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家
庭
・
〈
わ
れ
わ
れ
〉
・
民
主
主
義

―
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』

―

桒
原

丈
和

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
に
よ
り
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
は
日
本
文
学
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
一
文
は
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
な
ど
で
似
た
よ
う
な
表
現
を
見
か
け
は
す
る
が
、
実
際
に
は
い
く
つ
か
の
点
で
納

得
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

ノ
ー
ベ
ル
賞
と
い
う
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
が
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
と
他
の
小
説
家
の
小
説
と
の
関
係
を
変
え
て

し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
大
江
健
三
郎
と
い
う
小
説
家
の
マ
ス
コ
ミ
や
社
会
で
占
め
て
い
る
位
置
が
変
わ
っ
た
り
、

彼
の
小
説
の
商
品
と
し
て
の
価
値
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
や
そ
れ

を
形
成
し
て
い
る
言
葉
が
、
他
の
小
説
家
の
書
い
た
小
説
や
そ
の
言
葉
と
の
間
に
持
っ
て
い
る
差
異
・
価
値
が
変
わ

る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
あ
る
小
説
家
や
そ
の
人
の
小
説(

別
に
小
説
に
限
る
必
要
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に)

が
、
あ
る
国

・
地
域
の
文
学
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
代
表
す
る
と
い
う
か
ら
に
は
、
日
本

文
学
と
し
て
囲
い
こ
ま
れ
て
い
る
多
く
の
も
の
の
代
わ
り
に
、
日
本
文
学
と
は
ど
う
い
う
特
徴
を
持
ち
、
ど
の
よ
う

に
読
む
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
小
説
が
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

日
本
文
学
と
し
て
囲
い
こ
ま
れ
て
い
る
多
く
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
様
々
な
属
性
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
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と
に
も
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
代
表
と
い
う
の
を

看
板
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
大
江
健
三
郎
は
確
か
に
そ
の
役
割
を
演
じ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
わ
れ
ら
の
時
代
」(

一
九
五
九
年)

以
来
、
大
江
健
三
郎
は
自
身
を
戦
後
世
代
と
し
て
特
権

化
す
る
世
代
論
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
実
際
に
「
わ
れ
ら
の
時
代
」
発
表
前
後
の
多
く
の
エ
ッ
セ
イ
は
「
戦
後

世
代
」
と
い
う
足
場
か
ら
書
か
れ
て
い
た
。
初
期
の
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
に
対
し
て
は
、
戦
後
世
代
の
代
表
者
、
同

世
代
の
代
弁
者
と
い
う
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
、
錯
覚
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
与
え

ら
れ
た
。
そ
の
他
に
も
、
大
江
健
三
郎
は
様
々
な
相
手
に
対
し
て
、
様
々
な
立
場
を
代
表
し
て
発
言
し
て
き
て
い
る
。

政
治
家
に
対
し
て
文
学
者
と
し
て
、
評
論
家
・
研
究
者
に
対
し
て
小
説
家
と
し
て
、
様
々
な
外
国
の
人
々
に
対
し
て

日
本
人
と
し
て
、
沖
縄
の
人
々
に
対
し
て
本
土
の
人
間
と
し
て
、
社
会
に
対
し
て
障
害
児
の
親
と
し
て
…
…

１
大
江
健
三
郎
の
小
説
は
、
従
来
の
日
本
文
学
か
ら
断
絶
し
た
と
こ
ろ
か
ら
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
本

来
の
日
本
語
か
ら
離
れ
た
言
葉
、
極
端
に
言
え
ば
悪
文
で
あ
る
。

こ
れ
が
大
江
健
三
郎
の
登
場
以
来
の
評
価
で
あ
る
。
肯
定
す
る
に
せ
よ
否
定
す
る
に
せ
よ
、
こ
の
前
提
は
疑
わ
れ

た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
大
江
健
三
郎
の
小
説
・
言
葉
は
そ
の
独
特
さ
が
強
調
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
そ
れ
ら
の
小
説

は
他
の
日
本
語
で
書
か
れ
た
小
説
と
共
に
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
日
本
語
を
使
う
読
者
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
き
た
訳
で

あ
り
、
そ
れ
が
日
本
文
学
・
日
本
語
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
日
本
文
学
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・
日
本
語
に
反
し
た
も
の
、
日
本
文
学
・
日
本
語
で
は
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
文
学
・
日
本
語
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
大
江
健
三
郎
の
小
説
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
江
健
三
郎
の
登
場
後
、
そ
の
小
説
を
模
倣
し
た
小
説
が
書
か
れ
、
大
江
健
三
郎
の
よ
う
な
文
章
が
多
く
の
雑
誌

に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
現
在
で
は
大
江
健
三
郎
の
小
説
や
文
章
は
特
殊
な
全
く
見
慣
れ
な
い
も
の
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
悪
評
を
受
け
な
が
ら
も
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
は
日
本
文
学
ま
た
日
本
語
の
領
域
を
広
げ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。

日
本
文
学
・
日
本
語
に
反
し
た
も
の
と
い
う
言
い
方
を
し
た
が
、
蓮
實
重
彦
に
『
反
＝
日
本
語
論
』
と
い
う
本
が

あ
る
（
１
）

。
『
反
＝
日
本
語
論
』
と
い
う
題
名
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
「
反
＝
」
と
い
う
部
分
の
持
つ
意

味
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
「
＝
」
の
部
分
を
無
視
し
て
考
え
る
な
ら
問
題
は
な
い
が
、
『
反
日
本
語
論
』
と
い
う

題
名
で
は
な
い
以
上
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
「
反
＝
」
と
い
う
部
分
を
「
反(

日
本
語
論)

＝
」
の
省
略
と
考
え
て
み
る
。
こ
の
場
合
、
「
反
＝
日
本

語
論
』
と
い
う
題
名
は
『
反
日
本
語
論
＝
日
本
語
論
』
と
読
み
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
反
＝
」
を
「
反
」

と
「
＝
」
の
並
立
と
見
れ
ば
、
題
名
は
「
反
日
本
語
論
か
つ
日
本
語
論
』
の
省
略
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

他
に
も
様
々
な
意
味
づ
け(

こ
じ
つ
け
？)

が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
こ
の
題
名
は
「
日
本
語
論
」
で

あ
り
同
時
に
「
日
本
語
論
」
で
は
な
い
も
の
・
「
日
本
語
論
」
に
反
対
す
る
も
の
、
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
日
本
語
論
」
か
ら
身
を
離
し
つ
つ
「
日
本
語
論
」
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
も
の
と
し
て

自
ら
を
主
張
し
た
題
名
な
の
で
あ
る
。

実
際
に
『
反
＝
日
本
語
論
』
が
何
を
語
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
大
江

健
三
郎
の
小
説
や
そ
の
言
葉
と
、
蓮
實
重
彦
の
『
反
＝
日
本
語
論
』
と
の
間
に
、
共
通
す
る
面
、
日
本
語
か
ら
身
を
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引
き
離
そ
う
と
す
る
身
振
り
、
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
の
結
び
つ
き
か
ら
、
さ
ら
に
よ
り
具
体
的

に
大
江
健
三
郎
の
あ
る
小
説
を
招
喚
し
、
『
反
＝
日
本
語
論
』
と
合
わ
せ
て
論
じ
て
み
よ
う
。
そ
の
あ
る
小
説
と
は

『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』(

一
九
八
三
年)

で
あ
る
。

次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
は
い
ろ
い
ろ
な
読
み
方
・
意
味
づ
け
が
可
能
な
短
篇
集

で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
が
問
題
に
さ
れ
る
時
に
は
、
あ
る
偏
っ
た
扱
わ
れ
方
を
さ
れ

て
き
た
。
例
え
ば
、
粟
坪
良
樹
は
「
こ
の
連
作
小
説
は
、
家
族
と
そ
の
絆
そ
し
て
相
互
扶
助
の
力
と
人
間
の
真
の
幸

福
や
共
同
性
の
意
味
を
問
い
か
け
続
け
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
２
）

。
さ
ら
に
一
九
九
四
年
十
月
以
来
の
大
江
健

三
郎
に
関
す
る
家
族
が
ら
み
の
話
題
の
中
で
、
こ
の
小
説
は
雑
誌
・
新
聞
記
事
の
資
料
と
し
て
し
か
読
ま
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
小
説
家
の
生
活
が
マ
ス
コ
ミ
で
話
題
に
な
る
時
の
通
例
で
あ
る
。
小
説
が
小

説
と
し
て
読
ま
れ

フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン

る
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
が
行
な
わ
れ
な
い
ま
ま
、
大
江
健
三
郎
と
そ
の
家
族(

特
に
長
男)

に
関
す
る
物
語
を
形

成
す
る
上
で
の
素
材
と
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
（
３
）

。

出
身
地
や
経
歴
、
そ
れ
に
小
説
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
過
去
に
書
い
た
小
説
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
小
説
に
は
大
江

健
三
郎
本
人
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
小
説
家
と
、
大
江
健
三
郎
の
家
族
と
同
じ
構
成
の
彼
の
家
族
が
登
場

す
る
。
小
説
の
中
で
起
こ
る
出
来
事
も
大
江
健
三
郎
が
エ
ッ
セ
イ
・
座
談
会
・
講
演
な
ど
で
自
分
の
体
験
し
た
出
来

事
と
し
て
語
っ
て
い
る
も
の
と
共
通
し
て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
な
ど
に
書
か
れ
た
こ
と
と
、『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』

に
書
か
れ
た
こ
と
が
同
じ
事
実
と
し
て
混
同
さ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
た
だ
、
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
は
あ

く
ま
で
も
小
説
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
書
か
れ
て
い
る
出
来
事
の
中
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い

る
と
か
、
小
説
家
の
〈
僕
〉
や
そ
の
長
男
の
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
が
大
江
健
三
郎
や
彼
の
長
男
大
江
光
本
人
と
は
違
う
性

格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
は
小
説
と
し
て
大
江
健
三
郎
が
他
の
と
こ
ろ
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で
語
っ
た
、
言
葉
を
裏
切
る
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、

以
下
の
節
で
は
、
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
を
小
説
と
し
て
読
む
、
一
つ
の
読
み
方
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
読
み
方
も
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
従
来
の
読
み
方
か
ら
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め

よ
』
を
解
放
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
は
小
説
と
し
て
様
々
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
語
り
手
の
小
説
家
〈
僕
〉
と
共

に
、
読
み
手
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
詩
や
、
〈
僕
〉
自
身
が
過
去
に
発
表
し
た
小
説
を
読
ん
で
い
く
読
書
小

説
と
し
て
の
面
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
読
書
小
説
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
す
べ
て
の
大
江
健
三
郎
の
小
説
に
共
通
し

て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
登
場
人
物
に
よ
る
読
み
方
の
独
特
さ
、
ま
た
そ
の
独
特
な
読
み
と
小
説
の
他
の
部
分
と
の

関
係
の
つ
か
み
に
く
さ
が
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
の
読
み
に
く
さ
、
大
江
健
三
郎(

の
小
説)

は
難
し
い
と
言
わ
れ
る

理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
故
郷
の
村
か
ら
東
京
に
出
て
来
た
人
間
が
、
お
そ
ら
く
は
も
う
戻
る
こ
と
の
で
き
な
い
故
郷
の
こ
と
、
故

郷
に
い
た
こ
ろ
の
体
験
を
回
想
し
て
い
る
追
想
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
の

場
合
、
こ
の
追
想
が
さ
ら
に
〈
僕
〉
の
読
書
体
験
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
て
前
述
し
た
わ
か
り
に
く
さ
を
助
長
し
て

い
る
。

さ
ら
に
、
障
害
を
持
っ
た
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
と
呼
ば
れ
る
息
子
を
中
心
と
す
る
家
族
に
つ
い
て
の
小
説
と
い
う
と
ら

え
方
も
で
き
る
。
で
き
る
と
い
う
よ
り
も
、
従
来
は
こ
の
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
確
か
に
わ

か
り
や
す
く
日
常
的
な
話
題
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
面
が
多
い
。
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
以
後
に

は
、
こ
れ
に
近
い
形
で
い
く
つ
も
の
短
篇
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
面
も
前
の
二
つ
の
側
面
と
絡
み
合
っ
て
い
る
点
が
多
く(

特
に
短
篇
集
の
最
後
の
、
「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」
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に
顕
著
で
あ
る)

、
美
談
的
な
と
ら
え
方
は
そ
の
点
を
読
み
と
ば
す
こ
と
で
初
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
は
こ
の
三
つ
の
面
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
短
篇
集
の
独
特
さ
は
こ
れ
ら
の
面

が
重
な
り
合
い
結
び
つ
き
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
は
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
（
一
九

九
三
～
九
五
年)

に
い
た
る
以
後
の
大
江
健
三
郎
の
小
説
を
貫
く
も
の
で
も
あ
る
。

本
論
で
は
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
を
論
じ
る
補
助
線
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
読
書
・
回
想
・
家
族
を
め
ぐ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
蓮
實
重
彦
の
『
反
＝
日
本
語
論
』
を
招
喚
す
る
こ
と
で
、
マ
ス
コ
ミ
が
作
り
出
し
た
大
江

健
三
郎
を
め
ぐ
る
家
族
の
物
語
を
解
体
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
お
よ
そ
関
係
が
無
さ
そ
う
で
い
な
が
ら
、
実

は
多
く
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
二
つ
の
本
を
横
に
並
べ
て
、
響
き
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

２

『
反
＝
日
本
語
論
』
は
「
日
本
語
」
を
め
ぐ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
な
の
だ
が
、
「
反
＝
」
と
い
う
「
日
本
語
論
」

の
前
に
付
け
ら
れ
た
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
「
日
本
語
」
を
確
固
と
し
た
実
体
を
も
つ
も
の
と
し
て
自
明
視
す
る
立

場
や
、
そ
う
い
う
思
い
込
み
に
立
っ
て
「
日
本
語
」
や
「
日
本
文
化
」
を
語
っ
て
い
る
も
の
、
語
ろ
う
と
す
る
も
の

へ
の
批
判
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
常
識
的
に
ジ
ャ
ン
ル
分
け
を
す
れ
ば
『
反
＝
日
本
語
論
』
は
評
論
に
分
類
さ
れ
、

小
説
で
あ
る
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
と
は
同
列
に
扱
わ
な
い
の
が
普
通
の
態
度
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
『
反
＝

日
本
語
論
』
に
は
大
江
健
三
郎
の
名
前
す
ら
出
て
来
る
こ
と
が
な
く
、
蓮
實
重
彦
に
は
別
に
『
大
江
健
三
郎
論
』（
４
）

と
い
う
著
書
も
あ
り
、
ま
と
も
に
い
け
ば
そ
ち
ら
を
こ
の
場
に
招
喚
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
島
弘
之
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
５
）

、
「
批
評
家
の
「
私
」
も
作
中
人
物
の
一
人
で
あ
」
り
「
作
中
人
物

と
い
う
の
は
、
小
説
や
虚
構
的
文
学
作
品
だ
け
に
限
っ
た
存
在
で
は
決
し
て
な
い
」
。
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』

の
〈
僕
〉
と
『
反
＝
日
本
語
論
』
の
〈
筆
者
〉
〈
わ
た
く
し
〉
を
同
じ
「
作
中
人
物
」
と
し
て
横
に
並
べ
て
扱
う
こ

と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
冊
を
横
に
並
べ
て
み
る
と
、
前
節
で
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
に
つ

い
て
述
べ
た
三
つ
の
点
は
す
べ
て
『
反
＝
日
本
語
論
』
に
も
あ
て
は
ま
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
三
つ
の
面
が
重
な
り

合
い
、
結
び
つ
き
あ
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

読
書
「
小
説
」
と
し
て
は
、
藤
枝
静
男
・
野
坂
昭
如
・
大
岡
昇
平
の
小
説
や
、
い
く
つ
か
の
日
本
語
を
め
ぐ
る
文

章
を
読
ん
で
い
る
。

ま
た
、
〈
筆
者
〉
ま
た
は
〈
わ
た
く
し
〉
と
し
て
登
場
す
る
語
り
手
の
少
年
時
代
の
記
憶
や
、
彼
の
妻
の
少
女
時

代
の
記
憶
が
追
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
懐
か
し
さ
」
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
、
読
書
体
験
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
も
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
と
同
様
で
あ
る
（
６
）

。

さ
ら
に
、
〈
筆
者
〉
と
妻
と
息
子
の
三
人
の
家
族
の
生
活
を
描
い
た
部
分
も
あ
り
、
そ
れ
が
言
葉
を
め
ぐ
る
問
題

の
出
発
点
や
帰
結
点
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

最
後
の
点
に
つ
い
て
は
詳
し
く
見
て
お
く
が
、
例
え
ば
食
卓
を
囲
む
家
族
の
様
子
が
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
語
ら
れ
、

食
卓
に
お
け
る
食
事
、
ま
た
は
食
事
の
前
後
・
途
中
に
さ
し
は
さ
ま
れ
る
会
話
が
、
家
族
の
関
係
の
円
滑
さ
、
ま
た

は
不
調
を
示
し
て
い
る
。

―
光
さ
ん
、
夕
御
飯
を
食
べ
よ
う
。
い
ろ
い
ろ
マ
マ
が
作
っ
た
か
ら
ね
、
と
話
し
か
け
た
。

―
は
い
、
そ
う
い
た
し
ま
し
ょ
う
！

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

と
イ
ー
ヨ
ー
は
声
が
わ
り
を
は
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じ
め
て
い
る
弟
と
は
ま
っ
た
く
対
極
の
、
澄
み
わ
た
っ
た
童
子
の
声
で
い
い
、
妻
と
イ
ー
ヨ
ー
の
妹
は
、
緊
張

を
ほ
ぐ
さ
れ
た
安
堵
と
、
そ
れ
を
こ
え
た
脱
臼
し
た
よ
う
な
お
か
し
さ
に
あ
ら
た
め
て
笑
い
声
を
あ
げ
て
い
た
。

背
に
も
躰
の
嵩
に
も
、
大
き
い
差
の
あ
る
兄
弟
ふ
た
り
が
、
な
ん
と
か
肩
を
く
ん
で
食
卓
へ
や
っ
て
来
る
。

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
勢
い
よ
く
食
事
を
は
じ
め
る

「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」(

一
九
八
三
年)

『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』

あ
れ
は
、
子
供
が
幼
稚
園
に
通
い
は
じ
め
て
二
ヵ
月
ほ
ど
た
っ
た
折
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
あ
る
夕
食

の
テ
ー
ブ
ル
で
、
不
意
に
わ
れ
わ
れ
は
子
供
の
詩
の
朗
読
に
接
し
て
あ
る
感
動
を
憶
え
た
も
の
だ
。
彼
は
、
フ

ォ
ー
ク
を
運
ぶ
手
を
と
め
る
と
、
人
さ
し
指
を
口
に
持
っ
て
い
っ
て
、
両
親
た
ち
の
会
話
を
中
断
す
る
と
、
静

聴
を
う
な
が
し
て
こ
う
口
に
し
た
の
だ
。

(

中
略)

フ
ラ
ン
ス
語
を
母
国
語
と
す
る
母
親
は
、
そ
の
朗
読
と
演
技
と
に
ほ
と
ん
ど
涙
を
流
さ
ん
ば
か
り
に

感
激
し
た
。
そ
の
心
の
動
き
に
共
感
し
た
父
親
は
、
こ
の
詩
句
が
、
子
供
に
と
っ
て
生
涯
記
憶
か
ら
失
わ
れ
る

こ
と
の
な
い
言
葉
に
な
る
と
直
観
し
、
や
は
り
深
い
感
慨
に
ふ
け
っ
た
。
子
供
は
、
や
は
り
あ
る
種
の
満
足
を

味
わ
い
つ
つ
、
食
事
を
続
け
た
。

「
パ
ス
カ
ル
に
さ
か
ら
っ
て
」
『
反
＝
日
本
語
論
』

逆
に
、
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
の
「
無
垢
の
歌
・
経
験
の
歌
」(

一
九
八
二
年
）
や
「
蚤
の
幽
霊
」(

一
九
八

三
年
）（
７
）

、
そ
れ
に
『
反
＝
日
本
語
論
』
の
「
「
あ
な
た
」
を
読
む
」(

く
わ
し
く
は
次
節
）
の
よ
う
に
、
食
卓
の
、

食
事
の
場
面
に
お
い
て
家
族
の
関
係
の
あ
や
う
さ
に
〈
僕
〉
や
〈
わ
た
く
し
〉
が
出
会
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
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「
読
書
小
説
」
「
追
想
小
説
」
「
家
族
小
説
」
と
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
『
反
＝
日
本
語
論
』
に
関
し
て
は
言

語
論
・
日
本
語
論
と
し
て
の
正
当
な
読
み
方
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
語
り
手
の
家
族
に

関
す
る
個
所
や
語
り
手
に
よ
る
様
々
な
小
説
に
つ
い
て
の
読
み
の
紹
介
、
そ
れ
に
言
葉
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
た
ユ
ニ
ー

ク
な
体
験
の
記
憶
を
語
っ
た
個
所
を
『
反
＝
日
本
語
論
』
か
ら
除
い
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
魅
力
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ

て
し
ま
う
。
『
反
＝
日
本
語
論
』
を
「
小
説
」
と
し
て
読
む
こ
と
は
そ
の
読
み
の
可
能
性
を
拡
げ
る
こ
と
に
す
ら
な

れ
、
そ
の
価
値
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

３
前
節
の
最
後
に
「
読
書
小
説
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
と
『
反
＝
日
本
語
論
』

の
ど
ち
ら
も
、
読
む
と
い
う
行
為
を
よ
り
広
い
意
味
で
と
ら
え
て
い
る
。
普
通
の
意
味
で
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
の

他
に
、
例
え
ば
人
が
普
段
の
生
活
の
中
で
発
し
た
言
葉
を
読
む
、
さ
ら
に
は
言
葉
を
発
し
た
相
手
自
体
を
読
む
と
い

う
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
共
通
し
て
読
み
に
く
い
も
の
、
近
づ
こ
う
と
し
て
ど
う
し
て
も
読
み
得
な
い
も

の
と
し
て
、
語
り
手
の
息
子
が
登
場
し
て
く
る
。
他
の
人
間
が
持
つ
不
可
解
さ
、
了
解
し
に
く
さ
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
は
、
親
子
と
か
肉
親
と
い
っ
た
通
常
信
じ
ら
れ
て
い
る
つ
な
が
り
は
特
に
有
効
で
は
な
い
。
し
か
し
、
身
近
に

い
る
だ
け
に
よ
く
読
み
得
る
、
わ
か
り
う
る
も
の
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
余
計
に
読
み

得
な
い
も
の
と
し
て
自
分
の
前
に
立
ち
現
れ
た
時
の
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
。
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し
か
し
息
子
は
、
僕
の
言
葉
に
反
応
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
ソ
フ
ァ
に
あ
ら
た
め
て
躰
を
沈
め
る
と
、
両
手
で

し
っ
か
り
顔
を
お
さ
え
こ
み
全
身
を
こ
わ
ば
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
僕
は
（
中
略
）
脇
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
息
子

の
肩
を
揺
さ
ぶ
っ
て
み
も
し
た
の
だ
が
、
息
子
は
さ
ら
に
躰
を
か
た
く
す
る
の
み
で
あ
る
。
理
由
も
な
く
、
僕

は
息
子
の
顔
か
ら
両
手
を
引
き
剥
が
そ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
息
子
の
手
は
固
定
さ
れ
た
鉄
の
蓋
の
堅
固
さ

で
顔
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
分
か
ら
親
と
し
て
も
容
易
に
あ
つ
か
い
か
ね

る
、
息
子
の
肉
体
の
抵
抗
力
の
増
大
が
、
露
わ
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
だ
が
、
僕
は
そ
こ
だ
け
知
的
な
繊
細
さ

を
あ
ら
わ
し
て
、
躰
の
他
の
部
分
に
そ
ぐ
わ
ぬ
感
じ
の
、
息
子
の
十
本
の
指
を
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
し

ゃ
が
み
こ
ん
で
い
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

息
子
へ
の
接
近
の
、
こ
の
徹
底
的
な
不
可
能
性
。
（
中
略)

こ
れ
ま
で
僕
は
、
息
子
の
外
と
内
に
お
い
て
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
ど
も
に
つ
き
、
な
に
も
か
も
知
っ
て
い
る

つ
も
り
で
や
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
息
子
が
発
作
を
起
し
、
白
眼
を
剝
い
て
床
を
バ
タ
バ
タ
叩
い
て
い
た
間
、

か
れ
の
内
面
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
は
ず
の
光
景
に
つ
い
て

―
息
子
は
実
際
大
仕
事
を
し
た
、
と
い
う
よ
う
に

疲
れ
切
っ
て
い
び
き
を
か
い
て
眠
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
大
仕
事
に
は
、
な
に
か
重
大
な

幻

を
見
る
と
い

ヴ
ィ
ジ
ヨ
ン

う
こ
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
感
じ
ら
れ
た
の
だ

―
僕
は
な
に
ひ
と
つ
聞
き
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。

「
怒
り
の
大
気
に
冷
た
い
嬰
児
が
立
ち
あ
が
っ
て
」
（
一
九
八
二
年)

『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』

過
去
数
年
の
間
、
実
は
、
い
ま
一
つ
、
読
め
そ
う
に
み
え
て
読
め
な
い
言
葉
と
深
く
交
わ
り
つ
つ
日
々
を
送
っ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
自
分
に
気
づ
か
ず
に
は
お
れ
な
い
。
い
わ
ば
限
界
領
域
に
拡
が
り
だ
し
た
と
で
も
い
う
べ
き
そ
の
言
葉
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と
は
、
わ
た
く
し
自
身
の
息
子
、
と
い
う
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(

中
略
〉(

引
用
者
注
、
〈
わ
た
く
し
〉
の
息
子
は)

母
親
が
い
る
隈
り
家
庭
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
、
ま
た
対

外
的
に
は
日
本
語
を
操
り
な
が
ら
、
現
在
、
日
本
の
あ
る
私
立
の
小
学
校
に
、
ご
く
普
通
の
日
本
人
の
三
年
生

と
し
て
通
学
し
て
い
る
。
父
親
自
身
、
こ
の
子
を
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
混
血
児
と
し
て
意
識
し
た
こ
と

は
な
い
し
、
ま
し
て
や
外
国
人
を
前
に
し
た
も
ど
か
し
さ
な
ど
憶
え
た
こ
と
も
な
い
。(

中
略)

そ
れ
で
い
な
が

ら
読
み
う
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
子
供
が
、
不
意
に
読
み
え
な
い
存
在
と
変
貌
す
る
瞬
間
が
あ
る
の
だ
。

、
、
、
、
、

「
「
あ
な
た
」
を
読
む
」
『
反
＝
日
本
語
論
』

全
く
違
う
境
遇
に
い
る
二
組
の
父
子
の
間
の
出
来
事
が
そ
れ
ぞ
れ
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
父
親
で
あ
る
語
り
手
に

と
っ
て
十
分
に
理
解
で
き
て
い
る
と
考
え
て
い
た
息
子
が
、
不
意
に
大
き
な
謎
を
抱
え
こ
ん
だ
存
在
と
し
て
見
え
て

く
る
場
面
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
で
は
、
障
害
の
た
め
に
社
会
生
活
に

お
い
て
困
難
に
出
会
う
可
能
性
の
大
き
い
息
子
と
暮
ら
し
て
い
く
上
で
、
息
子
が
発
す
る(

言
葉
に
限
ら
な
い
様
々

な)

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
正
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
父
親
が
息
子
の
こ

と
を
完
全
に
理
解
し
て
い
る
、
ま
た
は
さ
ら
に
進
ん
で
父
親
の
〈
僕
〉
と
息
子
と
が
融
合
し
て
一
つ
の
も
の
と
な
る

状
態
が
夢
想
さ
れ
た
り
も
す
る
（
８
）

。
そ
う
い
う
息
子
と
の
関
係
、
理
想
と
現
実
と
の
ず
れ
を
〈
僕
〉
が
ど
う
と
ら

え
て
い
る
か
は
、
こ
の
小
説
を
読
む
上
で
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
を
障
害
の
あ
る
息
子
と
の
共
生
と
し
て
美
化
し
絶
対
化
し
て
し
ま
え
ば
、
前
に
述
べ
た
読
み
方
に
陥

る
こ
と
に
な
る
。
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
と
い
う
小
説
そ
れ
自
体
の
中
に
も
、
そ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
相
対

化
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
多
く
出
て
来
る
。
例
え
ば
、
「
魂
が
星
の
よ
う
に
降
っ
て
、
跗
骨
の
と
こ
ろ
へ
」
（
一
九
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八
三
年)

の
中
で
は
、
〈
僕
〉
の
息
子
と
の
生
活
を
出
発
点
と
し
た
過
去
の
い
く
つ
か
の
小
説(

そ
れ
は
す
べ
て
大
江

健
三
郎
自
身
の
書
い
た
小
説
と
重
な
る)

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

『
反
＝
日
本
語
論
』
を
招
喚
し
た
の
は
、
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
の
〈
僕
〉
と
息
子
の
関
係
を
特
別
視
し
な

い
た
め
で
も
あ
る
。
『
反
＝
日
本
語
論
』
の
息
子
は
、
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、(

イ
ー
ヨ
ー
〉
の
よ
う
な
障
害
を

持
っ
て
は
い
な
い
「
ご
く
普
通
の
」
小
学
生
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
ざ
わ
ざ
「
ご
く
普
通
の
日
本
人
の
三
年
生
」

と
断
わ
っ
て
あ
る
も
の
の
、
実
際
は
彼
は
日
本
の
社
会
に
お
い
て
は(

お
そ
ら
く
現
在
で
も)

限
ら
れ
た
人
間
の
み
が

置
か
れ
る
境
遇
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
仏
の
混
血
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
帰
国
子
女
」
で
も
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
障
害
児
と
同
様
に
差
別
の
対
象
に
な
り
か
ね
な
い
存
在
で
あ
る
。
『
反
＝
日
本
語
論
』
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
筆
致
が

そ
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
の
だ
が
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
と
『
反
＝
日
本
語
論
』
の
二
つ
を
特
殊
な
境
遇
に
あ
る
子

供
と
の
生
活(

共
生)

を
語
っ
た
も
の
と
し
て
括
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
も
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ

う
な
生
活
上
の
不
具
合
を
わ
か
り
や
す
い
形
で
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
特
殊
な
話
が
語
ら
れ
て
い
る
訳
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
普
段
は
自
分
に
と
っ
て
よ
く
わ
か
る
と
思
え
て
い
た
相
手
が
、
突
然
わ
か
ら
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
で
も
あ
り
う
る
。
と
い
う
よ
り
、
も
と
も
と
よ
く
わ
か
る
と
い
う
判
断

の
方
が
、
錯
覚
・
思
い
こ
み
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
や
『
反
＝
日
本
語
論
』
で
わ

か
ら
な
い
状
態
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
親
子
と
い
う
関
係
が
そ
の
よ
う
な
錯
覚
・
思
い
こ
み
を
助
長
さ
せ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
程
の
『
反
＝
日
本
語
論
』
の
引
用
の
中
に
「
読
め
そ
う
に
み
え
て
読
め
な
い
言
葉
」
と
い

う
言
い
方
が
あ
る
が
、
「
読
め
そ
う
に
み
え
」
る
と
い
う
感
覚
の
無
根
拠
さ
が
「
読
め
な
い
」
体
験
を
通
し
て
明
ら

か
に
な
る
の
で
あ
る
。



- 13 -

４

さ
て
、
も
う
一
つ
『
反
＝
日
本
語
論
』
か
ら
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
へ
補
助
線
を
引
く
た
め
に
、
次
の
と
こ

ろ
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
人
称
・
複
数
と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
の
「
ぼ
く
た
ち
」N

o
u
s

と
は
、
何
も
の
か
の
複
数
で
な
け
れ
は
な
ら

、
、

な
い
。
事
実
、
こ
の
単
語
を
修
飾
す
べ
き
形
容
詞
や
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
複
数
型
に

置
か
れ
て
そ
の
符
牒
と
し
て
のs

を
伴
う
の
が
常
識
と
さ
れ
る
。
で
は
、
何
の
複
数
な
の
か
。(

中
略)

フ
ラ
ン

ス
語
の
「
ぼ
く
た
ち
」N

o
u
s
と
は
、
「
ぼ
く
」
の
数
倍
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
「
ぼ
く
」
と
、
「
ぼ、

く
」
な
ら
ざ
る
他
の
人
称
の
集
合
か
ら
な
り
た
っ
て
い
て
、
そ
の
構
成
要
素
相
互
の
あ
い
だ
に
は
「
排
他
的
関

、

、
、
、
、

係
」
が
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
「
ぼ
く
た
ち
」N

o
u
s

が
主
語
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
「
ぼ
く
」J

e

が
、
「
き
み
」T

u

と
「
き
み
た
ち
」V

o
u
s

、
「
彼(

ま
た
は
彼
女)

」I
l

と
「
彼
ら
」I

l
s

に
対
し
て
「
優
位
」
な

地
位
を
占
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
中
略
）

こ
の
、
い
さ
さ
か
短
す
ぎ
る
か
も
知
れ
ぬ
考
察
は
、
し
か
し
そ
の
短
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
人
称
代
名
詞
」

の
体
系
の
背
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
構
造
的
特
性
を
総
体
と
し
て
浮
き
あ
が
ら
せ
て
く
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
と

は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
排
除
」
の
体
系
な
の
だ
。
「
人
称
代
名
詞
」
の
三
つ
の
人
称
の
間
に
は
、
そ
の
一
つ
を
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口
に
し
た
瞬
間
に
、
相
互
の
緊
張
関
係
が
働
く
。
そ
し
て
、
そ
の
三
つ
の
人
称
は
、
か
り
に
あ
る
複
数
性
の
中

に
融
合
し
て
い
る
か
に
み
え
な
が
ら
も
、
た
が
い
に
相
手
を
う
け
い
れ
ず
、
「
優
位
」
と
「
劣
勢
」
の
関
係
を

顕
在
化
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
語
の
「
ぼ
く
た
ち
」
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は
、
こ
ん
な
「
排

斥
」
作
用
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
「
ぼ
く
」
あ
る
い
は
「
わ
れ
」
の
、
無
数
の

共
犯
的
融
合
ば
か
り
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
文
法
的
に
い
っ
て
、
日
本
語
の
「
ぼ
く
」
と
「
ぼ
く
た
ち
」
の

間
に
、
単
数
、
複
数
の
対
立
関
係
が
存
在
し
て
い
る
の
か
。
あ
る
の
は
、
意
識
の
上
で
の
孤
立
と
融
合
だ
け
で

あ
っ
て
、
数
の
概
念
そ
の
も
の
が
日
本
語
に
は
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
「
あ
な
た
」
を
読
む
」
『
反
＝
日
本
語
論
』

ま
た
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
の
個
所
に
出
て
来
る
「
排
他
的
関
係
」
や
「
排
除
と
選
別
」
と
い
う
の
は
『
反

＝
日
本
語
論
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
こ
の
本
の
す
べ
て
の
章
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ

そ
が
西
欧
を
西
欧
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
西
欧(

語)

と
比
較
す
る
こ
と
で
な
り
た
っ
て
い
る
多
く
の
日
本

(

語)

論
が
見
逃
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
『
反
＝
日
本
語
論
』
に
は
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
欧
が
そ
の
「
排

除
と
選
別
」
の
体
系
を
秩
序
づ
け
る
た
め
に
、
ま
た
は
覆
い
隠
す
た
め
に
採
用
し
た
制
度
と
し
て
「
民
主
主
義
」
が

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
重
要
に
な
っ
て
く
る
概
念
が
、
「
代
表
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
一
世
紀
ば
か
り
の
西
欧
が
政
治
的
に
採
用
し
た
民
主
主
義
と
呼
ば
れ
る
制
度
は
、
断
じ
て
多
数
決
に
よ
る

、
、
、

意
志
決
定
を
基
盤
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
代
表
の
制
度
と
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

、
、

実
際
、
代
弁
者
を
欠
い
た
民
主
主
義
と
い
う
も
の
な
ど
誰
も
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
諸
々
の
声
が
、
た

、
、
、
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だ
お
の
れ
自
身
の
声
と
し
て
響
き
わ
た
る
空
間
に
は
、
民
主
主
義
は
存
在
し
な
い
。
声
が
、
い
ま
一
つ
の
声
に

そ
の
響
き
を
委
託
す
る
こ
と
で
初
め
て
機
能
す
る
制
度
が
民
主
主
義
な
の
だ
。(

中
略)

こ
の
排
除
と
選
別
と
を

、
、

、
、

い
た
る
と
こ
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
機
能
さ
せ
う
る
代
表
の
階
層
的
秩
序
こ
そ
が
民
主
主
義
な
の
で
あ
っ
て
、

、
、

、
、
、
、
、

多
数
決
原
理
な
る
も
の
は
そ
の
と
る
に
た
り
な
い
脇
役
に
す
ぎ
な
い
。

「
シ
ル
バ
ー
シ
ー
ト
の
青
い
鳥
」
『
反
＝
日
本
語
論
』

民
主
主
義
が
「
代
表
」
、
代
弁
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
て
お
く
と
、
例
え
ば
選

挙
に
お
い
て
有
権
者
が
あ
る
候
補
者
に
投
票
し
、
そ
の
候
補
者
が
当
選
し
て
議
員
と
し
て
、
議
会
に
行
っ
た
と
す
る
。

こ
れ
は
こ
の
議
員
が
有
権
者
を
代
表
し
有
権
者
の
意
見
を
代
弁
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
彼
に
投
票
し
た

有
権
者
が
政
治
の
場
で
あ
る
議
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
代
表
・
代
弁
と
い
っ
て
も
、
あ

ま
た
い
る
有
権
者
の
言
葉
を
一
人
の
人
間
が
代
弁
で
き
る
は
ず
が
な
く
、
実
際
の
と
こ
ろ
一
人
の
人
間
の
言
葉
を
代

弁
す
る
こ
と
さ
え
不
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ま
た
新
た
に
『
反
＝
日
本
語
論
』
を
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
と
、
と
い
う
よ
り
大
江
健
三
郎
自
身

と
結
び
つ
け
る
点
が
出
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
代
表
の
制
度
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
「
民
主
主
義
」
こ
そ
、
デ

ビ
ュ
ー
ま
も
な
く
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
大
江
健
三
郎
に
つ
き
ま
と
っ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
江

健
三
郎
自
身
が
多
く
の
エ
ッ
セ
イ
で
こ
の
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
自
分
の
仕
事
が
こ
の
言
葉
と
共
に
語
ら
れ
る

こ
と
を
認
め
て
き
た
の
で
も
あ
る
。

ぼ
く
は
上
下
二
冊
の
『
民
主
主
義
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
教
科
書
が
、
ぼ
く
の
頭
に
う
え
つ
け
た
、
熱
い
感
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情
を
思
い
だ
す
。(

中
略)

『
民
主
主
義
』
を
教
科
書
に
使
う
新
し
い
憲
法
の
時
間
は
、
ぼ
く
ら
に
、
な
に
か
特

別
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
修
身
の
時
間
の
か
わ
り
の
、
新
し
い
憲
法
の
時
間
、
と
い
う
実
感
の
と
お

り
に
、
戦
争
か
ら
か
え
っ
て
き
た
ば
か
り
の
若
い
教
師
た
ち
は
、
い
わ
ば
敬
虔
に
そ
れ
を
教
え
、
ぼ
く
ら
生
徒

は
緊
張
し
て
そ
れ
を
学
ん
だ
。
ぼ
く
は
い
ま
、
《
主
権
在
民
》
と
い
う
思
想
や
、
《
戦
争
放
棄
》
と
い
う
約
束

が
、
自
分
の
日
常
生
活
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
モ
ラ
ル
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
が
、
そ
の
そ
も
そ
も
の
端
緒
は
、

新
制
中
学
の
新
し
い
憲
法
の
時
間
に
あ
っ
た
の
だ
（1

0

）

。

私
は
新
制
中
学
の
先
生
か
ら
、
そ
の
人
は
同
じ
村
の
、
富
裕
な
農
家
の
息
子
さ
ん
で
し
た
が
、
民
主
主
義
と

い
う
言
葉
を
習
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
の
力
で
生
き
て
い
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
先
生
は
い
わ
れ

た
。
さ
ら
に
こ
の
村
だ
け
で
な
く
、
国
と
い
う
も
の
ま
で
、
そ
の
方
針
を
自
分
た
ち
が
決
め
る
も
の
だ
と
先
生

は
い
わ
れ
た
。
そ
れ
が
私
を
ほ
ん
と
う
に
励
ま
し
た
。
私
は
そ
の
よ
う
に
生
き
て
や
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
（1

1

）

。

こ
れ
ら
の
文
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
六
四
年
、
一
九
九
五
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
江
健
三
郎
が
一
貫

し
て
語
り
続
け
て
い
る
「
民
主
主
義
」
が
彼
の
読
書
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
は
、
以
上
の
引
用
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
理
想
的
で
あ
る
こ
と
を
批
判
さ
れ
る
の
も
納
得
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
「
主
権
在
民
」

イ

デ

ア

ル

や
「
自
分
た
ち
の
力
で
生
き
」
る
と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
る
の
か
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
お

そ
ら
く
、
全
員
の
意
見
が
反
映
さ
れ
全
員
が
不
当
な
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
状
態
、
ま
た
は
そ
れ
を
目
指
す
こ
と
を

「
民
主
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
主
主
義
に
反
す
る
の
が
ど
の
よ
う
な
状
態
と
し
て
語
ら
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れ
て
い
る
か
を
見
る
と
わ
か
る
。

私
は
子
供
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
子
供
の
側
に
立
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
き
た
。
そ

れ
は
い
ま
で
も
ね
、
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

一
所
懸
命
そ
う
し
て
き
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
自
分
が
家
庭
の
な
か
で
子
供
よ
り

優
位
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
？

小
説
で
は
自
分
の
家
庭
生
活
を
正
直
に
描
写

し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
読
ん
で
み
て
、
ど
う
し
て
も
父
親
と
し
て
の
自
分
が
上
位
に
あ
っ
て
、

子
供
が
下
位
に
あ
る
、
そ
う
い
う
気
が
し
た
。
そ
の
下
位
に
あ
る
子
供
は
障
害
を
持
っ
て
い
る
子
供
で
す
か
ら
、

父
親
と
と
く
に
親
密
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
そ
の
子
供
を
保
護
し
て
い
る
、
し
か
も
喜
び
を
持
っ
て
そ

う
し
て
い
る
と
い
う
気
持
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
分
が
彼
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
自

分
の
家
来
と
し
て
、
こ
の
子
供
を
自
分
の
権
力
の
下
に
置
い
て
い
る
と
い
う
感
じ
は
し
な
い
で
す
よ
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
小
説
を
読
ん
で
批
評
し
て
も
ら
う
と
、
ど
う
も
自
分
を
本
質

的
に
上
位
に
立
た
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
上
位
に
立
つ

と
い
う
こ
と
を
さ
ら
に
い
え
ば
、
圧
政
者
と
し
て
か
れ
に
向
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
気
持
を
私
は
新
し
く
持
っ
た
の
で
す
。
そ
の
考
え
に
立
っ
て
小
説
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
ど
う
も
そ
う
い

う
気
配
が
見
え
て
く
る
ん
で
す
。
す
な
わ
ち
、
家
庭
に
お
け
る
親
の
上
位
、
子
供
た
ち
の
下
位
、
権
力
を
持
っ

て
支
配
す
る
も
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
者
と
い
う
、
よ
く
あ
る
構
図
が
自
分
の
家
庭
に
も
あ
っ
た
の

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
少
し
気
が
つ
き
始
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

(

中
略)
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つ
ま
り
、
家
庭
関
係
に
上
下
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
も
不
健
全
な
の
で
は
な
い
か
？

根
本
的
に
危

険
な
こ
と
で
な
い
か
？

そ
の
圧
迫
を
ひ
っ
く
り
か
え
す
、
新
し
い
上
下
関
係
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

そ
の
問
題
を
解
決
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
い
ま
現
に
し
続
け

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
私
は
自
分
に
つ
い
て
も
反
省
し
な
が
ら
思
い
ま
す
。

そ
の
対
案
は
何
か
と
い
う
と
、
対
等
な
関
係
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
な
い
で
し
ょ
う
、
単
純
な
こ
と

を
申
し
あ
げ
ま
す
が
。
横
に
並
ん
で
、
対
等
な
関
係
を
つ
く
る
。
民
主
主
義
的
な
関
係
と
い
っ
て
も
い
い
ん
で

す
が
、
お
互
い
に
そ
う
い
う
関
係
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
が
家
庭
に
お
い
て
も
上
下
関
係
か
ら
解

放
さ
れ
る
方
法
で
は
な
い
か
？

そ
れ
が
考
え
方
の
原
理
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
う
の
で
す
。

講
演
「
「
家
族
の
き
ず
な
」
の
両
義
性
」(

一
九
九
四
年)

の
一
部
で
あ
る
。
長
文
の
引
用
に
な
っ
た
が
、
引
用
の

前
半
に
は
大
江
健
三
郎
自
身
が
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
を
読
み
直
し
て
の
感
想
を
語
っ
た
個
所
を
含
ん
で
い
る
。

こ
の
引
用
で
は
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
に
「
正
直
に
描
写
」
さ
れ
て
い
る
「
自
分
の
家
庭
生
活
」
に
お
け
る
親

子
の
関
係
が
「
上
下
関
係
」
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
う
い
う
関
係
は
「
不
健
全
」
な
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
理
想
的
な
「
家
庭
関
係
」
と
し
て
、
「
横
に
並
ん
」
だ
「
対
等
な
関
係
」
で
あ
る
「
民
主

主
義
的
な
関
係
」
を
あ
げ
て
い
る
。

「
正
直
に
描
写
」
す
る
と
い
っ
た
言
い
回
し
も
含
め
て
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
感
想
が
語
ら
れ
て
い
る
。

本
章
以
前
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
い
く
ら
書
き
手
が
「
正
直
に
」
書
こ
う
と
し
て
も
、
ま
た
書
い
た
も
の
を
読
ん

で
「
正
直
に
」
書
い
た
と
い
う
感
想
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
意
図
・
偏
向
を
含
ん
で
し
ま
う
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
は
常
に
上
下
関
係
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
対
等
な
関
係
」
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と
い
う
の
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
家
来
と
し
て
」
「
子
供
を
自
分
の
権
力
の
下
に
置
い
て
い
る
」
と

い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
あ
か
ら
さ
ま
な
権
力
、
支
配
・
被
支
配
を
含
ま
な
い
関
係
と
い
う
程

度
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
一
見
「
圧
政
」
・
「
圧
迫
」
が
行
な
わ
れ
て
い
な

い
関
係
こ
そ
、
現
実
の
権
力
関
係
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
江
健
三
郎
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
は

こ
の
よ
う
な
見
方
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

『
反
＝
日
本
語
論
』
に
お
け
る
「
排
除
と
選
別
」
を
司
る
「
階
層
的
秩
序
」
と
し
て
の
「
民
主
主
義
」
と
い
う
と

、
、

、
、

、
、
、
、
、

ら
え
方
は
、
こ
の
よ
う
な
大
江
健
三
郎
の
エ
ッ
セ
イ
が
語
る
も
の
と
は
相
反
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
大
江
健

三
郎
自
ら
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
に
お
い
て
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
対
等
な
」

「
民
主
主
義
的
な
関
係
」
を
理
想
と
せ
ず
に
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
家
庭
関
係
」
を
読
む
と
ど
う
な
る
の
だ
ろ

う
か
。

５

前
節
の
「
反
＝
日
本
語
論
』
の
引
用
で
は
、
「
第
一
人
称
・
複
数
」
が
持
つ
「
排
除
」
の
機
能
に
つ
い
て
語
ら
れ

、
、

、
、

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
け
る
「
第
一
人
称
・
複
数
」
の
機
能
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
り
、

、
、

「
日
本
語
の
「
ぼ
く
た
ち
」
、
「
わ
れ
わ
れ
」
」
に
つ
い
て
は
、
「
無
数
の
共
犯
的
融
合
」
し
か
な
い
と
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
日
本
語
」
と
い
う
の
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
は
た
し
て
大
江
健
三
郎
の
「
日

本
語
」
が
そ
れ
に
あ
て
は
ま
る
の
か
ど
う
か
、
実
際
に
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
を
見
て
み
よ
う
。
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『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
の
中
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
何
度
も
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
長
男
の
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
に
対
し
て
両
親
や
他
の
家
族
を
含
め
て
そ
う
呼
ん
で
い
る
場
合
や
（1

2

）

、
「
鎖
に

つ
な
が
れ
た
る
魂
を
し
て
」
に
登
場
す
る
学
年
・
偽
〈
宇
波
君
〉
が
、
自
分
と
同
じ
政
治
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
人

間
を
総
称
し
て
用
い
て
い
る
他
は
、
ほ
と
ん
ど
出
て
来
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
が
お
さ
え
ら
れ

て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
以
下
の
個
所
が
印
象
に
残
る
。

僕
は
し
ば
し
ば
夢
見
て
き
た
の
だ
。
息
子
の
成
長
に
つ
れ
て
、
時
ど
き
の
僕
ら
二
人
程
変
化
し
て
い
る
が
、
暗

い
谷
の
母
親
と
家
族
は
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
な
い
、
わ
れ
わ
れ
み
な
の
光
景
を
。

「
怒
り
の
大
気
に
冷
た
い
嬰
児
が
立
ち
あ
が
っ
て
」

―
イ
ー
ヨ
ー
、
排
骨
湯
麺
と
ペ
プ
シ
コ
ー
ラ
お
い
し
か
っ
た
！

と
息
子
が
答
え
る
と
、
自
分
た
ち
親
子

の
あ
い
だ
で
い
ま
完
全
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
た
、
と
考
え
て
幸
福
に
な
っ
た
。

「
魂
が
星
の
よ
う
に
降
っ
て
、
跗
骨
の
と
こ
ろ
へ
」

「
雨

の

木
」
の
な
か
へ
、
「
雨

の

木
」
を
と
お
り
ぬ
け
て
、
「
雨

の

木
」
の
彼
方
へ
。
す
で
に
ひ
と
つ
に
合

レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー

レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー

レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー

体
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
個
と
し
て
も
っ
と
も
自
由
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
、
帰
還
す
る
…
…

(

中
略)

僕
と
イ
ー
ヨ
ー
が
そ
の
よ
う
に
し
て
死
の
領
域
に
歩
み
い
り
、
時
を
越
え
て
そ
こ
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
自
体
か
ら
の
返
照
が
お
よ
ん
で
く
る
よ
う
に
、
い
ま
現
在
の
僕
と
イ
ー
ヨ
ー
の
共
生
の
意
味
が
あ
か
る
み
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に
浮
び
あ
が
る
。

「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
「
ぼ
く
」
あ
る
い
は
「
わ
れ
」
の
、
無
数
の
共
犯

的
融
合
」
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
「
わ
れ
」
に
よ
る
「
「
排
除
」
の
体
系
」
、
「
わ
れ
」
と
他
の
人

の
間
の
「
相
互
の
緊
張
関
係
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
引
用
で
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、
〈
僕
〉
と
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
の
二
人
を

指
し
て
お
り
、
二
人
の
間
に
完
全
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
な
わ
れ
た
り
、
二
人
が
一
体
化
す
る
状
態
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
〈
僕
〉
が
望
ん
で
い
る
夢
想
・
理
想
で
あ
り
、
現
実
に
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
こ
れ
は
適
え
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
（1

3

）

。
つ
ま
り
、
こ

の
夢
想
は
〈
僕
〉
と
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
が
本
来
別
の
人
間
で
あ
り
、
一
体
化
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
同
じ
こ
と
を
考

え
、
同
じ
こ
と
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ

れ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
逆
に
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
囲
い
こ
ま
れ
て
い
る

二
人
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
個
所
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
は
「
融
合
」

し
た
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
の
「
融
合
」
状
態
の
不
可
能
性
が
明
ら
か
に
も
な
っ
て
い
る
。
〈
僕
〉
が

〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
に
よ
っ
て
「
排
除
」
さ
れ
て
い
る
の
か
、
〈
僕
〉
が
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
を
「
排
除
」
し
て
い
る
の
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
両
方
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
二
人
の

間
に
「
緊
張
関
係
」
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
〈
僕
〉
の
夢
想
の
中
の
こ
と
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で
あ
り
、
実
際
の
〈
僕
〉
と
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
の
間
の
関
係
と
同
じ
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
確
か
に
〈
僕
〉

の
意
識
が
語
る
言
葉
の
中
で
、
人
と
人
と
の
関
係
が
決
し
て
「
対
等
」
に
は
な
れ
ず
、
ま
し
て
「
融
合
」
な
ど
で
き

る
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」
の
末
尾
、
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
が
福
祉
作
業
所
か
ら
戻
っ
て
き
た
日
の
夕
食
の
場

面
で
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
ま
た
別
の
形
で
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

息
子
よ
、
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
き
み
を
、
イ
ー
ヨ
ー
と
い
う
幼
児
の
呼
び
名
で
は
な
く
、
光
と
呼
び
は
じ

め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
よ
う
な
年
齢
に
き
み
は
達
し
た
の
だ
。
き
み
、
光
と
、
そ
し
て
す
ぐ
に
も
き
み
の
弟
、

桜

麻
と
が
、
ふ
た
り
の
若
者
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
く
ら

お

こ
の
二
つ
の
「
我
々
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
、
前
の
方
は
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
に
対
し
て
〈
僕
〉
を
含
む
他
の
家
族
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
〈
僕)

以
外
の
家
族
が
「
呼
び
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
、
悔
恨
を
含
ん
だ
義
務
的
な
意

識
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
前
の
場
面
で
は
他
の
家
族
が
長
男
の
こ
と
を
「
光
」

と
い
う
呼
び
名
で
「
呼
び
始
め
」
て
お
り
、
そ
の
事
実
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
後
の
「
わ
れ
わ

れ
」
と
い
う
言
葉
は
誰
の
こ
と
を
指
し
、
誰
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
ふ
た
り
の
若
者
」
に
対
す
る
旧
世
代
、
こ
の
場
面
で
は
〈
僕
〉
と
彼
の
妻
が
そ
れ
に

当
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」
の
中
に
は
、
〈
僕
〉
と
共
に
妻
も
ま
た
老
い
て
き
た
と

い
う
こ
と
を
語
る
個
所
も
あ
る
（1

4

）

。
も
っ
と
も
、
彼
女
は
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
の
中
で
繰
り
返
し
家
族
に

対
す
る
〈
僕
〉
の
考
え
方
に
つ
い
て
の
不
満
を
表
明
し
て
い
る
（1

5
）

。
彼
女
自
身
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
で
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囲
い
こ
ま
れ
る
こ
と
に
異
和
感
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
を
一
度
用
い
て
し
ま
え

ば
、
人
と
人
と
の
間
に
あ
る
違
い
は
隠
さ
れ
、
意
識
の
ず
れ
に
は
関
係
な
く
、
あ
た
か
も
二
人
が
共
通
す
る
点
を
持

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
も
う
一
つ
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
っ
て
、
書
き
手
の
〈
僕
〉

と
読
み
手
と
を
「
融
合
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
わ
れ
わ
れ
」
の
用
い

方
は
批
評
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
「
わ
た
し
」
と
い
う
言
葉
で
置
き
か
え
て
も
何
の
支
障
も
な

い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は
何
の
緊
張
感
も
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
を
禁
欲
的

に
用
い
続
け
て
き
た
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
で
、
最
後
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
、
た
だ
抑
圧
的
で
あ
る
だ
け
の
、

ま
た
た
だ
緊
張
感
を
欠
い
た
だ
け
の
「
わ
れ
わ
れ
」
が
現
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
目
の
「
わ

れ
わ
れ
」
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
引
用
の
後
で
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
の
一
節
が
引
用
さ
れ
、
「
ふ
た
り
の
若
者
」
の
「
脇
に
、
も
う
ひ
と
り
の

若
者
と
し
て
、
再
生
し
た
僕
自
身
が
立
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
た
」
と
い
う
言
葉
が
続
く
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も

「
一
体
化
」
し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
と
回
様
に
実
現
し
え
な
い
夢
想
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
一
体
化
」
の
夢
想
が
、

そ
の
裏
側
に
〈
僕
〉
と
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
の
違
い
・
ず
れ
を
顕
在
化
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ

で
の
「
再
生
」
の
夢
想
も
〈
僕
〉
が
一
回
き
り
の
生
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
て
い
る
。
決
し
て

「
再
生
」
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
を
生
き
て
い
る
〈
僕
〉
を
含
む
「
わ
れ
わ
れ
」
、
そ
こ
で
名
指
さ
れ
て
い
る
の

は
〈
僕
〉
と
同
様
に
一
人
で
死
ぬ
こ
と
を
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
た
ち
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
複
数
で

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
孤
独
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
「
わ
れ
わ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
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注

(

１)
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
五
月
刊
。
引
用
は
、
ち
く
ま
文
庫(

一
九
八
六
年
三
月
刊
）
に
よ
る
。

(

２)
「
代
表
作
ガ
イ
ド

新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」(

群
像
日
本
の
作
家

『
大
江
健
三
郎
』
小
学
館
、
一
九
九
二
年
八
月
刊)

。

23

(

３)

既
に
紅
野
謙
介
「
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』

方
法
と
し
て
の
イ
ー
ヨ
ー
」(

『
国
文
学
』
一
九
九
〇
年
七
月
号)

は
こ

の
よ
う
な
見
方
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
後
の
本
章
の
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
の
と
ら
え
方
は
、
こ

の
批
評
を
参
考
に
し
て
い
る
。

(

４)

青
土
社
、
一
九
八
〇
年
十
一
月
刊
。

(

５)

「
感
想
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
」
『
群
像
』
一
九
八
七
年
二
月
号
。
引
用
は
『
感
想
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
』(

筑
摩
書
房
、
一
九

八
九
年
三
月
刊)

に
よ
る
。

(

６)

こ
の
「
懐
か
し
さ
」
と
い
う
言
葉
だ
が
、
ど
ち
ら
も
懐
か
し
い
と
い
っ
て
も
過
去
を
懐
か
し
む
の
で
は
な
く
、
を
生
き

て
い
く
中
で
見
出
し
て
い
く
感
覚
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

(

７)

「
三
日
ほ
ど
前
、
皿
に
あ
る
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
一
度
に
頬
ば
っ
て
む
さ
ぽ
る
よ
う
に
す
る
息
子
の
、
お
そ
ろ
し
く
早
い

食
事
に
遅
れ
て
、
妻
た
ち
が
食
堂
の
隅
に
か
た
ま
っ
て
夕
食
を
つ
づ
け
て
い
る
と
、
台
所
か
ら
庖
丁
を
持
っ
て
き
た
息
子

が
、
両
手
で
握
り
し
め
た
そ
い
つ
を
胸
の
前
に
さ
さ
げ
る
よ
う
に
し
て
、
家
族
と
は
反
対
の
隅
の
カ
ー
テ
ン
の
脇
に
立
ち
、

暗
い
裏
庭
を
見
つ
め
て
考
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
…
…
」(

「
無
垢
の
歌
、
経
験
の
歌
」『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』)

。

ま
た
「
蚤
の
幽
霊
」
に
は
頑
な
に
山
荘
に
行
き
た
が
っ
た
息
子
と
二
人
だ
け
で
駅
弁
を
食
べ
る
場
面
が
あ
る
。

(

８)

「
怒
り
の
大
気
に
冷
た
い
嬰
児
が
立
ち
あ
が
っ
て
」
の
息
子
と
共
に
谷
間
の
村
に
帰
郷
す
る
夢
想
の
場
面
や
、
「
新
し
い
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人
よ
眼
ざ
め
よ
」
の
〈
僕
〉
と
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
が
「
合
体
」
す
る
こ
と
を
夢
想
す
る
場
面
な
ど(

ど
ち
ら
も
そ
の
一
部
を

第
５
節
で
引
用
し
て
い
る)

。

(

９)
「
個
人
的
な
体
験
」(

一
九
六
四
年)

・
「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？

b

《
表
》
」
（
一
九
六
九
年)

・
「
洪
水

は
わ
が
魂
に
及
び
」
（
一
九
七
三
年)

が
、
ブ
レ
イ
ク
を
「
自
分
の
小
説
に
み
ち
び
き
こ
ん
だ
」
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。

(

）

「
戦
後
世
代
と
憲
法
」(

一
九
六
四
年)

。

10

(
)

「
時
代
か
ら
主
題
を
あ
た
え
ら
れ
た
」
（
一
九
九
五
年)

。

11

(
)

「
僕
と
妻
は
、
息
子
に
向
け
て
不
用
意
に
死
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
に
自
覚
さ
せ
た
、

12

ひ
と
つ
の
契
機
を
手
が
か
り
に
ふ
り
か
え
れ
ば
、
二
年
以
上
も
前
か
ら
、
繰
り
返
し
て
」(

「
怒
り
の
大
気
に
冷
た
い
嬰

児
が
立
ち
あ
が
っ
て
」)

。
「
こ
の
六
月
の
誕
生
日
で
二
十
歳
に
な
る
息
子
に
向
け
て
、
わ
れ
わ
れ
の
、
妻
と
弟
妹
と
を
加

え
て
わ
れ
わ
れ
の
、
こ
れ
ま
で
の
日
々
と
明
日
へ
の
、
総
体
を
展
望
す
る
こ
と
に
動
機
は
あ
っ
た
。
」(

「
新
し
い
人
よ
眼

ざ
め
よ
」)

。

(
)

二
つ
目
の
引
用
は
か
つ
て
書
い
た
小
説(
本
文
中
に
『
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
』
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い

13

る)

を
〈
僕
〉
が
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
の
小
説
の
引
用
の
後
の
個
所
で
は

〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
が
〈
僕
〉
と
独
立
し
て
生
き
て
い
け
る
こ
と
に
〈
僕
〉
が
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。

(
)

〈
僕
〉
は
、
妻
が
「
老
眼
鏡
を
か
け
た
頭
を
そ
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
」
針
仕
事
を
す
る
姿
を
み
て
、
あ
ら
た
め
て
「
思

14

い
が
け
な
い
気
持
」
を
い
だ
い
て
い
る
。

(
)

例
え
ば
、「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」
で
は
「
無
垢
の
歌
、
経
験
の
歌
」
を
読
ん
だ
妻
が
、
そ
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
〈
僕
〉

15

の
〈
イ
ー
ヨ
ー
〉
に
対
す
る
見
方
を
批
判
す
る
場
面
が
あ
る
。


