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二
月
に
入
っ
て
俄にわ
か
に
普
通
選
挙
の
運
動
が
各
地
に
起
り
出
し
ま
し
た
。

か
つ
て
明
治
四
十
一
年
に
政
友
会
の
提
出
し
た
普
通
選
挙
法
案
が
一
旦
衆
議

院
を
通
過
し
な
が
ら
、
元
老
や
貴
族
院
の
保
守
的
勢
力
の
圧
迫
に
依
っ
て
頓

挫
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
私
た
ち
の
記
憶
に
ま
だ
新
し
い
の
で
す
が
、
今

年
の
議
会
に
国
民
党
、
憲
政
会
、
政
府
等
か
ら
各
別
に
三
つ
の
選
挙
法
改
正

案
が
提
出
さ
れ
た
際
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
好
い
機
会
と
し
て
、
久
し
く
眠
っ

て
い
た
こ
の
運
動
が
十
幾
年
ぶ
り
に
復
活
し
て
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
私
た
ち
婦
人
は
、
唯
だ
そ
う
い
う
事
象
が
男
子
の
間
に
あ

る
と
し
て
冷
淡
に
看
過
し
て
好
い
で
し
ょ
う
か
、
ど
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
う
い
う
問
題
は
私
た
ち
婦
人
と
直
接
に
何
の
交
渉
も
な
い
も
の
で
し
ょ
う
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か
、
ど
う
か
。
私
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
般
の
婦
人
た
ち
と
は
勿
論
、
併
せ

て
一
般
の
男
子
た
ち
と
も
反
省
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
普
通
選
挙
は
世
界
の
大
勢
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
要
求
す
る
の
だ
と
い
う
人

が
あ
る
な
ら
、
私
は
そ
の
人
が
模
倣
同
化
の
通
有
性
の
み
あ
っ
て
、
自
由
独

創
の
個
性
に
乏
し
い
こ
と
を
惜
み
ま
す
。
今
日
は
国
家
と
か
民
族
と
か
に
由

っ
て
制
限
さ
れ
る
何
物
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
巴
里
パ
リ
イ
の
講
和
会
議
で
「
国
際

連
盟
」
が
討
議
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
道
徳
生
活
の
範
囲
は
あ
ら
ゆ

る
民
族
と
あ
ら
ゆ
る
国
家
と
の
保
存
を
包
容
し
た
も
の
の
全
体
、
即
ち
「
世

界
人
類
」
の
平
和
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
世
界
の
問
題
は

や
が
て
個
人
の
問
題
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
世
界
人
類
の
中
心
と
な
る
も
の
は

常
に
個
人
な
の
で
す
か
ら
、
個
人
の
自
発
的
要
求
と
合
わ
な
い
限
り
、
世
界
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の
大
勢
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
良
い
も
の
で
あ
る
か
、
悪
い
も
の
で

あ
る
か
を
批
判
し
な
い
で
、
迷
信
的
事
大
的
に
受
け
容
れ
る
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
。
古
人
が
「
千
万
人
と
い
え
ど
も
我
れ
行
か
ん
」
と
い
い
ま
し
た
通
り
、

自
ら
発
し
、
自
ら
批
判
し
、
自
ら
確
信
す
る
要
求
に
は
、
世
界
の
大
勢
に
も

楯たて
つ
き
、
わ
ざ
と
険
を
冒おか
し
て
辞
せ
ず
、
命
を
も
賭
け
る
ほ
ど
熱
情
と
真
摯
し
ん
し

と
沈
勇
と
が
あ
り
ま
す
。

　
私
に
も
世
界
の
大
勢
を
口
に
し
た
り
、
欧
米
の
実
例
を
挙
げ
た
り
す
る
場

合
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
は
決
し
て
そ
れ
を
私
の
議
論
の
前
提

に
も
基
礎
に
も
し
よ
う
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
私
は
そ
れ
を
、
あ
る
い
は
私
の

個
性
の
自
発
を
促
し
た
機
縁
と
し
て
述
べ
る
か
、
あ
る
い
は
私
の
議
論
の
旁ぼ

     

証   

う
し
ょ
う

と
し
て
述
べ
る
か
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
個
性
の
尊
厳
を
保
っ
て
第
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一
義
の
生
活
を
し
よ
う
と
心
掛
け
る
者
に
は
、
常
に
自
ら
世
界
の
中
心
と
な

っ
て
、
何
程
か
の
文
化
価
値
を
、
自
ら
の
立
場
と
、
自
ら
の
天
分
と
の
能よ
く

す
る
限
り
に
お
い
て
創
造
し
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。
そ
の
人
は
世
界
の
大
勢

に
対
し
て
常
に
敏
感
で
す
が
、
そ
れ
を
批
判
し
取
捨
し
て
自
己
の
所
有
と
す

る
に
は
、
常
に
出
来
る
限
り
の
沈
着
と
聡
明
と
を
失
い
ま
せ
ん
。
雷
同
や
模

倣
に
由
っ
て
普
通
選
挙
を
主
張
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
者
は
、
軽
浮
な
る
自

己
を
推
し
て
他
人
を 

忖  
度 

そ
ん
た
く

す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
な
ら
、
普
通
選
挙
は
ど
う
い
う
理
由
か
ら
個
人
の
自
発
的
要
求
と
し

て
主
張
さ
れ
る
の
で
す
か
。
こ
れ
に
関
す
る
細
論
で
最
も
参
考
と
な
る
も
の

に
は
、
最
近
に  

佐
藤
丑
次
郎  

さ
と
う
う
し
じ
ろ
う

博
士
が
公
に
さ
れ
た
選
挙
権
拡
張
論
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
私
は
唯
だ
茲ここ
に
根
本
と
な
る
理
由
だ
け
を
述
べ
て
私
の
意
見
を
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加
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
人
間
は
動
物
の
如
く
単
に
「
生
き
る
」
と
い
う
も
の
で
な
く
て
「
よ
り
善

く
生
き
よ
う
」
と
す
る
所
に
特
長
が
あ
り
ま
す
。
悠
久
な
昔
に
お
い
て
、
人

間
が
自
然
の
法
則
に
引
き
ず
ら
れ
て
専
ら
種
族
の
保
存
と
生
理
的
欲
望
の
満

足
と
に
終
始
す
る
動
物
的
生
活
を
脱
し
、
人
為
の
理
想
と
努
力
と
に
依
っ
て

現
に
見
る
よ
う
な 
燦  
爛 

さ
ん
ら
ん

と
し
た
、
複
雑
な
文
化
生
活
を
創
造
す
る
に
到
っ

た
こ
と
は
、
如
何
に
も
万
物
の
霊
長
と
し
て
自
負
す
る
に
足
る
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
既
に
人
間
の
生
活
が
創
造
に
創
造
を
重
ね
て
文
化
の
内
容
を
充
実

し
、
そ
れ
を
以
て
自
他
の
幸
福
を
増
進
す
る
所
に
第
一
の
価
値
を
置
く
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
活
に
要
す
る
あ
ら
ゆ
る
条
件
は
、
す
べ
て
こ
の
第
一

の
価
値
を
実
現
す
る
過
程
以
外
の
何
物
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
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す
。

　
創
造
は
過
去
と
現
在
と
を
材
料
と
し
な
が
ら
新
し
い
未
来
を
発
明
す
る
能

力
で
す
。
こ
の
能
力
は
個
人
の
も
の
で
す
。
個
性
的
の
も
の
で
す
。
多
数
は

こ
れ
を
助
長
し
、
併
せ
て
こ
れ
を
受
容
し
、
こ
れ
と
同
化
す
る
作
用
は
あ
っ

て
も
、
多
数
が
或
一
つ
の
新
し
い
文
化
内
容
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

厳
格
な
る
意
味
に
お
い
て
全
く
不
可
能
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
人
格
の
中
心
と
な
る
も
の
は
実
に
こ
の
創
造
能
力
を
推お
さ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
も
し
こ
れ
を
欠
く
な
ら
ば
、
人
は
模
倣
同
化
の
消
極
的
生
活
に
の
み
終

始
し
て
、
自
己
の
生
存
を
主
張
す
る
理
由
が
薄
弱
に
な
り
ま
す
。
こ
の
創
造

能
力
を
用
い
て
、
自
存
、
自
労
、
自
活
、
自
営
の
生
活
を
建
設
し
て
こ
そ
初

め
て
堅
実
な
積
極
的
の
文
化
生
活
者
と
称
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
創
造
能
力
は
一
切
の
人
類
が
個
性
と
し
て
具
有
し
て
い
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
実
際
に
用
い
て
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
体
系
　
　
個
人
生
活
、
家

庭
生
活
、
国
民
生
活
、
世
界
生
活
　
　
に
新
し
い
創
造
を
試
み
た
る
た
め
に
、

人
間
は
如
何
な
る
自
己
以
外
の
権
力
に
も
圧
倒
さ
れ
な
い
だ
け
の
「
自
由
独

立
の
権
利
」
を
持
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
教
育
の
自
由
、
思
想
の
自
由
、
言

論
の
自
由
、
職
業
の
自
由
の
類
が
そ
れ
で
す
。
ま
た
、
こ
の
創
造
能
力
を
用

い
て
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
体
系
に
貢
献
す
る
た
め
に
、
個
人
個
人
が
こ
の
能
力

を
開
展
す
る
機
会
を
均
等
に
す
る
権
利
、
即
ち
「
平
等
の
権
利
」
を
持
っ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
貴
族
の
子
も
乞
食
の
子
も
学
齢
に
達
す
れ
ば
平
等
に
教
育

を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ
は
教
育
を
受
け
る
機
会
の
平
等
で
す
。

ま
た
学
術
上
の
実
力
さ
え
あ
れ
ば
、
富
豪
の
子
弟
も
貧
民
の
子
弟
も
平
等
の
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学
位
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ
は
学
位
を
受
け
る
機
会
の
平
等

で
す
。
貧
富
貴
賤
、
士
農
工
商
に
依
っ
て
階
級
の
差
等
や
権
利
の
差
等
を
認

め
ず
、
一
斉
に
同
じ
出
発
点
に
立
っ
て
創
造
能
力
の
競
争
に
参
加
し
得
る
の

が
「
平
等
の
権
利
」
で
す
。
或
階
級
の
人
間
だ
け
が
特
別
の
権
利
を
持
っ
て
、

便
宜
の
多
い
偏
頗
へ
ん
ぱ
な
生
活
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
な
い
た
め
に
必
要

な
も
の
が
、
こ
の
「
平
等
の
権
利
」
で
す
。

　
近
頃
の
流
行
語
で
あ
る
「
民
主
主
義
」
と
い
う
も
の
も
、
原
語
の
デ
モ
ク

ラ
シ
イ
が
十
八
世
紀
や
十
九
世
紀
で
持
っ
て
い
た
意
味
と
は
違
っ
て
非
常
に

進
化
し
、
要
す
る
に
今
日
の
解
釈
で
は
茲ここ
に
い
う
平
等
の
権
利
を
主
張
す
る

思
想
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
学
者
に
依
っ
て
教
え
ら
れ

ま
す
。
「
民
主
主
義
」
が
専
ら
政
治
上
の
標
語
で
あ
っ
た
の
は
過
去
の
こ
と
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で
、
今
は
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
体
系
に
こ
の
語
を
用
い
ま
す
。
即
ち
産
業
組
織

の
民
主
主
義
化
、
文
学
美
術
の
民
主
主
義
化
、
家
庭
の
民
主
主
義
化
と
い
う

類
で
す
。
例
え
ば
、
家
庭
の
民
主
主
義
化
と
い
う
の
は
、
夫
婦
の
愛
情
の
平

等
、
夫
婦
の
経
済
的
労
働
の
平
等
、
夫
婦
の
財
産
権
の
平
等
、
父
権
と
母
権

の
平
等
、
親
と
子
と
の
権
利
の
平
等
、
兄
弟
姉
妹
の
権
利
の
平
等
の
如
き
を

い
い
、
政
治
上
や
学
問
上
に
民
主
主
義
を
唱
え
る
人
で
も
、
家
庭
に
お
い
て

特
に
父
権
や
、
良
人
の
権
利
や
、
兄
の
権
利
を
偏
重
し
、
自
己
以
外
の
家
族

の
持
っ
て
い
る
正
当
な
個
人
的
の
権
利
を
圧
制  

蹂    

躙  

じ
ゅ
う
り
ん

す
る
よ
う
な
言
動

が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
決
し
て
民
主
主
義
の
徹
底
し
た
実
行
者
と
は
い
わ
れ

な
い
の
で
す
。
良
人
を  

凌    

圧  

り
ょ
う
あ
つ

し
た
り
、
妻
を
虐
待
し
た
り
、
我
子
を
打ち

     

擲   

ょ
う
ち
ゃ
く
し
た
り
す
る
男
女
は
、
如
何
に
民
主
主
義
を
口
に
し
て
も
、
そ
の
実
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質
は
各
人
に
固
有
す
る
「
平
等
の
権
利
」
を
解
し
な
い
専
制
主
義
者
、
官
僚

主
義
者
、
軍
国
主
義
者
を
以
て
蔑
視
す
べ
き
男
女
で
あ
る
の
で
す
。

　
さ
て
、
普
通
選
挙
を
要
求
す
る
と
い
う
の
は
、
実
に
こ
の
民
主
主
義
的
の

権
利
を
　
　
平
等
の
権
利
を
　
　
日
本
人
全
体
が
政
治
の
上
に
得
て
、
国
民

と
し
て
政
治
に
参
与
す
る
機
会
の
均
等
を
持
と
う
と
す
る
が
た
め
に
外
な
ら

な
い
の
で
す
。
我
々
は
日
本
国
民
た
る
こ
と
に
お
い
て
平
等
で
す
。
国
家
を

愛
し
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
と
労
作
を
通
じ
て
、
精
神
的
及
び
物
質
的
に
国
家
に

貢
献
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
国
民
と
し
て
の
義
務
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
平
等
で
す
。
こ
の
愛
国
心
と
、
こ
の
国
民
的
義
務
の
負
担
と
に
お
い
て

平
等
で
あ
る
我
々
が
、
ど
う
し
て
国
家
の
政
治
に
参
与
す
る
権
利
に
お
い
て

は
不
平
等
な
待
遇
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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国
家
は
国
民
全
体
の
勤
務
に
依
っ
て
支
持
さ
れ
て
行
く
も
の
で
す
。
国
家

は
国
民
全
体
の
協
力
の
中
に
生
存
し
発
達
し
て
行
く
も
の
で
す
。
一
旦
緩
急

あ
れ
ば
義
勇
を
以
て
公
（
即
ち
国
家
）
に
奉
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
個
人
が
日

々
の
勤
労
は
直
接
ま
た
は
間
接
に
国
家
の
た
め
に
計
っ
て
い
る
の
で
す
。
民

主
主
義
の
家
庭
は
、
そ
の
家
長
の
専
制
に
依
っ
て
家
政
を
決
す
る
こ
と
な
く
、

必
ず
家
庭
の
協
同
員
た
る
独
立
の
人
格
を
持
っ
た
年
頃
の
家
族
と
共
に
公
平

に
合
議
し
て
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
如
く
、
国
家
の
政
治
も
ま
た
国
民
全
体
の
意

志
に
依
っ
て
決
す
る
こ
と
が
、
合
理
的
な
民
主
主
義
の
政
治
で
あ
る
限
り
、

或
年
頃
に
達
し
て
独
立
の
人
格
を
持
っ
た
国
民
　
　
例
え
ば
満
二
十
五
歳
以

上
に
達
し
て
、
白
痴
で
な
く
、
六
カ
月
以
上
一
定
の
地
に
住
し
、
現
に
刑
罰

に
処
せ
ら
れ
て
い
な
い
者
　
　
こ
う
い
う
意
味
の
国
民
全
体
が
衆
議
院
議
員
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の
選
挙
権
と
被
選
挙
権
と
を
持
っ
て
、
間
接
ま
た
は
直
接
に
国
家
の
政
治
に

参
与
す
る
こ
と
は
、
立
憲
国
民
に
固
よ
り
備
っ
た
正
当
な
権
利
で
あ
る
の
で

す
。
か
く
て
こ
そ
初
め
て
国
民
全
体
が
平
等
に
参
与
す
る
政
治
、
即
ち
民
主

主
義
の
政
治
と
称
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
考
え
て
来
る
と
、
従
来
の
納
税
額
を
標
準
と
し
た
選
挙
権
の
分
配
の

如
何
に
不
公
平
で
あ
る
か
は
細
論
せ
ず
し
て
明
白
に
な
り
ま
す
。
従
来
の
よ

う
に
直
接
国
税
拾
円
を
選
挙
資
格
と
す
る
と
、
国
民
の
中
か
ら
参
政
権
を
持

つ
者
は
纔わず
か
に
百
四
十
二
万
二
千
百
十
八
人
（
大
正
六
年
）
を
数
え
る
に
過

ぎ
ず
、
こ
れ
を
今
度
憲
政
会
か
ら
提
出
し
た
改
正
案
の
よ
う
に
納
税
額
を
弐

円
に
引
下
げ
た
と
し
て
も
、
こ
の
倍
数
で
あ
る
三
百
万
人
内
外
の
選
挙
有
権

者
を
得
る
に
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
か
よ
う
な
少
数
の
人
数
に
由
っ
て
選
挙
さ

14婦人も参政権を要求す



れ
た
衆
議
院
議
員
が
国
民
全
体
の
政
治
的
代
表
者
と
い
わ
れ
な
い
こ
と
は
弁

ず
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
納
税
額
を
標
準
と
す
る
選
挙
法
の
第
一
の
不
合
理
は
こ
の
点
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
百
五
十
万
乃
至
三
百
万
人
の
有
産
階
級
の
み
が
特
権
的
に 

壟  

断 

ろ
う
だ
ん

す

る
政
治
で
あ
っ
て
、
国
民
全
体
の
政
治
と
は
如
何
に
し
て
も
い
わ
れ
な
い
の

で
す
。
代
議
政
治
の
美
名
を
僭せん
し
た
財
閥
的
専
制
政
治
と
呼
ぶ
の
が
至
当
で

す
。

　
明
治
年
間
に
藩
閥
、
軍
閥
、
財
閥
、
学
閥
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
特
別
に

国
家
に
役
立
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
の
者
が
特
権
階

級
と
し
て
国
家
の
恩
典
や
優
遇
を
受
け
た
の
に
は
多
少
の
理
由
も
あ
っ
た
か

と
想
像
さ
れ
ま
す
が
、
今
日
は
国
民
の
知
識
が
進
ん
で
、
国
民
と
し
て
の
責

15



任
が
個
人
個
人
に
自
覚
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す
か
ら
、
財
産
の
有
無
を
以
て

国
民
の
創
造
能
力
を
測
定
す
る
こ
と
は
乱
暴
だ
と
思
い
ま
す
。

　
さ
れ
ば
普
通
選
挙
の
可
否
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
体
系
が
民
主
主
義
化
し

て
行
く
今
日
に
お
い
て
、
も
う
少
し
も
議
論
の
余
地
の
な
い
問
題
で
す
。
先

覚
者
た
ち
が
こ
れ
を
主
張
し
て
我
々
国
民
の
蒙
を
啓ひら
か
れ
る
の
を
聴
く
我
々

は
、
最
も
識
別
し
や
す
い
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
正
当
な
批
判
を
下
し
、
こ

れ
を
更
に
我
々
自
身
の
要
求
と
し
て
国
家
に
提
出
す
る
の
が
至
当
だ
と
思
い

ま
す
。

　
し
か
し
私
た
ち
婦
人
の
立
場
か
ら
考
え
て
、
な
お
最
も
大
切
な
条
件
が
一

つ
残
っ
て
い
ま
す
。
現
に
我
国
の
先
覚
者
た
ち
に
依
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る

普
通
選
挙
に
は
、
国
民
全
体
と
い
う
中
に
私
た
ち
婦
人
の
存
在
を
無
視
し
て

16婦人も参政権を要求す



い
ま
す
。
民
主
主
義
は
男
子
ば
か
り
の
生
活
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
限
り
ま

せ
ん
。
文
化
生
活
に
対
す
る
平
等
の
権
利
は
婦
人
に
も
分
配
さ
れ
る
べ
き
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
否
、
そ
れ
は
婦
人
に
お
い
て
も
男
子
と
同
じ
く
固
よ
り

享
得
し
て
い
る
権
利
で
す
。
唯
だ
私
た
ち
は
そ
の
権
利
の
回
復
を
要
求
す
れ

ば
好
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
民
主
主
義
の
世
界
に
は
男
尊
女
卑
主
義
の
道
徳
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
国
民

と
し
て
の
存
在
に
男
子
と
婦
人
と
の
優
劣
を
認
め
る
時
代
は
過
ぎ
去
り
ま
し

た
。
国
家
に
奉
仕
す
る
義
務
の
負
担
者
と
し
て
、
愛
国
者
と
し
て
、
創
造
能

力
を
保
有
す
る
個
人
と
し
て
、
婦
人
の
分
担
す
る
所
は
男
子
と
全
く
平
等
の

位
地
に
あ
り
ま
す
。

　
普
通
選
挙
と
い
え
ば
、
当
然
そ
の
う
ち
に
男
女
の
参
政
権
が
含
ま
れ
て
い
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る
も
の
と
私
は
考
え
た
い
の
で
す
。
こ
の
権
利
の
要
求
か
ら
婦
人
を
除
外
す

る
こ
と
は
、
婦
人
を
非
国
民
扱
い
に
し
、
低
能
扱
い
に
す
る
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。
決
し
て
徹
底
し
た
普
通
選
挙
と
は
い
わ
れ
ま
せ
ん
。
も
し
男
子
の
み

に
限
ら
れ
た
普
通
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
選
挙
有
権
者
は
　
　
二

十
五
歳
以
上
の
男
子
と
し
て
　
　
千
二
百
八
十
三
万
九
千
六
十
二
人
を
数
え
、

現
在
の
有
権
者
数
に
比
べ
る
と
非
常
に
増
加
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
に
二
十
五
歳
以
上
の
婦
人
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
男
女
合
せ
て

ほ
ぼ
こ
れ
の
倍
数
で
あ
る
弐
千
五
百
万
を
計
上
す
る
こ
と
に
な
り
、
我
国
総

人
口
の
約
四
割
、
現
在
有
権
者
数
の
約
十
七
倍
に
当
り
ま
す
。
そ
う
な
っ
て

こ
そ
真
実
の
意
味
で
国
民
全
体
の
政
治
と
い
う
こ
と
も
出
来
、
私
た
ち
自
身

の
政
治
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

18婦人も参政権を要求す



　
こ
う
い
う
自
分
の
見
地
か
ら
、
私
は
次
の
一
文
を
、
紀
元
節
の
日
に
青
年

会
館
で
催
さ
れ
た
普
通
選
挙
同
盟
演
説
会
の
男
子
た
ち
に
寄
せ
ま
し
た
。
私

は
婦
人
も
進
ん
で
こ
の
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
か
の 

基  

督 

キ
リ
ス
ト

教
婦
人
の

慈
善
運
動
や
、
少
年
禁
酒
運
動
や
、
廃
娼
運
動
以
上
に
緊
急
の
必
要
を
持
っ

て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
運
動
の
如
き
も
、
一
旦
婦
人
参
政
権

の
回
復
を
遂
行
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
に
依
っ
て
今
よ
り
も
幾
倍
か
容
易
に
実

現
さ
れ
得
べ
き
運
動
で
あ
る
か
ら
で
す
。
私
は
聡
明
と
沈
着
と
を
備
え
ら
れ

た
婦
人
た
ち
が
、
こ
の
普
通
選
挙
運
動
に
つ
い
て
、
各
自
の
意
見
と
態
度
と

を
速
す
み
やか
に
一
定
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
私
た
ち
日
本
の
婦
人
が
治
安
警
察
法
に
依
っ
て
禁
錮
状
態
に
あ
る
限
り
、

今
日
の
よ
う
な
政
治
的
の
集
会
に
対
し
、
私
は
、
私
の
魂
の
み
を
文
章
に
托
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し
て
送
る
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ん
、
こ
の
事
が
　
　
即
ち
こ
の
会
合
へ
私
と
い
う
一
人
の
日
本
人
が
、

そ
の
女
性
で
あ
る
と
い
う
条
件
だ
け
で
、
出
席
す
る
こ
と
を
他
律
的
に
禁
じ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
が
　
　
今
日
こ
こ
に
普
通
選
挙
を
要
求
せ
ず
に
い
ら

れ
な
い
一
つ
の
最
大
理
由
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
皆
さ
ん
は
納
税
資
格
に
依
る
選
挙
権
の
制
限
を
不
法
と
認
め
て
お
い
で
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
に
は 

何  
人 

な
ん
ぴ
と

も
異
論
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
日
、
そ

れ
の
み
の
撤
廃
を
要
求
す
る
普
通
選
挙
は
不
徹
底
で
す
。
自
由
と
平
等
と
を

重
ぜ
ら
れ
る
聡
明
な
皆
さ
ん
に
私
は
熱
望
し
ま
す
。
一
挙
し
て
男
女
の
性
別

に
依
る
選
挙
権
の
制
限
を
も
撤
廃
し
て
頂
く
こ
と
を
。
即
ち
私
た
ち
婦
人
の

政
治
的
権
利
の
喪
失
を
も
回
復
し
て
頂
く
こ
と
を
。

20婦人も参政権を要求す



　
も
し
婦
人
参
政
尚
早
論
を
唱
え
て
こ
れ
に
反
対
す
る
人
々
が
あ
る
な
ら
、

納
税
資
格
者
以
外
の
一
般
男
子
を
非
愛
国
者
の
如
く
に
見
て
普
通
選
挙
尚
早

論
を
唱
え
る
人
々
と
、
そ
の
不
徹
底
論
者
た
る
こ
と
に
お
い
て
大
差
は
な
い

と
思
い
ま
す
。

　
「
満
二
十
五
歳
以
上
の
日
本
人
は
男
女
の
別
な
く
一
斉
に
選
挙
権
を
享
有

す
る
こ
と
」
、
私
の
要
求
す
る
普
通
選
挙
は
こ
れ
で
す
。
婦
人
の
参
政
権
を

除
外
し
た
普
通
選
挙
は
、
政
治
を
以
て
全
日
本
人
の
政
治
た
ら
し
め
よ
う
と

す
る
　
　
愛
と
理
性
に
富
ん
だ
　
　
真
の
民
主
主
義
者
を
し
て
満
足
せ
し
め

ま
せ
ん
。

　
私
は
皆
さ
ん
の
徹
底
し
た
御
努
力
を
、
特
に
日
本
婦
人
の
現
在
の
立
場
か

ら
祈
り
ま
す
」
（
一
九
一
九
年
二
月
）

21



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
婦
人
公
論
』
一
九
一
九
年
三
月
）
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