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表
題
を
見
て
、
奇
異
に
感
じ
た
方
が
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
今
か
ら
19
年
前
、
１
９
９
３

年
11
月
27
日
付
の
『
ふ
ぉ
ー
ら
む
21
』
第
27
号
に
掲
載
さ
れ
た
私
の
論
攷
で
す
。「
ふ
ぉ
ー
ら
む
21
」
と
い
う
の

は
当
時
存
在
し
た
左
派
の
小
さ
な
サ
ー
ク
ル
で
、
時
た
ま
研
究
会
や
学
習
会
を
開
い
て
い
ま
し
た
。

　

先
日
、
所
長
室
か
ら
引
っ
越
し
た
の
で
久
し
ぶ
り
に
研
究
室
を
整
理
し
て
い
た
ら
、
こ
の
論
攷
が
ひ
ょ
っ
こ

り
姿
を
現
し
ま
し
た
。「
俺
を
忘
れ
ち
ゃ
困
る
」
と
訴
え
て
い
る
よ
う
な
登
場
の
仕
方
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
か
つ
て
書
い
た
こ
の
古
い
論
攷
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
読
め
ば
分
か
る
よ
う
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に
、
先
日
の
ブ
ロ
グ
に
登
場
し
た
「
Ｕ
先
生
」
と
い
う
の
は
、
後
房
雄
名
大
教
授
の
こ
と
で
す
。

　

後
さ
ん
が
社
会
運
動
内
で
果
た
し
て
き
た
役
割
を
そ
れ
な
り
に
評
価
し
て
い
る
私
と
し
て
は
、「
旧
悪
」
を
暴

く
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
す
で
に
20
年
近
く
も
前
に
書
い
て
公
に
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

や
む
を
得
ま
せ
ん
。
過
去
の
言
動
に
つ
い
て
も
責
任
を
問
わ
れ
る
の
が
、
研
究
者
の
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で
す

か
ら
。

　

こ
の
論
攷
は
、
先
日
紹
介
し
た
拙
著
『
一
目
で
わ
か
る
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
』（
労
働
旬
報
社
刊
、

１
９
９
３
年
）
の
刊
行
や
後
さ
ん
と
の
「
論
争
」
の
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
私
と
後
さ
ん
と
の
間
で
何

が
争
点
と
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
現
実
に
よ
っ
て
ど
う
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
の
か
、
良
く
理
解
し

て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。〕

 

　
　
　「
左
翼
」
は
並
立
制
を
受
け
入
れ
る
べ
き
か
―
―
後
房
雄
氏
の
所
論

　
　
　「
選
挙
制
度
改
革
・
政
界
再
編
と
民
主
主
義
的
左
翼
」
へ
の
疑
問

 　
　

は
じ
め
に

 　

最
近
、
私
は
『
一
目
で
わ
か
る
小
選
挙
区
比
例
代
表
制
』
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、「
国
民
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の
多
く
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、『
並
立
制
に
す
れ
ば
、
政
界
再
編
が
も
っ
と
進
む
』
と
い
っ
た
次
元
の
話
で

新
制
度
が
導
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
あ
ま
り
に
も
愚
か
な
仕
儀
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
政
治
家
や

政
党
さ
え
も
制
度
の
性
格
や
し
く
み
、
問
題
点
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
」
と
書

き
ま
し
た
。
雑
誌
『
情
況
』
に
掲
載
さ
れ
た
後
房
雄
氏
の
議
論
を
拝
見
し
て
、「
制
度
の
性
格
や
し
く
み
、
問
題

点
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
」
の
は
、
何
も
「
政
治
家
や
政
党
」
に
限
ら
な
い
と
い
う
感
を
強
く
し

ま
し
た
。
以
下
、
並
立
制
と
い
う
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
後
氏
の
議
論
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
提
起
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

後
氏
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
点
に
あ
り
ま
す
。

　
「
こ
こ
で
筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
選
挙
制
度
、
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
が
、
小
沢
ら
の
新
保

守
主
義
に
の
み
一
方
的
に
有
利
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
い
し
左
翼
の
側
に

も
ま
た
、
明
確
な
政
策
転
換
を
主
張
し
て
選
挙
で
勝
利
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
行
に
移
す
チ
ャ
ン
ス
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
主
主
義
的
左
翼
は
、
並
立
制
を
受
け
入
れ
た
う
え

で
の
具
体
的
提
案
を
も
っ
て
選
挙
制
度
に
主
体
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
改
善
し
、
同
時
に

新
し
い
制
度
の
も
と
で
の
民
主
主
義
ゲ
ー
ム
（
と
り
あ
え
ず
は
政
界
再
編
）
の
有
効
な
参
加
者
と
し
て
の
態
勢

を
整
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。」

　

こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
後
に
は
、
並
立
制
が
、
①
「
政
権
交
代
の
あ
る
民
主
主
義
」
へ
の
移
行
を
可
能
に
し
、

②
「
必
要
な
権
力
が
中
央
政
府
に
集
中
さ
れ
、
そ
の
権
力
を
め
ぐ
っ
て
の
競
争
が
活
性
化
す
る
よ
う
な
民
主
主
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義
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
判
断
が
あ
り
ま
す
。
は
た
し
て
、
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　

六
つ
の
論
点

 　

ま
ず
第
一
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
イ
タ
リ
ア
も
導
入
し
た
か
ら
」
と
い
う
議
論
の
仕
方
で

す
。
イ
タ
リ
ア
と
日
本
は
共
通
性
も
あ
り
ま
す
が
、
全
部
が
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
事
情
が
あ
り
、
状
況
や
政
治
文
化
の
違
い
も
あ
り
ま
す
。
外
国
の
例
は
参
考
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は

参
考
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
政
治
制
度
の
あ
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
政
治
の
あ
り
方
と
密
接

に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

後
氏
は
、
イ
タ
リ
ア
の
例
か
ら
直
ち
に
日
本
の
問
題
を
類
推
す
る
と
い
う
や
り
方
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
他
で
も
な
い
イ
タ
リ
ア
の
専
門
家
で
あ
る
後
氏
が
な
ぜ
日
本
の
選
挙
制
度
改
革
を

論
じ
た
の
か
、
も
し
イ
タ
リ
ア
が
比
例
代
表
制
の
ま
ま
で
、
左
翼
民
主
党
が
小
選
挙
区
制
の
導
入
を
支
持
し
て

い
な
か
っ
た
ら
、
果
た
し
て
後
氏
が
こ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
感
じ
た
か
ら
で

す
。
た
と
え
イ
タ
リ
ア
で
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
か
ら
直
ち
に
制
度
そ
れ
自
体
の

正
し
さ
や
、
日
本
で
の
導
入
根
拠
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

第
二
に
、
選
挙
制
度
を
あ
る
特
定
の
勢
力
に
と
っ
て
「
有
利
か
不
利
か
」
と
い
う
形
で
論
ず
る
方
法
に
つ
い
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て
も
疑
問
が
あ
り
ま
す
。「
多
く
の
小
選
挙
区
制
反
対
論
者
が
、
憲
法
違
反
だ
の
民
主
主
義
を
踏
み
に
じ
る
だ
の

と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
、
原
理
的
な
反
対
論
に
終
始
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
後
氏
に
お
い
て
は
、

憲
法
原
理
や
民
主
主
義
の
原
則
の
軽
視
が
著
し
く
、
極
め
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
態
度
で
選
挙
制
度
の
問
題
が

論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
抽
象
的
・
原
理
的
な
議
論
の
み
に
終
始
す
る
と
い
う
の
で
は
反
対
論
と
し
て
も

不
十
分
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
原
理
的
な
問
題
を
ど
う
で
も
よ
い
と
す
る
よ
う
な
態
度
に
も
賛
成
で

き
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
政
治
制
度
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
は
憲
法
原
理
や
民
主
主
義
の
原
則
抜
き
に
語
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

後
氏
の
所
論
で
は
小
選
挙
区
制
の
特
性
、
並
立
制
や
連
用
制
の
制
度
上
の
違
い
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
選
挙
と
は
代
表
を
選
ぶ
行
為
で
あ
る
以
上
、「
民
意
の
反
映
」
と
い
う
問
題
を
も
っ
と
重
視

す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
た
と
え
、「
民
主
主
義
的
左
翼
」
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
原
理

に
反
す
る
非
民
主
主
義
的
な
選
挙
制
度
は
受
け
入
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

第
三
に
、
並
立
制
は
「
政
権
交
代
」
を
可
能
に
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
小
選
挙
区
制

は
相
対
多
数
を
か
さ
上
げ
し
て
絶
対
多
数
に
ま
で
膨
ら
ま
せ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
政
権
交
代
が
起
き
る

と
き
は
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
起
き
ま
す
。
が
、
起
き
な
い
と
き
は
、
過
半
数
の
支
持
を
得
て
い
な
い
政
党
に
ゲ
タ

を
履
か
せ
て
政
権
交
代
を
抑
え
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
石
川
真
澄
氏
も
い
う
よ
う
に
、「
変
化
が
劇
的

で
あ
る
こ
と
と
変
化
の
可
能
性
の
大
き
さ
と
は
別
物
」
で
あ
り
、
小
選
挙
区
制
だ
と
政
権
交
代
の
可
能
性
が
高

い
と
い
う
の
は
「
錯
覚
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
（
石
川
真
澄
『
小
選
挙
区
制
と
政
治
改
革
』
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）。
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政
権
交
代
は
選
挙
民
の
支
持
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
選
挙
制
度
と
直
接
の
関
係
は
あ
り
ま
せ

ん
。
も
し
、
政
権
交
代
を
早
め
た
り
遅
ら
せ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
選
挙
民
の
支
持
の
変

化
が
歪
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
ち
ら
の
方
が
問
題
で
し
ょ
う
。

　

実
際
、
自
民
党
単
独
政
権
の
崩
壊
は
、
定
数
が
二
倍
以
内
に
是
正
さ
れ
て
い
れ
ば
、
一
九
七
二
年
総
選
挙
か

ら
生
じ
て
い
た
と
い
う
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
り
ま
す
し
、
今
回
の
政
権
交
代
も
中
選
挙
区
制
の
下
で
生
じ

ま
し
た
。
し
か
も
、
も
し
並
立
制
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
選
挙
が
こ
の
制
度
の
下
で
実
施
さ
れ
て
い
た

な
ら
、
自
民
党
は
三
〇
七
議
席
、
非
自
民
各
党
は
合
計
一
七
二
議
席
で
、
自
民
党
の
圧
倒
的
な
勝
利
と
な
っ
て

政
権
は
交
代
し
な
か
っ
た
の
で
す
（
拙
著
、
一
四
四
頁
以
下
参
照
）。
比
例
代
表
制
に
な
れ
ば
単
独
で
過
半
数
議

席
を
獲
得
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
す
か
ら
、
政
権
の
交
代
や
新
た
な
政
権
の
構
成
は
、
選
挙
の
度
ご
と
に
問

題
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
政
権
交
代
」
と
い
う
点
で
は
、
小
選
挙
区
制
は
促
進
要
因
と
し
て
で
は

な
く
、
阻
止
要
因
と
し
て
働
く
可
能
性
の
方
が
高
い
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
第
四
に
、
並
立
制
の
下
で
は
「
政
権
交
代
の
あ
る
民
主
主
義
」
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
は
少

な
く
、
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
も
と
で
「
民
主
主
義
的
左
翼
」
が
形
成
さ
れ
、
政
権
を
争
う
ほ
ど
に
成

長
す
る
展
望
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

も
し
並
立
制
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
い
か
に
不
利
な
選
挙
制
度
で
あ
っ
て
も
こ
れ
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。「
左
翼
」
が
小
選
挙
区
で
当
選
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
で
す
。
比
例
代
表
区
で
生
き
残
り
を

図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
小
選
挙
区
に
基
盤
を
持
た
な
い
政
党
は
衰
弱
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
比
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例
代
表
区
の
定
数
に
し
て
も
、
与
野
党
折
衝
の
中
で
削
ら
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
将
来
的
に
も
減
少
し
て
い
く

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
後
氏
は
「
民
主
主
義
的
左
翼
」
の
名
で
、
将
来
的
な
左
翼
勢
力
の
統
合
を
展
望
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
す
が
、
社
会
党
の
解
体
状
態
、
日
本
共
産
党
の
排
除
、
社
共
間
の
断
絶
状
態
と
い
う
状
況
の
中
で
、

そ
れ
は
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
単
純
小
選
挙
区
制
で
あ
れ
ば
、
中
小
の
左
翼
政
党
は
個
々
ば
ら
ば
ら
で
は
当

選
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
共
闘
し
た
り
統
合
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
並
立
制
で
は
比
例
代

表
区
で
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
強
制
的
な
統
合
力
が
働
く
可
能
性
も
そ
れ
ほ
ど
大
き

く
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

既
成
左
翼
と
は
違
っ
た
形
で
の
新
た
な
左
翼
勢
力
が
登
場
し
て
く
る
可
能
性
も
い
ち
が
い
に
は
否
定
で
き
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
並
立
制
で
は
様
々
な
形
で
少
数
政
党
が
排
除
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
ハ
ー
ド
ル
を
か
い
く

ぐ
っ
て
国
会
に
議
席
を
得
る
の
は
、
明
ら
か
に
現
状
以
上
に
困
難
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
並
立
制
の
下
で
は
、

小
選
挙
区
で
議
席
を
争
う
こ
と
の
で
き
る
大
政
党
と
、
比
例
代
表
区
で
三
％
以
上
得
票
で
き
る
群
小
政
党
が
存

在
す
る
こ
と
に
な
り
、「
左
翼
」
は
後
者
の
一
員
と
し
て
存
在
を
許
さ
れ
は
し
て
も
政
局
に
大
き
な
影
響
力
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

第
五
に
、
こ
う
し
て
並
立
制
の
下
で
は
、
確
か
に
相
対
的
に
大
き
な
力
を
持
つ
政
党
の
議
席
が
膨
ら
ん
で
し

ば
し
ば
過
半
数
を
越
え
、「
必
要
な
権
力
が
中
央
政
府
に
集
中
さ
れ
」
る
可
能
性
が
高
い
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、

「
そ
の
権
力
を
め
ぐ
っ
て
の
競
争
が
活
性
化
す
る
よ
う
な
民
主
主
義
」
が
生
ま
れ
る
か
と
い
え
ば
、
恐
ら
く
そ
う

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
政
党
は
小
選
挙
区
で
勝
負
で
き
る
限
ら
れ
た
大
政
党
と
比
例
代
表
区
で
か
ろ
う
じ

て
生
き
延
び
る
こ
と
の
で
き
る
中
小
の
政
党
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
。
こ
の
大
政
党
に
な
り

得
る
の
は
、
自
民
党
や
新
生
党
、
日
本
新
党
な
ど
と
、
こ
れ
に
合
流
す
る
公
明
、
民
社
な
ど
の
中
道
政
党
で
し

ょ
う
。
基
本
的
に
は
保
守
政
党
か
保
守
・
リ
ベ
ラ
ル
政
党
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
政
策
的
に
そ
れ
ほ
ど

違
わ
な
い
こ
れ
ら
の
大
政
党
に
よ
っ
て
。
果
た
し
て「
権
力
を
め
ぐ
っ
て
の
競
争
が
活
性
化
す
る
」で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
利
権
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
め
ぐ
る
競
争
が
活
性
化
す
る
可
能
性
の
方
が
高
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
第
六
に
、「
並
立
制
が
憲
法
の
基
本
原
則
を
危
う
く
す
る
段
階
は
終
わ
っ
た
」
と
い
う
判
断
が
正
し
い

の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
イ
タ
リ
ア
の
例
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
問
題
は
日
本
で
す
。
こ

の
点
で
、
後
氏
は
改
憲
勢
力
が
衰
退
し
て
お
り
、
選
挙
で
の
対
決
の
機
会
も
あ
る
か
ら
、「
小
沢
の
改
憲
構
想
の

実
現
可
能
性
」
は
低
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

焦
点
と
な
っ
て
い
る
憲
法
九
条
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
改
憲
勢
力
」
は
衰
退
ど
こ
ろ
か
、
増
大
し
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
で
の
情
勢
判
断
に
つ
い
て
、
後
氏
は
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、「
選
挙
に
よ
る
対
決
の
機
会
」
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
総
選
挙
は
並
立
制
で
あ
り
、
多
数

派
に
有
利
に
、
少
数
派
に
不
利
に
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
す
。
現
行
中
選
挙
区
制
以
上
に
改
憲
勢
力
に
と
っ
て
有

利
な
選
挙
制
度
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
民
意
を
歪
め
る
選
挙
制
度
の
下
で
の
選
挙
が
続
け
ば
、
少
数
派
は

次
第
に
駆
逐
さ
れ
「
民
意
」
の
分
布
そ
れ
自
体
も
歪
ん
で
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
世
論
は
大
き
く
変
わ
る
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で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
、
国
会
の
中
で
も
、
外
で
も
、
改
憲
勢
力
が
多
数
派
を
占
め
る
可
能
性
が
増
大
し
て
き

ま
す
。
こ
の
点
で
は
、「
平
和
勢
力
の
政
治
的
責
任
」
以
前
に
、「
並
立
制
と
い
う
制
度
の
責
任
」
を
問
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

 　
　
　

む
す
び

 　

こ
れ
以
外
に
も
論
ず
べ
き
問
題
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
か
な
り
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
詳
し

く
は
後
に
掲
げ
た
私
の
本
や
論
稿
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

後
氏
と
同
様
に
、
私
も
「
左
翼
の
自
己
刷
新
」
と
「
よ
り
広
い
左
翼
の
社
会
的
基
盤
」
の
「
構
築
」
を
望

ん
で
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
が
「
日
本
の
民
主
主
義
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
」
に
と
っ
て
必

要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
小
選
挙
区
制
の
導
入
が
こ
の
よ
う
な
方

向
を
強
め
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
、
大
き
な
障
害
を
作
り
だ
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
党
な
ど
が
、
後
氏
の
言
わ
れ
る
「
民
主
主
義

的
左
翼
」
な
い
し
は
「
リ
ベ
ラ
ル
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
小
選
挙
区
制
の
も
と
で
も
「
左
翼
」
は
そ
れ
な
り
に

生
き
残
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
党
の
よ
う
な
保
守
・
リ
ベ
ラ
ル
に

吸
収
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
「
左
翼
」
と
い
う
概
念
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
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い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
状
で
は
そ
う
な
る
可
能
性
が
最
も
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
小
選
挙
区
制
の
下
に
お
け
る
政
党
制
形
成
の
過
程
は
、
同
時
に
、
イ
ギ
リ

ス
共
産
党
、
ド
イ
ツ
共
産
党
、
ア
メ
リ
カ
共
産
党
な
ど
の
「
共
産
主
義
的
」
左
翼
の
衰
退
や
消
滅
を
付
随
し
て

い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
並
立
制
導
入
後
の
日
本
の
将
来
が
そ
う
な
る
か
ど
う
か
は
、
可
能
性
の

問
題
に
な
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
、「
左
翼
」
は
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
冒
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
危
険
性
を
冒
し
て
ま
で
並
立
制
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
そ
れ
は
「
左
翼
」
の
衰
退
な
い

し
自
滅
を
も
た
す
可
能
性
が
大
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
結
論
で
す
。
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