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歌
に
民
主
主
義
は
な
い
ん
だ
！
」
と
歌
会
中
に
ど
な
っ
た
の
は
、

石
田
比
呂
志
。
直
観
的
に
納
得
で
き
て
、
以
後
そ
れ
を
疑
い
も
し
な
か

っ
た
。
だ
い
ぶ
の
ち
に
ど
こ
か
で
玉
城
徹
も
、
民
主
主
義
は
政
治
の
世

界
だ
け
の
話
だ
、
と
書
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
昨
今
、
ど
う
も
様
子
が
変
わ
っ
て
き
た
。
一
、
二
ヶ
月
前
、

歌
誌
「
塔
」
を
読
ん
で
い
た
ら
、
歌
会
に
上
下
関
係
は
必
要
な
い
と
い

う
意
見
が
あ
っ
た
。
最
後
に
え
ら
そ
う
に
締
め
の
発
言
を
す
る
人
が
い

る
な
ん
て
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
う
い
う
考
え
方
の
延
長
上
に
は
、
添
削
選
歌
の
否
定
が
あ
り
、

結
社
の
否
定
が
あ
る
だ
ろ
う
。
添
削
選
歌
に
な
じ
ま
な
い
人
は
ず
い
ぶ

ん
以
前
か
ら
現
わ
れ
て
い
た
し
、
結
社
に
若
者
が
入
ら
ず
、
フ
ラ
ッ
ト

な
ネ
ッ
ト
歌
会
に
あ
つ
ま
る
の
も
ま
た
同
じ
流
れ
だ
ろ
う
。

直
観
的
に
理
解
し
た
も
の
は
、
あ
ま
り
考
え
詰
め
る
こ
と
が
な
い
。

な
ぜ
「
歌
に
は
民
主
主
義
が
な
い
」
の
か
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
考
え
も

し
な
か
っ
た
が
、「
塔
」
で
読
ん
だ
文
章
が
何
度
か
意
識
に
の
ぼ
る
こ

と
が
あ
っ
た
。＊

そ
ん
な
と
き
、
猪
木
武
徳
著
『
社
会
思
想
と
し
て
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
』（
新
潮
選
書
）
に
出
会
っ
た
。
猪
木
武
徳
は
そ
も
そ
も
経
済
学
者
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
少
年
の
頃
に
出
会
っ
て
、
以
後
趣
味
と
し
て
関
わ

っ
て
き
た
と
い
う
。
読
ん
で
み
る
と
、
並
の
趣
味
で
は
な
い
。
聴
く
の

は
も
ち
ろ
ん
、
楽
譜
も
読
ん
で
研
究
す
る
し
、
み
ず
か
ら
演
奏
も
す
る
。

音
楽
芸
術
を
ふ
か
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

社
会
思
想
か
ら
み
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
変
遷
と
作
曲
家
の
思
想
の

解
明
は
、
じ
つ
に
興
味
ぶ
か
く
、
示
唆
に
満
ち
て
た
の
し
い
も
の
だ
っ

た
が
、
何
よ
り
も
心
ゆ
く
思
い
を
し
た
の
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
現
わ

れ
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
だ
っ
た
。

（
ス
メ
タ
ナ
、
ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
ク
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
、
ま
た
チ
ェ
コ
語

と
い
う
民
族
の
言
語
と
音
楽
と
の
関
係
に
徹
底
し
た
探
究
を
行
っ
て
普
遍
性

に
到
達
し
た
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ク
ら
）
彼
ら
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
作
品
は
、
体

制
に
対
す
る
政
治
意
識
と
直
接
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
音
楽
家
が
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
人
間
と
社
会
に
正
面
か
ら

向
き
合
っ
た
と
き
に
発
出
さ
れ
る
、
地
上
で
は
得
ら
れ
な
い
も
の
を

渇
望
す
る
息
吹
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
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人
間
に
と
っ
て
芸
術
は
、
内
的
な
精
神
に
関
わ
る
営
為
で
あ
り
、
人

間
は
現
実
の
物
的
世
界
を
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
だ
け
の

存
在
で
は
な
い
。
美
の
イ
デ
ア
、「
気
高
い
も
の
、
高
貴
な
も
の
」

を
自
由
に
希
求
す
る
存
在
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
芸
術
へ
の
渇
望
を

癒
す
た
め
に
も
、
伝
統
と
し
て
の
芸
術
、
将
来
へ
の
希
望
を
生
み
出

す
た
め
の
芸
術
の
根
を
枯
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

人
間
と
い
う
も
の
は
本
来
、
地
上
で
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
美
の
イ

デ
ア
（
理
想
）、
気
高
い
も
の
、
高
貴
な
も
の
に
対
す
る
渇
望
を
抑
え

難
い
存
在
で
あ
り
、
ど
ん
な
に
力
で
抑
圧
さ
れ
て
も
そ
れ
を
希
求
し
な

い
で
は
い
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
人
間
の
こ
の
渇
望
と
希
求
と
こ
そ

が
、
芸
術
を
生
み
出
し
て
き
た

―
。
著
者
猪
木
武
徳
は
、
こ
の
こ
と

を
身
の
う
ち
に
実
感
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
読
ん
で
い
て

わ
か
る
。

＊

猪
木
武
徳
は
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
・
思
想

家
で
あ
っ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
引
用

し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
ゆ
く
。

こ
の
渇
望
と
希
求
と
を
根
絶
や
し
に
す
る
の
が
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
い
う
社
会
体
制
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
市
場
経
済
の

も
と
で
は
、「
数
だ
け
」
が
物
事
の
最
終
的
な
決
定
原
理
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
量
の
多
寡
で
価
値
づ
け
ら
れ
、
多
数
者
が
支
配
す
る
。「
多
数

の
専
制
」
だ
。

政
治
体
制
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
人
び
と
の
関
心
を
「
い
ま
、

こ
こ
」
に
集
中
さ
せ
、
ま
た
一
人
一
人
を
砂
粒
の
よ
う
に
孤
立
さ
せ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
」
の
世
界
だ
。
そ
こ
で

は
未
来
に
も
過
去
に
も
関
心
を
失
い
、
他
者
や
異
質
な
も
の
に
対
し
て

も
想
像
力
は
働
か
な
い
。

専
制
政
治
下
で
は
究
極
の
と
こ
ろ
内
面
ま
で
は
支
配
し
得
な
い
が
、

リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
体
制
の
も
と
で
は
行
動
の
み
な
ら
ず
、
心

の
中
ま
で
画
一
化
し
て
し
ま
う
。「
「
大
衆
」
と
は
心
が
画
一
化
し
た
マ

ス
な
の
だ
」。

＊

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
一
人
一
票
」
と
い
う
平
等
原
則
と
「
多
数
者
の

支
配
」
は
、
批
判
し
序
列
を
つ
け
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
を
生
み
出
す
。

み
ん
な
個
性
が
あ
っ
て
み
ん
な
良
い
、
感
じ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
表
現

す
れ
ば
そ
れ
で
良
い
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
な
る
。

し
か
し
そ
こ
に
は
長
い
時
間
を
要
す
る
厳
し
い
技
術
的
訓
練
と
い
う

側
面
が
欠
落
し
て
い
る
。
音
楽
に
も
、
絵
を
描
く
に
も
、
文
章
を
書

く
に
も
ル
ー
ル
が
あ
る
。
そ
れ
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
多
く
の
時
間
を

か
け
て
沢
山
の
優
れ
た
音
楽
を
聴
き
、
絵
画
を
観
、
沢
山
の
良
い
文

章
を
読
む
と
い
う
感
性
を
耕
す
た
め
の
知
的
訓
練
が
必
要
と
な
る
。

こ
う
い
う
文
章
に
も
膝
を
叩
き
た
く
な
る
よ
う
な
思
い
が
す
る
。
わ

た
し
は
直
観
的
に
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
平
等
原
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則
に
貫
か
れ
た
情
操
教
育
を
受
け
、「
多
数
者
の
支
配
」
を
当
然
と
し

て
受
け
入
れ
る
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
、
ま
だ
る
こ
し
い
時
間
の
か
か

る
階
梯
の
意
味
が
理
解
で
き
ず
、「
い
い
ね
」
の
数
や
「
売
れ
て
る
」

こ
と
が
絶
対
の
価
値
基
準
と
な
る
の
も
し
れ
な
い
。

じ
つ
は
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
そ
う
い
う
わ
た
し
自
身
だ
っ
て
、
自

由
と
平
等
を
奉
ず
る
戦
後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
に
生
れ
て
、
自
由
を

愛
し
、
形
式
を
嫌
っ
た
。
文
語
定
型
詩
な
ん
て
い
う
古
く
さ
い
短
歌
な

ど
、
や
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
か
っ
た
。
短
歌
を
始
め
て
か
ら
も
、
な
ん

で
五
七
五
七
七
な
ん
だ
、
と
心
中
う
べ
な
い
が
た
か
っ
た
。

猪
木
武
徳
は
い
う
。「
音
楽
は
、
形
式
に
縛
ら
れ
て
こ
そ
内
容
の
美

し
さ
が
立
ち
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
感
情
の
自
由
気
ま
ま
な
表

現
の
中
に
は
美
は
見
い
だ
せ
な
い
は
ず
だ
」。

同
じ
よ
う
な
言
葉
を
石
田
比
呂
志
か
ら
聞
い
た
。
岡
井
隆
も
そ
う
書

い
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
だ
が
、
懐
疑
は
深
か
っ
た
。

怒
ら
れ
る
か
ら
、
面
従
腹
背
で
あ
る
。
形
式
と
い
う
も
の
が
、
ど
う

し
て
も
納
得
し
が
た
く
、
そ
れ
が
短
歌
を
つ
く
る
わ
た
し
に
不
自
由
だ

っ
た
。
短
歌
だ
け
で
は
な
い
、
世
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
と
秩
序
が
問
題
だ

っ
た
。

＊

猪
木
武
徳
は
、
自
由
と
平
等
を
奉
じ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

体
制
下
に
生
れ
る
人
間
類
型
が
、
芸
術
の
根
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
だ
ろ

う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ
い
て
欲
し
い
。
こ
の
ま
ま
ゆ
け

ば
、「
多
数
者
の
支
配
」
す
な
わ
ち
「
「
多
数
の
専
制
」
が
も
た
ら
す
無

秩
序
か
、
政
治
権
力
に
強
い
ら
れ
た
見
せ
か
け
の
秩
序
」
か
に
陥
る
し

か
な
い
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
、
自
由
の
精
神
か
ら
遠
く
離
れ
た
も
の
だ

と
い
う
。
無
秩
序
と
い
う
、
見
せ
か
け
の
「
自
由
の
精
神
」
は
つ
い
に

何
も
の
を
も
創
造
し
な
い
だ
ろ
う
。

＊

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い
う
思
想
家
を
、
わ
た
し
は

知
ら
な
か
っ
た
。
さ
っ
そ
く
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
計
四
巻

（
岩
波
文
庫
）
と
、
つ
い
で
に
宇
野
重
規
著
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル

平
等
と

不
平
等
の
理
論
家
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
を
も
と
め
、
薄
い
宇
野
重
規

の
方
か
ら
読
み
始
め
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
社
会
の
一
員
と
し
て
生
れ
た
青
年
ト
ク
ヴ
ィ
ル

は
、
一
八
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
そ
こ
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
」
の
精
神
の
成
立
し
て
い
る
の
を
見
る
。
三
年
間
滞
在
し
、
帰
っ
て

か
ら
書
い
た
著
書
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
、
ア
メ
リ
カ
で

は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
し
て
も
っ
と
も
読
ま
れ
る
二
書
の

う
ち
の
一
つ
と
な
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
政
体
の
異
な
る
フ
ラ
ン
ス
で

は
忘
れ
去
ら
れ
た
過
去
の
書
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
二
十
一
世
紀

に
入
ろ
う
と
す
る
前
後
か
ら
再
評
価
が
始
ま
り
、
ネ
ッ
ト
社
会
と
な
っ

た
現
代
、
ま
す
ま
す
そ
の
平
等
と
不
平
等
の
研
究
は
重
要
性
を
増
し
て

い
る
と
い
う
。

名
門
貴
族
の
一
員
で
あ
っ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
」

（
貴
族
政
）
を
熟
知
し
、
そ
こ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

（
民
主
政
）
を
観
察
し
た
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
へ
の
移
行
は
不
可
逆
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的
だ
と
考
え
、
そ
こ
に
希
望
を
見
出
し
た
が
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の

も
た
ら
す
〈
民
主
的
人
間
〉
の
負
の
側
面
を
も
す
る
ど
く
深
く
指
摘
し

た
。
し
か
し
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
は
自
己
の
誤
謬
を
修
正
す
る
能

力
が
あ
る
。
そ
の
負
の
側
面
を
救
出
す
る
「
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
自

己
変
革
能
力
」
と
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
結
社
」「
宗
教
」「
自
治
と

陪
審
」
を
探
究
し
た
と
い
う
。

猪
木
武
徳
は
、「「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
自
己
変
革
能
力
」
と
し
て
「
宗

教
」
と
と
も
に
「
芸
術
」
に
希
望
を
た
く
し
た
の
で
は
な
い
か
。

＊

歌
と
い
う
「
芸
術
」
を
離
れ
な
か
っ
た
お
か
げ
で
、
あ
ら
ゆ
る
形
式

に
懐
疑
を
も
っ
た
わ
た
し
も
、
石
田
比
呂
志
や
玉
城
徹
の
よ
う
な
保
守

的
な
歌
人
に
出
会
い
、
面
従
腹
背
し
つ
つ
も
、
し
じ
ゅ
う
形
式
や
秩
序

に
つ
い
て
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

い
ま
、
わ
た
し
は
「
形
式
に
縛
ら
れ
て
こ
そ
内
容
の
美
し
さ
が
立
ち

現
れ
る
」
と
は
考
え
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
方
に
は
、
や
は
り
抵
抗
が

あ
る
。

美
の
原
型
は
、
自
然
の
中
に
あ
る
。
自
然
の
秩
序
を
わ
た
し
た
ち
は

学
び
、
そ
れ
を
お
の
れ
の
作
品
の
な
か
に
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
営
み
を
先
人
が
つ
づ
け
た
結
果
と
し
て
の
、
い
ま
形
式
化

し
て
い
る
こ
の
秩
序
を
、
一
首
ご
と
に
わ
た
し
た
ち
は
問
い
返
し
、
学

び
、
ふ
た
た
び
自
分
の
手
で
新
し
い
生
き
た
秩
序
形
成
へ
と
む
か
う
の

だ
。
一
首
一
首
が
、
自
由
な
精
神
の
発
露
に
よ
る
秩
序
へ
向
か
う
働
き

で
あ
る
。

新
刊

髙
橋
則
子
歌
集

窓
来
て
動
く
こ
の
単
純
を
見
む
と
寄
る
窓

ち
か
ぢ
か
と
地
面
に
雀

現

代

短

歌

社

定
価

二
八
〇
〇
円
（
税
別
）

新
刊

阿
木
津

英
著

ア
ラ
ラ
ギ
の
釋
迢
空

ア
ラ
ラ
ギ
に
迢
空
が
在
籍
し
た
期
間
は
、
短
歌
の
近
代
の

重
要
な
結
節
点
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
島
木
赤
彦
と
の
密

か
な
葛
藤
の
ド
ラ
マ
を
浮
き
彫
り
に
し
つ
つ
、
迢
空
・
短

歌
文
体
の
形
成
過
程
を
明
か
す
、
膂
力
の
論
稿
!

砂

子

屋

書

房

定
価

三
〇
〇
〇
円
（
税
別
）


