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『
月
刊
若
木
』
五
月
号

「
総
長
選
任
問
題
に
関
す
る

Ｑ
＆
Ａ
」
を
読
ん
で

憲
章
を
尊
重
す
る
フ
リ
を
し
て

本
質
を
隠
す
悪
質
な
印
象
操
作

『
月
刊
若
木
』
五
月
号
に
、
小

川
弁
護
士
の
総
長
選
任
問
題
に
つ

い
て
の
解
説
が
、
今
度
は
Ｑ
＆
Ａ

形
式
で
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

解
説
と
い
ふ
も
の
の
、
そ
の
論

旨
は
『
月
刊
若
木
』
二
月
号
と
ほ

ぼ
変
は
り
ま
せ
ん
。
改
め
て
体
裁

を
代
へ
て
掲
載
し
た
理
由
は
、
定

例
評
議
員
会
を
前
に
、
地
裁
判
決

の
法
理
を
繰
返
し
読
者
に
刷
り
込

み
た
い
の
で
せ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
、「
神
社
本
庁

憲
章
」
を
無
視
し
た
上
で
立
て
ら

れ
た
法
理
で
あ
り
、
い
く
ら
繰
り

返
し
て
も
、
本
質
に
関
は
る
矛
盾

点
を
隠
し
通
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
改
め
て
解

説
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

「
Ｑ
＆
Ａ
」
の
苦
し
い
論
理
展
開

当
然
、
神
社
本
庁
側
も
、
一
審

判
決
が
「
神
社
本
庁
憲
章
」
を
無

視
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
気
づ
い
て
ゐ
る
筈
で
す
。

し
か
し
立
場
上
、
そ
れ
を
正
面
か

ら
表
明
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
の

で
、
こ
の
「
Ｑ
＆
Ａ
」
で
は
、

①
「
憲
章
の
精
神
規
定
と
し
て

の
重
要
性
は
全
く
否
定
し
て

ゐ
ま
せ
ん
」(

三)

②
「
憲
章
の
中
に
は
、
代
表
役

員
総
長
の
選
任
に
関
し
て
、

役
員
会
の
意
思
に
反
し
て
ま

で
統
理
が
決
定
権
限
を
有
す

る
こ
と
の
根
拠
と
な
る
定
め

は
な
い
」(

四)

③
「
裁
判
所
の
判
断
や
神
社
本

庁
の
主
張
が
誤
っ
た
も
の
で

あ
る
と
い
ふ
印
象
を
与
へ
る

た
め
に
、(

芦
原
理
事
側
は)

あ
へ
て
憲
章
を
持
ち
出
し
て

ゐ
る
の
で
は
（
略
）」(

五)

な
ど
と
、
苦
し
い
主
張
を
し
て
ゐ

ま
す
。

論
旨
に
一
貫
性
は
乏
し
く
、
憲

章
を
徹
底
的
に
軽
ん
じ
て
ゐ
ま
す
。

ま
づ
①
に
つ
い
て
で
す
が
、
憲

章
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の

前
文
に
も
あ
る
通
り
、
最
終
的
に

「
精
神
的
統
合
の
紐
帯
と
し
て
、

基
本
的
規
範
」
を
確
立
整
備
す
る

こ
と
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

神
社
本
庁
本
来
の
組
織
機
構
に
関

す
る
定
め
は
、
憲
章
の
本
体
と
は

別
に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
針
に

基
づ
き
、「
憲
章
」
の
付
属
規
程

と
し
て
、「
神
社
本
庁
役
員
そ
の

他
の
機
関
に
関
す
る
規
程
」(

以

下
、「
役
員
規
程
」)

が
「
憲
章
」

と
同
時
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
し

か
し
小
川
弁
護
士
は
、
こ
の
附
属

規
程
の
存
在
と
重
要
性
を
、
終
始

一
貫
、
無
視
し
続
け
て
ゐ
ま
す
。

こ
の
役
員
規
程
に
よ
っ
て
、
統

合
の
た
め
の
基
本
的
規
範
で
あ
る

「
憲
章
」
が
、
役
員
や
組
織
機
構

の
上
で
も
規
範
性
を
有
す
る
こ
と

が
担
保
さ
れ
、
庁
規
以
下
が
準
拠

す
べ
き
「
根
本
規
程
」
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
ゐ
る
の
で
す
。

前
号
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
憲

章
を
「
精
神
規
定
」
と
表
現
し
て

ゐ
る
の
も
、「
心
が
け
」
と
し
て

大
切
に
は
す
る
が
、
実
効
的
拘
束

力
は
庁
規
に
譲
る
の
だ
と
小
川
弁

護
士
が
根
本
的
に
誤
っ
た
解
釈
し

て
ゐ
る
こ
と
を
自
白
し
た
も
の
と

令和５年

５月18日

第１５号

「
評
議
員
会
」
は
本
来
の
機
能
を
果
た
せ

本
年
の
評
議
員
会
の
期
日
が
迫
っ
て
き
た
。
昨
年
の
評
議
員
会
に
お
け
る
役
員

改
選
以
後
に
一
層
深
刻
と
な
っ
た
混
乱
を
早
急
に
終
結
す
る
機
能
は
、
こ
の
評
議

員
会
を
措
い
て
他
に
な
い
。「
神
社
本
庁
役
員
そ
の
他
の
機
関
に
関
す
る
規
程
」（
こ

の
規
程
は
憲
章
と
同
時
に
決
議
さ
れ
た
付
属
規
定
で
、
法
人
規
則
た
る
「
庁
規
」

に
優
先
す
る
規
定
で
あ
る
。）
第
十
条
で
は
「
神
社
本
庁
の
議
決
機
関
は
、
評
議
員

会
と
す
る
」
と
さ
だ
め
ら
れ
て
を
り
、
こ
の
権
限
が
充
分
に
発
揮
さ
れ
て
、
正
常

な
議
事
運
営
の
も
と
に
、
神
社
本
庁
役
員
（
本
来
の
宗
教
団
体
と
し
て
の
役
員
）

の
選
任
の
あ
る
べ
き
姿
が
広
く
論
議
さ
れ
、
正
常
化
へ
向
け
た
有
効
な
結
論
が
導

き
だ
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

参
集
さ
れ
る
評
議
員
諸
兄
に
は
、
我
が
国
の
根
幹
を
支
へ
て
き
た
神
社
と
社
会

の
あ
り
方
を
正
し
く
継
承
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
問
題
の
解
決
が
不
可
避
で
あ
る

こ
と
は
ご
賢
察
な
さ
れ
て
ゐ
る
と
存
ず
る
。
是
非
と
も
適
正
な
議
事
運
営
の
下
に

結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
や
う
、
ご
協
力
を
お
願
ひ
し
た
い
。
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な
っ
て
ゐ
ま
す
。

次
に
②
に
つ
い
て
で
す
。

小
川
弁
護
士
が
「
な
い
」
と
断

言
す
る
、
②
の
根
拠
は
、
役
員
規

程
の
次
の
条
文
に
明
ら
か
で
す
。

第
五
条
一
項

役
員
は
、
役
員
会

を
組
織
し
、
庁
務
の
重
要
事
案
に

つ
い
て
審
議
す
る
。

第
七
条
一
項

役
員
及
び
監
事

は
、
評
議
員
会
で
選
任
す
る
。

二
項

総
長
は
、
役
員
会
の
議

を
経
て
、
理
事
の
う
ち
か
ら
統

理
が
指
名
す
る
。

第
十
条
一
項

神
社
本
庁
の
議
決

機
関
は
、
評
議
員
会
と
す
る
。

評
議
員
会
で
選
任
さ
れ
、
神
社

本
庁
を
代
表
す
る
統
理
に
対
し
、

役
員
会
が
何
処
に
も
根
拠
な
ど
の

無
い
「
意
思
」
を
表
明
し
て
統
理

に
強
要
す
る
こ
と
自
体
、
重
大
な

規
程
違
反
で
す
。

さ
ら
に
確
認
し
て
お
い
て
ほ
し

い
の
は
、
こ
の
総
長
を
指
名
す
る

役
員
会
は
、
宗
教
法
人
「
神
社
本

庁
」
の
責
任
役
員
会
で
は
な
く
、

本
来
の
宗
教
団
体
で
あ
る
「
神
社

本
庁
」
の
役
員
会
で
あ
る
こ
と
で

す
。
こ
こ
で
ま
づ
総
長
に
指
名
さ

れ
た
も
の
が
、
宗
教
法
人
の
代
表

役
員
に
な
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
指
名
は
、
法
人

法
第
十
八
条
五
項
に
も
「
宗
教
上

の
規
約
、
規
律
、
慣
習
及
び
伝
統

を
十
分
に
考
慮
し
て
、
当
該
宗
教

法
人
の
業
務
及
び
事
業
の
適
切
な

運
営
を
は
か
り
、」
と
あ
る
の
で

す
か
ら
、「
憲
章
」
や
「
統
理
の

指
名
」
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
「
法

人
法
」
に
も
明
ら
か
な
の
で
す
。

③
に
つ
い
て
は
、
芦
原
理
事
は

憲
章
を
「
あ
へ
て
」
で
な
く
、
正

面
か
ら
打
ち
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ

り
、
小
川
弁
護
士
の
主
張
こ
そ
、

印
象
操
作
そ
の
も
の
で
す
。

「
Ｑ
＆
Ａ
」
に
は
、
「
印
象
操

作
」
と
「
脅
し
」
が
満
載

続
い
て
「
Ｑ
＆
Ａ
」
の
七
以
降

で
は
、
記
載
内
容
の
引
用
は
煩
雑

に
も
な
る
の
で
割
愛
し
ま
す
が
、

芦
原
理
事
の
行
為
が
奇
抜
な
解
釈

論
を
主
張
し
た
悪
質
な
行
為
で
あ

る
と
し
て
批
判
す
る
印
象
操
作
と

な
っ
て
ゐ
ま
す
。

そ
し
て
最
後
は
、「(

芦
原
理
事

が)

刑
事
罰
に
問
は
れ
る
可
能
性
」

な
ど
と
、
あ
り
も
し
な
い
刑
事
罰

を
持
ち
出
し
て
責
任
を
芦
原
理
事

に
転
嫁
し
て
ゐ
ま
す
。

か
う
ま
で
し
て
神
社
本
庁
憲
章

を
貶
め
る
目
的
は
、
何
処
に
あ
る

の
で
せ
う
か
。

ま
た
末
尾
で
は
「
裁
判
に
よ
っ

て
正
し
い
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
り
、
解
釈
が
確
定
し
た

後
に
、
そ
れ
に
基
づ
き
︙
︙
決
定

す
る
の
が
正
し
い
順
序
で
す
」
と

述
べ
て
ゐ
ま
す
が
、
最
高
裁
で
受

け
た
決
定
の
責
任
も
曖
昧
に
し
て

責
任
も
取
ら
ず
に
、「
な
ほ
在
任
」

の
項
目
に
し
が
み
つ
い
て
ゐ
る
こ

と
こ
そ
、
い
ち
早
く
正
さ
れ
る
べ

き
で
せ
う
。

最
高
裁
の
決
定
に
は
従
は
ず
、

地
裁
の
判
決
に
は
従
へ
と
す
る
自

己
矛
盾
に
気
が
つ
か
な
い
不
合
理

な
「
Ｑ
＆
Ａ
」
で
あ
る
こ
と
が
明

白
で
す
。

い
ま
正
す
べ
き

神
社
本
庁
の
変
質

こ
ん
な
御
都
合
主
義
の
自
分
勝

手
の
解
釈
を
、「
月
刊
若
木
」
と

い
ふ
公
器
を
使
っ
て
宣
伝
す
る
昨

今
の
本
庁
の
施
策
は
、
特
定
の
集

団
に
よ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
体
制
を

目
標
と
す
る
行
動
か
と
疑
は
せ
る

危
機
感
を
覚
え
さ
せ
ま
す
。

神
社
本
庁
が
求
め
る
も
の
は
、

宗
教
法
人
（
包
括
法
人
）
と
し
て

の
統
制
力
の
強
化
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
全
国
神
社
は
「
八
百
万
」
の

神
々
に
示
さ
れ
る
「
多
様
性
」
の

な
か
に
、
歴
史
的
に
連
帯
し
統
合

調
和
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
調
和

の
維
持
に
は
、
法
律
的
強
制
力
は

本
来
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

統
理
に
世
俗
的
責
任
を
負
は
せ

な
い
た
め
の
配
慮
と
し
て
昭
和
五

十
一
年
に
庁
規
が
改
正
さ
れ
、
代

表
役
員
が
統
理
か
ら
総
長
に
移
り

ま
し
た
が
、
宗
教
団
体
の
代
表
者

が
引
き
続
き
統
理
で
あ
る
こ
と
に

変
は
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
今
、（「
後
任
者
が
決
定

す
る
ま
で
な
ほ
在
任
」
の
条
項
を

使
っ
て
在
任
を
主
張
す
る
）
法
人

の
代
表
役
員
の
田
中
氏
が
、
神
社

本
庁
の
真
の
代
表
で
あ
る
統
理
の

権
威
を
脅
か
し
て
ゐ
ま
す
。

こ
の
現
実
か
ら
目
を
逸
ら
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

統
理
の
も
と
で
敬
神
尊
皇
の
教

学
を
起
こ
し
、
全
国
神
社
の
興
隆

を
図
る
こ
と
が
、
神
社
関
係
者
の

崇
高
な
つ
と
め
で
す
。
神
社
本
庁

を
正
常
化
す
る
た
め
に
、
評
議
員

会
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

統
理
様
の
も
と
で

神
社
界
の
真
姿
を
顕
現
し
よ
う


