
      

５
月
20
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
「
改
憲
へ 

祖
父
を
追
い 

そ

の
先
に
」
と
ほ
ぼ
二
面
に
わ
た
っ
て
特
集
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

私
流
に
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。〈
集
団
的
自
衛
権
行
使

容
認
、
安
全
保
障
法
制
、
戦
後
70
年
談
話
、
そ
し
て
憲
法
改
正
へ
、

安
倍
政
権
の
下
で
「
国
の
形
」
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

安
倍
首
相
の
な
か
に
は
「
お
爺
ち
ゃ
ん
・
岸
信
介
」
が
い
る
。
そ

し
て
、
Ａ
級
戦
犯
で
あ
っ
た
岸
が
「
強
い
国
家
」
を
求
め
て
果
た

し
得
な
か
っ
た
憲
法
「
改
正
」
を
や
ろ
う
と
い
う
の
だ
。
お
爺
ち

ゃ
ん
に
な
り
変
わ
っ
て
「
戦
争
を
や
る
国
」
の
復
活
で
あ
る
〉。 

日
本
国
憲
法
第
９
条
・
戦
争
の
放
棄
な
ど
安
倍
の
頭
に
は
な
い
。

安
倍
政
権
は
憲
法
を
超
え
た
存
在
で
、
９
条
を
壊
す
意
識
さ
え
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ど
っ
こ
い
、
憲
法
は
条
文
と
し
て
も
、 

戦
後
平
和
を
守
り
生
き
抜
い
て
き
た
多
く
の
国
民
の
な
か
に
、
た

く
ま
し
く
生
き
て
い
る
。
安
倍
に
と
っ
て
９
条
が
桎
梏
と
化
し
て 

  

     

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
前
の
め
り
な
の
だ
。 

そ
し
て
、
今
一
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
「
強
い
国
家
」
は
、

民
主
主
義
の
破
壊
を
伴
い
な
が
ら
、
強
い
も
の
を
よ
り
強
く
、「
社

会
的
弱
者
」
を
切
り
捨
て
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
典
型
の
一
つ

が
東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
避
難
者
に
対
す
る
対
応
で
あ
る
。

一
方
で
原
発
再
稼
働
・
輸
出
を
強
力
に
進
め
な
が
ら
、
一
方
で
は

除
染
も
終
わ
っ
て
い
な
い
中
、
避
難
解
除
を
進
め
、「
自
立
」
を
強

制
す
る
。
復
興
事
業
も
地
方
負
担
が
も
く
ろ
ま
れ
て
い
る
。
国
が

進
め
る
財
政
再
建
の
軸
も
社
会
保
障
関
連
の
切
り
捨
て
で
あ
る
。 

安
倍
が
唱
え
る
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
と
は
、
９
条
だ
け

で
な
く
社
会
保
障
、
教
育
、
労
働
な
ど
戦
後
憲
法
体
制
の
中
で
築

き
上
げ
て
き
た
も
の
の
全
面
見
直
し
で
あ
る
。 

中
央
で
も
、
地
方
で
も
、
生
活
防
衛
、
憲
法
改
悪
阻
止
国
民
戦

線
の
構
築
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。 

し
っ 

こ
く 


