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す
る
し
、
こ
の
前
の
都
議
会
の
ヤ
ジ
の
よ

う
に
、
驚
く
よ
う
な
暴
言
を
吐
く
。
言
葉

は
少
な
い
の
に
無
駄
口
ば
か
り
。
そ
れ
も

す
べ
て
を
台
な
し
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
。

私
自
身
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
信
じ
た
い

と
こ
ろ
で
す
が
、
妻
に
い
つ
も
「
ご
ち
ゃ

ご
ち
ゃ
無
駄
口
ば
っ
か
り
」
と
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
き
っ
と
そ
う
な
ん
で
し

ょ
う
。
要
す
る
に
自
覚
が
な
い
ん
で
す
ね
。

そ
う
な
る
と
「
男
ら
し
さ
」
っ
て
「
無

能
」「
役
立
た
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ
こ
は
潔
く
、
い
っ

た
ん
認
め
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
だ
い
た
い
、
女
性
た
ち
が

命
を
受
け
継
い
で
き
た
か
ら
私
た
ち
が
い

る
わ
け
で
、
そ
の
重
大
性
を
考
え
た
ら
、

我
ら
男
の
果
た
せ
る
役
割
な
ん
て
た
か
が

知
れ
て
い
ま
す
。「
無
能
」「
役
立
た
ず
」

と
認
め
た
う
え
で
努
力
す
る
。
ダ
メ
だ
か

ら
こ
そ
頑
張
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
就
職

で
き
な
い
、
女
性
に
モ
テ
な
い
、
何
を
や

滑
に
で
き
る
ん
で
す
か
ら
。
は
っ
き
り
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
人
間
と
し
て
優
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。

そ
の
点
、「
男
ら
し
さ
」
の
ほ
う
は

「
男
子
力
」
と
な
り
え
る
か
？

そ
も
そ

も
「
男
ら
し
さ
」
っ
て
何
だ
っ
た
ん
で
し

ょ
う
か
。「
泣
か
な
い
」
と
か
「
一
つ
の

物
事
に
没
頭
す
る
」
と
か
。
武
士
に
二
言

は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
無
駄
口
は
叩
か

ず
、
一
度
言
っ
た
こ
と
は
必
ず
実
行
す
る

と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
っ
て
能
力
で
す
か
ね
？

た
ま
に

は
泣
い
た
ほ
う
が
体
に
も
い
い
し
、
感
情

表
現
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
。

韓
流
ス
タ
ー
に
人
気
が
集
ま
る
の
も
彼
ら

が
よ
く
泣
く
か
ら
で
す
よ
ね
。「
一
つ
の

物
事
に
没
頭
す
る
」
と
い
う
の
も
、
同
時

並
行
的
に
複
数
の
こ
と
が
で
き
な
い
っ
て

こ
と
で
す
。
無
駄
口
は
叩
か
ず
、
っ
て
単

に
言
語
能
力
が
低
い
だ
け
で
し
ょ
う
。
実

際
、
男
の
政
治
家
は
肝
心
な
場
面
で
失
言

の
ほ
う
は
そ
の
ま
ま
人
格
全
体
に
か
か
わ

っ
て
き
ま
す
が
、「
女
子
力
」
は
一
つ
の

能
力
に
す
ぎ
な
い
。
個
性
や
行
動
を
束
縛

す
る
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
む
し
ろ
武
器
な

ん
で
す
ね
。
利
用
す
る
道
具
と
し
て
人
格

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。「
役
割
」
を

「
能
力
」
に
変
換
し
た
ん
で
す
よ
。

そ
う
な
る
と
、
女
性
は
「
女
子
力
」
を

使
っ
て
も
使
わ
な
く
て
も
い
い
。
場
面
に

応
じ
て
臨
機
応
変
に
発
揮
す
れ
ば
い
い
わ

け
で
、
極
端
な
話
、
男
が
「
女
子
力
」
を

持
っ
て
い
て
も
い
い
わ
け
で
す
。「
俺
、

結
構
、
女
子
力
あ
る
ぜ
」
み
た
い
に
。

「
あ
い
つ
女
子
力
あ
る
か
ら
、
あ
い
つ
に

頼
ん
だ
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と

か
。
つ
ま
り
「
女
子
力
」
と
い
う
の
は
、

性
差
と
は
無
関
係
に
、
人
間
と
し
て
優
れ

た
能
力
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
だ
っ
て

身
の
回
り
を
き
れ
い
に
し
た
り
、
生
き
る

た
め
に
絶
対
に
必
要
な
食
事
を
つ
く
っ
た

り
、
周
囲
に
気
を
配
っ
て
人
間
関
係
を
円

め
は
「
女
ら
し
さ
」
に
逆
戻
り
し
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
聞
い
て
い

る
と
、
要
す
る
に
身
な
り
を
整
え
、
家
事

が
得
意
、
周
囲
に
気
配
り
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
み
た
い
で
す
か
ら
ね
。
か
つ
て
の

「
女
ら
し
さ
」
を
「
女
子
力
を
磨
く
」「
女

子
力
ア
ッ
プ
」
な
ど
と
言
い
方
を
変
え
た

だ
け
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

で
も
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、
こ
れ
、
ぜ

ん
ぜ
ん
違
う
ん
で
す
ね
。「
女
ら
し
さ
」

│
│
。
も
っ
と
も
な
話
で
は
あ
る
ん
で
す

が
、「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
」

と
い
う
そ
の
先
の
道
筋
が
よ
く
わ
か
ら
な

か
っ
た
ん
で
す
ね
。「
自
分
ら
し
さ
」
と

か
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
み
ん
な

が
自
分
ら
し
く
生
き
よ
う
と
し
た
ら
、
そ

れ
こ
そ
接
点
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
も

ん
ね
。

最
近
に
な
っ
て
「
女
子
力
」
と
い
う
言

葉
を
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
初

「
女
子
力
」
は
能
力
、「
男
子
力
」
は
？

私
が
二
十
代
の
こ
ろ
、
男
女
雇
用
機
会

均
等
法
が
施
行
さ
れ
、
や
が
て
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
フ
リ
ー
」
が
盛
ん
に
叫
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
フ
リ

ー
に
す
る
。「
男
ら
し
さ
」「
女
ら
し
さ
」

と
い
う
役
割
意
識
は
、
人
間
を
抑
圧
す
る

か
ら
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
だ
と
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髙橋秀実
ノンフィクション作家

女
性
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
で
テ
キ
パ
キ
と
道
を
切
り
拓
い
て
い
る
。

軌
道
修
正
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
世
の
オ
ト
コ
は
、ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
？

反
発
か
？　
さ
も
な
く
ば
反
省
か
？

同
性
の
情
け
な
さ
を『
男
は
邪
魔
！
』で
著
し
た
髙
橋
秀
実
さ
ん
に
聞
い
た
。

女
子
力
と
は
、結
局
、人
間
的
総
合
力
で
あ
っ
た

「
女
子
力
」の
前
に
、オ
ト
コ
は
邪
魔
か
？


