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は
じ
め
に 

 
 

壊
憲
を
狙
う
自
民
党
安
倍
政
権
は
、「
憲
法

96
条
」
を
先
行
し
て
改
正
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
私
た
ち
国
民
は
不
意
を
つ
か
れ
て
、

「
え
っ
、

96
条
っ
て
何
が
書
い
て
あ
る

の
？
」
と
戸
惑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

憲
法
96
条
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り

ま
す
。 

「
第
九
十
六
条 

こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議

院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
、
国

会
が
、
こ
れ
を
発
議
し
、
国
民
に
提
案
し
て
そ

の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
承
認 

         

に
は
、
特
別
の
国
民
投
票
又
は
国
会
の
定
め
る

選
挙
の
際
行
は
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過

半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。」 

こ
の
よ
う
に
96
条
に
は
、
憲
法
を
改
正
す

る
た
め
の
手
続
き
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
安
倍

首
相
は
、
こ
の
ル
ー
ル
の
「
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
」
を
「
過
半
数
の
賛
成
」
に
変
え
よ
う
と

い
う
の
で
す
。
自
民
党
の
念
願
で
あ
る
９
条
の

改
憲
は
、
各
党
間
の
理
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も

あ
り
両
院
３
分
の
２
に
よ
る
発
議
は
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
96
条
は
手
続
き
論

で
す
か
ら
合
意
を
取
り
や
す
い
し
、
国
民
投
票

に
お
い
て
も
「
ル
ー
ル
を
変
え
る
ん
だ
っ
て
」

と
た
い
し
た
こ
と
な
い
ん
だ
と
国
民
も
騙
さ
れ 

         

や
す
い
の
で
す
。
一
度
ル
ー
ル
を
過
半
数
に
変

え
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
時
々
の
政
権
党
に
よ
っ

て
い
つ
で
も
改
憲
発
議
が
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

で
は
、
96
条
改
正
問
題
は
単
な
る
手
続
き

問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
え
、
実
は
大
変

大
き
な
問
題
な
の
で
す
。
近
代
憲
法
は
権
力
に

よ
っ
て
も
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
権
保
障
と
、

権
力
に
歯
止
め
を
か
け
る
権
力
分
立
の
定
め
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
家
権
力
か
ら
国
民
の

権
利
・
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
国
家
権
力

が
守
る
べ
き
こ
と
を
定
め
、
国
家
権
力
に
歯
止

め
を
か
け
る
も
の
な
の
で
す
。（
こ
の
こ
と
を

立
憲
主
義
と
言
い
ま
す
が
後
程
お
話
し
ま
す
）
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日
本
国
憲
法
は
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
「
国
民
主

権
、
基
本
的
人
権
、
平
和
主
義
」
を
掲
げ
、
世

界
中
に
誇
れ
る
憲
法
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

憲
法
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
権
力
者
が
、
改
正
要

件
を
緩
和
し
よ
う
と
言
い
出
す
こ
と
は
お
か
し

く
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

な
ぜ
96
条
改
正
論
は
間
違
い
な
の
か 

 

６
月
18
日
、「
壊
憲
Ｎ
Ｏ
！
96
条
改
悪
反

対
１
０
０
０
人
集
会
」
が
東
京
で
開
か
れ
ま
し

た
。 こ

の
集
会
で
憲
法
学
者
の
奥
平
康
弘
氏
が
講

演
し
ま
し
た
。
こ
の
講
演
の
中
で
奥
平
氏
は
、

①
近
代
の
憲
法
は
変
え
て
は
な
ら
な
い
規
定
を

持
っ
て
い
る
。
②
憲
法
と
は
国
家
と
い
う
権
力

組
織
を
縛
り
、
国
民
の
自
由
と
権
利
を
保
障
す

る
特
別
な
法
規
と
し
て
国
家
に
か
ぶ
し
て
い
る

も
の
だ
と
い
う
風
に
理
解
す
れ
ば
、
お
の
ず
か

ら
憲
法
と
い
う
も
の
は
そ
う
簡
単
に
は
変
え
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
③
96
条
だ
け

は
、
そ
れ
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
１

０
３
条
の
条
文
の
す
べ
て
に
関
係
し
て
く
る
ん

だ
と
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
に
対
し
て
か
か
っ
て
く

る
ん
だ
と
、
特
別
の
意
味
を
持
っ
た
規
定
で
あ

る
。
④
そ
れ
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か

も
中
身
を
言
わ
ず
に
先
行
し
て
こ
れ
を
変
え
ま

し
ょ
う
ね
と
い
う
提
案
は
、
裏
口
入
学
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
安
倍

内
閣
の
96
条
改
正
案
を
批
判
し
ま
し
た
。 

安
倍
首
相
は
「
96
条
に
よ
れ
ば
、
６
割
、

７
割
の
人
が
憲
法
を
改
正
す
べ
き
だ
と
思
っ
て

い
る
の
に
、
た
っ
た
３
分
の
１
ち
ょ
っ
と
だ
け

の
数
を
議
会
で
占
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ

れ
で
６
割
、
７
割
の
人
た
ち
の
憲
法
を
改
正
す

べ
き
だ
と
意
見
を
見
捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
は
ど
う
考
え
た
っ
て
お
か
し
い
で
す
よ

ね
。」
と
平
然
と
言
っ
て
い
ま
す
。
彼
に
は
近

代
憲
法
と
い
う
も
の
が
全
く
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
の
憲
法
の
基
礎
に

な
っ
て
い
る
近
代
立
憲
主
義
に
は
、
国
会
が
通

常
の
法
律
を
作
る
手
軽
さ
で
憲
法
を
改
正
す
る

の
は
好
ま
し
く
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
流
れ

て
い
ま
す
。 

 

外
国
の
憲
法
の
改
正
手
続
き
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
は
上
下

両
院
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
、
全
米
50
州

の
州
議
会
の
４
分
の
３
の
賛
成
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
ド
イ
ツ
は
、
両
院
の
３
分
の
２
以
上
の

賛
成
が
必
要
で
す
が
、
国
民
投
票
は
あ
り
ま
せ

ん
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
上
下
両
院
の
過
半
数
の

賛
成
で
発
議
し
、
両
院
合
同
会
議
で
５
分
の
３

以
上
の
賛
成
、
ま
た
は
国
民
投
票
の
過
半
数
の

賛
成
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
憲
法
と
い
う
法
典
が
な

く
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
は
、
議
会
制
定
法
、
判

例
法
、
憲
法
習
律
の
寄
せ
集
め
か
ら
な
り
た
っ

て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
一
般
の
法
律
と
同
じ
条

件
で
改
正
で
き
る(

軟
性
憲
法)

と
言
え
ま
す
。

ほ
か
に
国
民
投
票
制
を
採
用
す
る
ル
ー
マ
ニ
ア
、

フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
韓
国(

一
院
制)

の
場
合
は
、

ル
ー
マ
ニ
ア
、
韓
国
は
議
会
の
３
分
の
２
議
決
、

フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
は
４
分
の
３
議
決
で
す
。 

 

な
ぜ
自
民
党
は 

96
条
先
行
改
正
を
狙
っ
た
の
か 

 
 

自
民
党
は
な
ぜ
96
条
改
正
か
ら
手
を
付
け 
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よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
自
民
党
は
結
党

以
来
「
自
主
憲
法
制
定
」
を
党
是
と
し
て
き
ま

し
た
。
今
ま
で
憲
法
改
正
に
何
回
か
手
を
付
け

て
き
ま
し
た
が
、
日
本
社
会
党
は
じ
め
憲
法
改

悪
に
反
対
す
る
野
党
の
存
在
は
３
分
の
１
を
超

え
て
い
る
た
め
彼
ら
の
野
望
は
実
現
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。 

２
０
０
９
年
に
野
党
に
な
っ
た
自
民
党
は
、

再
生
を
目
指
し
て
党
綱
領
を
作
り
ま
す
が
そ
こ

に
は
「
日
本
ら
し
い
日
本
の
保
守
主
義
の
党
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
ま
し
た
。
そ
し
て

改
憲
を
政
策
の
目
玉
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で

す
。
自
民
党
が
96
条
の
先
行
改
正
に
手
を
付

け
た
の
は
、
彼
ら
が
現
実
的
な
政
治
課
題
と
し

て
改
憲
を
一
歩
前
へ
進
め
よ
う
と
真
剣
に
考
え

始
め
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に

危
険
な
情
勢
で
あ
り
ま
す
。 

前
述
の
奥
平
氏
は
、
96
条
先
行
論
に
つ
い

て
近
代
立
憲
主
義
に
反
す
る
と
批
判
し
つ
つ
、

次
の
よ
う
な
心
配
も
し
て
い
ま
す
。「
こ
れ
が

存
外
、
96
条
先
行
論
と
い
う
の
が
戦
術
的
に

見
て
賢
明
な
策
で
あ
っ
た
と
、
中
身
は
別
に
し

て
96
条
は
お
か
し
い
規
定
だ
と
持
っ
て
い
く

考
え
方
に
存
外
国
民
は
乗
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
心
配
い
た
し
て
お

り
ま
す
。
96
条
は
形
式
的
手
続
き
的
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
中
身
を
変
え
た
り
す
れ
ば
難
し

い
が
、
中
身
と
い
う
の
は
９
条
な
ど
で
す
が
、

96
条
は
単
な
る
手
続
き
で
あ
る
と
い
う
の
に

乗
っ
て
き
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い
う

心
配
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。」
こ
う
述
べ
な

が
ら
「
と
こ
ろ
が
こ
の
ひ
と
月
ほ
ど
、
憲
法
を

変
え
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

う
こ
と
を
問
題
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き

ま
し
た
。」「
96
条
は
何
の
た
め
に
あ
る
ん
だ

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く

れ
た
。
そ
の
勢
い
は
じ
わ
じ
わ
と
展
開
し
て
お

り
ま
し
て
、
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
ル
ー

ル
を
変
え
る
の
は
お
か
し
い
よ
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
」
と
、
96
条
改
正
反
対

の
勢
力
が
徐
々
に
力
を
つ
け
て
い
る
、
力
を
つ

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
は
こ
の
機
会
に
、
国
民
の
中
で
立
憲

主
義
と
は
な
ん
な
の
か
を
知
る
絶
好
の
機
会
と

し
て
と
ら
え
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

憲
法
を 

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
誰
？ 

 

最
近
憲
法
議
論
の
中
で
「
立
憲
主
義
」
と
い

う
言
葉
を
よ
く
聞
き
ま
す
ね
。
立
憲
主
義
は
、

「壊憲ＮＯ！９６条改悪反対１０００人集会」（２０１３年
６月１８日・豊島公会堂）で会場を埋め尽くした参加者。 
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「
国
民
の
権
利
・
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
」
を

第
一
の
目
的
と
し
て
、
権
力
者
を
拘
束
す
る
原

理
で
す
。 

「
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
に
し
て
平

等
で
あ
る
」
と
い
う
自
然
権
の
思
想
を
唱
え
た

の
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ

ク
・
ル
ソ
ー
な
ど
西
洋
の
思
想
家
で
す
。 

自
然
権
の
思
想
は
天
賦
人
権
説
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。 

              

近
代
立
憲
主
義
は
こ
の
西
洋
か
ら
生
ま
れ
た

思
想
と
、
そ
の
思
想
の
も
と
に
起
こ
っ
た
革
命

に
起
源
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
は

「
生
命
、
自
由
、
幸
福
の
追
求
」
を
あ
げ
、
こ

れ
ら
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
、
人
類
の
あ

い
だ
に
政
府
が
つ
く
ら
れ
、「
そ
の
正
当
な
権

力
は
被
支
配
者
の
同
意
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
、
基
本
的
人
権
と
憲
法
が
国
家
権

力
を
縛
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。 フ

ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
の
が
、

「
人
権
宣
言
」
で
す
。「
人
間
は
自
由
か
つ
権

利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
」

「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
結
合
の
目
的
は
、
人
間
の

自
然
で
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
権

利
の
保
全
で
あ
る
」
と
し
て
基
本
的
人
権
と
国

家
権
力
を
縛
る
と
い
う
考
え
が
宣
言
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
は
現
在
の
先
進

国
に
共
通
す
る
価
値
観
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

国
民
の
多
数
に
よ
っ
て
政
治
を
進
め
る
こ
と

を
「
民
主
主
義
」
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
時
々
の
多
数
派
は
過
ち
を
犯
す
危
険
性
が
あ

り
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
が
そ
う
で
し
た
。

そ
し
て
、
日
本
で
も
国
民
の
多
数
が
熱
狂
的
に

戦
争
を
支
持
し
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
歴
史

を
振
り
返
る
と
、
国
民
の
多
数
派
が
過
ち
を
犯

す
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
な
の
で
す
。 

そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
多
数
派
に
歯
止
め
を

か
け
る
た
め
に
、
憲
法
に
書
き
込
む
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
れ
が
「
人
権
」
で
あ
り
「
平
和
」

で
す
。
多
数
決
の
民
主
主
義
に
対
し
て
、
そ
れ

に
歯
止
め
を
か
け
「
国
民
の
多
数
意
見
に
よ
る

権
力
で
あ
っ
て
も
、
歯
止
め
を
か
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が

「
立
憲
主
義
」
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
近
代
憲
法
は
、「
個
人
の
尊

重
が
国
家
の
基
本
的
な
価
値
で
あ
る
」
こ
と
が

中
心
で
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
立
憲
主
義

が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ

う
。
よ
っ
て
、
憲
法
に
は
必
ず
人
権
保
障
と
、

国
家
の
権
力
を
分
け
る
権
力
分
立(

三
権
分
立)

の
定
め
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

現
在
の
日
本
国
憲
法
に
は
、
こ
う
い
う
基
本

的
人
権
の
保
障
、
そ
の
た
め
に
国
家
権
力
を
縛

る
べ
き
と
い
う
近
代
立
憲
主
義
の
考
え
方
に
よ

っ
て
誕
生
し
ま
し
た
。
自
民
党
改
憲
草
案
は

右は「自然権」の思想を唱えたジョン・ロック 
左は『社会契約論』を著わしたジャン・ジャック・ルソー 
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「
個
人
の
人
権
」
の
上
に
「
公
」
を
お
き
、
天

皇
を
元
首
と
す
る
戦
争
の
で
き
る
国
を
め
ざ
す

憲
法
と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
民
党
改
憲
草
案
が

近
代
立
憲
主
義
の
放
棄
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る

の
は
こ
の
た
め
で
す
。 

 

ナ
チ
ス
の
手
口
に
学
ん
だ
ら
ど
う
か
ね 

～
解
釈
改
憲
、
立
法
改
憲
の
危
険
～ 

 

今
、
安
倍
政
権
が
進
め
て
い
る
憲
法
改
正
は
三

つ
の
方
向
か
ら
進
め
て
い
ま
す
。 

一
つ
は
96
条
の
先
行
改
正
か
ら
始
め
よ
う
と

す
る
明
文
改
憲
、
そ
れ
と
解
釈
改
憲
、
立
法
改
憲

で
す
。
解
釈
改
憲
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
が

議
論
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
生
存

権
、
勤
労
の
権
利
な
ど
の
個
人
の
権
利
が
お
ろ
そ

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

つ
ま
り
、
自
民
党
改
憲
草
案
が
通
っ
て
も
お
か

し
く
な
い
状
況
が
職
場
や
生
活
の
中
に
つ
く
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、

改
憲
反
対
と
言
っ
て
も
今
現
在
そ
う
な
っ
て
い
る

か
ら
仕
方
な
い
と
ア
キ
ラ
メ
が
国
民
の
中
に
支
配

的
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
解
釈
改
憲

を
許
さ
な
い
た
め
に
は
、
現
憲
法
が
生
活
に
職
場

に
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

ま
た
、
立
法
改
憲
と
は
、
「
国
家
安
全
保
障
基

本
法
」
「
秘
密
保
全
法
」
の
よ
う
に
法
律
で
憲
法

を
変
え
て
し
ま
お
う
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
二

つ
の
法
律
は
知
る
権
利
を
完
全
に
失
わ
せ
て
国
民

を
監
視
し
て
戦
争
に
同
意
さ
せ
て
ゆ
く
恐
ろ
し
い

法
律
で
す
。
秘
密
保
全
法
案
は
秋
の
臨
時
国
会
に

提
出
さ
れ
ま
す
が
、
処
罰
は
最
長
懲
役
10
年
と

す
る
方
針
も
固
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
法
案

に
は
国
民
の
知
る
権
利
や
取
材
の
自
由
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
保
護
に
抵
触
し
か
ね
な
い
懸
念
が
あ
り

ま
す
。 

折
し
も
麻
生
太
郎
副
総
理
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
引
き

合
い
に
出
し
て
発
言
し
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
っ
て
い

ま
す
が
、
考
え
方
の
流
れ
は
一
つ
だ
と
い
え
ま
す
。 

問
題
に
な
っ
た
発
言
は
、
「
静
か
に
や
ろ
う
や

と
。
憲
法
は
、
あ
る
日
気
づ
い
た
ら
、
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
が
変
わ
っ
て
、
ナ
チ
ス
憲
法
に
変
わ
っ
て

い
た
ん
で
す
よ
。
だ
れ
も
気
づ
か
な
い
で
変
わ
っ

た
。
あ
の
手
口
学
ん
だ
ら
ど
う
か
ね
」
と
い
う
も

の
で
す
。 

独
裁
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
で
す
が
、

も
と
も
と
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
率
い
る
ナ
チ
ス
が
総

選
挙
で
第
１
党
に
な
っ
て
首
相
に
就
任
し
た
の
で

す
か
ら
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
民
主
的
な
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
の
も
と
で
選
ば
れ
た
首
相
と
い
え
ま
す
。
と
こ

ろ
が
１
９
３
３
年
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
政
府
に
独

裁
権
を
与
え
る
「
全
権
委
任
法
」
と
い
う
法
律
を

議
会
で
通
過
さ
せ
て
、
ほ
か
の
政
党
を
解
散
さ
せ
、

ナ
チ
ス
の
独
裁
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
言

論
・
出
版
の
自
由
を
無
視
し
、
労
働
組
合
を
禁
止

し
教
育
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

時
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
改
正
さ
れ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
実
質
的
に
は
憲
法
は
機

能
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

麻
生
大
臣
の
発
言
は
、
彼
の
ド
イ
ツ
の
「
負
の

歴
史
」
に
関
す
る
無
理
解
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま

ら
ず
、
安
倍
政
権
の
憲
法
改
正
を
進
め
て
い
く
姿

勢
の
危
う
さ
を
は
し
な
く
も
露
呈
し
た
と
も
い
え

ま
す
。
憲
法
に
無
関
心
だ
っ
た
り
、
個
人
の
権
利

意
識
が
後
退
し
て
い
る
今
日
の
日
本
に
お
い
て
危

機
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

「
ち
ゃ
ん
と
知
ら
な
き
ゃ 

大
変
だ
！
！
！
」

と
い
う
マ
ン
ガ
が
ネ
ッ
ト
上
で
人
気
を
集
め
て
い
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ま
す
。
作
成
し
た
福
島
か
ら
の
避
難
者
で
脱
原
発

運
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
市
民
グ
ル
ー
プ
は
、

「
自
民
党
案
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
知
ら

な
い
の
は
危
険
。
若
い
人
た
ち
に
読
ん
で
ほ
し

い
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

今
、
民
意
で
な
い
こ
と
が
ま
か
り
通
っ
て
い
ま 

す
。
原
発
再
稼
働
も
多
く
の
国
民
は
再
稼
働
よ
り 

                

も
原
発
事
故
の
収
束
、
復
興
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。
憲
法
改
正
も
主
権
者
で
あ
る
国
民
か
ら
改

正
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
知

ら
な
い
こ
と
」
「
無
関
心
」
は
危
険
で
す
。
ち
ゃ

ん
と
日
本
国
憲
法
に
何
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の

条
文
は
生
き
る
こ
と
や
働
く
こ
と
に
ど
の
よ
う
に

関
係
し
て
い
る
の
か
、
仲
間
と
討
論
し
な
が
ら
理

解
を
深
め
、
多
く
の
仲
間
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

職
場
で
、
地
域
で
・
家
庭
で
憲
法
学
習
会
を 

 
６
月
18
日
の
「
96
条
反
対
１
０
０
０
人
集

会
」
の
呼
び
か
け
人
の
一
人
で
あ
る
二
瓶
氏
は
、

集
会
の
最
後
に
「
憲
法
で
労
働
組
合
が
た
た
か

わ
な
か
っ
た
ら
、
日
本
国
民
か
ら
も
市
民
か
ら

も
相
手
に
さ
れ
な
い
。
本
当
に
職
場
で
資
本
と

に
ら
み
合
っ
て
た
ま
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
、
そ

う
い
う
労
働
組
合
を
つ
く
る
こ
と
が
こ
の
闘
い

と
イ
コ
ー
ル
な
ん
で
す
。
自
分
の
職
場
を
ほ
っ

と
い
て
大
衆
運
動
や
っ
て
も
ど
れ
だ
け
の
価
値

が
あ
る
の
か
、
き
ち
っ
と
私
た
ち
は
見
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
う
」
と
い
っ
て
、
職
場
で
５

人
で
も
10
人
で
も
い
い
か
ら
憲
法
問
題
学
習

会
を
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
提
起
し
て
い
ま
す
。 

 

職
場
か
ら
、
地
域
・
家
庭
か
ら
、
憲
法
問
題

学
習
会
を
組
織
し
て
、
今
本
当
に
憲
法
が
生
か

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
自
民
党
憲
法
改
正
草

案
の
国
に
な
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
私
た

ち
が
真
剣
に
憲
法
に
向
か
い
合
う
こ
と
が
憲
法

改
悪
を
阻
止
す
る
大
き
な
力
に
な
る
も
の
と
思

い
ま
す
。 

こ
の
「
み
ん
な
の
学
習
講
座
」
の
連
載
は
、

職
場
と
生
活
に
憲
法
を
生
か
す
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
か
と
い
う
視
点
で
取
り
組
み
ま
す
。 

憲
法
が
ど
の
よ
う
に
職
場
や
地
域
で
い
か
さ

れ
て
い
る
か
、
職
場
に
憲
法
が
な
い
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
基
本
的
人
権
や
生
存

権
が
ど
の
よ
う
に
奪
わ
れ
て
い
る
の
か
、
憲
法

で
保
障
さ
れ
た
権
利
を
取
り
戻
す
た
め
に
私
た

ち
は
ど
の
よ
う
な
闘
い
、
取
り
組
み
を
具
体
的

に
し
て
い
る
の
か
、
日
本
国
憲
法
の
条
文
に
沿

い
な
が
ら
、
仲
間
と
の
討
論
を
通
し
て
検
証
し

て
い
き
ま
す
。 

ど
う
ぞ
次
回
を
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 


