
（69） 読者の声

季刊大吼

■
自
民
党
と
公
明
党
が
東
京

二
十
八
区
を
め
ぐ
っ
て
対
立

し
、
東
京
都
内
で
は
公
明
党
は

自
民
党
の
候
補
者
を
推
薦
し
な

い
と
の
事
。
と
て
も
い
い
事
だ

と
思
う
。
自
民
党
支
持
者
の
大

半
も
歓
迎
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ま
ま
、
自

民
党
と
公
明
党
の
対
立
が
全
国

に
広
が
り
連
立
政
権
も
解
消
す

れ
ば
い
い
と
思
う
。
そ
も
そ
も

公
明
党
の
支
持
母
体
が
創
価
学

会
は
わ
か
る
が
、
公
明
党
の
実

態
、
事
実
か
ら
し
て
も
、
今
更

言
う
ま
で
も
な
く
、
単
な
る
支

持
母
体
と
は
考
え
ら
ず
、
ま
さ

に
「
政
教
一
致
」
で
あ
ろ
う
。

残
酷
さ
を
身
近
な
子
ど
も
た
ち

に
伝
え
て
い
き
た
い
。
資
料
館

を
再
訪
し
た
こ
と
で
、
強
い
意

識
が
芽
生
え
た
」
と
。
男
の
子

た
ち
は
建
設
用
重
機
を
見
て

も
「
か
っ
こ
い
い
」
と
目
を
輝

か
せ
る
の
を
私
は
知
っ
て
い
る
。

こ
の
投
書
の
男
性
は
知
ら
な
い

だ
け
な
の
だ
ろ
う
。
男
の
子
た

ち
は
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
や
ウ
ル

ト
ラ
マ
ン
、
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
と

い
っ
た
ス
ー
パ
ー
戦
隊
シ
リ
ー

ズ
な
ど
の
中
で
侵
略
者
と
戦
う

勇
気
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ
と

知
る
。
こ
の
投
書
の
男
性
は
知

る
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
け
な
の

だ
ろ
う
。
こ
の
投
書
で
よ
く
分

か
っ
た
の
は
、
子
ど
も
た
ち
に

「
見
せ
て
は
い
け
な
い
世
界
」

な
ど
む
し
ろ
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

■
広
島
平
和
記
念
資
料
館
を
再

訪
し
た
、
と
い
う
三
十
代
男
性

の
投
書
が
五
月
二
十
日
付
け
の

朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
男
性
は
、
来
館
者
の

感
想
ノ
ー
ト
に
「
子
ど
も
が
ニ

ュ
ー
ス
で
ロ
シ
ア
の
戦
車
を
見

て
、『
か
っ
こ
い
い
』
と
言
っ

た
の
を
聞
き
、『
こ
れ
は
い
け

な
い
』
と
思
い
、
資
料
館
に
連

れ
て
き
た
」
と
い
う
文
章
が
あ

っ
て
驚
い
た
、
と
書
き
、「
誰

が
そ
う
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の

か
。
私
た
ち
大
人
の
責
任
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
嘆
く
。

そ
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
戦
争
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

も
の
だ
。
子
ど
も
た
ち
に
そ
ん

な
世
界
を
見
せ
て
は
い
け
な
い
。

日
ご
ろ
の
生
活
で
は
な
か
な
か

話
題
に
し
づ
ら
い
が
、
戦
争
の

こ
の
関
連
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い

て
情
け
な
い
と
思
う
の
が
、
公

明
党
の
推
薦
を
受
け
ら
れ
な
く

な
っ
て
困
惑
す
る
東
京
選
出
の

一
部
の
自
民
党
議
員
の
み
じ
め

な
発
言
。
そ
も
そ
も
、
自
力
で

勝
て
な
い
の
な
ら
「
辞
め
て
し

ま
え
」
と
思
う
。
な
ん
と
も
無

様
な
姿
で
あ
る
。
自
民
党
と
公

明
党
が
実
際
に
連
立
を
解
消
し

た
と
し
て
も
公
明
党
に
近
寄
る

政
党
が
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
が
、

与
野
党
共
政
治
屋
は
、
真
の
日

本
の
将
来
を
考
え
て
い
る
人
間

は
何
人
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ん
と
も
情
け
な
い
日
本
の
政

治
で
あ
る
。

　
　

読
者
の
声

　
　

自
公
連
立
の
解
消
を
期
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
社
員　

濱
田
公
一

・
青
森
県

(55)　

　
　

戦
車
は
か
っ
こ
い
い
、
は
ダ
メ
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

建
設
業　

八
王
子
市

・
男
性

(49)　



（70）読者の声

季刊大吼

■
５
月
19
日
か
ら
三
日
間
の
日

程
で
開
催
さ
れ
た
Ｇ
７
広
島
サ

ミ
ッ
ト
が
閉
会
し
た
時
点
で
の

岸
田
内
閣
の
支
持
率
が
、
読
売

新
聞
の
世
論
調
査
で
は
支
持
率

56
％
、
不
支
持
率
33
％
で
、
毎

日
新
聞
の
調
査
で
も
支
持
率
45

％
、
不
支
持
率
46
％
と
、
ど
ち

ら
も
前
回
か
ら
９
ポ
イ
ン
ト
の

上
昇
が
見
ら
れ
た
。
支
那
や
南

北
朝
鮮
寄
り
の
態
度
を
示
す
一

部
の
人
々
は
Ｇ
７
開
催
に
批
判

的
で
、
暴
動
に
も
似
た
デ
モ
行

進
ま
で
行
わ
れ
た
が
、
実
際
に

に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る

能
楽
師
は
「
能
楽
堂
は
城
。
面

や
装
束
の
道
具
類
は
武
器
で
あ

る
」
と
言
い
ま
し
た
。
能
を
上

演
す
る
際
に
着
る
衣
装
「
装

束
」
に
は
、
織
り
、
糸
染
、
刺

繡
、
縫
製
な
ど
高
い
レ
ベ
ル
の

技
術
が
詰
め
込
ま
れ
て
お
り
ま

す
が
、
装
束
を
作
る
人
は
減
っ

て
い
て
、
専
業
の
織
元
は
１
軒

の
み
で
す
。
原
因
は
様
々
で
す

が
、
日
本
は
世
界
各
国
と
比
べ

て
文
化
予
算
の
額
が
少
な
い
の

も
大
き
な
問
題
で
す
。
フ
ラ
ン

ス
の
４
３
９
４
億
円
や
韓
国
の

３
０
１
５
億
円
に
比
べ
、
日
本

の
１
１
６
７
億
円
は
少
な
過
ぎ

ま
す
。
盆
踊
り
や
お
祭
り
な
ど

日
本
固
有
の
行
事
に
も
関
係
す

る
こ
と
な
の
で
、
関
心
を
持
っ

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

■
歌
舞
伎
俳
優
の
市
川
猿
之
助

さ
ん
が
救
急
搬
送
さ
れ
、
そ
の

父
、
市
川
段
四
郎
さ
ん
と
母
の

延
子
さ
ん
が
自
宅
で
お
亡
く
な

り
に
な
り
ま
し
た
。
猿
之
助
さ

ん
は
「
死
ん
で
生
ま
れ
変
わ
ろ

う
と
家
族
で
話
し
合
い
、
両
親

が
睡
眠
薬
を
飲
ん
だ
」
と
話
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
、
自
殺
と
み

ら
れ
て
い
ま
す
。
猿
之
助
さ
ん

は
漫
画
の
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」

や
「
鬼
滅
の
刃
」
を
歌
舞
伎
の

演
目
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
時

代
に
合
わ
せ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を

生
み
出
し
ま
し
た
。
ト
ラ
イ
す

る
後
継
者
に
は
フ
ァ
ン
が
つ
い

て
ゆ
く
の
で
、
伝
統
芸
能
も
消

滅
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
伝
統
芸
能
の
上
演
に

不
可
欠
な
道
具
類
を
供
給
す
る

「
も
の
づ
く
り
」
の
場
が
窮
地

全
国
世
論
調
査
を
し
て
み
れ
ば

こ
の
通
り
で
あ
る
。
防
衛
費
増

額
や
景
気
の
低
迷
、
入
管
難
民

法
改
正
な
ど
を
挙
げ
て
岸
田
政

権
を
否
定
す
る
人
（
マ
ス
コ
ミ

も
含
め
）
も
い
る
が
、
そ
の
人

々
に
と
っ
て
は
外
交
や
安
全
保

障
と
い
っ
た
問
題
は
二
の
次
な

の
だ
。
世
論
調
査
の
結
果
は
そ

の
証
左
で
あ
る
。
国
民
の
２
人

に
１
人
は
外
交
や
安
全
保
障
を

重
要
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
は
、
一
応
は
安
堵
で
き
る
が
、

そ
の
一
方
で
自
民
党
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
理
解
増
進
法
の
制
定
を
画
策

し
て
い
る
。
女
性
差
別
の
悪
法

だ
。
岸
田
政
権
や
自
民
党
を
素

直
に
支
持
で
き
な
い
の
は
、
つ

ま
り
真
の
保
守
政
党
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
保
守
層

の
悲
し
い
現
実
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
　

日
本
の
保
守
層
の
悲
し
い
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

会
社
員　

大
阪
府

・
男
性

(53)　

　

伝
統
芸
能
に
も
影
響
す
る

「も
の
づ
く
り
」
の
窮
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
婦　

松
本
み
や
こ
・
神
奈
川
県

(45)　



（71） 読者の声

季刊大吼
　
　

手
を
合
わ
せ
て

「
い
た
だ
き
ま
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

無
職　

東
京
都

・
男
性

(69)　

■
初
め
て
投
稿
し
ま
す
。
こ

の
「
大
吼
」
に
論
文
を
寄
稿
す

る
方
や
、
購
読
さ
れ
て
い
る
方

々
に
は
、
食
事
を
食
べ
始
め
る

際
に
手
を
合
わ
せ
て
「
い
た
だ

き
ま
す
」
と
言
う
の
は
「
当
た

り
前
」
の
話
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
六
十
代
の
私
ど
も
の
世
代

に
は
、
そ
れ
が
で
き
る
人
が
少

な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
少
な
く

と
も
、
私
の
周
囲
の
同
世
代
に

は
居
り
ま
せ
ん
。
皆
無
に
等
し

い
と
言
っ
て
も
い
い
状
態
で

す
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
か
く

言
う
私
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
い
つ

か
ら
で
し
ょ
う
か
、
若
い
人

が
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
小
声

で
呟
き
、
手
を
合
わ
せ
て
か
ら

食
事
を
始
め
る
の
を
度
々
目
に

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
初

め
て
そ
れ
を
見
た
の
は
、
忘
れ

も
し
な
い
、
ひ
と
り
の
大
学
生

く
ら
い
の
青
年
が
定
食
屋
さ
ん

で
食
事
を
す
る
時
で
し
た
。
そ

の
翌
日
、
ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
で

も
、
そ
の
時
と
同
世
代
く
ら
い

の
青
年
が
同
じ
よ
う
に
手
を
合

わ
せ
て
か
ら
食
べ
始
め
た
の
で

す
。
こ
の
時
の
衝
撃
は
私
の
人

生
観
を
変
え
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
く
ら
い
の
も
の
で

し
た
。
そ
れ
か
ら
私
も
若
者
の

行
い
を
真
似
て
、
手
を
合
わ
せ

て
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
っ

て
か
ら
食
べ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
と
て
も
気
持
ち

の
良
い
も
の
で
す
ね
。
私
ど
も

年
寄
り
は
、
自
分
の
行
儀
の
悪

い
こ
と
を
「
昔
は
そ
う
い
う
時

代
だ
っ
た
か
ら
」
と

言
い
、「
悪
い
の
は

俺
じ
ゃ
な
い
」
と
言

わ
ん
ば
か
り
で
言
い

訳
を
し
ま
す
。
し
か

し
、
そ
ん
な
も
の
は

格
好
が
悪
い
し
、
そ

れ
で
は
「
昭
和
」
に

申
し
訳
が
立
ち
ま
せ

ん
。
昭
和
は
良
い
時

代
だ
っ
た
、
と
思
う

一
方
で
、
自
分
の
具

合
の
悪
さ
は
時
代
の

せ
い
に
す
る
。
そ
れ

で
は
い
け
な
い
、
と

背
筋
を
伸
ば
す
今
日

こ
の
頃
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
の

「
大
吼
」
を
読
ん
で
も
同
じ
こ

と
を
思
う
の
で
す
。
私
よ
り
も

若
い
人
た
ち
が
、
仕
事
を
し
な

が
ら
こ
う
し
た
勉
強
を
し
、
行

動
を
起
こ
し
、
日
本
を
良
く
し

よ
う
と
励
ん
で
お
ら
れ
る
。
実

に
頼
も
し
く
、
も
っ
と
多
く
の

人
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
人
た

ち
だ
と
思
い
ま
す
。
執
筆
陣
の

皆
様
、
こ
れ
か
ら
も
勉
強
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
心
か
ら
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。合

掌



（72）読者の声

季刊大吼

■
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六

四
）
十
月
五
日
、
父
・
横
田
滋

さ
ん
と
母
・
早
紀
江
さ
ん
の
長

女
と
し
て
名
古
屋
市
に
生
ま
れ

た
横
田
め
ぐ
み
さ
ん
は
、
昭
和

五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
七

月
、
新
潟
市
に
転
居
し
、
そ
の

翌
年
に
同
地
で
消
息
を
絶
ち
ま

し
た
。
こ
こ
新
潟
に
は
と
て
も

静
か
な
住
宅
地
が
多
く
、
め
ぐ

み
さ
ん
は
「
ず
い
ぶ
ん
寂
し
い

と
こ
ろ
だ
ね
。
お
父
さ
ん
は
こ

こ
に
何
年
い
る
の
か
な
あ
」
と

真
顔
で
早
紀
江
さ
ん
に
た
ず
ね

た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

北
朝
鮮
に
拉
致
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
は
昭
和
五
十
二
年
（
一
九

七
七
）
で
す
か
ら
、
す
で
に
今

年
で
四
十
六
年
が
経
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ご
両
親
は
、
め
ぐ

み
さ
ん
の
写
真
を
見
つ
め
て
は

「
一
目
会
う
ま
で
は
が
ん
ば
ろ

う
ね
」
と
励
ま
し
合
っ
て
こ
ら

れ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
滋
さ

ん
は
、
そ
の
願
い
が
叶
う
こ
と

な
く
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）

に
他
界
な
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
父
親
と
し
て
の
無
念
は
如

何
ば
か
り
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

そ
う
思
う
と
心
が
痛
み
ま
す
。

こ
ん
な
に
平
和
な
日
本
で
、
そ

ん
な
理
不
尽
な
思
い
に
苦
し
む

国
民
が
い
る
現
実
が
「
善
良
な

市
民
」
に
は
見
え
な
い
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
現
実
と
社
会
状

況
を
冷
静
に
凝
視
し
て
い
る
と
、

政
府
に
向
け
ら
れ
る
デ
モ
参
加

者
た
ち
の
「
戦
争
反
対
！
」
と

い
う
叫
び
声
も
私
に
は
歓
声
に

し
か
聞
こ
え
ま
せ
ん
。
お
願
い

で
す
。
め
ぐ
み
さ
ん
を
早
く
帰

し
て
下
さ
い
。

　
　

横
田
め
ぐ
み
さ
ん
を
忘
れ
な
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
職　

新
潟
市

・
女
性

(78)　

　
　

在
日
外
国
人
の
人
権
と
日
本
国
民
の
人
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
営
業　

埼
玉
県

・
男
性

( ５５)　

■
入
管
難
民
法
改
正
の
方
向
性

に
異
議
を
唱
え
る
人
々
が
い

る
。
聞
け
ば
「
難
民
受
け
入
れ

の
ハ
ー
ド
ル
が
上
が
る
」
と
言

う
。
入
管
施
設
で
死
亡
し
た
被

収
容
者
に
関
す
る
問
題
に
絡

み
、「
根
拠
の
な
い
発
言
を
繰

り
返
し
た
」
と
し
て
参
院
法
務

委
員
を
更
迭
さ
れ
た
国
会
議
員

が
い
た
。
ま
た
、
難
民
審
査
参

与
員
が
参
考
人
招
致
で
「
申
請

者
の
中
に
難
民
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
」
と
発
言
し
て
一
部
か
ら

「
理
不
尽
な
偏
見
」
だ
と
問
題

視
も
さ
れ
た
が
、「
居
丈
高
な

論
理
」
だ
と
か
「
ヘ
イ
ト
だ
」

と
い
っ
た
決
め
つ
け
も
「
理
不

尽
な
偏
見
」
で
は
な
い
か
と
感

じ
る
。
六
月
二
日
付
け
の
朝
日

新
聞
に
「
難
民
認
定
を
求
め
る

外
国
人
の
中
に
、
不
純
な
動
機

や
悪
意
を
持
っ
た
人
や
、
客
観

的
に
難
民
に
当
た
ら
な
い
方
も

い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

難
民
問
題
は
、
た
と
え
少
数
で

あ
っ
て
も
、
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
権
を
漏
ら
さ
ず
拾
い

上
げ
る
こ
と
を
目
標
と
す
べ

き
」
と
い
う
意
見
が
掲
載
さ
れ

て
い
た
。
人
種
や
国
籍
に
関
係

な
く
人
権
は
守
ら
れ
る
べ
き
だ

が
、
ど
こ
の
国
も
基
本
的
に
は
、

そ
の
住
民
の
命
や
権
利
を
守
っ

て
い
る
の
は
国
境
な
の
で
あ
る
。

銃
規
制
の
緩
い
ア
メ
リ
カ
で
さ

え
自
分
の
身
を
守
る
の
が
大
変

な
の
に
、
護
身
用
の
小
さ
な
ナ

イ
フ
を
持
つ
こ
と
で
さ
え
銃
刀

法
で
許
さ
れ
な
い
比
較
的
小
柄

な
日
本
国
民
は
、
ど
う
や
っ
て

不
良
外
国
人
か
ら
身
を
守
れ
ば

い
い
の
か
。
教
え
て
ほ
し
い
。


