
参
議
院
議
員
の
普
通
選
挙
が
終
わ
っ
た
。
地
方
自
治
体
の
議
会
選

挙
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
今
回
も
、
選
挙
カ
ー
や
政
見
放
送
で
、
決
ま

り
文
句
「
よ
ろ
し
く
ご
支
援
賜
わ
り
ま
す
よ
う
、
心
か
ら
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
」
を
さ
ん
ざ
ん
聞
か
さ
れ
た
。
こ
の
「
賜
わ
る
」
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

新
横
浜
駅
を
利
用
す
る
こ
と
の
多
い
わ
た
し
が
毎
度
接
す
る
奇
妙

な
言
語
表
現
が
あ
る
。
こ
の
た
ぐ
い
は
国
じ
ゅ
う
に
溢
れ
て
い
る
の

で
、
多
く
の
利
用
者
は
ほ
と
ん
ど
意
に
介
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
が
、

七
月
末
に
書
き
留
め
た
の
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
列
車
の
到

着
時
刻
が
近
づ
く
と
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
「
毎
度
ご
利
用
い
た

だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
云
々

」
と
い
う
、
録
音
ら
し

い
女
性
の
声
が
流
れ
た
。
一
方
、
車
内
放
送
の
車
掌
の
声
は
「
毎
度

ご
利
用
く
だ
さ
い
ま
し
て
云
々

」
で
あ
っ
た
。
全
く
同
じ
文
脈
な
の

に
、
片
や
「
い
た
だ
く
」、
片
や
「
く
だ
さ
る
」
で
あ
る
。
こ
の
鉄

道
会
社
で
は
、
こ
の
二
つ
の
語
は
同
等
の
表
現
価
値
を
有
す
る
ら
し

い
。
車
内
の
電
光
ニ
ュ
ー
ス
板
に
は
「
毎
度
ご
利
用
く
だ
さ
い
ま
し

て
」
の
文
字
が
流
れ
、
イ
ヤ
フ
ォ
ン
の
貸
出
し
に
つ
い
て
「
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
」
と
出
る
。
ち
な
み
に
、「
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
」

は
小
田
急
の
放
送
で
も
掲
示
で
も
頻
繁
に
用
い
る
。
冒
頭
に
引
い
た

「
賜
わ
る
」
は
「
い
た
だ
く
」
の
同
義
語
な
の
で
、
こ
の
文
脈
で
乗

客
が
主
格
に
な
る
行
為
に
「
賜
わ
る
」
を
用
い
る
の
は
、
じ
つ
は
己

【
エ
ッ
セ
イ
】

い
た
だ
か
せ
た
が
る
日
本
人

―
―
言
語
時
評
・
五
―
―

工

藤

力

男
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れ
を
敬
う
表
現
な
の
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
で
使
わ
れ
て
い
る
「
い
た
だ
く
」
は
、
お
お
よ
そ
誤

用
が
七
割
、
的
確
な
使
用
が
一
割
、
そ
の
他
が
境
界
域
に
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
先
年
、
わ
た
し
は
「
日
本
語
練
習
帳
・
続
貂
」（『
成

城
国
文
学
』
十
九
号
﹇2003

﹈）
に
そ
う
書
い
て
病
根
の
深
さ
を
指
摘

し
た
。
次
に
二
つ
の
用
例
を
引
く
が
、
そ
の
前
者
を
『
日
本
国
語
大

辞
典
』
第
二
版
が
例
文
に
挙
げ
、
後
者
を
大
野
晋
氏
が
『
日
本
語
練

習
帳
』
に
的
確
例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
で
、
と
も
に
誤
用
で
あ
る
。

御
は
か
ま
を
忘
れ
ま
し
た
の
で
、
御
送
り
申
上
ま
し
た
が
御
う

ま
す

け
と
り
戴
き
ま
し
た
事
と
存
じ
升
。

（
志
賀
直
哉
『
痴
情
』）

ほ
ん
の
子
供
で
す
か
ら
、
駅
長
さ
ん
か
ら
よ
く
教
え
て
や
っ
て

い
た
だ
い
て
。

（
川
端
康
成
『
雪
国
』）

傍
線
部
の
敬
語
表
現
を
常
態
語
に
直
す
と
、
前
者
は
「
う
け
と
っ
て

も
ら
っ
た
」、
後
者
は
「
駅
長
さ
ん
か
ら
よ
く
教
え
て
や
っ
て
も
ら

っ
て
」
と
な
る
。「
や
る
」
と
「
も
ら
う
」
は
行
為
の
方
向
が
正
反

対
の
動
詞
な
の
で
、
そ
れ
を
一
緒
に
用
い
る
こ
と
の
奇
怪
さ
が
、
敬

語
に
覆
わ
れ
て
気
付
か
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
混
乱
の
原
因
は
何

だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
冒
頭
に
引
い
た
、
選
挙
カ
ー
の
放
つ
「
賜
わ
る
」
は
、
日

常
の
卑
近
な
会
話
に
は
め
っ
た
に
現
わ
れ
ず
、
口
答
で
も
書
面
で
も

専
ら
改
ま
っ
た
と
き
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
準
口

語
な
い
し
準
文
語
と
で
も
言
う
べ
き
語
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
は
自

分
が
日
常
用
い
る
日
本
語
の
語
法
を
適
用
さ
せ
ず
に
平
気
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
が
、
高
等
学
校
の
古
典
の
時
間

に
「
給
ふ
」「
給
は
る
」
の
違
い
を
教
わ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
現
実

の
生
活
に
結
び
付
け
て
考
え
る
習
慣
を
も
た
な
い
に
違
い
な
い
。

謙
譲
語
「
給
は
る
」
を
、
こ
の
よ
う
に
尊
敬
語
と
し
て
用
い
る
先

駆
例
は
鎌
倉
時
代
に
現
わ
れ
た
。
室
町
時
代
、
そ
の
用
法
は
急
速
に

広
が
り
、
江
戸
時
代
の
擬
古
文
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
本
居
宣
長
は

そ
れ
を
嘆
い
て
『
玉
あ
ら
れ
』
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
い
ま
現
代

語
に
試
訳
し
て
掲
げ
る
。

「
給
ふ
」
は
与
え
る
人
に
つ
い
て
言
う
語
、「
給
は
る
」
は
受
け

る
人
に
つ
い
て
言
う
語
で
あ
る
。【「
給
ふ
」
は
話
し
言
葉
の

「
く
れ
る
、
と
ら
す
、
下
さ
る
」
な
ど
に
当
た
り
、「
給
は
る
」

は
「
も
ら
ふ
、
い
た
だ
く
、
拝
領
す
る
」
な
ど
に
当
た
る
。】

（
中
略
）
古
い
書
物
に
は
、「
給
は
る
」
を
「
被ル
レ

賜
ハ

」
な
ど
と

書
い
て
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
今
、
世
の
人
に
は
こ
の
区
別
が

な
く
、「
給
ふ
」
こ
と
を
「
給
は
る
」
と
通
じ
さ
せ
て
言
う
の

は
誤
り
で
あ
る
。
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明
治
期
に
流
れ
こ
ん
だ
こ
の
語
の
状
況
を
『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』

﹇1985
﹈
に
見
よ
う
。

た
ま
わ
る

◯一
「
も
ら
う
」「
受
け
る
」
意
の
謙
譲
語
で
、
与

え
る
人
を
敬
っ
て
受
け
る
人
の
動
作
に
い
う
。
い
た
だ
く
。

頂
戴
す
る
。〔
ヘ
ボ
ン
〕

◯二
「
く
れ
る
」「
与
え
る
」「
授
け

る
」
意
の
尊
敬
語
。
上
位
者
の
動
作
に
い
う
。
下
さ
る
。

〔
ヘ
ボ
ン
〕「
飜
訳
の
代
に
、
旅
費
さ
へ
添
へ
て
―
・
り
し
を

〔
舞
姫
〕」

『
舞
姫
』
は
文
語
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
直
接
の
参
考
に
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、〔
ヘ
ボ
ン
〕
と
し
て
引
か
れ
た
箇
所
の
記
述
を
、J.C

.

H
epburn

『
和
英
語
林
集
成
』﹇1886

﹈
の
原
文
に
つ
い
て
見
る
と
、

T
A

M
A

W
A

R
I,

-R
U
タ
マ
ハ
ル
賜

t.v.
To

give,－
spoken

only

of
m

ost
honorable

persons
;also,

to
receive

from

a
superior.

Syn.
A

T
A

E
R

U,
SA

Z
U

K
E

R
U.

と
あ
っ
て
、
こ
の
語
の
敬
語
用
法
の
混
乱
ぶ
り
を
よ
く
捉
え
て
い
る
。

か
く
て
「
た
ま
わ
る
」
に
尊
敬
語
の
座
を
追
わ
れ
た
「
た
ま
う
」
は
、

現
代
日
本
語
で
は
少
し
横
柄
な
命
令
表
現
「
〜
た
ま
え
」
と
い
う
局

限
さ
れ
た
用
法
に
残
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
た
ま
う
」
と
「
た
ま
わ
る
」
の
混
同
の
事
実
を

指
摘
し
た
人
は
多
い
が
、
こ
の
現
象
の
生
じ
た
原
因
に
言
及
し
た
論

著
に
は
、
ま
だ
接
し
た
こ
と
が
な
い
。
今
こ
の
短
文
で
詳
細
な
論
証

を
呈
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
見
通
し
だ
け
は
着

け
て
お
き
た
い
。

金
田
一
春
彦
「
日
本
語
は
ど
う
い
う
言
葉
か
」（
大
修
館
書
店
『
日

本
語
講
座
』
第
一
巻
﹇1976

﹈）
に
日
本
語
教
室
の
興
味
あ
る
光
景
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
摘
要
し
て
記
す
。

以
前
教
え
た
事
項
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
か
否
か
を
尋
ね
る
と
、

学
生
た
ち
か
ら
「
先
週
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
私
に
教
え
た
か
ら
、

私
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
て
ギ

ョ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
確
か
に
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
の
答
え
の

前
半
を
聞
く
と
、「
お
か
げ
で
迷
惑
し
ま
し
た
」
と
で
も
続
き

そ
う
に
思
う
。
日
本
人
な
ら
、「
先
週
教
わ
り
ま
し
た
」
か

「
先
週
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
日
本
語
を
め
ぐ
る
二
つ
の
問
題
が
露
呈
し
て
い
る
。
氏
が

ギ
ョ
ッ
と
し
た
の
は
、
条
件
句
の
「
教
え
た
」
と
「
か
ら
」
ゆ
え
で

あ
る
。
近
年
、「
か
ら
」「
の
で
」「
て
」
を
使
い
分
け
な
い
、
外
国

人
並
の
日
本
語
運
用
力
の
日
本
人
が
殖
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
興

味
あ
る
対
象
だ
が
、
今
回
は
言
及
し
な
い
。
当
面
の
問
題
を
解
く
鍵

は
、
金
田
一
氏
の
言
う
後
半
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
に
よ
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っ
て
こ
と
が
ら
が
実
現
し
た
と
き
、
行
為
者
を
取
り
立
て
て
は
表
現

せ
ず
、
そ
れ
を
受
け
た
者
の
行
為
と
し
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
日

本
的
な
敬
語
表
現
の
要
諦
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
者
が

何
か
を
し
た
よ
う
に
は
表
現
し
な
い
、
自
然
可
能
が
根
本
義
で
あ
る

助
動
詞
「
る
／
ら
る
」
が
尊
敬
表
現
を
に
な
う
道
理
で
あ
る
。
こ
の

教
室
の
例
で
は
、
教
え
た
教
師
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
教
わ
っ

た
学
生
の
行
為
と
し
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
冒
頭
に
挙
げ
た

例
に
当
て
は
め
る
と
、「
た
ま
う
」
た
人
の
行
為
よ
り
も
「
た
ま
わ

っ
」
た
人
の
行
為
と
し
て
述
べ
る
ほ
う
が
丁
寧
だ
と
い
う
意
識
が
、

か
か
る
形
式
を
選
ば
せ
て
い
る
の
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

敬
語
表
現
が
発
達
し
た
こ
と
で
、
行
為
者
を
一
々
言
わ
な
く
て
も

よ
い
の
が
日
本
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。
日
本
語
史
は
敬
語
表
現
簡
素

化
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
「
奉
り
給

ふ
」
の
形
で
謙
譲
と
尊
敬
を
重
ね
た
表
現
を
、
現
代
語
は
一
方
で
済

ま
す
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
そ
こ
に
行
為
者
と
被
行
為
者
の
紛
れ
や
す

い
原
因
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
、
格
を
明
示
す
る
表
現

が
発
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
現
代
語
で
そ
の
骨
格
を
示
す
と
、「（
わ

た
し
が
）
し
て
い
た
だ
く
」「（
あ
な
た
が
）
し
て
く
だ
さ
る
」
と
言

う
べ
き
な
の
に
、
格
表
示
す
る
肝
心
の
語
句
（
括
弧
内
）
を
省
く
と

こ
ろ
に
誤
用
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

七
月
廿
四
日
、
ラ
ジ
オ
の
ハ
ン
グ
ル
講
座
で
接
し
た
興
味
あ
る
例

を
示
そ
う
。
要
請
表
現
の
例
文
に
付
せ
ら
れ
た
「
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
」
と
あ
る
対
訳
文
を
、
講
師
は
「
し
て
く

だ
さ
れ
ば
…
…
」
と
説
明
し
、
別
の
例
文
「
し
て
い
た
だ
く
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
」
の
傍
線
部
を
「
く
だ
さ
る
」
と
も
読

み
替
え
た
の
で
あ
る
。
原
文
に
は
朝
鮮
語
の
尊
敬
の
補
助
語
幹

「si

」
が
あ
る
だ
け
な
の
で
、
直
訳
は
と
も
に
「
く
だ
さ
っ
た
ら
」

が
適
当
な
の
に
、「
い
た
だ
く
」
を
用
い
た
訳
文
を
掲
げ
て
い
る
の

だ
。
こ
こ
に
も
日
本
人
の
い
た
だ
き
好
き
が
覗
い
て
い
る
よ
う
だ
。

「
た
ま
わ
る
」「
い
た
だ
く
」
が
尊
敬
と
謙
譲
の
用
法
間
で
混
同
さ

れ
た
の
に
は
、
い
ま
一
つ
の
原
因
が
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

手
元
に
あ
る
最
新
の
資
料
、
国
立
国
語
研
究
所
『
方
言
文
法
言
語
地

図
』﹇2001

﹈
の
解
説
編
か
ら
、
共
通
日
本
語
の
授
受
動
詞
の
体
系

を
引
い
て
示
そ
う
（
原
文
は
横
組
み
）。
下
の
第
三
者
の
表
現
は
、

説
明
の
都
合
上
、
私
に
添
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
表
に
お
け
る
受
納
動
詞
の
遠
心
性
動
詞
欄
の
空
白
は
、
授
受

表
現
の
あ
り
か
た
か
ら
し
て
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
話

し
手
側
は
与
え
手
と
し
て
も
受
け
手
と
し
て
も
表
現
者
に
な
れ
る
が
、

す
で
に
向
こ
う
側
に
あ
る
相
手
を
、
さ
ら
に
向
こ
う
側
の
存
在
た
る
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受
け
手
と
し
て
は
表
現
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
者
に
よ
る
中

立
的
表
現
な
ら
、
授
与
と
受
納
の
動
詞
は
「
与
え
る
－
受
け
る
」
と

一
対
一
の
関
係
に
な
る
が
、
境
遇
性
の
高
い
日
本
語
は
ど
う
し
て
も

話
し
手
が
関
与
し
や
す
い
。
し
か
も
、
物
な
り
善
意
な
り
を
受
け
た

側
が
、
そ
れ
を
自
分
の
行
為
と
し
て
表
現
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。

か
く
て
「
敬
意
あ
り
」
の
受
納
動
詞
「
い
た
だ
く
」
の
用
い
ら
れ
る

機
会
の
多
い
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
本
書
は
ま
た
、
遠
心
性
授
与

動
詞
「
や
る
」
に
相
当
す
る
語
に
ク
レ
ル
系
を
用
い
る
地
域
が
、
中

部
地
方
以
東
、
九
州
南
西
部
以
南
に
分
布
す
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い

る
。
共
通
語
と
は
逆
の
方
向
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も

「
た
ま
わ
る
」「
い
た
だ
く
」
の
誤
用
さ
れ
る
契
機
が
あ
っ
た
と
見
る

べ
き
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
の
空
白
を
埋
め
る
よ
う
に
「
い
た
だ

く
」
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
、
そ
う
わ
た
し
は
推
察
す
る
。

さ
て
、
準
口
語
な
い
し
準
文
語
の
「
た
ま
わ
る
」
に
対
す
る
口
語

「
い
た
だ
く
」
の
謙
譲
語
と
し
て
の
用
法
は
、
室
町
時
代
末
期
に
生

ま
れ
て
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
。
そ
し
て
「
い
た
だ
く
」
は
「
た
ま

わ
る
」
の
語
義
を
現
在
ま
で
引
き
継
い
で
い
る
の
で
、
話
者
の
側
が

対
者
か
ら
な
ん
ら
か
の
利
益
か
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
を
表
わ
す
。
補

助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
は
商
業
敬

語
に
濫
用
さ
れ
る
。
テ
レ
ビ
の
通
信
販
売
や
料
理
の
番
組
な
ど
で
、

行
為
者
の
誰
彼
を
問
わ
ず
動
詞
全
部
に
「
い
た
だ
く
」
を
付
け
る
人

も
あ
る
。
手
藝
の
講
師
が
「
赤
糸
を
二
つ
目
の
孔
に
通
し
て
い
た
だ

き
、
裏
に
回
し
て
両
端
を
結
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。」
な
ど
と
言
う

の
は
、
も
う
丁
寧
語
に
近
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
現
代
の
代
表
的

さ
も

な
丁
寧
語
「
で
す
」「
ま
す
」
は
、
謙
譲
語
「
に
て
侍
ら
ふ
」「
参
ら

す
」
が
変
化
し
て
成
立
し
た
の
だ
か
ら
、
丁
寧
語
化
す
る
の
は
一
理

あ
る
変
化
だ
と
は
言
え
る
。
だ
が
、
縷
々
書
い
て
き
た
よ
う
に
、
一

方
で
は
「
い
た
だ
く
」
を
尊
敬
語
と
し
て
用
い
る
傾
向
が
著
し
く
進

ん
で
い
る
。
丁
寧
語
化
と
尊
敬
語
化
の
同
時
進
行
と
言
う
べ
き
だ
ろ

う
か
。
日
本
語
史
の
う
え
で
謙
譲
語
が
体
系
と
し
て
尊
敬
語
に
変
化

し
た
例
の
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。

敬
語
の
難
し
さ
に
つ
い
て
発
言
す
る
識
者
が
多
い
。
例
え
ば
、
丸

谷
才
一
『
日
本
語
の
た
め
に
』（﹇1974

﹈
新
潮
社
）
の
「
敬
語
は
む

ヴ
ォ
イ
ス
的
対
立

敬
意
の
有
無

に
よ
る
対
立

人
称
的
方
向
性
に
よ
る
対
立

遠
心
性
動
詞

求
心
性
動
詞

授

与

動

詞

（
与
え
手
が
主
格
）

敬
意
あ
り

さ
し
あ
げ
る

く
だ
さ
る

敬
意
な
し

や
る
・
あ
げ
る

く
れ
る

受

納

動

詞

（
受
け
手
が
主
格
）

敬
意
あ
り

い
た
だ
く

敬
意
な
し

も
ら
う

第
三
者

の
表
現

与
え
る

受
け
る
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つ
か
し
い
」。
だ
が
こ
れ
は
困
る
。
著
名
な
文
人
の
発
言
は
影
響
力

が
大
き
い
ゆ
え
に
、
特
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
大
衆

に
迎
合
す
る
こ
の
主
張
に
は
百
害
あ
っ
て
半
利
も
な
い
。
そ
も
そ
も

私
見
で
は
、
敬
語
が
難
し
い
と
い
う
の
は
妄
想
に
過
ぎ
な
い
。
簡
単

な
基
本
形
式
を
理
解
し
、
な
る
べ
く
助
詞
に
よ
っ
て
話
者
と
行
為
者

を
明
示
す
る
原
則
さ
え
習
得
す
れ
ば
、
誤
用
の
契
機
は
ほ
と
ん
ど
消

滅
す
る
。
井
上
史
雄
『
敬
語
は
こ
わ
く
な
い
』（﹇1999

﹈
講
談
社
現

代
新
書
）
は
、
丸
谷
氏
の
著
書
に
対
峙
し
う
る
標
題
で
、
し
か
も
簡

潔
な
記
述
が
好
感
で
き
る
。

以
上
、
あ
れ
こ
れ
と
見
て
き
た
「
い
た
だ
く
」
に
ま
つ
わ
る
日
本

語
の
現
状
で
あ
る
。
敬
語
の
簡
素
化
は
現
代
生
活
に
好
ま
し
い
は
ず

な
の
だ
が
、
現
実
は
濫
用
の
進
む
傾
向
に
あ
る
。
し
か
も
本
稿
で
述

べ
た
よ
う
な
誤
用
が
広
が
る
原
因
と
し
て
、
日
本
人
は
、
敬
語
使
用

の
適
否
よ
り
も
、
敬
語
を
用
い
よ
う
と
す
る
心
情
を
汲
ん
で
許
し
合

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。
優
し
す
ぎ
る
日
本
人
、
こ
れ

が
わ
た
し
の
脳
裏
に
結
ば
れ
る
日
本
人
の
自
画
像
で
あ
る
。

（
二
千
四
年
秋
）

【
付
け
た
り
】〈

先
制
〉
余
論

こ
の
時
評
の
三
・
「
ス
ポ
ー
ツ
報
道
の
現
在
」
で
、「
〜
点
を
先

制
し
た
」
の
不
思
議
さ
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
「
〜
点
を
取
っ

て
先
制
し
た
」
の
縮
約
表
現
だ
ろ
う
、
と
い
う
趣
旨
の
異
見
を
頂
戴

し
た
。
そ
の
解
釈
を
わ
た
し
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

そ
れ
を
否
定
し
さ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
覚
的
に
こ

の
表
現
を
な
す
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
使
用
の
意
図
を
確
か
め
な

く
て
は
結
論
が
下
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
掲
載
後
に
接
し

た
い
く
つ
か
の
実
例
を
紹
介
し
て
、
読
者
に
判
断
を
委
ね
よ
う
と
思

う
。八

月
廿
二
日
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
日
本
対
中
国

戦
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
。
双
方
無
得
点
で
七
回
を
終
え
て
タ
イ
ブ

レ
ー
カ
ー
に
入
り
、
八
回
表
に
日
本
チ
ー
ム
が
一
点
を
取
っ
た
。
中

国
チ
ー
ム
が
そ
の
裏
の
攻
撃
に
入
る
と
き
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
先

制
し
た
一
点
を
守
り
き
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
。
中
国
チ
ー

ム
の
攻
撃
は
無
得
点
で
ゲ
ー
ム
が
終
わ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
も
「
先

制
」
と
い
う
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
か
。

八
月
廿
四
日
の
宵
の
ラ
ジ
オ
で
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
野
球
放
送
、
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日
豪
戦
の
一
部
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
。
中
盤
三
イ
ニ
ン
グ
ほ
ど
の

間
に
、
解
説
者
の
小
早
川
毅
彦
氏
は
「
先
取
点
」
を
、
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
は
「
〜
点
を
先
制
す
る
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
二
回
用
い
た
。
そ
の

ゲ
ー
ム
の
結
果
を
、
翌
朝
七
時
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
「
一
点

を
先
制
さ
れ
」
と
報
じ
た
。

九
月
十
七
日
の
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
で
、
プ
ロ
野
球
の
近
鉄
対
日
本

ハ
ム
戦
の
実
況
放
送
が
あ
っ
た
。
午
後
六
時
二
十
五
分
こ
ろ
か
ら
十

五
分
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
〜
点
を
先
行
」
を
三

回
用
い
た
。
こ
れ
も
「
〜
点
を
取
っ
て
先
行
し
た
」
の
縮
約
表
現
と

い
え
る
だ
ろ
う
か
。

境
界
を
ど
こ
に
設
け
る
か
は
難
し
い
問
題
だ
が
、
せ
め
て
ゲ
ー
ム

前
半
の
得
点
で
な
く
て
は
「
先
制
」
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
い
う

の
が
わ
た
し
の
語
感
で
あ
る
。
前
稿
に
「
先
行
」
へ
の
言
及
は
な
い

が
、「
先
行
」
は
「
先
制
」
よ
り
使
用
で
き
る
幅
が
広
い
と
思
う
。

と
は
い
え
、
こ
れ
も
「
先
制
」
と
同
じ
く
自
動
詞
で
あ
っ
て
、「
〜

点
を
先
行
す
る
」
が
お
か
し
な
日
本
語
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
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