
法
則

論　
　
性
に
し
た
が
っ
て
の
労
働
者
階
級
の
運
動
の
歴
史
的
合
法
則
性
を
認
識
し
う
る
前
衛
集
団
の
組
織
化
過
程
で
あ
る
、
　
と
い
う
よ
う
に
理
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解
し
て
き
た
。
こ
の
理
解
に
は
、
非
合
理
的
な
人
間
の
集
団
心
理
を
合
法
則
的
に
組
織
化
で
き
る
と
い
う
合
現
主
義
な
思
惟
を
前
提
と
し

説
」

　
．
．
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
の
発
展
を
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
．
マ
ル
ク
ス
主
義
の
こ
の
思
想
方
法
は
、
前
衛
政
党
の
指
導
の
思
想

論　
　
方
法
と
し
て
そ
の
生
命
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
現
象
を
微
視
的
に
見
る
な
ら
ば
、
．
こ
め
思
想
方

　
　
法
の
な
か
に
は
、
階
級
意
識
の
組
織
化
過
程
に
あ
ら
わ
れ
る
波
動
の
振
幅
を
見
落
す
危
険
が
あ
る
。
現
実
に
は
、
非
合
理
的
な
集
団
心
理

　
　
そ
れ
自
然
が
媒
介
態
と
な
っ
て
、
革
新
指
導
に
そ
の
ま
ま
組
織
化
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
構
造
が
選
挙
過

　
　
程
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。
　
マ
ス
・
コ
ミ
に
操
作
さ
れ
た
非
合
理
的
な
大
衆
の
行
動
様
式
ヨ
①
Q
。
ω
げ
Φ
冨
く
δ
霞
が
そ
の
ま
ま
投
票
行
動

　
く
。
野
口
σ
q
げ
①
7
9
。
ぐ
一
〇
霞
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
や
、
企
業
別
労
働
組
合
に
あ
ら
わ
れ
る
前
近
代
的
な
企
業
主
義
的
丸
か
か
え
の
意
識

　
構
造
が
そ
の
ま
ま
革
新
政
党
の
支
持
基
盤
に
組
織
化
さ
れ
る
と
い
う
非
合
理
的
な
大
衆
的
行
動
様
式
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　
　
で
組
織
化
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
共
産
党
が
日
本
社
会
に
伝
統
的
な
前
近
代
的
な
部
落
的
な
『
後
援
会
組
織
』
を
通
じ
て
投
票
行
動
を
組
織

　
　
化
し
よ
う
と
す
る
行
動
様
式
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
事
象
は
、
選
挙
過
程
の
把
握
の
方
法
を
よ
り
精
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
．
要
請
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
選
挙
過
程

　
　
を
階
級
斗
争
の
組
織
化
過
程
と
し
て
総
括
し
う
る
と
見
る
楽
観
的
な
合
理
主
義
的
思
惟
の
み
で
は
、
非
合
理
的
な
政
治
的
行
動
様
式
を
立

　
　
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
現
代
の
政
・
治
学
が
政
治
に
お
け
る
人
間
性
の
非
合
理
性
を
前
提
と
し
て
追

　
　
黒
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
科
学
的
方
法
」
の
。
帥
①
暮
改
。
ヨ
①
9
0
傷
を
、
ど
の
よ
う
に
選
挙
の
調
査
・
研
究
に
適
用
す
る
か
に
つ
い
て
の
検

　
　
討
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
立
ち
入
っ
て
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
検
討
は
さ
け
、
現
代
ま
で
の
政
治

　
　
理
論
と
選
挙
研
究
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
選
挙
の
調
査
・
研
究
の
科
学
的

　
　
方
法
を
確
立
す
る
重
要
な
前
提
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
分
野
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
と
そ
の
方
法
を
適
用
す

　
　
る
こ
と
は
、
古
来
の
政
治
理
論
が
こ
の
分
野
に
残
し
た
研
究
成
果
を
歴
史
的
に
継
承
、
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
こ
と
も
示
さ
れ
る

29　（1●320）　320



で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
政
治
現
象
の
形
態
論
的
把
握
と
行
動
論
的
把
握
と
の
対
立
と
い
う
政
治
学
上
の
根
本
問

題
の
解
決
に
も
到
達
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

　
　
　
選
挙
に
関
す
る
研
究
方
法
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
流
れ
に
分
類
す
．
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
合
理
主
義
的
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で

　
　
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
経
験
論
的
・
過
程
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
政
治
学
上
の
論
争
を
よ
ん
で
や
ま
な
か
っ
た
、
政
治
現
象

　
　
へ
の
形
態
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
行
動
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
相
当
す
る
が
、
前
者
は
選
挙
研
究
に
際
し
て
を
ゴ
響
α
o

　
　
色
Φ
o
江
。
昌
ω
ヨ
8
口
吋
を
問
題
意
識
と
し
て
、
選
挙
制
度
Φ
一
Φ
9
0
罠
一
昌
ω
訂
ヨ
に
重
点
を
お
き
、
後
者
は
、
山
。
≦
α
o
巴
①
鬼
凶
。
ロ
ω
≦
o
蒔
吋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
　
を
間
．
題
意
識
と
し
て
、
選
挙
過
程
①
一
Φ
0
8
『
。
。
一
胃
0
6
Φ
ω
ω
に
深
い
関
心
を
示
し
て
き
た
。
こ
の
二
つ
の
流
れ
は
比
較
政
治
学
的
に
見
た
場

　
　
合
、
大
陸
型
（
ソ
連
・
東
欧
を
ふ
く
め
て
）
の
政
治
学
と
英
米
の
政
治
学
の
系
譜
と
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
理
論
史

　
　
的
に
見
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
、
古
典
的
な
政
治
理
論
と
経
験
的
、
実
用
的
な
現
代
政
治
理
論
と
に
そ
れ
ぞ
れ
系
譜
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
ら
二
つ
の
選
挙
研
究
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
異
に
つ
い
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
の
O
δ
〈
鋤
昌
三
〇
D
胃
8
ユ
の
『
選
挙
研
究

　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
と
民
主
理
論
』
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
　
氏
は
、
　
二
つ
の
タ
イ
プ
の
選
挙
研
究
を
支
え
る
理
論
の
相
異
が
、
合
理
主
義
的
理
論
冨
酔
δ
1

　
　
き
一
一
ω
梓
芸
①
o
蔓
と
経
験
的
、
実
用
主
義
理
論
Φ
ヨ
且
ユ
。
巴
①
巳
℃
建
α
q
宣
旨
江
。
夢
Φ
o
q
と
の
そ
れ
で
あ
り
、
仏
・
伊
型
か
ア
ン
グ
ロ
・

　
　
サ
ク
ソ
ン
型
か
の
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
前
者
の
研
究
は
主
と
し
て
説
明
的
ぎ
9
6
8
＄
ユ
＜
Φ
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
記
述
的

弓　
　
α
Φ
ω
自
評
置
く
Φ
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
。
前
者
が
説
明
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

論　
　
研
究
者
は
代
表
民
主
制
の
特
徴
と
し
て
の
選
挙
か
ら
い
か
な
る
こ
と
を
推
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
？
　
と
い
う
間
題
意
識
の
上
に
立
つ
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論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

て
お
り
、
民
主
主
義
的
一
般
理
論
の
基
準
に
照
し
て
み
て
選
挙
研
究
か
ら
何
を
学
ぼ
う
と
す
る
か
？
　
を
重
視
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
選

挙
の
研
究
が
、
民
主
主
義
理
論
の
上
に
立
っ
て
価
値
的
に
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
が
記
述
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

る
と
い
う
の
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
が
「
事
実
の
調
査
と
類
型
化
以
上
の
も
の
を
導
こ
う
と
し
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
相
異
は
次
の
二
点
の
よ
う
な
意
味
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

　
8
合
理
主
義
的
な
思
惟
が
支
配
し
て
い
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
体
制
の
下
で
は
、
理
論
が
極
め
て
重
視
さ
れ
る
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
は
、
真
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
、
偽
り
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
を
選
択
す
る
た
め
に
投
票
し
な
い
が
、
イ
タ
リ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は

そ
の
た
あ
に
投
票
す
る
。
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
投
票
行
動
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

あ
ぐ
る
理
論
的
な
論
争
に
深
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
理
論
が
選
挙
の
動
機
と
し
て
直
接
に
反
映
す
る
が
ゆ
え
に
、
有
権
者
が
非
立
憲
的
反

対
派
を
選
択
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
理
主
義
の
支
配
す
る
体
制
の
も
と
で
は
政
治
生
活
に
お
け
る

緊
張
が
す
る
ど
く
あ
ら
わ
れ
る
。

　
ロ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
関
す
る
合
理
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
つ
ね
に
理
論
と
現
実
と
の
対
立
に
際
し
て
、
現
実
と
対
決
し
て
合
理
主
義

的
理
論
に
現
実
を
合
わ
せ
よ
う
と
試
み
る
。
経
験
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
現
実
に
合
せ
て
理
論
を
調
整
し
、
訂
正
す
る
べ
く
事
実
を
利
用
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
経
験
主
義
の
支
配
す
る
体
制
の
も
と
で
は
、
政
治
生
活
は
極
め
て
安
定
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
相
異
点
か
ら
、
合
理
主
義
的
研
究
は
理
論
を
尊
重
し
、
経
験
的
研
究
は
理
論
を
軽
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

し
て
、
ω
鋤
円
8
ユ
は
、
次
の
よ
う
に
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

　
「
多
く
の
大
陸
の
観
察
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
的
民
主
主
義
の
下
で
は
、
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
理
論
が
な
い
、
と
室
張
す
る
。
ま
た
イ

　
ギ
リ
ス
人
は
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
心
を
も
た
な
い
、
　
と
も
主
張
す
る
。
　
し
か
し
、
　
こ
れ
は
事
実
に
合
っ
た
い
い
方
で
は
な

　
い
。
経
験
的
理
論
に
と
っ
て
は
、
そ
の
理
論
が
事
実
に
ス
ム
ー
ズ
に
適
合
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
理
論
を
見
究
め
る
こ
と
は
困
難
で
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論説

あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
理
論
の
関
心
事
は
実
際
の
結
果
に
注
意
を
払
う
こ
と
で
あ
る
た
め
に
、
事
実
が
理
論
に
適
合

し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
理
論
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
…
…
か
く
て
合
理
主
義
者
は
理
論
に
う
る
さ
く
、
合
理
主
義
を

支
持
し
な
い
人
は
、
理
論
を
軽
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
理
論
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
　
な
ぜ
な

ら
、
入
間
は
行
動
げ
Φ
ぽ
p
。
≦
o
霞
で
も
っ
て
理
論
に
答
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
異
さ
せ
て
い
る
（
選
挙
研
究
に
お
け
る
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
の
立
場
の
相
異
一
筆
者
）
も
の
は
、
理
論
が
い
か
に
立
て
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

三

　
そ
こ
で
〃
選
挙
は
何
を
意
味
す
る
か
”
と
い
う
問
題
意
識
の
上
に
立
つ
合
理
主
義
的
な
選
挙
研
究
の
方
法
は
、
い
か
に
理
論
を
く
み
立

て
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
に
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
合
理
主
義
的
な
民
主
理
論
の
体
系
に
お
い
て
は
、
選
挙
の
よ
っ
て
立
つ
基
礎
①
δ
0
8
【
巴
｛
o
‘
巳
讐
δ
コ
と
そ
の
正
当
性
一
①
σ
q
三
ヨ
9
・
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

が
核
心
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
合
理
主
義
門
9
ユ
。
ロ
巴
δ
ヨ
は
演
縄
的
思
考
法
◎
Φ
α
ロ
9
δ
昌
ω
を
好
む
。
」

「
演
線
的
方
法
と
は
、
人
間
の
政
治
的
、
社
会
的
本
性
に
つ
い
て
の
単
純
な
仮
設
を
設
け
て
、
国
家
の
本
性
や
国
家
へ
の
市
民
の
義
務
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

つ
い
て
の
包
括
的
理
論
を
そ
の
仮
設
か
ら
演
繹
す
る
と
い
う
思
考
方
法
で
あ
る
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
選
挙
研
究
に
お
け
る
こ
の
方
法

は
、
人
民
の
意
思
、
人
民
の
権
力
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
と
さ
れ
、
政
治
過
程
や
立
憲
的
国
家
構
造
が
そ
の
忠
実
な
執
行
を
証
拠
立
て

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
。
人
民
の
意
思
を
確
か
め
る
こ
と
が
民
主
主
義
に
と
っ
て
本
質

的
で
あ
り
、
核
心
的
で
あ
る
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　
こ
の
思
考
の
方
法
は
、
G
。
H
・
Q
リ
ロ
三
目
①
が
指
摘
し
た
ご
と
く
「
プ
ラ
ト
ン
が
、
彼
の
労
作
に
際
し
て
、
人
間
関
係
は
合
理
的
探
究
の

対
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
知
的
な
方
向
づ
け
を
与
え
う
る
と
い
う
こ
と
を
建
て
前
と
し
た
こ
と
」
ま
た
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
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論説

ス
が
、
政
治
理
論
に
お
け
る
よ
り
一
般
的
な
倫
理
原
則
を
、
国
家
と
い
う
も
の
は
本
来
、
精
神
的
に
平
等
な
自
由
帯
民
の
間
に
結
ば
れ
る

関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
動
は
法
に
遵
い
、
そ
の
基
礎
は
強
力
で
は
な
く
て
む
し
ろ
討
議
と
合
意
に
あ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
確
信
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ハ
　

い
た
そ
の
時
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
哲
学
か
ら
姿
を
消
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
古
典
的
巳
①
ω
巴
。
巴

方
法
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
近
代
民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
、
例
え
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ベ
ン
タ
ム
な
ど
の
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

の
基
礎
的
方
法
で
も
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
伝
統
的
朴
冨
島
ユ
。
コ
巴
方
法
と
も
称
し
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
L
・
プ
ラ
イ
ス
が
『
近
代
民
主

政
治
』
に
お
い
て
、
中
央
、
地
方
政
治
に
お
け
る
主
な
る
制
度
に
つ
い
て
の
制
度
論
的
研
究
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
方
法
が
、
事
実

を
語
ら
せ
一
般
化
を
試
み
よ
う
と
し
な
か
っ
た
限
り
に
お
い
て
記
述
的
方
法
の
先
駆
者
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
彼
は
民
主
主
義
を
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

の
多
数
意
見
が
た
え
ず
表
示
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
た
。
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
や
ミ
ヘ
ル
ス
な
ど
の
政
党
組
織
の
研
究
者
は
し

ば
し
ば
「
民
主
主
義
の
合
理
主
義
的
な
神
話
の
犠
牲
」
と
な
っ
た
。
彼
ら
が
、
政
党
な
し
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
想
定
し
え
ず
、
政
党
の
研

究
を
深
め
れ
ば
深
め
る
だ
け
そ
の
構
造
が
非
民
主
的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
G
・
ウ
オ
ラ
ス
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
　
「
価
値
的
な
一
般

的
な
結
論
を
引
き
だ
さ
ず
、
記
述
と
分
析
と
を
分
離
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
も
、
民
主
主
義
の
ア
・
ブ
リ
ォ
リ
な
神
話
の
仮

設
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
古
典
的
、
伝
統
的
方
法
の
上
に
立
つ
選
挙
研
究
は
し
た
が
っ
て
、
次
の
三
つ
の
特
徴
を
内
包
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
の
入
間
の
政
治
的
、
社
会
的
な
自
由
、
平
等
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
る
政
治
社
会
の
合
理
的
槽
成
を
可

能
に
す
る
と
い
う
思
想
方
法
を
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
政
治
社
会
の
合
理
的
構
成
を
可
能
な
ら
し
め
る
制
度
の
形
態
論
的
研
究
に
関
心

を
示
す
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
選
挙
制
度
が
非
常
に
重
要
な
研
究
対
象
と
さ
れ
、
あ
る
選
挙
制
度
は
民
主
的
で
あ
る
が
他
の
そ
れ
は
非
民

主
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
比
較
制
度
的
研
究
を
重
視
し
、
比
例
代
表
制
度
が
真
の
代
表
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け

ら
れ
、
真
の
平
等
の
代
表
こ
そ
が
民
主
主
義
を
最
高
に
ま
で
高
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
か
く
て
こ
の
方
法
に
よ
る
研
究
の
関

29　（1●324）　324



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
リ
ノ

　
心
事
は
、
採
用
さ
れ
る
選
挙
制
度
の
完
全
性
葭
真
の
代
表
貸
賃
ロ
Φ
冨
頁
①
ω
6
δ
二
〇
旨
に
向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス

　
ト
テ
レ
ス
以
来
、
学
問
は
お
よ
そ
形
態
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
　
と
さ
れ
た
立
場
の
継
承
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
し
た
が
っ
て
こ
の
方

　
向
は
「
選
挙
研
究
に
お
け
る
他
の
重
要
な
局
面
で
あ
る
政
．
治
照
り
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
研
究
が
多
か
れ
少
か
れ
無
視
さ
れ
る
傾
向
を
も
つ

　
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
口
「
合
理
主
義
的
民
主
理
論
の
方
法
は
、
　
立
憲
制
に
深
く
関
係
す
る
選
挙
の
正
当
性
色
①
9
0
惹
＝
Φ
伽
三
∋
簿
畠
に
そ
の
関
心
を
向
け

　
る
。
そ
し
て
、
内
閣
政
治
や
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
均
衡
理
論
は
議
会
制
に
従
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
執
行
は
民
主
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
し
ヱ
じ

　
と
い
う
議
礼
上
の
用
語
6
①
器
ヨ
。
昌
賓
冨
【
ヨ
一
昌
。
一
〇
讐
が
指
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
ま
さ
に
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

　
ケ
ル
ゼ
ソ
が
、
民
主
主
義
の
形
態
と
し
て
の
議
会
制
を
、
入
民
の
普
通
選
挙
権
の
基
礎
の
上
に
、
し
た
が
っ
て
民
主
主
義
的
に
選
挙
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
こ

　
　
た
合
議
機
関
に
よ
っ
て
、
多
数
決
原
理
に
従
い
、
規
鞄
的
国
家
意
思
を
形
成
す
る
制
度
で
あ
る
と
し
た
よ
う
に
、
議
会
制
を
前
提
と
し
た

　
選
挙
の
正
当
性
を
強
調
す
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。

　
　
口
、
合
珊
主
義
的
民
主
理
論
は
、
「
民
主
主
義
は
、
　
人
民
が
積
極
的
に
統
治
す
る
α
Q
o
＜
Φ
三
休
系
と
し
て
よ
り
も
、
　
権
力
を
統
制
す
る

　
o
O
三
H
o
瞬
す
る
工
夫
と
し
て
璽
要
視
さ
れ
る
。
も
し
も
J
・
S
・
ミ
ル
の
議
論
が
、
人
民
は
誤
っ
て
支
酎
さ
れ
な
い
た
め
に
政
治
的
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

　
　
を
必
要
と
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
人
民
は
自
ら
を
支
配
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
」
と
い
う
思
考
の
特
徴

　
　
を
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
挙
研
究
．
に
お
け
る
日
、
の
の
特
徴
を
支
え
る
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
合
理
主
義
的
な
演
轡
的
伝
統
は
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
そ
の
影
響
を
直
接
ル
ソ
ー
に
負
っ
て
い
る
。
ル
ソ
ー

　
　
の
有
名
な
言
葉
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
人
間
は
生
れ
た
と
き
自
由
で
あ
る
。
だ
が
至
る
と
こ
ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て

説　
　
い
る
．
」
こ
の
思
想
は
、
人
間
は
手
足
を
も
っ
て
生
れ
て
く
る
よ
う
に
権
利
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
賦
与
さ
れ
て
生
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と

論　
　
で
あ
る
。
人
間
は
足
枷
に
よ
っ
て
手
足
の
自
由
を
奪
わ
れ
る
よ
う
に
、
君
主
の
専
断
的
行
為
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
権
利
の
享
受
を
奪
わ
れ
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る
。
伝
統
的
政
治
理
論
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
が
提
起
し
た
こ
の
自
由
は
、
　
「
必
然
性
の
認
識
」
と
し
て
定
義
さ
れ
直
し
た
。
し
か
し
、
マ

説　
　
ル
ク
ス
が
定
義
し
た
の
と
は
異
っ
た
観
念
的
合
理
主
義
の
思
想
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
T
・
D
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
が
指
摘
し
た
ご
と
く
、
　
そ

論　
　
の
考
え
方
は
単
純
明
快
で
あ
る
。
　
「
も
し
自
然
の
必
然
性
が
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
お
い
た
も
っ
と
も
有
利
な
行
動
コ
ー
ス
を
と
る
こ
と
を

　
　
法
が
専
断
的
に
妨
害
し
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
：
：
：
人
間
は
、
自
己
の

　
　
最
善
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
追
求
す
る
こ
と
が
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
る
、
と
定
義
し
直
さ
れ
た
意
味
で
自
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人

　
　
は
自
分
が
ど
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
ら
不
可
避
的
に
い
か
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
か
を
知
っ
て
い
る
し
、
ま
た
簡
単
に
発
見
で
き
る
。
必

　
　
．
要
な
こ
と
は
、
た
ん
に
法
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
知
性
を
も
つ
人
間
の
集
り
が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
専
断
的

　
　
な
制
限
か
ら
自
由
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
。
…
人
間
の
専
断
的
支
配
を
合
理
的
管
理
に
お
き
か
え
よ
。
し
か
ら
ば
万
事
う
ま
く
ゆ
く
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

　
　
う
ル
ソ
ー
は
信
じ
た
。
」
こ
の
種
の
思
考
は
、
わ
れ
わ
れ
が
民
主
主
義
の
目
的
や
レ
ー
ゾ
ン
・
ゲ
ー
ト
ル
を
問
題
に
す
る
と
き
、
わ
れ
わ

　
　
れ
を
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の
古
典
に
思
い
を
よ
せ
し
め
る
。
　
そ
し
て
不
急
的
な
知
的
模
型
は
、
　
民
主
主
義
を
語
源
通
り
の
も
の
と
す
る
単
純

　
　
な
理
解
に
よ
っ
て
、
人
民
の
意
思
、
人
民
の
権
力
を
民
主
主
義
の
判
断
の
基
本
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
が
古
典
的
理
想
を
彼
の

　
　
時
代
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
さ
せ
て
ひ
と
び
と
に
感
動
を
与
え
た
よ
う
に
。

　
　
　
し
か
し
、
合
理
主
義
的
民
主
理
論
が
、
恰
も
現
代
の
民
主
主
義
が
都
市
国
家
の
そ
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
の
理
想
を
現
代
に

　
　
適
合
さ
せ
、
知
性
あ
る
人
民
の
意
思
、
人
民
の
権
力
に
よ
る
統
治
の
可
能
性
を
仮
設
し
た
と
し
て
も
、
ル
ソ
ー
が
看
破
し
た
よ
う
に
「
い

　
　
た
る
と
こ
ろ
で
つ
な
が
れ
た
鉄
鎖
」
の
現
代
的
条
件
は
、
　
そ
の
理
論
に
事
実
を
も
っ
て
挑
戦
し
て
い
る
。
　
国
論
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

　
　
は
、
こ
の
理
論
の
上
に
立
つ
選
挙
研
究
を
し
て
、
ま
す
ま
す
真
の
代
表
制
の
制
度
論
的
検
討
、
選
挙
の
正
当
性
の
強
調
に
力
点
を
置
か
せ

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
う
め
ら
れ
る
と
い
う
確
信
を
強
化
す
る
。
し
か
し
選
挙
研
究
に
お
け
る
こ
の
研
究
か
ら
多
く
の
成
果

　
　
を
期
待
し
う
る
の
は
、
政
治
的
世
界
を
合
琿
的
に
構
成
し
う
る
と
い
う
政
治
的
人
間
の
合
理
性
を
前
提
と
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
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し
か
る
に
、
古
典
的
、
伝
統
的
思
考
は
、
政
治
的
人
間
の
合
理
性
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で

に
の
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、
こ
の
思
考
の
上
に
立
つ
研
究
は
観
念
的
構
築
物
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
観
念
的

合
理
主
義
」
を
「
科
学
的
合
理
主
義
」
の
理
論
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
は
、
伝
統
的
方
法
を
現
代
に
継
承
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。

四

　
　
　
〃
選
挙
は
い
か
に
作
用
す
る
か
〃
と
い
う
閲
題
意
識
の
上
に
立
つ
経
験
的
な
選
挙
研
究
が
、
選
挙
過
程
に
重
点
を
か
け
、
記
述
的
な
方

　
　
法
を
採
用
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
段
階
に
い
ま
や
到
達
し
た
。
伝
統
的
な
演
縄
的
思
考

　
　
は
、
人
間
の
本
性
を
そ
の
合
現
性
に
求
め
、
自
由
な
個
人
の
結
合
と
し
て
の
市
民
社
会
の
調
和
を
予
定
し
、
政
治
社
会
の
合
理
的
構
成
を
信

　
　
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
G
．
ウ
オ
ー
ラ
ス
が
、
　
『
政
治
に
お
け
る
人
間
性
』
に
お
い
て
、
　
「
合
理
主
義
的
思
想
家
は
し
ば
し
ば
政
治
行
為

　
　
は
必
然
的
に
手
段
と
目
的
に
つ
い
て
の
推
論
の
結
果
で
あ
る
と
想
定
す
る
ば
か
り
か
、
あ
ら
ゆ
る
推
論
は
同
一
の
合
現
的
な
型
に
属
す
る

　
　
と
想
定
し
て
い
る
。
：
・
し
か
し
人
々
が
彼
ら
の
政
治
上
の
意
見
を
形
成
す
る
半
ば
無
意
識
の
過
程
の
多
く
は
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
明

　
　
　
　
　
へ
　
ロ
む
　

　
　
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
現
代
民
主
主
義
の
政
治
状
況
を
経
験
的
に
明
ら
か
に
し
た
と
き
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
思
惟
へ
の
堺
戦
で
あ
っ
た
。

　
　
　
そ
の
挑
戦
の
政
治
的
状
況
は
次
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。
　
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
巨
大
社
会
鴨
＄
酔
q
っ
。
。
帥
Φ
q
な
い
し
大
衆
社
会
の

　
　
状
況
で
あ
る
。
‘
古
典
的
民
主
主
義
論
で
は
、
政
治
的
な
行
動
が
生
れ
る
に
先
立
っ
て
、
そ
の
行
動
を
決
定
す
る
個
人
間
で
合
理
的
討
論

　
　
が
行
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
世
論
は
、
人
聞
理
性
の
誤
り
な
き
声
で
あ
る
、
と
前
提
さ
れ
て
い
た
。
　
こ
の
こ
と
は
次
の
諸
点
で
疑
問

　
　
視
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ω
微
妙
な
複
雑
な
問
題
に
た
い
し
て
決
定
を
下
す
に
は
、
専
門
家
の
手
を
か
り
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
。

説　
　
こ
の
世
論
を
代
表
し
て
決
定
を
下
す
人
間
と
世
論
を
形
成
す
る
人
間
と
の
間
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
作
り
だ
し
、
民
衆
の
権
力
へ
の
参
加

論　
　
が
パ
ッ
シ
ヴ
な
そ
れ
に
転
化
し
た
こ
と
。
　
②
フ
ロ
イ
ド
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
　
街
頭
の
人
間
の
行
動
は
非
合
理
で
あ
る
と
い
う
発
見
。
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㈹
か
っ
て
自
律
的
理
性
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
も
の
が
じ
つ
は
社
会
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
発
見
ー
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

説　
　
ご
と
き
発
見
。
ω
個
人
の
自
由
を
前
提
と
し
て
の
合
理
的
社
会
の
予
定
調
和
の
思
想
が
、
改
革
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
二
〇
）

　
　
い
う
功
利
主
義
の
教
義
に
変
り
、
つ
い
で
階
級
闘
争
を
と
く
マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
義
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
っ
つ
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　
　
G
・
ウ
オ
ー
ラ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
『
巨
大
社
会
』
で
描
写
し
つ
つ
、
新
し
い
社
会
に
対
応
し
た
政
治
国
論
が
「
人
間
活
動
の
再
検

　
　
討
を
行
わ
ん
と
す
る
な
ら
ば
人
間
の
知
性
を
誇
張
す
る
自
分
自
身
の
傾
向
を
克
服
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
人
間

　
　
が
自
己
の
行
為
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
り
、
自
分
自
身
も
他
人
と
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
と
い
う
仮
設
を
立
て
る
習
慣
を
人
間
の
も
つ

　
　
弱
さ
と
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
政
治
的
人
閲
に
お
け
る
非
合
理
性
こ
そ
追
求
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
非
合

　
　
理
的
本
性
一
衝
動
と
本
能
一
を
社
会
的
環
境
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
政
治
学
の
課
．
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
経
験
的
な
現
代
政

　
　
治
学
が
「
政
治
的
思
考
以
前
に
、
わ
れ
わ
れ
が
思
考
し
う
る
事
実
は
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
学
の
内
容
を
鷺
富
に
し
て

　
　
い
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
政
治
学
の
主
た
る
問
、
題
は
、
デ
ー
タ
と
事
実
に
関
す
る
知
識
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
推

　
　
論
ず
る
以
前
に
解
決
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
古
典
的
な
政
治
理
論
は
こ
の
点
に
お
い
て
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
事
実
を
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
．
．
」

　
　
し
て
き
た
と
い
う
意
味
で
科
学
的
方
法
で
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
　
ウ
オ
ー
ラ
ス
の
問
題
提
起
に
直
接
負
っ
て
い
る
と
い
う

　
　
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
し
た
が
っ
て
、
　
政
治
的
入
間
の
非
合
理
性
を
事
実
と
し
て
経
験
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
現
代
政
治
学

　
　
に
と
っ
て
は
、
そ
の
非
合
理
的
な
人
間
心
理
の
構
造
を
分
析
す
る
方
法
と
し
て
、
記
述
的
α
①
ω
o
ユ
b
画
く
①
数
量
的
ρ
三
門
葺
彗
貯
①
社
会

　
　
心
理
学
的
ω
0
9
0
！
層
ω
鴇
。
ゴ
。
δ
σ
q
ぎ
巴
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
を
発
展
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
．
る
。
　
政
治
学
は
、
哲
学
・
歴
史
と
決
別
し

　
　
て
、
人
間
の
政
治
的
行
動
論
（
9
⑦
目
ゴ
①
○
蔓
o
h
℃
○
】
一
〇
巴
C
Q
Φ
び
Ω
D
≦
o
ξ
）
と
し
て
特
自
の
フ
冨
i
ル
ド
を
確
立
さ
せ
つ
つ
あ
る
か
の
よ
．

　
　
う
で
あ
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
　
こ
の
よ
う
な
経
験
的
、
　
記
述
的
な
行
動
論
の
基
礎
の
上
に
立
つ
選
挙
研
究
は
〃
選
挙
は
何
を
意
味
す
る
か
〃
で
は
な
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く
、
　
〃
選
挙
は
ど
う
作
用
し
て
い
る
か
”
と
い
う
選
挙
過
程
Φ
一
①
0
8
冨
一
寓
0
8
Φ
。
・
を
重
視
す
る
傾
向
と
な
る
。
か
く
て
選
挙
過
程
論
の

　
　
研
究
は
次
の
二
つ
の
問
．
題
す
な
わ
ち
〃
人
民
は
い
か
に
投
票
す
る
か
〃
缶
。
舅
α
o
b
①
o
宮
⑦
〈
o
↓
①
ω
）
〃
ま
た
特
殊
の
候
補
者
が
、
な
ぜ
、

　
　
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
か
〃
（
妻
ξ
9
。
巳
出
。
出
費
①
富
『
二
。
三
鷲
8
巳
置
型
酔
①
ω
。
ぎ
。
ω
㊦
巳
）
に
つ
い
て
の
解
明
を
課
題
と
す
る
。

　
　
　
の
〃
人
民
は
い
か
に
投
票
す
る
か
〃
の
解
明
に
は
、
次
の
三
つ
の
分
析
方
法
が
提
起
さ
れ
る
。

　
　
　
ω
記
述
的
方
法
匹
Φ
ω
o
「
ぢ
鉱
く
①
ヨ
①
9
0
α
　
こ
の
方
法
は
経
験
的
な
理
論
の
全
体
を
特
徴
づ
け
る
性
質
を
も
っ
た
方
法
で
あ
る
。
　
歴
史

　
　
学
が
生
の
素
材
を
提
起
し
て
歴
史
解
釈
を
行
っ
た
り
、
政
治
家
が
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
の
事
実
的
な
検
討
を
行
っ
た
り
す
る
方
法
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ワ

　
　
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
方
法
で
の
選
挙
研
究
は
、
投
票
行
動
の
事
実
を
た
し
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
方
法
は
投
票
行
動

　
　
に
つ
い
て
の
事
実
の
比
較
研
究
o
o
ヨ
b
二
。
【
象
貯
①
ω
ε
象
①
ω
も
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。
　
こ
の
方
法
に
よ
る
事
実
の
整
序
は
、
例
え
ば
英

　
　
と
仏
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
政
治
行
動
論
的
に
民
主
主
義
の
条
件
を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
役
立
つ
。

　
　
　
②
数
量
的
方
法
ρ
轟
野
津
9
D
ユ
＜
Φ
ヨ
①
夢
。
畠
　
こ
の
方
法
は
、
選
挙
の
投
票
が
一
定
の
大
衆
行
動
ヨ
9
。
。
・
ω
げ
Φ
冨
≦
o
ξ
と
し
て
あ
ら
わ
れ

　
　
る
傾
向
性
を
特
徴
的
に
つ
か
む
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ス
が
、
政
治
現
象
を
質
と
し
て
よ
り
も
、
量
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の

　
　
有
効
性
を
説
い
た
こ
と
の
意
味
の
継
承
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
㈹
社
会
心
理
学
的
方
法
ω
o
島
。
も
超
。
ゴ
。
δ
σ
q
8
洲
流
Φ
酔
ゴ
。
α
　
投
票
行
動
に
お
け
る
集
団
と
個
入
と
の
関
係
、
宣
伝
、
マ
ス
・
コ
ミ
、

　
　
等
々
の
投
票
行
動
に
与
え
る
影
響
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。

　
　
と
れ
ら
の
方
法
を
通
じ
て
、
今
日
ま
で
、
世
論
の
研
究
、
世
論
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
圧
力
、
世
論
が
選
挙
の
キ
ャ
ン
ペ
イ
ソ
に
与
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
．
し
7
一

　
　
影
響
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
反
応
す
る
有
権
者
の
心
理
状
況
と
投
票
行
動
の
分
析
な
ど
が
行
わ
れ
て
き
た
。

説　
　
　
口
従
来
ま
で
の
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
社
会
学
、
社
会
心
理
学
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
た
め
、
第
二
の
問
題
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
。

論　
　
す
な
わ
ち
、
〃
特
殊
な
候
補
者
が
な
ぜ
、
い
か
に
選
挙
さ
れ
る
か
〃
　
の
問
題
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
　
「
政
党
に
よ
っ
て
ま
た
政
党
内
で
演
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2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
り
　
へ
　

　
ぜ
ら
れ
る
役
割
が
選
挙
に
ど
う
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

説　
　
　
こ
の
問
題
は
、
候
補
者
の
推
薦
に
際
し
て
、
政
党
が
投
票
者
の
好
み
を
考
慮
し
て
、
ノ
ミ
、
不
霊
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

論　
　
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
の
考
慮
が
な
い
と
す
れ
ば
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
者
の
選
択
価
値
が
極
め
て
薄
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
議
論
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
党
が
大
衆
政
党
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
候
補
者
の
党
内
に
お
け
る
指
名
が
決
定
的
な
意
味
を

　
　
も
っ
か
ら
で
あ
る
。
　
選
挙
は
党
内
の
指
名
選
挙
に
勝
つ
か
負
け
る
か
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
　
候
補
者
は
有
権
者
の
代
表
と
い

　
　
う
よ
り
も
、
党
を
代
表
し
、
党
に
責
任
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
選
挙
制
度
が
採
用
さ
れ
て
も
、
議
会
は
党
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
左
右
さ
れ

　
　
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
政
党
の
構
造
論
的
な
研
究
は
選
挙
研
究
の
重
．
要
な
領
域
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
経
験
的
民
主
理
論
の
上
に
立
つ
選
挙
研
究
は
、
合
理
主
義
的
民
主
現
論
に
よ
る
そ
れ
と
異
っ
た
選
挙
過
程
論
を
発
展
さ

　
　
せ
た
が
、
そ
れ
は
、
政
治
的
人
間
の
心
理
現
象
の
把
握
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
政
治
的
心
珊
の
非
合
理
性
を

　
　
過
程
的
に
把
握
し
え
て
も
、
人
聞
の
合
理
的
本
性
と
対
立
し
た
理
論
の
上
に
立
つ
か
ぎ
り
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
か
ら
は
現
代
民
主
主

　
　
義
の
危
機
を
克
服
す
る
処
方
箋
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
経
験
的
な
人
間
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
に
頼
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

む
．

す

び

　
選
挙
研
究
に
お
け
る
選
挙
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
選
，
挙
過
程
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
統
的
、
合
理
主
義
的
民
主
理
論
と

経
験
的
、
実
用
的
民
主
理
論
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
の
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
現
代
政
治
学
上
の
政
治
現
象
把
握
に
お
け
る
形
態
論
と

行
動
論
と
の
対
立
状
況
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
政
治
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
、
後
者
は

政
治
の
心
理
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
努
力
の
過
程
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
が
観
念
的
合
理
主
義
の
理
論
構
造
を
も
ち
、
後
者
が
現
実
的
．

行
動
主
義
の
理
論
構
造
を
も
つ
限
り
、
理
論
と
実
践
は
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
の
方
法
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、

人
間
の
本
性
を
合
理
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
方
法
を
も
つ
か
ぎ
り
、
伝
統
的
思
惟
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
マ

ル
ク
ス
主
義
で
は
、
人
間
の
合
理
的
本
性
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
そ
れ
を
社
会
的
な
存
在
す
な
わ
ち
生
産
諸
関
係
の

総
体
か
ら
の
規
制
に
お
い
て
と
ら
え
る
。
そ
し
て
生
産
諸
関
係
を
、
人
間
の
意
思
が
参
加
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
独
立
し
た
客
観
的
過

程
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
法
則
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
聞
社
会
の
合
理
的
構
成
は
、
こ
の
社
会
の
必
然
性
の
認
識
の
上

に
立
っ
て
可
能
と
な
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
社
会
発
展
の
法
則
を
認
識
し
た
自
由
な
人
聞
の
結
合
と
し
て
共
産
主
義
社
会
を
創
造
し
よ
う

と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
自
由
な
墨
入
と
そ
れ
の
結
合
に
よ
る
社
会
と
の
調
和
を
予
定
す
る
伝
統
的
思
惟
の
継
承
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
は
、
政
治
に
お
け
る
人
間
の
非
合
理
的
行
動
様
式
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
行
動
）
を
階
級
社
会
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

け
る
疎
外
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
行
動
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
。
ル
カ
ー
チ
が
「
日
和
見
主
義
は
ー
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
事
実
的
心
理
学

、
　
、
　
、
　
、
　
・
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
へ
三
〇
）

的
な
意
識
状
態
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
意
識
と
と
り
ち
が
え
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
」
と
の
べ
た
こ
と
の
な
か
に
、
政
治
的
非

合
理
性
の
意
味
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
思
考
方
法
の
な
か
に
は
、
政
治
に
お
け
る
人
聞
の
非

合
理
性
の
本
質
を
、
論
理
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
急
な
あ
ま
り
、
現
実
の
疎
外
さ
れ
た
政
治
的
行
動
様
式
の
形
態
自
体
の
な
か
に
あ
る
自

然
発
生
的
側
面
を
、
正
し
く
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
る
こ
と
を
拒
否
す
る
観
念
主
義
が
生
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
現
代
政

治
学
が
提
起
し
た
現
代
政
治
理
論
を
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
疎
外
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
諸
形
態
と
し
て
批
判
、

検
討
す
る
こ
と
は
、
現
代
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
の
緊
急
な
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
一
）
拙
稿
『
福
岡
県
知
事
リ
コ
ー
ル
運
動
と
総
選
挙
』
　
（
『
中
央
公
論
』
昭
和
三
十
三
年
七
月
号
）
　
『
革
新
勢
力
の
前
進
と
停
滞
』
　
（
『
中
央
公
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』

　
　
　
昭
和
三
十
六
年
一
月
号
）
そ
の
他
、
福
岡
県
に
お
け
る
地
方
選
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の
分
析
な
ど
で
あ
る
。
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二
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O
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（
三
）
こ
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一
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オ
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書
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