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二
〇
一
六
年
に
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
投
票
に
よ
っ
て
、

瓢
箪
か
ら
駒
の
よ
う
な
ブ
レ
ク
ジ
ッ
ト
と
い
う
結
果
が
発
生
し

た
こ
ろ
ぐ
ら
い
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
波
が
、
世

界
を
襲
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
、
ま

た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
に
お
け
る
右
派
の
抬
頭
は
そ
の
一
つ
の

表
れ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
も
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
の
出
現
を
見
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
や
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト

の
出
現
は
も
ち
ろ
ん
、
民
主
的
主
義
の
手
法
の
下
で
起
こ
っ
た

こ
と
で
は
あ
る
。
一
面
で
は
、
エ
リ
ー
ト
や
現
在
の
富
の
偏
在

に
ノ
ー
を
突
き
付
け
た
普
通
の
人
々
の
意
見
表
明
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う（（
（

。
し
か
し
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
も
の
は
最
終

的
に
民
主
主
義
の
弱
体
化
で
あ
る
。

　

民
主
主
義
体
制
と
い
う
の
は
、
歴
史
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

権
力
の
偏
在
を
防
ぎ
、
市
民
の
意
思
を
政
治
社
会
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
発
達
し
て
き
た
。

し
か
し
、
現
在
の
現
象
か
ら
は
、
民
主
主
義
が
見
直
し
を
迫
ら

れ
て
い
る
か
、
終
焉
を
迎
え
、
あ
る
い
は
変
容
の
過
程
に
あ
る

か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
、
国
で
民
主
主
義
は
挑

戦
を
受
け
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ

カ
の
よ
う
な
民
主
制
が
確
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
で
は
な
く
、

民
主
制
が
確
立
し
て
い
な
い
、
又
は
民
主
化
の
途
上
に
あ
る
国

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
な
ぜ
だ
ろ
う
。
今
回
の
研
究
大
会
に
お
い
て
は
こ
れ
が
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テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
に
、
ブ
レ
ク
ジ
ッ
ト
と
、
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
の
選
出
の
原
因
は
、
低
い
投
票
率
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
何
故
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
理
由
は
、

人
々
が
不
満
を
持
ち
な
が
ら
、
変
化
す
べ
き
で
な
い
か
、
変
化

し
な
い
ほ
う
が
良
い
と
感
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ど
う
せ
、

ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
ま
た
は
、
ど
う
せ
、
一
票
で
何
か
が
変

わ
る
わ
け
で
も
な
い
と
感
じ
る
と
、
投
票
率
は
下
が
る
。

　

変
化
を
望
む
、
ま
た
は
勝
利
を
得
る
確
率
の
低
い
ほ
う
が
、

あ
わ
よ
く
ば
、
と
投
票
に
出
か
け
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

結
果
的
に
、
ブ
レ
ク
ジ
ッ
ト
の
場
合
に
は
僅
差
で
、
ブ
レ
ク

ジ
ッ
ト
が
決
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
多
く
が
、
い
さ
さ
か
慌

て
た
よ
う
に
見
え
た
。
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
交

渉
を
し
な
が
ら
、
国
内
で
は
再
国
民
投
票
を
要
求
す
る
勢
力
も

か
な
り
大
き
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
必
ず
し
も
前
回
の
国
民

投
票
が
民
意
を
反
映
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
反
動
だ
と
も
見

え
る
。

　

さ
ら
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
、
イ
ギ
リ

ス
の
場
合
、
扇
動
的
に
ブ
レ
ク
ジ
ッ
ト
を
あ
お
っ
た
政
治
家
は

舞
台
か
ら
降
り
て
し
ま
っ
た
。
一
瞬
の
動
き
で
イ
ギ
リ
ス
を
大

き
く
変
換
し
、
壊
し
た
だ
け
で
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
の
責
任

は
負
わ
な
い
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
は
様
子
が
、
少
し
違
う
。
得
票
数
が

明
ら
か
に
対
立
候
補
を
上
回
っ
た
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
が
敗
北
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
の
制
度
自
体

が
持
つ
特
性
の
問
題
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
直
接
選
挙

で
な
く
、
独
特
の
間
接
選
挙
制
を
と
る
が
故
の
出
来
事
だ
っ
た

と
も
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
結
果
的
に
は
双
方
の
ケ
ー
ス
と
も
予
想
に
反
す
る
、

民
主
主
義
か
ら
は
望
ま
し
く
な
い
事
態
を
生
成
し
た
こ
と
に
な

る
。

　

そ
も
そ
も
、
選
挙
と
い
う
の
は
、
民
主
主
義
に
お
い
て
は
最

終
決
定
手
段
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
来
、
民
主
主
義
と

は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
プ
ロ
セ
ス
と
い
っ
て
よ
い
。
多
数
決
原

理
が
民
主
主
義
の
本
質
で
は
あ
る
ま
い
。
い
か
に
少
数
者
を
含

め
た
対
話
の
中
か
ら
最
善
の
解
決
策
を
見
出
す
か
。
近
代
に
お

け
る
社
会
の
中
で
個
人
の
自
由
を
最
大
限
に
生
か
す
た
め
の
シ

ス
テ
ム
が
民
主
主
義
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
投
票
と
い

う
の
は
最
終
局
面
で
出
て
く
る
手
段
と
な
る
。
で
は
、
な
ぜ
、

い
ま
前
述
の
よ
う
に
民
主
主
義
は
挑
戦
を
受
け
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
故
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
抬
頭
し
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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他
者
に
対
す
る
不
寛
容
と
多
様
性
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ

ン
に
対
す
る
疲
弊
、
忌
避
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
原
因
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
果
た
し
て
現
在
民
主
制
と
言
わ
れ
て
い
る
シ
ス
テ

ム
は
、
本
当
の
意
味
で
の
民
主
主
義
を
守
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て

出
来
上
が
っ
て
い
る
の
か
。
民
主
主
義
の
旗
手
と
し
て
世
界
を

リ
ー
ド
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ま
た
は
コ
モ
ン
ロ
ー
世

界
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

ア
メ
リ
カ
が
、
そ
の
法
を
継
受
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
は
、

マ
グ
ナ
カ
ル
タ
以
来
、
王
権
か
ら
の
自
由
を
、
王
権
の
制
限
を

画
策
し
て
き
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
結
果
が
、
議
会
の
成

立
で
あ
り
、
人
権
宣
言
で
あ
る
。
議
会
は
王
の
専
横
に
よ
る
課

税
権
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
結
果
の
発
明
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
、
一
方
で
裁
判
所
の
独
立
は
、
こ
れ
も
、
ま
た
、
王
の

専
断
的
な
裁
判
と
執
行
を
抑
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス

の
場
合
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
物
理
的
に
王

の
膝
下
か
ら
離
れ
た
こ
と
は
偶
然
と
は
い
え
、
裁
判
所
の
独
立

を
促
す
こ
と
に
な
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
三
権
分
立
は
権
力
を
制
限
す
る
シ
ス
テ
ム

と
し
て
出
来
上
が
っ
た
政
治
シ
ス
テ
ム
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と

す
る
と
そ
れ
は
、
民
主
主
義
を
守
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　

シ
ス
テ
ム
と
し
て
コ
モ
ン
ロ
ー
は
、
と
い
う
よ
り
、
ア
メ
リ

カ
憲
法
は
三
権
分
立
を
そ
の
制
度
に
独
立
の
時
に
組
み
込
ん
だ
。

当
時
、
彼
ら
が
意
識
し
て
い
た
の
は
、
植
民
地
政
府
と
同
様
の

中
央
政
府
を
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
、
大
き
な
連
邦
政
府
を
望
ま

な
か
っ
た
こ
と
、
州
の
独
立
性
の
維
持
、
で
あ
る
。
人
権
の
重

要
さ
は
意
識
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
州
の
レ
ベ
ル
で
維

持
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ベ
ー
ス
で
国

家
や
社
会
が
運
営
さ
れ
る
べ
き
、
と
い
う
の
は
植
民
地
時
代
か

ら
当
然
の
暗
黙
の
了
解
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
植
民
地

人
の
要
求
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
植
民
地
会
議
は
当
然
で
あ
っ

た
し
、
北
部
植
民
地
は
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
コ
ン
パ
ク
ト
と
と
も
に
、

権
利
と
合
意
に
よ
る
植
民
地
経
営
を
当
然
と
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
で
は
、
あ
え
て
民
主
主
義
を
唱
え
る
あ
る
い
は
、

そ
れ
を
守
る
べ
き
も
の
と
し
て
意
識
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

だ
と
す
る
と
、
そ
の
中
で
民
主
主
義
を
ど
う
と
ら
え
る
か
。

　

さ
ら
に
、
近
代
史
に
お
い
て
は
、
民
主
制
を
と
る
国
家
が
資

本
主
義
の
下
、
物
質
的
な
発
展
を
他
の
地
域
よ
り
早
く
進
め
た
。

ま
た
、
人
権
保
護
も
同
時
に
高
い
価
値
を
認
め
ら
れ
て
き
て
い

る
。
そ
の
中
で
、
民
主
制
を
と
る
国
家
が
増
加
し
て
き
た
の
は

確
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
表
面
上
は
独
立
し
た
旧
植
民
地
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区
域
を
含
め
、
共
和
制
を
と
る
国
家
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
ら
の
国
で
は
、
実
際
に
民
主
的
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

民
主
主
義
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
は
容
易
で
は
な
い
。

形
式
的
に
会
議
体
が
決
定
権
を
持
つ
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
る
。
究
極
的
に
は
、
自
由
な
国
民
が
知
る
権
利
を
保
障
さ

れ
、
表
現
の
自
由
を
持
ち
、
人
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
中
で
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
の
が
理
想
で
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ

る
。
で
は
、
共
和
制
国
家
が
増
え
る
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
状
況

形
成
に
つ
な
が
る
か
？　

さ
ら
に
国
際
関
係
に
お
け
る
民
主
的

な
関
係
を
ど
う
形
成
し
て
い
く
か
は
国
家
間
の
関
係
と
ど
れ
だ

け
そ
の
参
加
国
自
身
が
そ
の
よ
う
な
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
大

切
に
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
は
時
間
と
手
間
が
か
か
る
。

決
定
プ
ロ
セ
ス
に
か
か
る
時
間
だ
け
を
考
え
る
の
な
ら
、
独
裁

的
な
プ
ロ
セ
ス
の
ほ
う
が
は
る
か
に
短
時
間
で
事
柄
は
進
む
だ

ろ
う
。
そ
の
国
家
な
り
社
会
が
置
か
れ
た
状
況
に
よ
り
、
優
先

順
位
は
変
化
す
る
。
ま
た
、
民
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
見
え
て
も
、

例
え
ば
会
議
体
の
メ
ン
バ
ー
間
の
対
等
関
係
、
平
等
関
係
が
成

り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
と
は
言

え
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
外
交
関
係
に
お
い
て
は
、
国
家
間

の
利
害
関
係
に
よ
り
、
国
際
会
議
で
の
投
票
の
内
容
が
決
定
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　

で
は
、
今
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
民
主
化
は
進
ん
で
き
た

か
？　

そ
れ
を
牽
引
す
る
主
導
者
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
き

た
か
？　

発
展
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
民
主
主
義
は
現
在
で
も
そ

の
価
値
を
保
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

現
在
の
状
況
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い

よ
う
だ
。
む
し
ろ
、
民
主
化
の
動
き
は
後
退
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
経
済
発
展
に
主
眼
を
置
い
た
発
展
モ
デ
ル
に
お
い
て

は
、
強
権
的
に
政
策
を
進
め
て
い
く
ほ
う
が
、
改
革
が
進
む
よ

う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
今
現
在
、
最
も
力
を
持
っ
て
発
展
途

上
国
に
お
け
る
権
力
を
求
め
て
い
る
国
、
中
国
は
民
主
主
義
を

国
内
に
お
い
て
封
じ
込
め
て
い
る
よ
う
だ
。
表
現
の
自
由
を
認

め
な
い
体
制
は
、
形
式
的
に
民
主
的
に
見
え
て
も
民
主
制
で
は

な
い
。
そ
れ
が
、
モ
デ
ル
に
な
る
と
す
れ
ば
、
国
際
的
な
民
主

化
は
進
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
そ
の
後
に
来
る
社
会
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
は
発

展
中
の
国
家
は
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

も
、
価
値
と
し
て
の
民
主
主
義
は
挑
戦
を
受
け
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
選
挙
に
よ
る
大
統
領
や
首
相
の
選
任
制
度
が
あ
っ
た
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と
し
て
も
、
そ
の
選
挙
が
民
意
を
反
映
す
る
の
で
な
け
れ
ば
そ

れ
は
民
主
的
と
は
言
え
な
い
。
近
年
の
ロ
シ
ア
の
腐
敗
し
き
っ

た
大
統
領
選
、
中
国
の
国
家
主
席
の
任
期
の
排
除
な
ど
、
民
主

制
の
後
退
と
見
え
る
現
象
は
多
々
あ
る
。
そ
の
理
由
が
何
で
あ

れ
、
例
え
ば
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
民
主
主
義
運
動
は
影
を

潜
め
た
よ
う
だ
。
イ
ス
ラ
ム
国
が
抬
頭
し
て
き
た
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
傾
向
は
顕
著
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
ぜ

だ
っ
た
の
か
、
民
主
的
な
自
由
な
制
度
に
代
わ
る
魅
力
あ
る
制

度
と
は
何
で
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
動
き
は
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
る

の
か
。
こ
れ
も
、
民
主
主
義
に
対
す
る
別
の
角
度
か
ら
の
挑
戦

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
、
民
主
主
義
が
挑
戦
を
受
け
、
後
退
す
る
事
が

望
ま
し
く
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
民
主
主
義
の
根
幹
が
、
人
権

保
護
と
法
の
支
配
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
民
主
主
義
は
歴
史
の

中
で
、
人
々
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
利
を
守
る
た
め
に
勝
ち
取
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
法
は
そ
れ
に
対
し
ど
の
よ
う
に

そ
の
力
を
発
揮
し
て
き
た
か
。

　

も
し
も
、
民
主
主
義
を
権
利
と
す
る
の
な
ら
、
法
に
よ
る
保

護
が
実
施
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
そ
れ
を
し
て

き
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
そ
れ
は
法
律
上
可
能
で
あ
る
か
、

あ
っ
た
か
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
問
題
が
、
各

パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
考
察
を
加
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
あ
と
の
活
発
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
こ
れ
ら

の
現
象
が
起
こ
る
背
景
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
そ
の

特
性
、
す
な
わ
ち
、
知
識
が
拡
散
す
る
の
と
同
時
に
、
分
断
化

が
進
む
、
と
い
う
技
術
の
発
展
に
よ
る
環
境
変
化
が
あ
っ
た
こ

と
が
言
及
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
全
体
を
通
し
て
見
え
て
き
た
こ
と
は
、
本
来
の
民
主

主
義
、
民
主
制
と
い
う
も
の
が
如
何
に
脆
弱
で
あ
る
か
、
そ
れ

を
維
持
し
て
い
く
に
は
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が

い
か
に
困
難
で
あ
る
か
、
で
も
な
お
、
そ
の
努
力
を
し
て
い
く

こ
と
が
人
類
の
務
め
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

　

パ
ネ
リ
ス
ト
を
務
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
東
北
大
学
の
阿

南
友
亮
教
授
、
慶
應
義
塾
大
学
か
ら
は
、
岡
山
裕
教
授
と
駒
村

圭
吾
常
任
理
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
事
務
局
の
皆
様
の
多
大
な

る
ご
尽
力
に
も
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
（
（
例
え
ば
、
日
本
で
も
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
企
業
の
景
気
が
良
く

な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
賃
金
の
上
昇
に
つ
な
が
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。ア
メ
リ
カ
で
は
、ト
ラ
ン
プ
政
権
の
下
で
最
も
利
益

を
受
け
た
の
は
、
ウ
オ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
の
投
資
家
の
よ
う
で
あ
る
。




