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私
の
意
見

三
隅
町
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会

会
長
　

三

原

祥

祐

選
挙
に
つ
い
て
、
い
つ
も
思
う
こ
と

で
す
が
、
選
挙
は
議
会
制
民
主
政
治
の

基
盤
で
あ
り
、
明
る
い
き
れ
い
な
選
挙

を
行
う
こ
と
に
依
っ
て
、
自
分
達
の
意

思
即
ち
国
民
の
意
志
が
正
し
く
政
治
に

反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
言

か
え
れ
ば
国
民
の
希
望
す
る
国
民
の
為

の
政
治
は
選
挙
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
住
民
の
た
め
の
政
治
、
閥

民
の
為
の
政
治
が
我
々
の
多
年
に
亘
る

願
い
で
も
あ
り
ま
す
。

処
が
い
つ
の
選
挙
で
も
棄
権
が
あ
っ

た
り
、
因
縁
情
実
の
た
め
に
不
明
朗
な

投
票
が
行
わ
れ
た
り
、
或
は
買
収
、
供

応
な
ど
悪
質
な
選
挙
犯
罪
や
事
前
運
動

そ
の
他
選
挙
違
反
等
が
あ
と
を
断
だ
な

い
こ
と
は
誠
に
残
念
な
こ
と
に
思
い
ま
す

一
昨
年
選
挙
関
係
二
法
の
改
正
も
行

わ
れ
「
選
挙
の
明
正
に
関
す
る
政
府
声

明
」
　「
同
じ
く
衆
議
院
の
決
議
」
等
も

あ
り
ま
し
た
の
で
こ
れ
か
ら
の
選
挙
は

現
在
ま
で
よ
り
相
当
に
事
態
は
改
滲
さ

れ
る
と
は
思
わ
れ
ま
す
が
矢
張
り
有
権

者
一
人
一
人
が
「
自
分
達
が
主
権
者
で

あ
る
」
　「
選
挙
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

政
治
に
参
加
す
る
事
で
あ
る
」
の
自
覚

を
す
る
こ
と
が
何
よ
り
肝
要
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

た
ま
た
ま
本
年
七
月
に
は
第
1
1
回
参

議
院
議
員
通
常
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
を
機
会
に
新
た
な
決
意
を
以
っ
て

町
民
運
動
と
し
て
▼
投
票
総
参
加
運
動

（
全
員
正
し
い
一
票
を
）
▼
正
し
い
選

挙
ル
ー
ル
を
守
っ
て
明
る
い
選
挙
を
▼

そ
し
て
三
隅
町
を
し
て
、
明
る
い
選
挙

風
土
つ
く
り
に
し
ょ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

有
権
者
各
位
選
挙
ル
ー
ル
に
従
っ
て
、

自
由
か
つ
良
識
あ
る
選
挙
原
則
を
再
確

認
し
選
挙
に
お
け
る
自
己
の
意
志
の
公

正
な
反
映
と
議
会
制
民
主
政
治
の
変
転

に
尽
力
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

心
の
健
康
相
談

ど
ん
な
病
気
で
も
早
期
発
見
、
早
期

治
療
が
大
切
で
す
。

－
－
こ
ん
な
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
方
は

さ
っ
そ
く
専
門
家
に
相
談
し
ま
し
ょ
う

○
幼
児
の
と
き

な
き
虫
・
お
く
び
ょ
う
・
夜
尿
・
わ
が

ま
ま
・
ひ
ね
く
れ
・
ひ
き
つ
け
・
こ
と

ば
が
出
な
い
・
う
そ
を
つ
く
・
お
ち
つ

き
が
な
い
・
な
ど
。

○
学
童
、
生
徒
の
と
き

学
校
へ
行
か
な
い
・
ず
る
休
み
・
授
業

中
ぬ
け
出
す
・
友
達
と
遊
ば
な
い
・
成

績
が
急
に
さ
が
っ
た
・
不
良
な
行
動
が

あ
る
・
な
ま
け
る
・
家
出
を
す
る
・
な

ど
。

○
大
人
の
と
き

な
ん
と
な
く
毎
日
が
つ
ま
ら
な
い
・
遅

刻
・
早
退
、
欠
勤
が
多
く
な
る
・
仕
事

の
能
率
が
悪
く
な
る
・
と
じ
こ
も
る
。

口
数
が
少
な
く
表
情
も
乏
し
く
な
る
。

お
金
の
む
だ
使
い
が
多
く
な
る
・
何
度

も
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
り
、
く
り
か
え

し
た
り
す
る
・
イ
ラ
イ
ラ
す
る
・
気
が

大
き
く
な
り
自
分
の
能
力
以
上
の
こ
と

を
考
え
た
り
行
な
お
う
と
す
る
・
お
酒

を
飲
む
と
ガ
ラ
ッ
と
人
が
か
わ
る
・
な

ど
。最

近
で
は
世
の
中
が
複
雑
に
な
り

ア
ル
コ
ー
ル
、
す
い
み
ん
薬
、
Ｌ

Ｓ
Ｄ
、
シ
ン
ナ
ー
な
ど
に
よ
る
中

毒
、
交
通
事
故
に
よ
る
頭
部
外
傷

老
人
性
の
精
神
障
害
な
ど
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。

相
談
日

場
　
所

相
談
員

毎
月
1
6日
　
９
～
1
1時

長
門
保
健
所

精
神
科
医
師
、
保
健
婦

精
神
衛
生
相
談
員

村 田 清 風 先 生先 賢

－
財
政
の
み
だ
れ
Ｉ
　
閣

外
様
大
名
の
長
州
藩
は
百
二
十
刀
石

の
所
領
を
三
六
万
石
に
削
封
さ
れ
、
大

企
業
か
ら
中
小
企
業
に
転
落
し
、
し
か

も
関
ケ
原
の
敗
戦
で
戦
費
を
つ
か
い
果
し

た
上
旧
六
ケ
国
か
ら
の
年
柤
米
を
新
し

い
領
主
に
弁
済
を
命
ぜ
ら
れ
、
過
酷
な

再
建
計
画
で
七
公
三
民
（
当
時
他
は
四

公
六
民
税
率
四
〇
％
）
の
重
税
を
か
し

た
、
広
島
か
ら
突
然
移
っ
て
来
て
の
重

税
だ
か
ら
農
民
か
ら
の
反
発
は
一
撓
と

な
っ
て
燃
え
上
が
っ
た
。
史
に
指
月
山

は
阿
武
川
下
流
の
デ
ル
タ
に
位
置
し
当

時
は
陸
続
き
で
は
な
か
っ
た
所
へ
の
萩

城
の
新
築
は
更
に
財
政
難
に
拍
車
を
加

え
た
、
こ
の
出
発
か
ら
年
を
経
る
に
従

い
上
下
一
致
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず

借
金
は
雪
ダ
ル
マ
と
な
り
、
且
一
門
八

家
と
別
れ
て
直
轄
領
（
御
蔵
入
地
）
約

二
十
万
石
（
税
率
五
〇
％
五
公
五
民
と

し
て
）
収
入
は
十
万
石
余
だ
が
藩
攴
出

は
の
び
る
一
方
だ
っ
た
の
で
、
税
源
の

培
養
の
た
め
新
田
開
作
に
も
取
り
組
ん

だ
。
小
野
田
の
高
泊
開
作
三
四
〇
町
歩

（
約
三
四
〇
湎
）
―
上
広
田
の
揚
井
三

左
ヱ
門
が
指
揮
し
完
成
。
の
ち
贈
正
四
位

－

や
山
本
開
作
殿
村
開
作
等
が
行
わ
れ

た
が
焼
石
に
水
だ
っ
た
。
乂
藩
士
の
給

与
カ
ッ
ト
、
農
民
へ
の
重
税
を
行
っ
た

が
そ
れ
で
も
切
り
抜
け
る
こ
と
が
出
来

ず
、
史
に
藩
主
死
亡
以
下
不
幸
が
続
き

藩
債
は
累
増
の
一
途
を
た
ど
っ
て
行
っ

た
。
清
風
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

父
死
去
後
家
督
を
つ
ぎ
藩
主
敬
親
の
と

き
「
財
務
の
こ
と
は
不
得
意
」
と
三
度

迄
辞
退
を
申
出
た
が
許
さ
れ
ず
「
御
仕

組
大
目
途
」
　「
流
弊
改
正
意
見
」
　「
辛

丑
改
制
建
議
」
等
に
よ
り
「
今
月
今
日

よ
り
清
廉
の
身
を
固
く
し
正
心
誠
意
を

も
っ
て
御
借
銀
八
万
貫
の
大
敵
退
治
の

御
手
伝
い
い
た
す
べ
く
候
」
時
に
清
風

五
十
七
才
、
藩
主
異
例
の
抜
擢
に
さ
っ

そ
う
と
登
場
し
天
保
大
改
革
の
幕
が
あ

が
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
続
）

斉
　

藤
　
元
　

宣

相
談
の
秘
密
は
厳
守
致
し
ま
す

相
談
は
無
料
で
す
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