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『
台
湾
総
統
選
挙
』（
晃
洋
書
房
）

　

─　
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
の
率
直
な
感
想
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
小
笠
原
欣
幸
・
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院
教

授　

台
湾
政
治
研
究
を
始
め
て
か
ら
共
著
は
何
冊
か
出
せ
ま
し
た

が
、
単
著
が
な
か
な
か
書
け
な
い
で
い
ま
し
た
。
民
主
化
後
の
台
湾

政
治
が
な
か
な
か
落
ち
着
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

変
化
が
一
段
落
し
た
ら
ま
と
め
よ
う
と
思
っ
て
い
て
も
次
の
変
化
が

始
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
具
合
で
す
。
結
局
、
本
書
を
書
き
上
げ
る

の
に
25
年
か
か
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
台
湾
総
統
選
挙
の
25
年
の

歴
史
と
重
な
り
ま
し
た
。
時
間
が
か
か
っ
た
だ
け
に
評
価
を
い
た
だ

け
た
こ
と
は
大
変
う
れ
し
い
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
政
治
研
究
か
ら
台
湾
政
治
研
究
へ

　

─　
先
生
は
そ
も
そ
も
大
学
の
学
部
、
大
学
院
生
時
代
か
ら
イ

ギ
リ
ス
の
研
究
を
さ
れ
、
そ
の
後
台
湾
研
究
に
移
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
初
の
イ
ギ
リ
ス
研
究
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
な
ぜ
台
湾
に
興
味

を
持
ち
研
究
に
入
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
小
笠
原
氏　

大
学
院
で
の
研
究
テ
ー
マ
は
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想

で
、
1
9
8
0
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
通
算
で
3
年
留
学
し
ま
し
た
。

博
士
論
文
は
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス

の
自
由
主
義
・
民
主
主
義
の
思
想
・
運
動
か
ら
当
時
の
サ
ッ
チ
ャ
ー

政
権
の
研
究
ま
で
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
ひ
と
通
り
掘
り
下
げ
、
専
門
書

を
2
冊
出
す
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
日
本
の
近
隣
の
民
主
主
義
も
勉
強
し
て
お
き
た
い
と
考

え
、
民
主
化
し
た
ば
か
り
の
台
湾
に
関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
、
台
湾

研
究
に
入
り
込
む
き
っ
か
け
で
し
た
。
ま
ず
は
台
湾
に
留
学
し
よ
う

と
思
い
立
ち
、
中
国
語
も
一
か
ら
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
35

歳
の
時
の
こ
と
で
す
。

　

当
初
は
、
比
較
政
治
学
の
観
点
か
ら
台
湾
の
民
主
主
義
に
つ
い
て

何
か
論
文
が
書
け
る
だ
ろ
う
と
甘
く
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

台
湾
に
一
年
滞
在
し
て
わ
か
っ
た
の
は
、
台
湾
と
い
う
小
さ
な
島
の

中
華
民
国
と
い
う
体
制
は
非
常
に
奥
が
深
く
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
分
裂
し
て
い
る
台
湾
政
治
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
テ
ー
マ
だ

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
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─　
そ
の
後
、
台
湾
研
究
は
ど
う
い
う
方
向
で
進
め
ら
れ
ま
し

た
か
。

　
小
笠
原
氏　

最
初
の
台
湾
留
学
で
1
9
9
4
年
の
台
北
市
長
選
挙

を
観
察
で
き
た
こ
と
が
よ
い
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
も

選
挙
活
動
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
政
党
が
競
い
合
う
だ
け

で
な
く
一
般
の
有
権
者
が
盛
り
上
が
る
台
湾
の
独
特
の
選
挙
戦
に
刺

激
を
受
け
ま
し
た
。
2
回
目
の
留
学
で
2
0
0
0
年
総
統
選
挙
の
始

ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
一
年
間
選
挙
観
察
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
で
研
究
の
方
向
が
台
湾
の
総
統
選
挙
に
決
ま
っ
た
の

で
す
。
い
ま
か
ら
考
え
れ
ば
、
台
湾
研
究
を
す
る
と
言
っ
て
か
ら
6

年
も
た
っ
て
よ
う
や
く
テ
ー
マ
が
決
ま
る
と
い
う
ず
い
ぶ
ん
の
ん
び

り
し
た
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
2
0
0
0
年
総
統
選
挙
の
時
に
、
初
め
て
日
本
台
湾
学
会
の

研
究
会
で
報
告
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
以
後
、
総
統
選
挙
の
度
に

同
学
会
研
究
会
で
報
告
さ
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
小

笠
原
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
選
挙
分
析
も
台
湾
関
係
者
の
間
で
読
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
時
、
中
国
の
学
者
か
ら
も
「
読
ん
で

い
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

中
台
関
係
、
国
際
政
治
に
も
影
響
を
与
え
る

台
湾
総
統
選
挙

　

─　
本
書
で
は
序
章
の
「
台
湾
政
治
概
説
」
に
続
き
、
1
9
9
6

年
の
台
湾
史
上
初
の
総
統
直
接
選
挙
か
ら
蔡
英
文
政
権
が
誕
生
し
た

2
0
1
6
年
ま
で
の
計
6
回
の
総
統
選
挙
に
つ
い
て
そ
の
詳
細
な
分

析
を
行
っ
て
い
ま
す
。
政
治
と
民
意
の
揺
れ
動
き
、
中
台
関
係
の
動

向
な
ど
を
描
き
、
台
湾
の
現
代
政
治
史
と
し
て
も
読
め
ま
す
。
総
統

選
挙
を
中
心
に
本
書
を
書
い
た
理
由
、
総
統
選
挙
が
持
つ
政
治
的
、

社
会
的
意
義
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

　
小
笠
原
氏　

民
主
化
後
の
台
湾
政
治
は
総
統
選
挙
を
軸
と
し
て
回

転
し
て
い
ま
す
。
通
常
、
民
進
党
と
国
民
党
の
対
立
と
し
て
描
か
れ

ま
す
が
、
選
挙
は
次
の
四
年
間
の
政
権
運
営
を
誰
に
託
す
か
と
い
う

選
択
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
台
湾
の
あ
り
方
」
を
め
ぐ
る
異
な
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
・
異
な
る
社
会
勢
力
の
間
の
争
い
で
す
。
台
湾
社
会
全
体

を
巻
き
込
む
最
大
の
政
治
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
だ
け
な
く
、中
台
関
係
、

国
際
政
治
に
も
影
響
を
与
え
ま
す
。
総
統
選
挙
を
分
析
し
描
写
す
る

こ
と
で
、
現
代
の
台
湾
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
。

　

─　
本
書
を
読
む
と
、
台
湾
の
原
住
民
（
古
く
か
ら
台
湾
に
居

住
す
る
先
住
民
）、
閩
南
系
本
省
人
（
17
世
紀
以
降
の
中
国
福
建
省

南
部
か
ら
の
移
民
の
末
裔
）、
客
家
系
本
省
人
（
同
じ
く
広
東
省
内

陸
な
ど
か
ら
の
移
民
の
末
裔
）、
外
省
人
（
中
国
共
産
党
と
の
内
戦

に
敗
れ
て
台
湾
に
逃
れ
た
中
国
国
民
党
に
伴
っ
た
移
民
）
の
四
つ
の

グ
ル
ー
プ
（
族
群
）
の
投
票
傾
向
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
族
群
の
意

識
は
変
わ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
小
笠
原
氏　

大
き
な
傾
向
で
い
う
と
、
民
進
党
は
閩
南
系
本
省
人

の
支
持
を
多
く
集
め
、
国
民
党
は
外
省
人
、
客
家
系
、
原
住
民
の
支

持
を
多
く
集
め
て
い
ま
す
。
本
書
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
相
関
係
数
も
算
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出
し
実
証
的
に
論
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
こ
の
構
造
は
多

元
化
・
流
動
化
し
て
い
ま
す
。
若
い
世
代
で
は
、族
群
を
超
え
て
「
台

湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
広
が
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
外
省
人

も
第
二
世
代
、
第
三
世
代
と
な
る
と
台
湾
中
心
に
も
の
を
考
え
る
若

者
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
本
省
人
の
家
庭
に
育
っ
た
若
者
が

経
済
成
長
著
し
い
中
国
で
就
職
し
た
り
、
中
国
の
大
学
に
進
学
し
た

り
す
る
例
も
あ
り
ま
す
。

多
数
派
を
占
め
る
「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

総
統
直
接
選
挙
で
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
が
完
成

　

─　
当
初
、
国
民
党
が
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
公
式
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
広
げ
、
そ
れ
に
不
満
を
持
つ
本
省
人
が
反
発
し
、
こ

の
中
か
ら
台
湾
独
立
の
考
え
方
が
生
ま
れ
て
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
近
年
、「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」と
い
う
政
治
的
立
場
が
出
て
き
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

本
書
で
詳
し
く
説
明
し
て
い
ま
す
が
、改
め
て「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」
と
は
何
か
、
台
湾
の
中
で
ど
の
程
度
存
在
す
る
の
か
な
ど
、

そ
の
基
礎
知
識
を
説
明
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

　
小
笠
原
氏　
「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
の
は
、
台
湾

人
と
し
て
の
自
己
意
識
、
台
湾
へ
の
愛
着
、
台
湾
は
中
国
と
は
別
だ

と
い
う
意
識
を
指
し
て
広
く
使
わ
れ
ま
す
。
私
は
、
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
間
で
「
現
状
維
持
」
を
主
張
す

る
ゆ
る
や
か
な
政
治
的
立
場
と
い
う
定
義
で
使
っ
て
い
ま
す
。「
現

状
維
持
」
の
立
場
は
、
ど
の
世
論
調
査
で
見
て
も
多
数
派
で
す
。

　

統
一
で
も
独
立
で
も
な
い
立
場
と
い
う
と
、比
較
政
治
学
的
に
は
、

例
え
ば
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
派
と
の
間
の
中
間
派
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
無
色
透
明
で
は
な
く
台
湾
と

い
う
色
が
つ
い
た
中
間
派
で
す
。
台
湾
へ
の
愛
着
自
体
は
古
く
か
ら

あ
り
ま
す
が
、「
現
状
維
持
」
の
立
場
は
中
華
民
国
が
民
主
化
し
台

湾
化
し
た
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
政
治
的
立
場
で
す
。
蒋
介
石
の
時

代
で
し
た
ら
、
中
華
民
国
の
現
状
と
は
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立

場
で
あ
り
、
台
湾
へ
の
愛
着
を
貫
こ
う
と
す
れ
ば
中
華
民
国
を
打
倒

す
る
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
で
表
現
す
る
か
、
あ
る
い
は
沈

黙
す
る
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
ゆ
る
や
か
な
「
台
湾
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
の
立
場
が
民
意
の
主
流
に
な
る
よ
う
に
導
い
た
の
は
李

登
輝
で
す
。
本
書
で
は
、
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
中
国
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
、「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
三
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
民
進
党
と
国
民
党
の
二
大
政
党
の
立
ち
位
置
を
モ
デ
ル
化
し
て
毎

回
の
選
挙
戦
と
選
挙
結
果
を
分
析
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
台
湾
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
支
持
を
多
く
取
り
込
ん
だ
政
党
の
候
補
者
が
例

外
な
く
当
選
す
る
と
い
う
の
が
本
書
の
分
析
結
果
で
す
。

　

─　
李
登
輝
氏
が
当
選
し
た
1
9
9
6
年
の
初
の
総
統
直
接
選

挙
は
、「
台
湾
の
民
主
化
の
到
達
点
で
あ
り
、
民
主
化
後
の
台
湾
政

治
の
起
点
」
と
総
括
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
義
を
改
め
て
説
明
し

て
く
だ
さ
い
。

　
小
笠
原
氏　

一
人
一
票
で
最
高
権
力
者
を
選
ぶ
総
統
直
接
選
挙
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は
、
民
主
化
の
一
連
の
制
度
改
革
の
最
後
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な

ピ
ー
ス
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
権
威
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体

制
へ
の
移
行
が
完
成
し
ま
し
た
。台
湾
は
、下
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
里
・
村
の
レ
ベ
ル
の
長
か
ら
、
郷
鎮
、
県
市
の
首
長
、
議
員
、
そ

し
て
上
は
総
統
ま
で
、
す
べ
て
自
由
な
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る

政
治
シ
ス
テ
ム
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
民
主
化
し
台
湾
化
し
た

中
華
民
国
の
選
挙
共
同
体
で
す
。
こ
こ
か
ら
広
い
意
味
で
の
「
台
湾

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
広
が
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。
こ
れ

が
台
湾
政
治
の
新
た
な
変
化
の
起
点
と
な
り
、
中
台
関
係
の
内
実
も

変
化
さ
せ
ま
し
た
。
総
統
選
挙
は
、
台
湾
と
中
国
の
政
治
体
制
の
違

い
を
最
も
わ
か
り
や
す
く
示
す
制
度
と
な
り
ま
し
た
。

地
元
の
人
々
に
支
え
ら
れ
た
現
地
調
査

　

─　
先
生
は
、
台
湾
の
地
方
選
挙
ま
で
定
点
観
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
地
方
の
調
査
の
意
義
・
重
要
性
と
、
現
地
調
査
の
困
難
さ
、
成

果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　
小
笠
原
氏　

台
湾
の
中
西
部
に
位
置
す
る
雲
林
県
を
定
点
観
測
の

場
所
に
選
び
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
20
年
近
く
続
け
て
き
ま
し
た
。

雲
林
県
と
い
う
の
は
本
省
人
中
心
の
農
業
県
で
、
国
民
党
が
強
く
地

方
派
閥
が
競
い
合
う
と
い
う
点
で
、
台
湾
の
典
型
的
な
地
方
政
治
が

展
開
さ
れ
て
い
る
県
で
す
。
こ
の
雲
林
県
の
地
方
政
治
と
地
方
選
挙

を
詳
し
く
見
て
い
け
ば
台
湾
政
治
の
流
れ
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
の
で
す
が
、
そ
の
狙
い
は
う
ま
く
あ
た
り
ま
し
た
。

　

観
察
を
始
め
て
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、
雲
林
県
は
国
民
党
の
牙
城

か
ら
民
進
党
の
牙
城
へ
と
大
転
換
を
遂
げ
ま
し
た
。
本
書
の
テ
ー
マ

で
あ
る
「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
固
ま
っ
て
い
く
政
治
過
程

の
現
場
を
村
レ
ベ
ル
や
個
人
レ
ベ
ル
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
外
交
史
研
究
な
ど
と
は
異
な
り
、
文
書
資
料
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
。
台
湾
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
は
も
ち
ろ
ん
参
照
し
ま
す
が
、

十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
が
不
可
欠
で
し

た
。
と
は
い
っ
て
も
最
初
か
ら
成
果
の
あ
が
る
調
査
と
い
う
の
は
無

理
で
す
。

　

多
く
の
地
元
の
人
た
ち
に
助
け
て
も
ら
い
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な

立
場
の
人
の
世
間
話
を
聞
い
て
回
り
ま
し
た
。雲
林
県
で
は
私
が「
地

方
政
治
研
究
の
師
」
と
仰
ぐ
人
物
に
出
会
っ
た
こ
と
で
研
究
が
進
展

し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
政
治
家
や
各
種
団
体
関
係
者
や
キ
ー
パ
ー

ソ
ン
ら
に
面
会
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
相
手
に
し

て
く
れ
な
い
人
も
い
ま
し
た
し
、
懇
切
丁
寧
に
教
え
て
く
れ
た
人
も

い
ま
し
た
。
ロ
ー
カ
ル
な
質
問
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
で
話
が
弾
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
は
、
台
湾
の
政
党
対
立
に
関
係
の
な
い

外
国
の
研
究
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
た
と
思
い
ま
す
。

全
投
票
所
の
投
票
結
果
を
分
析
し

選
挙
情
勢
を
正
確
に
把
握

　

─　
ま
た
、
先
生
は
2
0
1
6
年
総
統
選
挙
で
3
候
補
者
の
得

票
率
を
完
全
一
致
で
予
測
す
る
な
ど
、
選
挙
分
析
で
大
き
な
評
価
を
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得
て
い
ま
す
。
現
地
調
査
と
詳
細
な
過
去
の
選
挙
結
果
の
デ
ー
タ
を

駆
使
さ
れ
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
先
生
の
選
挙
分
析
の
手
法

と
デ
ー
タ
作
成
の
重
要
性
や
難
し
さ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
小
笠
原
氏　

台
湾
政
治
は
と
に
か
く
選
挙
で
動
い
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
選
挙
は
得
票
率
と
得
票
数
の
数
字
で
表
さ
れ
ま
す
。
選
挙
情

勢
を
正
確
に
追
跡
で
き
て
い
れ
ば
台
湾
政
治
の
流
れ
も
把
握
で
き
る

は
ず
だ
と
考
え
て
、
選
挙
前
の
情
勢
調
査
と
選
挙
結
果
の
数
字
の
分

析
に
こ
だ
わ
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
で
は
投
票
結
果
は
市
町
村
ご
と
に
ま
と
め
て
公
表
さ
れ
ま
す

が
、
台
湾
で
は
す
べ
て
の
投
票
所
の
投
票
結
果
が
公
表
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
里
・
村
レ
ベ
ル
の
投
票
行
動
が
わ

か
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
郷
鎮
レ
ベ
ル
、
県
市
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
全
国

レ
ベ
ル
の
投
票
結
果
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
デ
ー

タ
を
自
分
の
エ
ク
セ
ル
で
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
台
湾

に
は
1
万
5
0
0
0
ほ
ど
の
投
票
所
が
あ
り
エ
ク
セ
ル
が
重
た
く
な

り
ま
す
。
こ
れ
で
地
方
ご
と
の
毎
回
の
選
挙
で
の
振
れ
幅
を
計
算
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
ど
こ
を
ど
う
見
れ
ば
よ
い
の
か
が
絞
ら
れ
て
き

ま
す
。

　

雲
林
県
で
学
ん
だ
地
方
政
治
の
構
造
と
調
査
の
方
法
は
応
用
が
き

き
、
各
県
市
の
選
挙
情
勢
を
理
解
す
る
う
え
で
大
い
に
役
立
ち
ま
し

た
。
次
第
に
台
湾
の
全
県
市
の
情
勢
判
断
を
積
み
上
げ
て
、
総
統
選

挙
の
流
れ
を
把
握
す
る
と
い
う
方
法
論
が
で
き
て
き
ま
し
た
。

　

毎
回
の
総
統
選
挙
で
、
地
方
で
実
際
に
票
を
投
じ
る
人
た
ち
、
票

を
動
か
す
人
た
ち
の
考
え
を
聞
い
て
い
く
こ
と
で
、
台
北
の
党
本
部

レ
ベ
ル
の
動
き
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
ど
の
陣
営
の
選
挙

戦
略
が
ど
の
程
度
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
重
要
な
材

料
に
な
り
ま
し
た
。

　

2
0
1
2
年
に
は
総
統
候
補
の
得
票
率
を
か
な
り
高
い
精
度
で
予

測
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
2
0
1
6
年
に
は
完
全
一
致
の
予
測
が
で

き
ま
し
た
。2
0
2
0
年
も
ほ
ぼ
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

予
測
の
的
中
は
台
湾
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
、
台
湾
で

は
ち
ょ
っ
と
し
た
著
名
人
に
な
り
ま
し
た
。

　

─　
昨
年
11
月
に
出
版
さ
れ
た
本
書
に
は
蔡
英
文
総
統
が
再
選

さ
れ
た
2
0
2
0
年
総
統
選
挙
の
分
析
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
蔡

英
文
総
統
が
圧
勝
し
た
今
回
の
総
統
選
を
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
ま

す
か
。
ま
た
今
回
の
総
統
選
挙
は
台
湾
政
治
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な

位
置
づ
け
に
な
り
ま
す
か
。

　
小
笠
原
氏　

本
書
を
上
梓
で
き
た
の
は
台
湾
政
治
の
変
化
が
一
段

落
し
て
台
湾
の
方
向
に
つ
い
て
の
民
意
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
た
と
判

断
で
き
た
か
ら
で
す
。
20
年
選
挙
は
、
実
は
本
書
の
16
年
選
挙
の
分

析
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
台
湾
を
内
側
か
ら

揺
さ
ぶ
っ
て
き
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
定
の

回
答
が
出
た
と
い
う
の
が
本
書
の
分
析
で
す
が
、
そ
れ
が
20
年
選
挙

で
裏
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
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今
後
も
中
国
の
介
入
が
懸
念
さ
れ
る
総
統
選
挙

　

─　
台
湾
の
総
統
選
挙
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
の
が
中
国

の
存
在
で
す
。
中
国
は
「
一
国
二
制
度
」
に
よ
る
台
湾
統
一
を
堅
持

し
、
2
0
0
5
年
3
月
、
台
湾
に
対
す
る
武
力
行
使
の
法
的
根
拠
と

な
る
「
国
家
分
裂
法
」
を
制
定
し
ま
し
た
。
中
国
の
影
響
に
つ
い
て

簡
単
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

　
小
笠
原
氏　

中
国
の
大
国
化
で
台
湾
に
対
す
る
影
響
力
は
強
ま
っ

て
い
ま
す
。
経
済
的
に
は
台
湾
の
中
国
依
存
度
は
か
な
り
高
く
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
広
が
っ
た
こ

と
で
台
湾
人
の
意
識
は
逆
に
中
国
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
ま
す
。
台
湾

の
有
権
者
が
自
発
的
に
中
国
の
統
一
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
も
う
答
え
は
出
た
と
言
え
ま
す
。

　

中
国
は
軍
事
力
に
よ
る
威
嚇
と
制
裁
の
可
能
性
を
ほ
の
め
か
す
こ

と
で
台
湾
の
選
挙
に
介
入
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
2
0
1
6
年
と

20
年
は
連
続
し
て
失
敗
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
台
湾
が
今
後
も
中
国

に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
次
の
選
挙

で
は
、
中
国
の
威
嚇
が
さ
ら
に
強
ま
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

中
国
の
軍
事
的
脅
威
に
直
面
す
る
台
湾

国
際
社
会
の
注
視
と
支
援
が
必
要

　

─　
香
港
大
規
模
デ
モ
、
そ
れ
に
続
く
中
国
の
「
香
港
国
家
安

全
維
持
法
」
の
施
行
は
台
湾
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
中

国
が
軍
事
的
圧
力
を
強
め
る
中
、
中
台
関
係
は
今
後
、
ど
の
よ
う
な

枠
組
み
で
推
移
す
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　
小
笠
原
氏　

中
台
関
係
の
枠
組
み
は
も
は
や
、
国
共
内
戦
の
延
長

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
台
湾
は
統
一
に
は
N
O
だ
と
明
確
に
表
明
し
て

い
ま
す
。
中
国
共
産
党
は
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
国
論
の
統
一
を

図
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
論
理
に
お
い
て
台
湾
統
一
の
価
値
は
非
常
に

高
い
で
す
か
ら
、
習
近
平
指
導
部
が
台
湾
の
民
意
に
か
か
わ
ら
ず
統

一
の
圧
力
を
強
化
す
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
習
近
平
は
台

湾
問
題
を
先
送
り
し
な
い
と
表
明
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
の
軍
事
力
は
年
々
増
強
さ
れ
、
い
ま
や
台
湾
軍
が
正
面
か
ら

立
ち
向
か
う
の
は
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
が
武
力

で
台
湾
を
統
一
す
る
た
め
に
は
上
陸
作
戦
を
成
功
さ
せ
て
台
湾
を
軍

事
的
に
占
領
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
上
陸
作
戦
を
少
な
い

犠
牲
で
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
時
点
で
も
こ
の
先
の
一
定
の
期
間

に
お
い
て
も
困
難
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
が
軍
事

的
に
介
入
す
る
か
ど
う
か
は
あ
い
ま
い
で
す
が
、
中
国
に
と
っ
て
米

軍
の
介
入
が
な
い
と
決
め
て
か
か
っ
て
台
湾
侵
攻
作
戦
を
行
う
こ
と

は
あ
ま
り
に
も
リ
ス
ク
が
大
き
い
の
で
、
依
然
と
し
て
そ
の
あ
い
ま

い
さ
が
抑
止
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

中
国
と
し
て
は
台
湾
人
に
抵
抗
を
あ
き
ら
め
さ
せ
る
た
め
、
中
国

の
力
を
見
せ
つ
け
る
部
分
的
な
軍
事
行
動
を
と
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
中
国
は
そ
れ
を
「
懲
罰
的
軍
事
行
動
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ

こ
で
台
湾
社
会
が
パ
ニ
ッ
ク
に
な
れ
ば
中
国
の
狙
い
通
り
に
な
り
ま
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す
。
台
湾
は
そ
の
試
練
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
際
社
会

の
注
視
と
支
援
が
必
要
で
す
。

　

台
湾
側
は
、
中
国
が
武
力
行
使
の
レ
ッ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
い
る
台

湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
と
ら
ず
に
自
制
し
て
い
ま
す
。
単
純
化
し
て

い
え
ば
、
台
湾
は
一
人
一
票
の
総
統
選
挙
に
代
表
さ
れ
る
民
主
主
義

の
体
制
と
生
活
様
式
を
続
け
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
だ
け
で

す
。
本
書
で
扱
っ
た
台
湾
総
統
選
挙
の
歴
史
は
、
台
湾
の
人
々
が
そ

の
決
意
を
し
だ
い
に
固
め
て
き
た
歴
史
で
す
。
そ
の
歩
み
を
日
本
の

読
者
に
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
。
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