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１　
小
池
百
合
子
氏
は
流
行
神
か

都
議
選
で
、
小
池
百
合
子
都
知
事
の
「
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
」
が
圧
勝
し
、
自
民
党
が
惨
敗
し
た
。

私
は
「
日
本
は
千
数
百
年
以
上
も
、
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
」
と
思
っ
て
、
溜
息
を
つ
い
た
。

日
本
だ
け
に
独
特
な
流は
や
り行

神が
み

現
象
が
、
間
断
な
く
起
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
「
時
花
神
」
と
呼
ば
れ
て
、「
は
や
り
が
み
」
と
い
う
訓る
び

が
ふ
ら
れ
た
。「
時は
や
り花
仏ぶ
つ

」
も

あ
っ
た
が
、
花
が
咲
い
て
、
ぱ
っ
と
散
る
の
に
、
喩
え
た
も
の
だ
っ
た
。

あ
る
時
、
あ
る
神
社
か
、
あ
る
仏
閣
、
祠
に
詣
で
る
と
、
大
き
な
御
利
益
が
え
ら
れ
る
と
い
う
噂
が
ひ
ろ

ま
り
、
参
詣
者
が
殺
到
す
る
が
、
半
年
か
一
、
二
年
し
か
続
か
ず
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、「
祀ま
つ

り
上
げ
祀ま
つ

り
棄
て
」
と
い
わ
れ
た
。

流
行
神
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
の
皇
極
紀
に
、
不
思
議
な
力
を
も
つ
蚕か
い
こほ

ど
の
虫
が
現
わ
れ
、
拝
む
と

富
や
長
寿
が
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
、
民
衆
が
ど
っ
と
押
し
寄
せ
た
と
、
記
さ
れ
て
い
る
。「
都と

鄙ひ

（
都
と
田

舎
）
の
人
、
常と
こ

世よ

の
虫
を
」
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
古
い
記
述
だ
ろ
う
。

流は
や
り行
神
仏
は
常
世
神
と
か
、
志し

多だ

羅ら

神が
み

、
鍬
神
と
か
、
時
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
名
で
知
ら
れ
た
。

小
池
百
合
子
一
座
の
役
者
た
ち
は
大
部
分
が
、
選
挙
直
前
に
公
募
に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
、
新
人
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
い
た
。

私
は
高
校
生
の
こ
ろ
か
ら
、「
日
本
人
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
、
日
本
の
民
俗
学
の

草
分
け
で
あ
る
柳
田
國
男
（
一
八
七
五
年
〜
一
九
六
八
年
）
の
著
作
を
、
読
み
漁
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日

な
ら
、
文
化
人
類
学
に
当
た
る
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
文ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ス
ト

化
人
類
学
者
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

社
会
学
部
長
を
つ
と
め
た
ハ
バ
ー
ド
・
パ
ッ
シ
ン
教
授
（
一
九
一
六
年
〜
二
〇
〇
三
年
）
と
親
友
に
な
っ
た
。

私
は
パ
ッ
シ
ン
教
授
を
、「
ど
う
し
て
先
進
国
の
人
々
の
社
会
行
動
を
研
究
す
る
の
を
社
会
学
と
い
い
、

後
進
国
に
な
る
と
文
化
人
類
学
と
い
う
の
か
」
と
い
っ
て
、
か
ら
か
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

柳
田
は
流
行
神
に
つ
い
て
、「
男
女
老
幼
狂
奔
し
て
之こ
れ

を
迎
へ
候
者
都と

鄙ひ

（
都
会
と
田
舎
）
に
満
ち
た
る

や
う
に
候
か
、
過
ぎ
て
の
後
は
夢
の
や
う
に
候
は
ん
も
、
其そ
の

折
に
際
し
て
渇
仰
の
情
極
め
て
強
烈
に
し
て
、

他
意
左
右
を
顧
み
る
の
暇
な
か
り
し
な
る
べ
く
、（
略
）、
此こ
の

時と
き

涌
き
か
へ
り
た
る
熱
中
血
潮
は
即
今
我
々
の

身
の
内
を
環め
ぐ

る
も
の
に
し
て
（
略
）
愚
痴
と
云
ひ
迷
信
と
云
は
ば
そ
れ
迄ま
で

」
と
、
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
「
近
世
の
流
行
神
鍬
神
の
如
き
は
、
其
蔓
延
の
極
盛
時
に
当
た
り
て
は
、
鉦
し
よ
う

鼓こ

雑ざ
つ

揉じ
ゅ
う（

乱
れ
混
じ

り
）
正ま
さ

に
一
千
年
前
の
修し

多だ

羅ら

神
福
徳
仏
の
流
行
、
さ
て
は
大
昔
の
常
世
の
神
の
狂
態
に
伯
仲
せ
し
や
う
に

候
」
と
、
評
し
て
い
る
。

何
で
あ
れ
、
神
体
と
な
っ
た
。
し
ば
し
ば
仏
像
の
宝
玉
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
国
の
橋
の
欄
干
の
柱

頭
に
つ
け
る
葱ね
ぎ

の
花
に
似
た
擬ぎ

ぼ

し

宝
珠
が
、
流は
や
り行
神
仏
と
な
っ
て
群
衆
を
集
め
た
。 SAMPLE
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私
は
東
京
の
文
京
区
小こ

日び
な

向た

で
生
ま
れ
た
が
、
数
日
前
に
テ
レ
ビ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
シ
ョ
ー
を
み
て
い
た
と

こ
ろ
、
林
泉
寺
の
「
縛
ら
れ
地
蔵
」
が
、
全
国
に
あ
る
〝
び
っ
く
り
地
蔵
〞
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

た
。
享
保
年
間
だ
っ
た
が
、
こ
の
石
仏
を
縛
る
と
願
が
叶
う
と
い
っ
て
、
大
賑
わ
い
と
な
っ
た
と
い
う
。

江
戸
時
代
の
享
和
三
年
の
記
録
を
読
む
と
、
浅
草
の
寺
の
裏
に
、
狐
が
四
、
五
匹
棲
む
穴
が
あ
っ
て
、
御

利
益
が
え
ら
れ
る
と
い
う
噂
が
ひ
ろ
ま
り
、「
い
か
な
る
故
有
し
に
や
諸
人
参
詣
群
集
し
、
近
辺
酒
食
の
肆し

（
店
）
夥
い
ち
ぢ
るし

く
出
来
、
賑
や
か
に
あ
り
し
か
、
半
年
も
過
け
れ
は
、
参
詣
人
ま
れ
に
て
も
と
の
田
舎
の
こ
と

し
、
俄に
わ
かに
盛さ
か

る
者
久
し
か
ら
す
と
い
う
理
な
り
」
と
、
嘆
じ
て
い
る
。

流
行
神
仏
は
は
や
り
す
た
り
が
、
激
し
い
の
だ
。
民
衆
は
熱
し
や
す
く
、
さ
め
や
す
い
の
だ
。

季
節
の
花
で
あ
る
時じ

花か

の
よ
う
に
、
す
ぐ
に
萎
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
一
過
性
の
流は
や
り行
神
仏
に
対
し
て
、

既
成
の
仏
教
教
団
が
「
淫
祠
」
と
か
、「
淫
神
」
と
呼
ん
で
蔑
ん
だ
。

小
池
都
知
事
は
も
っ
と
も
新
し
い
、
流
行
神
で
あ
る
。
私
は
淫
神
と
は
呼
ぶ
ま
い
。
流
行
神
仏
は
し
ば
し

ば
熱
狂
的
な
踊
り
を
と
も
な
っ
た
が
、
都
知
事
選
と
都
議
選
中
に
、
小
池
氏
の
街
頭
演
説
を
見
よ
う
と
群
集

し
た
人
々
を
見
て
い
る
と
、
流
行
神
の
参
詣
者
を
思
わ
せ
た
。

江
戸
時
代
に
は
ほ
ぼ
六
十
年
周
期
で
、
大
規
模
な
「
お
蔭
参
り
」
現
象
が
発
生
し
た
。
伊
勢
神
宮
の
お
札

が
空
か
ら
降
っ
て
き
た
と
い
う
噂
が
、
全
国
に
ひ
ろ
ま
っ
て
、
大
群
衆
が
日
常
の
生
活
か
ら
飛
び
出
し
て
、

道
中
歌
い
踊
り
な
が
ら
奔
流
の
よ
う
に
な
っ
て
、
伊
勢
神
宮
へ
向
か
っ
た
。「
抜
け
参
り
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

最
後
の
「
お
蔭
参
り
」
は
、
明
治
元
年
の
前
年
の
慶
応
三
年
に
起
っ
た
。
庶
民
ば
か
り
三
百
万
人
が
参
加

し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
明
治
に
入
っ
て
す
ぐ
に
行
わ
れ
た
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
人
口
が
三
千
万
人

だ
っ
た
か
ら
、
十
人
に
一
人
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

当
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、「
昼
夜
鳴
物
秤ば
か
りを
打
た
ゝ
き
、
男
女
老
若
も
町
中
さ
わ
ぎ
、
其
時
の
は
や
り
歌

に
も
、
お
め
こ
へ
紙
は
れ
、
は
げ
た
ら
又ま
た

は
れ
、
な
ん
で
も
え
じ
ゃ
な
い
か
、
お
か
げ
で
目
出
度
、
と
い
う

斗ば
か

り
に
て
大
さ
わ
き
、
又
は
面
に
お
し
ろ
い
杯
を
附
け
、
男
が
女
に
な
り
女
が
男
に
な
り
、
又
顔
に
墨
を
ぬ

り
老
女
が
娘
に
な
り
、
い
ろ
く
と
化
物
に
て
大
踊
、
只た
だ

欲
も
徳
も
わ
す
れ
、
え
じ
ゃ
な
い
か
と
お
と
る
」
と

踊
り
練
り
歩
く
、
狂
態
を
演
じ
た
。

な
ぜ
、
日
本
に
だ
け
流
行
神
と
い
う
現
象
が
、
頻
発
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
に
は
仏
教
が
入
っ
て
く
る
ま
で
、
神
々
が
群
生
し
て
お
り
、
ど
こ
に
で
も
神
が
い
る
と
い
う
信
仰
だ

け
あ
っ
て
、
教
典
、
戒
律
が
あ
る
教
派
宗
教
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
絶
対
的
な
神
格
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、

人
々
が
神
仏
を
自
由
奔
放
に
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
っ
た
と
思
う
。

今
日
で
も
、
日
本
に
は
絶
対
的
に
正
し
い
と
い
う
聖
が
、
欠
け
て
い
る
。
私
は
在
来
信
仰
で
あ
る
神
道
は
、

お
お
ら
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
で
は
な
い
と
思
う
。

日
本
人
は
森
羅
万
象
を
崇
め
る
信
仰
心
が
強
い
も
の
の
、
教
典
や
戒
律
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
な
い
か
ら
、
宗

教
性
が
薄
い
。「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
も
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
寛
容
を
欠
く
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ
て
き
た SAMPLE
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た
め
に
、
新
し
く
造
ら
れ
た
明
治
翻
訳
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
日
本
に
は
宗
門
、
宗
旨
、
宗
派
と
い
う
言

葉
し
か
、
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

世
界
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
人
々
が
大
急
ぎ
で
殺
到
す
る
の
は
、
世
界
の
な
か
で
日
本
だ

け
に
み
ら
れ
る
こ
と
だ
。

上
野
動
物
園
で
パ
ン
ダ
に
子
が
生
ま
れ
る
と
群
集
し
て
、『
上
野
精
養
軒
』
の
株
価
が
急
騰
す
る
。
利
に

聡
い
新
聞
社
や
、
テ
レ
ビ
局
が
流
行
神
を
つ
く
る
た
め
に
、
噂
を
ひ
ろ
め
る
。

都
議
選
に
惨
敗
し
て
以
後
、
そ
れ
ま
で
「
安
倍
一
強
」
と
囃
さ
れ
た
の
に
、
安
倍
内
閣
の
支
持
率
が
急
落

し
た
。
大
手
新
聞
や
テ
レ
ビ
が
、〝
安
倍
叩
き
〞
に
熱
中
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
江
戸
時
代
に
庶
民
の
大
き

な
娯
楽
だ
っ
た
歌
舞
伎
の
演
目
に
、
権
力
者
が
没
落
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
も
っ
と
も
多
か
っ
た
こ
と
を

思
わ
せ
る
。
武
士
と
そ
の
家
族
は
歌
舞
伎
を
観
劇
す
る
こ
と
を
、
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

日
本
で
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
政
治
が
世
界
の
ど
こ
の
国
よ
り
も
安
定
し
て
、
治
安
が
よ
く
、
庶
民
が

豊
か
で
、
自
由
な
生
活
を
享
受
し
て
い
た
。
支
配
階
級
で
あ
っ
た
武
士
だ
け
が
、
政
治
に
責
任
を
負
っ
て
、

庶
民
は
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
が
な
く
、
政
治
の
傍
観
者
だ
っ
た
。

大
正
十
四
年
の
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
、
庶
民
が
は
じ
め
て
政
治
に
参
加
し
た
が
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の

こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
庶
民
に
と
っ
て
政
治
と
い
う
と
、
流
行
神
に
現
世
利
益
と
か
、
世
直
し
の

願
望
を
託
す
よ
う
な
次
元
で
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

小
池
都
知
事
は
い
つ
も
洋
装
に
気
を
砕
い
て
、「
フ
ァ
ー
ス
ト
」
と
か
、「
ワ
イ
ズ
・
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
」

と
か
、
舌
足
ら
ず
の
英
語
を
乱
発
し
て
い
る
。
国
枠
主
義
者
の
な
か
に
眉
を
顰
め
る
向
き
が
あ
る
が
、
私
に

は
日
本
原
人
の
よ
う
に
泥
臭
い
と
こ
ろ
が
、
好
感
を
も
て
る
。

日
本
で
は
古
代
か
ら
常と
こ

世よ

の
国
と
い
っ
て
、
遠
い
海
原
の
果
て
か
ら
幸
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
、
信
仰

が
あ
っ
た
。

日
本
は
海
の
文
化
だ
か
ら
、
陸
の
文
化
で
あ
る
中
国
に
な
い
、「
宝
船
」
と
い
う
発
想
が
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
日
本
語
の
な
か
に
夥
し
い
数
に
の
ぼ
る
英
語
か
ら
借
り
て
き
た
、
生
ま
半
可
な
言
葉
が
氾
濫
し
て
い
る
。

2　
ド
ン
グ
リ
こ
ろ
こ
ろ
ど
ん
ぶ
り
こ

十
月
二
十
二
日
の
開
票
の
結
果
に
よ
っ
て
、
六
十
五
年
に
わ
た
っ
た
日
本
の
長
い
暗
夜
が
終
わ
っ
て
、
日

本
に
朝
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

九
月
二
十
八
日
に
、
民
進
党
の
両
院
議
員
総
会
が
開
か
れ
て
、
前
原
誠
司
代
表
の
呼
び
掛
け
に
従
っ
て
、

民
進
党
の
衆
院
議
員
全
員
が
そ
ろ
っ
て
離
脱
し
て
、
小
池
百
合
子
代
表
の
希
望
の
党
に
合
流
す
る
こ
と
に
合

意
し
た
。

私
は
そ
の
直
後
に
、
小
池
代
表
が
「
改
憲
・
安
保
法
に
反
対
し
た
者
は
、
受
け
入
れ
な
い
」
と
い
っ
て
拒 SAMPLE
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ん
だ
時
に
、
神
々
は
日
本
を
見
離
し
て
い
な
い
と
、
胸
が
躍
っ
た
。

一
部
で
、「
同
じ
女
性
で
も
、
若
い
弁
護
士
を
弄
ん
だ
山
尾
志
桜
里
先
生
よ
り
も
、
小
池
先
生
の
ほ
う
が

日
本
を
弄
ん
で
い
る
か
ら
、
ス
ケ
ー
ル
が
は
る
か
に
大
き
い
」
と
揶や

揄ゆ

し
て
い
た
が
、
私
は
小
池
代
表
が
日

本
の
朝
を
引
き
寄
せ
た
と
、
思
っ
た
。

自
公
が
ど
れ
だ
け
と
る
か
、
希
望
の
党
が
ど
こ
ま
で
伸
び
る
の
か
分
ら
な
い
が
、
日
本
維
新
の
党
を
加
え

れ
ば
、
改
憲
勢
力
が
日
本
の
強
い
流
れ
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

私
は
選
挙
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
の
シ
ロ
ウ
ト
だ
か
ら
、
淡
い
希
望
で
終
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
希
望
の
党
は
誰
で
も
名
乗
れ
る
党
名
だ
し
、「
花
粉
症
を
ゼ
ロ
に
す
る
」
と
い
っ
た
、
手
軽

な
公
約
に
不
安
が
の
こ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
前
原
代
表
を
選
出
し
た
民
進
党
大
会
か
ら
僅
か
二
十
八
日
後
に
、
希
望
の
党
に
雪
崩
を

う
っ
て
合
流
し
た
い
と
望
ん
だ
民
進
党
の
〝
リ
ベ
ラ
ル
派
〞
議
員
は
、
情
け
な
い
。
慌
て
て
「
立
憲
民
主

党
」
を
つ
く
っ
た
が
、〝
ホ
ー
ム
レ
ス
の
〞
党
と
か
、〝
お
ち
う
ど
の
〞
党
と
か
ル
ビ
を
ふ
り
た
い
。

〝
リ
ベ
ラ
ル
派
〞
議
員
は
「
〽
ド
ン
グ
リ
こ
ろ
こ
ろ
ど
ん
ぶ
り
こ
、
小
池
に
は
ま
っ
て
さ
ぁ
大
変
」
と
い

う
、
児
童
劇
を
演
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
私
は
選
良
が
た
が
醜
態
を
演
じ
る
の
を
見
て
、
小
泉
八
雲
こ
と

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
、
か
つ
て
「
日
本
人
に
と
っ
て
信
念
は
、
心
サ
イ
コ
ロ
ジ
カ
ル・

理
的
衣コ
ス
チ
ュ
ー
ム
装
に
し
か
す
ぎ
な
い
」

と
指
摘
し
た
こ
と
を
、
思
い
出
し
た
。

ハ
ー
ン
は
多
く
の
日
本
人
が
す
ぐ
に
新
し
い
状
況
に
身
を
委
ね
る
の
で
、
信
念
と
か
、
理
念
と
い
っ
て
も
、

借
着
の
よ
う
な
も
の
だ
と
皮
肉
っ
た
の
だ
っ
た
。

〝
リ
ベ
ラ
ル
派
〞
の
議
員
は
、
希
望
の
党
が
ま
だ
政
策
も
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
全
員
が
駆
け
込

む
こ
と
に
し
た
の
だ
か
ら
、
信
念
も
理
念
も
あ
っ
た
も
の
で
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
民
進
党
に
留
ま
ら
な
か
っ

た
の
か
。
信
念
は
借
着
だ
っ
た
の
だ
。

か
つ
て
村
山
富
市
氏
が
、
自
民
党
と
の
連
立
政
権
の
首
相
と
な
っ
た
時
に
、
そ
れ
ま
で
自
衛
隊
が
違
憲
で

あ
り
、
日
米
安
保
条
約
を
解
消
す
る
信
念
を
主
張
し
て
い
た
の
に
、
自
衛
隊
も
、
日
米
安
保
体
制
も
受
け
入

れ
た
。

護
憲
派
の
多
く
の
人
々
が
、
こ
の
程
度
の
信
念
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
こ
の
人
た
ち
に
国
民
の

生
命
を
託
し
て
よ
い
の
か
、
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

護
憲
派
が
信
仰
す
る
平
和
主
義
は
、
精
神
が
何
よ
り
も
尊
い
と
す
る
精
神
主
義
で
あ
っ
て
、
精
神
が
日
本

の
平
和
を
護
っ
て
く
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。
北
朝
鮮
も
、
中
国
も
、
こ
の
崇
高
な
精
神
を
理
解
し
て
く
れ
る

は
ず
だ
か
ら
、
日
本
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
と
、
確
信
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

護
憲
派
の
人
々
に
「『
平
和
憲
法
』
と
呼
ば
れ
る
、
日
本
国
憲
法
は
精
神
主
義
で
し
か
な
い
。
呪ま
じ
ない
の
護

符
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
ら
、
き
っ
と
怒
る
こ
と
だ
ろ
う
。

私
は
護
憲
派
の
善
男
善
女
を
見
て
い
る
と
、
七
十
二
年
前
の
夏
の
敗
戦
の
最
後
の
日
ま
で
、「
神
州
不
滅
」
SAMPLE
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「
一
億
総
特
攻
」
を
叫
ん
で
い
た
狂
信
的
な
軍
人
た
ち
が
、〝
護
憲
主
義
〞
の
衣
を
ま
と
っ
て
舞
い
戻
っ
て
き

た
の
に
、
ち
が
い
な
い
と
思
う
。
多
く
の
至
純
な
軍
人
た
ち
は
、「〝
万
邦
無
比
（
世
界
に
他
に
な
い
）
の
日

本
精
神
〞
が
あ
る
か
ら
、
日
本
は
絶
対
に
滅
び
な
い
」
と
、
確
信
し
て
い
た
。

護
憲
主
義
も
、
惨
憺
た
る
敗
戦
を
招
い
た
精
神
主
義
で
あ
っ
て
、
何
一
つ
変
わ
ら
な
い
。

先
の
大
戦
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
七
十
二
年
も
た
つ
の
に
、
い
ま
だ
に
日
本
は
危
険
き
わ
ま
る
国
粋
主
義
の

手
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
、
で
き
な
い
で
い
る
。

日
本
国
憲
法
が
、
そ
の
邪
し
ま
な
聖
典
と
な
っ
て
い
る
。
一
日
も
早
く
憲
法
を
改
め
た
い
。

3　
豊
田
真
由
子
議
員
の
罵
詈
雑
言
は
か
わ
い
ら
し
い

私
は
テ
レ
ビ
で
豊
田
真
由
子
衆
議
院
議
員
が
、
運
転
中
の
秘
書
に
対
し
て
、
罵
詈
雑
言
を
あ
ら
ん
か
ぎ
り

の
声
で
絶
叫
し
て
い
る
の
を
聴
い
て
、「
日
本
は
よ
い
国
な
の
だ
」
と
、
安
心
し
た
。

き
っ
と
、
読
者
の
方
々
は
意
外
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
、
私
は
日
本
の
国
民
性
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
、
思
っ
た
。
日
本
語
の
特
徴
や
、
日
本
の
民
族
性
が
、

中
国
、
韓
国
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
民
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
た
。

豊
田
議
員
は
自
分
よ
り
も
年
長
の
男
性
秘
書
を
、
言
葉
を
盡
し
て
罵
倒
し
て
い
る
の
に
、「
こ
の
ハ
ゲ
！
」

と
か
、「
こ
い
つ
、
豊
田
真
由
子
様
へ
向
か
っ
て
、
ふ
ざ
け
や
が
っ
て
！
」
と
い
う
よ
う
に
、
相
手
を
罵
し

る
語ご

彙い

（
言
葉
の
表
現
）
が
、
実
に
乏
し
い
。

中
国
や
、
韓
国
語
に
な
る
と
、「
お
前
の
母
親
の
×
×
（
女
性
性
器
）
は
腐
っ
て
い
る
！
」
と
か
、「
犬
の

糞
を
食
っ
た
ば
か
り
の
顔つ
ら

を
し
や
が
っ
て
！
」
と
か
、
そ
の
ま
ま
と
て
も
訳
せ
な
い
、
相
手
を
罵
し
り
倒
す

言
葉
が
、
数
百
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
言
語
学
で
「
罵
倒
語
」（
英
語
で
はcurse w

ords 

呪カ

ー

ス
・
ワ

ー

ズ

い
の
言
葉
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
キ
リ
ス

ト
教
の
旧
約
聖
書
を
読
む
と
、「
い
っ
た
い
、
こ
れ
が
宗
教
書
な
の
か
」
と
疑
わ
さ
れ
る
ほ
ど
、
罵
倒
語
に

溢
れ
て
い
る
。

私
は
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
た
直
後
に
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
流
行
伝
記
作
家
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
が
、
ア
メ
リ
カ
で
す
ぐ
に
話
題
作
と
な
っ
た
『
あ
る
大
統
領
の
死
』
を
ア
メ
リ
カ
の
週
刊

誌
に
連
載
し
た
の
を
、『
週
刊
新
潮
』
が
版
権
を
買
っ
た
時
に
、
訳
者
を
つ
と
め
た
。

と
こ
ろ
が
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
と
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
夫
人
が
会
話
の
な
か
で
、
英
語
国
民
が
気
に
入
ら
な
い

こ
と
に
対
し
て
い
う
、「
シ
ッ
ト
！
」（
糞
尿
）
と
か
、「
フ
ァ
ッ
ク
！
」（
性
交
の
さ
ま
）
と
か
、
人
を
罵
っ

て
い
う
「
ア
ス
ホ
ー
ル
」（
尻
の
穴
）
な
ど
罵
倒
語
を
口
汚
く
連
発
す
る
の
で
、
ま
っ
た
く
翻
訳
し
よ
う
が

な
く
、
頭
を
抱
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
英
語
だ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
に
も
、
数
限
り
な SAMPLE
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い
罵
倒
語
が
あ
る
。
荒
々
し
い
人
た
ち
な
の
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
語
で
は
罵
倒
語
に
な
る
と
、「
バ
カ
！
」「
ア
ホ
！
」
と
か
、「
ク
ソ
！
」
と
か
、

じ
つ
に
貧
弱
だ
。
多
用
さ
れ
る
罵
倒
語
と
い
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
七
つ
か
、
八
つ
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
は

な
い
か
。

豊
田
真
由
子
議
員
の
よ
う
な
女
性
は
、
古
代
か
ら
日
本
で
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。

『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
時
代
に
著
さ
れ
た
、
藤
原
道
網
母
に
よ
る
『
蜻か
げ
ろ
う蛉

日
記
』
は
十
九
歳
に
嫁
い
で
か

ら
、
二
十
年
あ
ま
り
に
の
ぼ
る
結
婚
生
活
の
不
平
鬱う
っ

憤ぷ
ん

を
綴
っ
た
、
日
記
文
学
で
あ
る
。
著
者
が
癇か
ん

癪し
ゃ
くを
爆

発
す
る
た
び
に
、
夫
の
兼
家
が
「
お
お
、
こ
わ
や
、
こ
わ
や
」
と
い
っ
て
、
怯
え
て
い
る
。

日
本
は
、
中
国
、
韓
国
や
、
西
洋
が
女
性
を
男
性
に
従
属
さ
せ
て
い
た
の
と
違
っ
て
、
古
代
か
ら
男
女
が

和
歌
を
詠
ん
で
、
対
等
に
相そ
う

問も
ん

歌か

を
交
換
し
た
よ
う
に
、
女
性
が
強
い
国
で
あ
っ
て
き
た
。

豊
田
議
員
の
秘
書
の
証
言
を
読
む
と
、
豊
田
議
員
は
癇
性
が
強
い
だ
け
で
、
絶
叫
し
た
後
に
痙
攣
し
て
意

識
を
失
っ
て
い
な
い
か
ら
、
先
天
的
な
癲て
ん

癇か
ん

症
で
は
な
い
。

日
本
語
に
罵
倒
語
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
は
、
日
本
人
が
互
に
思
い
遣
っ
て
、
人
と
人
と
の
和
を
重

ん
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
他
国
で
は
、
人
々
が
「
俺
が
」「
わ
た
し
が
」
と
い
っ
て
、
自
己
中

心
で
、
つ
ね
に
相
手
に
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
立
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。

私
は
英
語
屋
だ
が
、
英
語
を
書
く
た
び
に
、you he she they
な
ど
は
み
な
小
文
字
な
の
に
、
Ｉ
（
私
）

だ
け
が
、
ど
う
し
て
大
文
字
な
の
か
、
身
震
い
す
る
。

日
本
の
古
来
信
仰
で
あ
る
神
道
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
教
え
は
、「
言こ

と

挙あ

げ
」
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。
言
葉
は
も
っ
ぱ
ら
自
己
主
張
と
、
自
己
弁
解
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
、
言
葉
よ
り
も
心
を
用

い
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
言
葉
を
慎
ん
だ
ほ
う
が
よ
い
。

日
本
で
は
「
よ
い
言
葉
を
発
す
れ
ば
、
現
実
が
よ
く
な
る
」
と
い
う
、
言こ
と

霊だ
ま

信
仰
が
力
を
も
っ
て
き
た
。

そ
の
た
め
に
、
罵
倒
語
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
日
本
は
言
葉
と
論
理
を
重
ん
じ
る
他
の
諸
国
と
違
っ
て
、

心
の
国
で
あ
っ
て
き
た
。
い
ま
で
も
、
日
本
は
「
言
霊
の
幸さ
き
はふ
国
」
な
の
だ
。

そ
う
思
い
な
が
ら
、
豊
田
議
員
の
罵
声
を
聞
い
て
い
る
と
、
可
愛
ら
し
い
。

配
偶
者
が
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
夫
君
は
一
千
年
前
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
兼
家
の
よ
う
に
、
苦
労
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

4　
史
上
最
初
の
二
十
九
連
勝　
十
四
歳
の
快
挙

中
学
三
年
生
の
藤
井
聡
太
四
段
が
、
将
棋
公
式
戦
で
史
上
最
初
の
二
十
九
連
勝
を
果
し
た
こ
と
が
、
日
本

全
国
を
涌
か
せ
た
。
藤
井
君
の
快
挙
に
、
喝
采
し
た
い
。

ふ
と
、
私
は
藤
井
君
を
少
年
扱
い
に
す
る
の
は
、
日
本
社
会
が
幼
児
化
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ SAMPLE




