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下
言
上
用

  

二
〇
二
三
年
二
月
七
日
の
一
般
教
書
演

説
で
も
ア
メ
リ
カ
の
バ
イ
デ
ン
大
統
領

は
、昨
年
に
引
き
続
き
イ
ン
フ
ラ
整
備
の

重
要
性
を
か
な
り
の
時
間
を
費
や
し
て

強
調
し
た
。「
世
界
で
最
も
強
い
経
済
を

維
持
す
る
た
め
に
は
最
高
の
イ
ン
フ
ラ
が

必
要
だ
」と
力
説
し
た
の
だ
。

  

一
九
九
五
年
の
一
般
政
府
公
的
固
定

資
本
形
成
費（
ほ
ぼ
公
共
事
業
費
）を
一

〇
〇
と
し
た
と
き
、二
〇
二
二
年
に
は
そ

れ
が
六
四
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
き
た
日

本
か
ら
、こ
れ
を
同
じ
期
間
に
二
四
一
ま

で
伸
ば
し
て
き
た
国
の
ト
ッ
プ
が
更
な
る

拡
大
が
必
要
だ
と
強
調
し
て
い
る
の
を

眺
め
る
と
、や
は
り
日
本
は
低
成
長
・
低

賃
金
の
国
か
ら
の
脱
出
は
不
可
能
な
の

か
と
絶
望
的
な
寂
寥
感
を
持
た
ざ
る
を

得
な
い
。

都
市
城
壁
と
い
う 

イ
ン
フ
ラ
と 

都
市
封
鎖
の
経
験

　
今
回
の
コ
ロ
ナ
騒
動
を
世
界
的
な
視

野
の
中
で
眺
め
る
と
、ど
う
も
日
本
だ

け
が
他
国
と
異
な
っ
た
行
動
を
と
っ
て

き
た
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。付
加
価
値

税（
日
本
で
は
消
費
税
）を
導
入
し
て
い

る
国
で
、コ
ロ
ナ
自
粛
の
ピ
ー
ク
時
に
、

こ
の
種
の
税
を
減
税
し
な
か
っ
た
国
は

日
本
だ
け
と
い
う
の
も
か
な
り
特
異
な

の
だ
が
、都
市
封
鎖
が
ま
っ
た
く
で
き
な

か
っ
た
こ
と
も
き
わ
め
て
特
徴
的
な
の

だ
。

　
特
に
、隣
国
の
中
国
が
極
端
と
も
思

え
る
都
市
封
鎖
を
強
烈
に
強
い
て
き
た

こ
と
と
の
比
較
で
見
る
と
、こ
こ
ま
で
異

な
る
の
か
と
い
う
感
を
強
く
す
る
。そ
れ

は
、本
稿
で
か
つ
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に

「
ユ
ー
ラ
シ
ア
人
の
全
て
の
国
や
地
域
と

比
較
し
て
日
本
人
だ
け
が
都
市
城
壁
を

持
た
な
か
っ
た
こ
と
」に
起
因
し
て
い
る

の
だ
。

　
都
市
城
壁
を
持
っ
た
都
市
は
、ま
ず

全
て
の
都
市
が
都
市
封
鎖
に
よ
っ
て
城

壁
内
の
人
び
と
の
命
を
守
り
抜
い
た
と

い
う
経
験
を
持
っ
て
い
る
。ウ
ィ
ー
ン
も

何
度
も
強
力
な
敵
に
包
囲
さ
れ
な
が
ら

も
城
壁
を
封
鎖
す
る
こ
と
で
生
き
延
び

た
経
験
を
し
て
い
る
し
、フ
ラ
ン
ス
の
ピ

レ
ネ
ー
山
脈
の
北
に
あ
る
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ

と
い
う
小
さ
な
城
塞
都
市
は
、五
年
間
も

の
都
市
封
鎖
に
堪
え
た
と
い
う
記
録（
伝

説
）も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
日
本
だ
け
は
生
き
延
び
る

手
段
と
し
て
の
都
市
封
鎖
は
必
要
も
な

か
っ
た
た
め
に
、都
市
城
壁
も
持
た
な
い

ま
ま
二
千
年
も
の
歴
史
を
過
ご
し
て
き

た
の
だ
。否
、過
ご
し
て
く
る
こ
と
が
で

き
た
の
だ
と
い
う
の
が
正
解
だ
。

　
こ
の
経
験
の
差
違
が
、「
命
を
守
る
た

め
に
は
、し
っ
か
り
と
整
備
さ
れ
た
イ
ン

フ
ラ
が
必
要
だ
」と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
人
々
と
、そ
れ
が
で
き
な
い
日
本
人
と

い
う
も
の
を
造
っ
て
き
た
。日
本
の
首
脳

が
バ
イ
デ
ン
大
統
領
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ラ

認
識
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
根
本
の

理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
そ
し
て
更
に
こ
の
経
験
の
差
違
が
、

都
市
封
鎖
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
民（
ユ
ー
ラ
シ
ア
人
）、つ
ま
り
受
け

入
れ
な
け
れ
ば
死
を
覚
悟
せ
ざ
る
を
得

な
い
民
と
、そ
れ
を
絶
対
に
拒
否
す
る

民（
日
本
人
）と
い
う
も
の
を
生
ん
だ
の

だ
。

　
こ
れ
は
本
誌
の
本
題
で
は
な
い
が
、

こ
の
違
い
が「
ユ
ー
ラ
シ
ア
人
と
比
較
し

て
、日
本
人
だ
け
が
安
全
保
障
と
い
う
も

の
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
」に
つ
な
が
っ

て
い
る
か
ら
、本
当
に
厄
介
な
の
だ
。

イ
ン
フ
ラ
認
識
の 

欠
如
に
加
わ
る

強
烈
な
同
調
圧
力

　
コ
ロ
ナ
は
わ
れ
わ
れ
が
強
烈
な
同
調

指
向
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し

た
。「
み
ん
な
が
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
の

に
自
分
だ
け
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
」と

い
う
自
己
規
制
の
同
調
指
向
は
一
般
庶

民
だ
け
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。イ
ギ
リ

ス
や
ア
メ
リ
カ
議
会
の
様
子
が
報
道
さ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、マ
ス
ク
を
し
て

い
る
議
員
な
ど
ど
こ
に
も
い
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、わ
が
国
会
は
マ
ス
ク
議
員
の
行

列
だ
っ
た
の
だ
。

　
安
倍
元
総
理
は
回
顧
録
の
中
で「
財

務
省
の
発
信
が
あ
ま
り
に
強
く
て
、多
く

の
人
が
勘
違
い
し
て
い
ま
す
が
、様
々
な

コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
に
国
債
を
発
行
し
て

も
、孫
や
子
に
借
金
を
回
し
て
い
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」と
述
べ
て
い
る
が
、か

つ
て
は「
熊
や
狸
し
か
走
ら
な
い
無
駄
な

道
路
や
、釣
り
堀
に
し
か
使
え
な
い
よ
う

な
港
湾
な
ど
を
造
っ
て
い
る
か
ら
国
債
と

い
う
借
金
が
増
大
し
て
、将
来
世
代
に
負

担
を
残
す
」と
い
う
で
た
ら
め
な
報
道
や

論
説
が
流
布
し
た
の
だ
っ
た
。

　
ど
の
よ
う
に
国
民
に
刷
り
込
ま
れ
て

い
っ
た
の
か
、二
〇
一
三
年
の
報
道
を
見

て
み
よ
う
。安
倍
晋
三
内
閣
が
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
と
称
し
て
経
済
対
策
を
打
ち
始
め
、

そ
れ
は
①
大
胆
な
金
融
政
策
、②
機
動

的
な
財
政
政
策
、③
民
間
投
資
を
喚
起

す
る
成
長
戦
略
か
ら
成
っ
て
い
た
の
だ

が
、こ
の
年
の
一
月
二
十
四
日
に
朝
日
新

聞
は「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
っ
て
、な
に
？
」と

い
う
コ
ラ
ム
を
掲
載
し
た
。

　
そ
こ
で
は
、ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
二
本
目

の
矢
で
あ
っ
た
財
政
出
動
に
よ
り
、や
や

大
幅
な
公
共
投
資
の
拡
大
が
あ
っ
た
こ

と
を
踏
ま
え
て
、「
公
共
事
業
を
増
や
し

て
き
た
こ
と
な
ど
で
」と
銘
打
っ
て
、次

の
よ
う
な
説
明
を
し
た
の
だ
。

　「
①
建
設
会
社
が
政
治
家
や
官
僚
に

賄
賂
を
贈
る
汚
職
も
相
次
い
だ
。②
極
め

つ
き
は
、財
政
の
悪
化
だ
。公
共
事
業
を

増
や
し
た
せ
い
な
ど
で
、政
府
の
借
金
残

高
は
、九
〇
年
度
末
の
一
六
六
兆
円
か
ら

一
二
年
度
末
に
は
約
七
〇
〇
兆
円
に
達

す
る
」と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
官
僚
と
い
え
ば
、少
な
く
と
も
本
省
課

長
以
上
だ
ろ
う
が
、小
生
が
記
憶
す
る
限

り
、ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
発
動
の
結
果
、公

共
事
業
所
管
省
な
ど
で
課
長
以
上
が
建

設
会
社
か
ら
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
と
の

事
件
の
記
憶
な
ど
全
く
な
い
の
だ
。そ
も

そ
も
公
共
事
業
費
が
増
え
て
い
る
状
況

の
下
で
、な
ぜ
官
僚
に
賄
賂
を
渡
す
必
要

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
も
っ
と
問
題
な
の
は
②
の
借
金
残
高

の
指
摘
だ
。九
〇
年
度
末
の
国
債
残
高

は
、建
設
国
債
一
〇
二
兆
円
に
対
し
て
赤

字
国
債
六
五
兆
円
で
あ
っ
た
か
ら
、朝
日

の
い
う
一
六
六
兆
円
は
合
っ
て
い
る
の
だ

が
、こ
の
報
道
の
根
拠
と
し
て
い
る
二
〇

一
二
年
に
は
、公
共
事
業
の
原
資
で
あ
る

建
設
国
債
の
二
四
七
兆
円（
九
〇
年
比

二
・
四
倍
）へ
の
伸
び
に
対
し
て
、赤
字

国
債
は
四
五
〇
兆
円（
同
比
六
・
九
倍
）

に
も
伸
び
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、「
公
共
事
業

費
が
伸
び
た
か
ら
国
債
残
高
が
増
加
し

た
の
だ
」な
ど
と
い
え
る
訳
な
ど
な
い
で

は
な
い
か
。赤
字
国
債
が
急
増
し
た
か
ら

国
債
残
高
も
急
増
し
た
の
だ
。こ
の
よ
う

な
事
実
を
曲
げ
た
悪
意
に
満
ち
た
公
共

事
業
叩
き
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、

同
調
指
向
が
支
配
す
る
こ
の
国
の
人
び

と
は「
イ
ン
フ
ラ
整
備
待
望
論
」を
失
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。
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