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今
年
は
世
界
的
に
か
つ
て

な
い
ほ
ど
選
挙
の
当
た
り
年

で
し
た
。
主
要
国
の
選
挙
を

挙
げ
る
と
、台
湾
総
統
選（
１

月
）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
統

領
選（
２
月
）、
ロ
シ
ア
大
統

領
選（
３
月
）、
イ
ン
ド
総
選

挙（
５
月
）、
メ
キ
シ
コ
大
統

領
選（
６
月
）、
Ｅ
Ｕ
欧
州
議

会
選（
同
）、
イ
ギ
リ
ス
総
選

挙（
７
月
）、日
本
総
選
挙（
１０

月
）、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選

（
１１
月
）等
々
。

こ
れ
ら
一
連
の
選
挙
、
と

り
わ
け
日
米
両
国
の
選
挙
の

結
果
、
当
該
国
が
ど
う
変
わ

り
、
そ
し
て
世
界
が
ど
う
変

わ
り
つ
つ
あ
る
か
は
、
今
後

じ
っ
く
り
議
論
す
る
と
し

て
、
今
回
は
「
民
主
主
義
の

危
機
」
と
も
い
わ
れ
る
世
界

の
現
状
に
お
い
て
、
民
主
主

義
の
基
盤
を
な
す
「
選
挙
」

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、

色
々
な
角
度
か
ら
考
え
直
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
が
多
大

の
時
間
と
金
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
消
費
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

予
備
選
挙
か
ら
勘
定
す
る
と

選
挙
活
動
に
２
年
以
上
か
か

る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
は
別

格
と
し
て
、
そ
の
他
の
国
で

も
毎
回
大
変
な
騒
ぎ
で
す
。

札
束
は
飛
ぶ
し
、
候
補
者
同

士
の
激
し
い
誹
謗
中
傷
合

戦
、
果
て
は
殺
傷
（
暗
殺
）

事
件
等
々
、
何
で
も
あ
り
で

す
。
今
回
の
選
挙
戦
に
お
け

る
ト
ラ
ン
プ
氏
の
２
度
の
暗

殺
未
遂
事
件
は
異
常
と
い
う

ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

一
人
の
リ
ー
ダ
ー
が
何
年
、

何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
政
権

を
独
占
す
る
独
裁
国
家
（
ロ

シ
ア
、中
国
、北
朝
鮮
、軍
事

政
権
下
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
な

ど
）
と
違
っ
て
、
民
主
主
義

制
度
（
代
議
制
）
を
採
用
す

る
国
の
政
治
に
は
多
か
れ
少

な
か
れ
非
効
率
性
が
目
立
ち

ま
す
。
今
流
に
言
え
ば
タ
イ

パ
、
コ
ス
パ
が
は
な
は
だ
し

く
悪
い
。
短
距
離
競
争
を
し

た
ら
、
民
主
主
義
国
家
は
独

裁
国
家
に
と
て
も
か
な
い
ま

せ
ん
。

か
つ
て
英
国
首
相
を
長
年

務
め
た
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ

ャ
ー
チ
ル
の
有
名
な
セ
リ
フ

が
あ
り
ま
す
。

「
民
主
主
義

は
最
低
、
最
悪

の
政
治
形
態

だ
。
た
だ
し
、

そ
の
他
の
す
べ

て
の
政
治
形
態

を
除
け
ば
の
話

だ
が
」

つ
ま
り
、
他
の
す
べ
て
の

政
治
制
度
に
比
べ
れ
ば
民
主

主
義
は
ま
だ
ま
し
で
あ
る
、

我
々
は
民
主
主
義
制
度
を
維

持
す
る
た
め
に
は
辛
抱
強
く

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
。
い
か
に
も
チ
ャ
ー
チ

ル
ら
し
い
、
ひ
ね
り
の
利
い

た
警
句
で
あ
り
至
言
だ
と
思

い
ま
す
。

た
だ
、私
た
ち
の
よ
う
に
、

日
米
戦
争
が
終
わ
っ
た
１
９

４
５
年
に
８
歳
、
小
学
３
年

生
だ
っ
た
戦
中
派
世
代
の
者

に
は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
目

に
す
る
民
主
主
義
と
い
う
言

葉
が
実
に
新
鮮
で
、
希
望
に

満
ち
、
き
ら
き
ら
輝
い
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
す
。
戦
前

の
教
科
書
は
軍
国
主
義
を
あ

お
る
も
の
だ
か
ら
と
い
う
こ

と
で
、
全
面
的
に
使
用
が
禁

止
さ
れ
、
代
わ
り
に
配
布
さ

れ
た
薄
っ
ぺ
ら
の
教
科
書
の

一
つ
が
確
か
「
新
し
い
民
主

主
義
」
と
い
う
よ
う
な
表
題

で
、
そ
こ
に
は
民
主
主
義
が

い
か
に
優
れ
て
い
る
か
が
誇

ら
し
げ
に
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
連
合
国
軍
総

司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
書
い

た
原
稿
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
し

た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
私
た
ち
は
、
こ
の
教
科

書
を
読
ん
で
、
民
主
主
義
へ

の
憧
れ
を
感
じ
、
こ
れ
か
ら

の
日
本
は
民
主
主
義
国
家
と

し
て
立
派
に
生
き
て
い
く
べ

き
だ
と
子
供
心
に
強
く
意
識

し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
原
点
的
な
体

験
か
ら
す
る
と
、
後
年
耳
に

し
た
こ
の
チ
ャ
ー
チ
ル
の
箴

言
（
し
ん
げ
ん
）
に
は
少
な

か
ら
ず
違
和
感
を
覚
え
ま
し

た
が
、年
を
重
ね
る
ご
と
に
、

そ
の
意
味
が
分
か
る
よ
う
に

な
り
、
今
で
は
全
く
納
得
、

同
感
で
す
。
民
主
主
義
は
決

し
て
最
善
で
も
理
想
的
な
も

の
で
も
な
く
、
極
め
て
欠
点

だ
ら
け
の
制
度
だ
、
だ
か
ら

こ
そ
不
断
の
注
意
と
努
力
に

よ
っ
て
慎
重
に
運
用
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

と
痛
感
し
ま
す
。

と
く
に
こ
の
数
年
来
、
民

主
主
義
の
お
手
本
だ
っ
た
は

ず
の
米
国
で
民
主
主
義
を
否

定
す
る
よ
う
な
「
ト
ラ
ン
プ

旋
風
」
が
吹
き
荒
れ
、
政
治

や
政
治
家
が
昔
に
比
べ
て
著

し
く
劣
化
し
た
よ
う
に
見

え
、
「
民
主
主
義
の
危
機
」

と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。

日
本
で
も
、
と
く
に
「
失
わ

れ
た
３０
年
」
以
後
、
政
治
の

乱
れ
や
停
滞
が
目
立
ち
、
国

民
の
政
治
不
信
が
高
ま
っ
て

お
り
、
こ
う
し
た
現
状
に
ど

う
対
処
す
る
か
が
大
問
題
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
後
述
し
ま
す
。

（
２
面
に
続
く
）

政
治
不
信
と
民
主
主
義
の
危
機

民
主
主
義
は

コ
ス
パ
が
悪
い

日
本
の
選
挙
は
な
ぜ
金
が
か
か
る
の
か

昔
は
民
主
主
義
は

輝
い
て
い
た

チ
ャ
ー
チ
ル
首
相

◯４４

２０２４.１１．１８

終戦直後の社会科教科書の
表紙
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こ
こ
で
、
少
し
寄
り
道
を

し
て
、
そ
も
そ
も
民
主
主
義

と
は
何
か
、
歴
史
的
に
ど
の

よ
う
に
し
て
発
達
し
て
き
た

か
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
と
言
っ
て
も
、

そ
れ
を
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス

の
中
で
論
ず
る
の
は
到
底
不

可
能
な
の
で
、
駆
け
足
で
お

さ
ら
い
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

古
く
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

ー
マ
時
代
か
ら
何
千
年
も
か

け
て
、
多
く
の
試
行
錯
誤
を

経
て
現
在
の
よ
う
な
形
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰

で
も
知
っ
て
い
る
通
り
。
英

語
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の

語
源
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
で

人
民
・
民
衆
を
意
味
す
る

「
デ
モ
ス
」
と
、
権
力
や
支

配
を
意
味
す
る「
ク
ラ
ト
ス
」

を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、

「
人
民
権
力
」
「
民
衆
支
配
」

「
国
民
主
権
」
な
ど
の
意
味

を
持
つ
と
さ
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
現
代
民
主
主
義
国
家
で

は
、
人
々
は
選
挙
権
を
行
使

し
て
自
ら
の
代
行
者
（
代
議

員
）
を
選
ぶ
。
選
ば
れ
た
代

議
員
は
自
己
を
選
出
し
た

人
々
の
意
思
を
代
行
し
、
多

数
決
・
法
治
主
義
の
下
に
権

力
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

そ
こ
で
民
主
主
義
の
基
盤

と
な
る
の
は
選
挙
で
す
。
古

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
国
家

や
、
現
在
で
も
ス
イ
ス
の
よ

う
に
人
口
の
少
な
い
国
で

は
、
直
接
民
主
主
義
制
で
、

原
則
的
に
全
国
民
（
市
民
）

が
審
議
や
決
定
に
参
加
し
ま

す
が
、
大
部
分
の
国
で
は
間

接
民
主
主
義
制
を
と
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
場
合
で
も
、
昔

は
哲
人
（
知
的
エ
リ
ー
ト
）

や
貴
族
な
ど
上
流
階
級
の
人

た
ち
が
選
ば
れ
て
議
会
を
構

成
し
て
い
ま
し
た
が
、
幾
度

か
の
革
命
や
政
治
改
革
を
経

て
現
在
の
よ
う
な
普
通
選
挙

に
な
り
ま
し
た
。

日
本
で
は
明
治
、
大
正
時

代
を
通
じ
て
普
通
選
挙
制
度

が
徐
々
に
普
及
し
ま
し
た

が
、
今
の
よ
う
に
、
女
性
を

含
め
て
、
一
人
一
票
の
完
全

な
普
通
選
挙
制
に
な
っ
た
の

は
戦
後
、
新
憲
法
に
な
っ
て

か
ら
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
歴

史
は
浅
く
、
今
後
も
い
ろ
い

ろ
な
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し

な
が
ら
改
善
さ
れ
て
い
く
べ

き
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。

諸
外
国
の
例
を
見
て
も
、

一
口
に
選
挙
に
基
づ
く
民
主

主
義
制
度
と
い
っ
て
も
実
態

は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。例
え
ば
、

現
在
の
ロ
シ
ア
の
よ
う
に
形

式
上
大
統
領
選
挙
制
を
と
っ

て
い
る
も
の
の
、
プ
ー
チ
ン

氏
が
２０
年
余
に
わ
た
っ
て
大

統
領
に
居
座
っ
て
い
る
国
、

北
朝
鮮
の
よ
う
に
完
全
に
金

一
家
の
世
襲
制
な
の
に
、
国

名
で
は
ち
ゃ
っ
か
り
「
朝
鮮

民
主
主
義
共
和
国
」
（
Ｄ
Ｐ

Ｒ
Ｋ
）
を
名
乗
っ
て
い
る
国

な
ど
。

ま
た
、
変
わ
っ
た
と
こ
ろ

で
は
、昔
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
、

独
立
後
長
年
政
権
を
担
当
し

た
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
（
日
本

の
テ
レ
ビ
な
ど
で
お
な
じ
み

の
デ
ヴ
ィ
夫
人
の
夫
）
は
、

「
指
導
さ
れ
た
民
主
主
義
」

（
Ｇ
ｕ
ｉ
ｄ
ｅ
ｄ

Ｄ
ｅ
ｍ

ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｃ
ｙ
）
の
提
唱
者

と
し
て
有
名

で
し
た
。
し

か
し
彼
自
身
、

最
後
は
ク
ー

デ
タ
ー
に
遭

い
失
脚
し
ま

し
た
。

こ
の
ほ
か

に
も
民
主
主

義
の
チ
ャ
ン

ピ
オ
ン
と
う

た
わ
れ
た
政

治
家
や
英
雄

は
東
西
古
今

多
数
い
ま
す

が
、
百
点
満

点
の
民
主
主

義
を
実
行
し

た
国
や
政
治
家
は
い
ま
だ
か

つ
て
ど
こ
に
も
存
在
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。人
類
永
遠

の
課
題
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

翻
っ
て
、
現
在
の
日
本
の

状
況
に
つ
い
て
で
す
が
、
ア

メ
リ
カ
と
は
別
の
意
味
で
、

民
主
主
義
の
危
機
が
迫
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

と
く
に
こ
の
半
年
ほ
ど
は
、

自
民
党
の
「
裏
金
」
問
題
で

政
界
は
大
騒
ぎ
で
、
今
回
の

総
選
挙
で
も
最
大
の
争
点
に

な
り
、
そ
の
た
め
石
破
・
自

民
党
は
大
敗
し
ま
し
た
が
、

こ
の
窮
地
を
自
民
党
が
ど
う

切
り
抜
け
ら
れ
る
か
が
注
目

さ
れ
ま
す
。

こ
の
問
題
の
根
底
に
は
、

政
治
に
金
が
か
か
り
過
ぎ
る

と
い
う
現
状
が
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
実
際
に
選
挙
活
動

に
ど
の
く
ら
い
か
か
っ
て
い

る
か
は
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん
。
ま
た
、
選
挙
の
た
び
に
、

明
ら
か
に
売
名
目
的
と
み
ら

れ
る
よ
う
な
無
責
任
な
候
補

者
が
現
れ
ま
す
が
、
こ
の
対

策
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。昔

か
ら
「
猿
は
木
か
ら
落

ち
て
も
猿
だ
が
、
代
議
士
は

落
選
し
た
ら
た
だ
の
人
だ
」

（
元
自
民
党
副
総
裁
の
大
野

伴
睦
の
名
言
）
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
当
選
す
る
た
め
に
は

知
名
度
が
不
可
欠
で
、
そ
の

た
め
に
は
「
悪
名
も
無
名
よ

り
ま
し
」と
ば
か
り
、故
意
に

奇
矯
な
振
る
舞
い
を
す
る
人

も
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人
に

立
候
補
さ
せ
な
い
手
立
て
も

必
要
で
し
ょ
う
。
（
一
つ
の

対
策
と
し
て
、
各
自
治
体
の

選
挙
管
理
委
員
会
が
事
前
に

面
接
し
て
篩
に
か
け
る
と
か
）

他
方
、
日
本
の
政
治
家
の

報
酬
は
世
界
で
も
最
も
高
い

部
類
に
属
す
る
と
い
わ
れ
、

あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
国
会
議

員
の
平
均
報
酬
は
約
３
０
０

０
万
円
で
世
界
第
３
位
（
１

位
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
２
位

は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
）
。
こ
れ

を
大
幅
に
減
額
せ
よ
と
い
う

声
が
強
い
も
の
の
、
国
会
議

員
の
報
酬
額
に
つ
い
て
は
当

然
国
会
に
よ
る
法
改
正
が
必

要
で
、
実
現
は
容
易
で
は
な

さ
そ
う
で
す
。

た
だ
、
仮
に
大
幅
減
額
す

る
に
し
て
も
、
角
を
矯（
た
）

め
て
牛
を
殺
す
結
果
に
な
っ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
と
く
に

議
員
の
政
策
立
案
能
力
を
高

め
る
た
め
の
経
費
は
必
要

で
、
例
え
ば
、
米
国
議
会
の

よ
う
に
議
員
立
法
を
助
け
る

た
め
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
集
団

を
設
け
る
こ
と
が
理
想
的
で

し
ょ
う
。
私
も
現
役
時
代
、

訪
米
す
る
た
び
に
ワ
シ
ン
ト

ン
Ｄ
Ｃ
の
連
邦
議
会
付
属
の

議
会
調
査
局（
Ｃ
Ｒ
Ｓ
）で
い

ろ
い
ろ
な
専
門
家
に
会
い
、

意
見
交
換
し
ま
し
た
。
彼
ら

は
ほ
ぼ
全
員
博
士
号
か
修
士

号
を
持
ち
、
立
法
作
業
の
経

験
も
豊
富
で
、
連
邦
議
会
を

裏
で
し
っ
か
り
支
え
て
い
る

と
の
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

日
本
の
よ
う
に
、
当
選
回

数
の
少
な
い
若
い
政
治
家
が
、

次
の
選
挙
に
備
え
て
東
京
と

選
挙
区
の
往
復
で
時
間
を
取

ら
れ
、
十
分
勉
強
も
し
て
い

ら
れ
な
い
よ
う
で
は
政
治
の

質
が
向
上
す
る
は
ず
が
あ
り

ま
せ
ん
。
昔
か
ら
よ
く
言
わ

れ
る
よ
う
に
「（
選
挙
に
）出

た
い
人
よ
り
出
し
た
い
人
」

が
立
候
補
で
き
る
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
を
創
り
出
す
た
め
の

工
夫
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
の
場
合
、

政
治
家
の
世
襲
の
問
題
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
現
行
憲

法
の
下
で
内
閣
総
理
大
臣
に

な
っ
た
政
治
家
は
石
破
茂
氏

ま
で
で
３４
人
。
そ
の
中
で
、

２
親
等
内
の
親
族（
祖
父
母
、

父
母
、
兄
弟
姉
妹
、
子
、
孫
）

が
国
会
議
員
で
あ
る
、
ま
た

は
、
あ
っ
た
政
治
家
は
実
に

２６
人
も
い
ま
す
（
石
破
氏
の

父
は
鳥
取
県
知
事
、
衆
院
議

員
、祖
父
も
知
事
経
験
者
）。

私
は
世
襲
政
治
家
が
一
概
に

悪
い
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、

要
は
当
人
の
実
力
が
あ
る
か

ど
う
か
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
た
だ
、
知
名
度
の
点
で

世
襲
政
治
家
が
有
利
な
の
は

明
ら
か
な
の
で
、あ
る
程
度
の

制
限（
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
）

を
課
す
の
は
良
い
と
思
い
ま

す
（
例
え
ば
、
父
親
と
同
じ

選
挙
区
か
ら
の
立
候
補
は
一

定
期
間
禁
止
す
る
な
ど
）
。

私
は
国
内
政
治
や
選
挙
制

度
の
専
門
家
で
は
な
い
し
、

い
ま
さ
ら
公
職
選
挙
に
出
る

気
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
人

の
有
権
者
と
し
て
関
心
は
あ

る
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
も
、
別
の
機
会
に
さ
ら

に
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

民

主

主

義

は

こ
う
し
て
生
ま
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な

民
主
主
義
の
形
態

政
治
不
信
と
民
主
主
義
の
危
機

日
本
の
政
治
と

選
挙
制
度
の
問
題
点

日
本
の
政
治
家
の

報
酬
は
世
界
第
３
位

元
外
交
官
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
科
大
学
院
卒
。
元

国
連
環
境
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

代
表
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
研
究
局
長
、
元
外
務

参
事
官
。
退
官
後
東
海
大
学
教
授（
国
際
政
治
学
）、

現
在
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
研
究
会
会
長
の
ほ
か
、
外

交
評
論
家
と
し
て
活
躍
中
。
新
城
市
出
身
、
８７
歳
。

ｋ
ａ
ｎ
ｅ
ｋ
ｏ
＠
ｅ
ｅ
ｅ
ｃ
ｏ
ｍ
.ｏ
ｒ
ｇ

（
コ
メ
ン
ト
、
ご
感
想
歓
迎
）

◆
本
欄
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
す
べ
て
次
の
サ
イ
ト

（ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
：
�
ｗ
ｗ
ｗ
.ｋ
ａ
ｎ
ｅ
ｋ
ｏ
ｋ
ｕ
ｍ
ａ
ｏ
.

ｊ
ｐ
�

）で
自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。

世
襲
政
治
家
の
功
罪

金子熊夫

トランプ次期米大統領

◯４４

国会議事堂


