
  

      

 
安
倍
政
権
を
打
倒
す
る
政
治
戦
略
の
実
行
を
！

 

～「
壊
憲
」イ
ン
チ
キ
の
世
論
化
～

小
西　

洋
之
（
参
議
院
議
員
・
千
葉
県
選
挙
区

参
議
院
憲
法
審
査
会 

幹
事
・ 

民
進
党
政
調
副
会
長
）

は
じ
め
に

　

２
０
１
６
年
７
月
の
参
院
選
に
よ
り
、
戦
後
初
め
て
、
改
憲
勢
力
が

衆
参
で
３
分
の
２
超
と
な
る
事
態
が
生
じ
ま
し
た
。
９
月
末
か
ら
は
臨

時
国
会
が
召
集
さ
れ
、
安
倍
総
理
は
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
改
憲
の
議

論
を
進
め
る
意
志
を
表
明
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
い
ま
私
た
ち
の
社
会
で
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
「
改
憲
」
で
は
な
く
、
安
倍
総
理
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
た
「
壊
憲
」

で
す
。
憲
法
９
条
が
論
理
な
き
単
な
る
イ
ン
チ
キ
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ

（
７
・
１
閣
議
決
定
）、
そ
れ
に
基
づ
く
違
憲
立
法
（
安
保
法
制
）
が
与

党
の
数
の
力
で
強
行
採
決
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
仮
に
主
権
者
の
国

民
投
票
で「
改
憲
」し
て
も
、
総
理
や
国
会
議
員
が
い
つ
で
も
「
壊
憲
」

で
き
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
、
改
憲
を
議
論
す
る
意
味
す
ら
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

憲
法
９
条
す
ら
壊
憲
で
き
る
こ
の
社
会
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
条
文
も

壊
憲
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
既
に
、
２
０
１
５
年
の
臨
時
国
会

は
憲
法
53
条
に
反
し
安
倍
内
閣
は
こ
れ
を
召
集
せ
ず
、
放
送
法
の
解
釈

も
憲
法
21
条
に
反
し
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。
憲
法
規
範
が
次
々
と
蹂
躙

さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
国
民
の
生
命
や
自
由
が
奪
わ
れ

る
危
険
が
生
じ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
日
本
国
民
が
直
面
し
て
い
る

の
は
、
ま
さ
に
法
治
国
家
の
存
亡
の
危
機
な
の
で
す
。

　

こ
の
危
機
を
脱
す
る
方
法
は
あ
る
の
か
。
国
政
選
挙
に
四
連
勝
の
安

倍
政
権
は
高
い
内
閣
支
持
率
を
保
持
し
、
野
党
の
支
持
率
は
低
迷
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
「
壊
憲
」
こ
そ
が
、
安
倍
政
権
を
打
倒

す
る
最
強
に
し
て
唯
一
の
切
り
札
と
な
る
の
で
す
。

　

民
主
制
の
危
機
に
直
面
し
た
日
本
社
会
が
憲
法
と
法
の
支
配
（
法
治

主
義
）
を
奪
還
す
る
た
め
の
政
治
戦
略
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
皆
様

に
提
案
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
．
安
倍
政
権
打
倒
戦
略
の
概
要

　

戦
略
は
大
変
シ
ン
プ
ル
で
す
。
安
倍
政
権
が
犯
し
た
数
々
の
暴
挙
の

う
ち
、
①
最
も
重
罪
で
あ
る
憲
法
違
反
（
壊
憲
）
の
問
題
の
う
ち
、
②

最
も
た
ち
が
悪
く
（
法
解
釈
で
は
な
く
単
な
る
イ
ン
チ
キ
、
ペ
テ
ン
）、

③
中
高
生
で
も
理
解
で
き
る
ほ
ど
簡
単
で
（
尾
木
直
樹
先
生
も
ブ
ロ
グ

で
「
子
ど
も
で
も
分
か
る
」
と
推
奨
！
）、
④
政
策
的
な
意
見
や
政
治

的
な
立
場
の
違
い
を
超
え
て
常
識
人
で
あ
れ
ば
「
こ
れ
を
許
し
た
ら
幾

ら
何
で
も
お
し
ま
い
だ
」
と
共
感
が
広
が
る
も
の
を
「
世
論
化
」
す
る

こ
と
で
す
。

　

「
世
論
化
」と
は
、
政
治
が
追
及
し
、
メ
デ
ィ
ア
や
有
識
者
が
批
判
し
、

そ
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
が
怒
り
出
す
こ
と
で
す
。「
壊
憲
」の
イ
ン
チ
キ

が
テ
レ
ビ
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
話
題
に
な
り
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
に
な

れ
ば
、
舛
添
要
一
都
知
事
が
自
公
の
都
議
会
議
員
に
見
放
さ
れ
辞
職
に

追
い
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
安
倍
政
権
を
支
え
る
自
公
の
国
会
議
員
は
自

分
た
ち
可
愛
さ
に
安
倍
総
理
を
見
捨
て
、
総
理
は
「
裸
の
王
様
」
と
な

っ
て
退
陣
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
す
。

２
．
中
高
生
で
も
分
か
る
「
な
ぜ
、
違
憲
な
の
か
」

（
１
）
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
ね
つ
造
の
手
口

　
　
　

～
イ
ン
チ
キ
、
ペ
テ
ン
に
よ
る
解
釈
変
更
～

　

ま
ず
、
打
倒
戦
略
の
キ
モ
で
あ
る
「
壊
憲
」
の
イ
ン
チ
キ
に
つ
い
て

ご
説
明
し
ま
す
。

　

安
倍
総
理
が
強
行
し
た
憲
法
９
条
の
解
釈
変
更
が
、「
な
ぜ
、
憲
法
違

反
な
の
か
」「
な
ぜ
、
法
の
支
配
や
立
憲
主
義
の
破
壊
な
の
か
」に
つ
い

て
は
、
昨
年
の
安
保
国
会
で
論
理
と
物
証
を
も
っ
て
完
全
に
証
明
さ
れ

て
ま
す
。
安
保
法
制
は
「
９
割
以
上
の
憲
法
学
者
が
違
憲
と
言
っ
て
い

る
」
か
ら
違
憲
な
の
で
は
な
く
、
日
本
語
が
読
解
で
き
常
識
あ
る
国
民

で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
違
憲
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
不
正
（
イ
ン
チ
キ
、

ペ
テ
ン
）
に
よ
る
暴
挙
な
の
で
す
。

（
２
）
安
倍
政
権
の
合
憲
の
主
張
と
は

　

安
倍
総
理
は
、「
憲
法
９
条
の
条
文
を
変
え
な
い
限
り
不
可
能
」と
全

て
の
内
閣
が
国
会
で
答
弁
し
て
い
た
集
団
的
自
衛
権
を
、
解
釈
変
更
だ

け
で
可
能
に
し
、「
合
憲
だ
」と
主
張
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
合

憲
の
根
拠
は
た
っ
た
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、「
今
か
ら
44
年

前
に
作
成
さ
れ
た
憲
法
９
条
の
解
釈
文
書
で
あ
る
「
昭
和
47
年
政
府
見

解
の
中
に
集
団
的
自
衛
権
行
使
が
合
憲
と
な
る
憲
法
９
条
解
釈
の
『
基

本
的
な
論
理
』
が
書
か
れ
て
い
た
」、「
そ
の
作
成
当
時
に
、
作
成
者
の

吉
國
一
郎
内
閣
法
制
局
長
官
、
真
田
秀
夫
次
長
、
角
田
禮
次
郎
第
一
部

長
の
頭
の
中
に
『
基
本
的
な
論
理
』
が
あ
っ
て
そ
れ
が
47
年
見
解
の
中
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追
求
の
権
利
が
根
底

か
ら
く
つ
が
え
さ
れ

る
」（=

ホ
ル
ム
ズ
海

峡
の
事
例
）
と
い
う

文
章
が
成
立
す
る
と

主
張
し
て
い
る
の
で

す
（
図
１
右
下
を
参

照
）。
そ
し
て
、
７
・

１
閣
議
決
定
に
お
い

て
、
こ
の
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
の
両
方
を
含
ん
だ
論
理
こ

そ
が
歴
代
政
府
の
憲
法
９
条
解
釈
の「
基
本
的
な
論
理
」で
あ
る
と
主
張

し
、
そ
れ
が
、「
昭
和
47
年
政
府
見
解
の
中
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
」

と
明
記
し
、
断
言
し
て
い
る
の
で
す
（
図
２
参
照
）。

（
３
）
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
論
理
を
ね
つ
造

　

し
か
し
、「
外
国
の
武
力
攻
撃
」と
の
文
言
を
「
同
盟
国
に
対
す
る
外

国
の
武
力
攻
撃
」
と
読
み
替
え
て
、
47
年
見
解
の
中
に
集
団
的
自
衛
権

行
使
を
含
む
「
基
本
的
な
論
理
」
な
る
も
の
を
ね
つ
造
す
る
安
倍
政
権

の
主
張
は
、
以
下
の
論
理
と
物
証
に
よ
っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
ま
す
。

安
倍
内
閣
の
主
張
す
る
「
基
本
的
な
論
理
」
は
、
自
ら
が
７
・
１
閣
議

決
定
で
明
示
し
た
政
府
の
憲
法
解
釈
に
不
可
欠
な
「
論
理
的
整
合
性
と

法
的
安
定
性
」（
図
２
参
照
）
に
真
っ
向
か
ら
矛
盾
す
る
違
憲
の
論
理
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

に
書
き
込
ま
れ

た
」。
つ
ま
り
、

「
40
年
以
上
、誰

も
気
付
い
て
い

な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
安
倍
内

閣
は
正
し
い
憲

法
９
条
の
解
釈

を
47
年
見
解
の

中
に
発
見
し
た
。

も
と
も
と
合
憲

だ
っ
た
の
だ
！
」

と
い
う
も
の
で

す
。

　

　

具
体
的
に
は
、

47
年
見
解
の
中

の
「
外
国
の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求

の
権
利
が
根
底
か
ら
く
つ
が
え
さ
れ
る
」
と
い
う
文
章
の
中
の
「
外
国

の
武
力
攻
撃
」と
い
う
文
言
に「
誰
に
対
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、「
我
が
国
に
対
す
る
外
国
の
武
力
攻
撃
」（
＝
個
別
的
自
衛
権
の
局

面
）だ
け
で
な
く
、「
同
盟
国
に
対
す
る
外
国
の
武
力
攻
撃
」
と
も
読
み

替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
、「
同
盟
国（
米
国
）
に
対
す
る
外
国

（
イ
ラ
ン
）の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
日
本
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福

　

ま
た
、
同
じ
く
47
年
見
解
の
決
裁
者
で
あ
る
真
田
次
長
、
角
田
部
長

も
、
そ
の
前
後
の
国
会
答
弁
で
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
は
「
よ
も
や
憲

法
９
条
が
こ
れ
を
許
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
」（
昭
和
47
年
5
月
12
日　

真
田
次
長
）、「
集
団
的
自
衛
権
に
つ
き
ま
し
て
は
全
然
行
使
で
き
な
い

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ゼ
ロ
で
ご
ざ
い
ま
す
」「
集
団
的
自
衛
権
は

一
切
行
使
で
き
な
い
」「
日
本
の
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
絶
対
に
で
き

な
い
」（
昭
和
56
年
６
月
３
日　

角
田
部
長
（
当
時
は
長
官
））な
ど
、
集

団
的
自
衛
権
行
使
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
ま
す
。

②
ご
健
在
の
作
成
者
が
ご
自
身
の
証
言
で
全
否
定
し
て
い
る

　

な
お
、
唯
一
人
御
健
在
の
角
田
部
長
は
、
報
道
機
関
の
取
材
に
対
し

て
「
こ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
「
外
国
の
武
力
攻
撃
」
は
、
日
本
そ
の
も

の
へ
の
攻
撃
の
こ
と
で
す
。
日
本
が
侵
略
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
ど
う

な
る
、
な
ん
て
議
論
は
当
時
な
か
っ
た
」（
２
０
１
５
年
８
月
28
日　

週

刊
朝
日
）、「
こ
の
見
解
の
中
に
限
定
的
な
集
団
的
自
衛
権
が
認
め
ら
れ

①
47
年
見
解
の
作
成
者
た
ち
が
国
会
答
弁
な
ど
で
全
否
定
し
て
い
る

　

昭
和
47
年
政
府
見
解
の
最
終
決
裁
者
の
吉
國
長
官
が
、
作
成
の
き
っ

か
け
と
な
っ
た
三
週
間
前
の
国
会
答
弁
に
お
い
て
、「
国
民
の
生
命
、

自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
」
と
い
う
文
言
を
用
い
な
が
ら
集
団
的
自

衛
権
行
使
は
違
憲
で
あ
る
と
明
言
し
、
か
つ
「
同
盟
国
に
対
す
る
外
国

の
武
力
攻
撃
」
と
い
う
読
み
替
え
そ
の
も
の
を
論
理
的
に
否
定
す
る
答

弁
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
吉
國
内
閣
法
制
局
長
官　

答
弁

（昭
和
47
年
９
月
14
日
）

　

 

「
憲
法
第
九
条
の
戦
争
放
棄
の
規
定
に
よ
っ
て
、
他
国
の
防
衛
ま
で
を
や

る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
憲
法
九
条
を
い
か
に
読
ん
で
も
読
み
切
れ

な
い
。
わ
が
国
が
侵
略
を
さ
れ
て
わ
が
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追

求
の
権
利
が
侵
さ
れ
る
と
い
う
と
き
に
、
こ
の
自
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
と
る
と
い
う
の
は
、
憲
法
九
条
で
か
ろ
う
じ
て
認
め
ら
れ
る

自
衛
の
た
め
の
行
動
」

  

「
わ
が
国
に
対
す
る
侵
略
が
発
生
し
て
初
め
て
自
衛
の
た
め
の
措
置
を
と

り
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
集
団
的
自
衛
の
た
め
の
行

動
は
と
れ
な
い
と
、
こ
れ
は
私
ど
も
政
治
論
と
し
て
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け

で
な
く
て
、
憲
法
第
九
条
の
法
律
的
な
憲
法
的
な
解
釈
と
し
て
考
え
て
お

る
」

  

「
集
団
的
自
衛
の
権
利
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
ま
で
も
な
く
、
他
国
が

侵
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
わ
が
国
民
が
そ
の
幸
福
追
求
の
権

利
な
り
生
命
な
り
自
由
な
り
が
侵
さ
れ
て
い
る
状
態
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
ま
だ
日
本
が
自
衛
の
措
置
を
と
る
段
階
で
は
な
い
。
日
本
が
侵
略
さ
れ

て
、
侵
略
行
為
が
発
生
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て
そ
の
自
衛
の
措
置
が
発
動

す
る
の
だ
」

  

「
非
常
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
国
の
侵
略
が
行
な
わ
れ
て
、
さ
ら
に
わ
が

国
が
侵
さ
れ
よ
う
と
い
う
段
階
に
な
っ
て
、
侵
略
が
発
生
い
た
し
ま
し
た
な

ら
ば
、
や
む
を
得
ず
自
衛
の
行
動
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
、
憲
法
の
容
認

す
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権

利
は
ご
ざ
い
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
憲
法
上
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」

　（図１）

　（図２）
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力
攻
撃
」
と
い
う
読
み
替
え
を
行
う
こ
と
が
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ
と

が
明
々
白
々
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。（
図
１
参
照
）　

　

こ
の
よ
う
に
、
安
倍
政
権
に
よ
る
47
年
見
解
の
読
み
替
え
は
、
そ
れ

を
作
っ
た
当
事
者
の
国
会
答
弁
や
現
在
の
生
の
証
言
、
さ
ら
に
は
、
同

時
に
作
成
さ
れ
た
他
の
政
府
見
解
の
文
言
か
ら
、
完
全
に
否
定
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
日
本
語
が
日
本
語
で
あ
る
限
り
、
そ
し
て
、
こ
の
世
に

理
屈
や
論
理
が
あ
る
限
り
、
安
倍
内
閣
の
解
釈
変
更
は
イ
ン
チ
キ
、
ペ

テ
ン
に
よ
る
法
解
釈
と
は
認
め
ら
れ
な
い
暴
挙
（
壊
憲
）
で
あ
り
、
安

倍
内
閣
も
必
須
と
す
る
政
府
の
憲
法
解
釈
の
「
論
理
的
整
合
性
と
法
的

安
定
性
」（
７
・
１
閣
議
決
定
）
の
破
壊
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
ゆ
え

に
、
安
保
法
制
は
絶
対
に
合
憲
に
な
り
え
ず
、
未
来
永
劫
に
違
憲
無
効

な
の
で
す
。

（
４
）
あ
ら
ゆ
る
法
の
専
門
家
が「
昭
和
47
年
政
府
見
解
の
読
み
替
え
」

を
全
否
定

　

な
お
、
こ
の
47
年
見
解
の
読
み
替
え
が
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
不
正
で

あ
る
こ
と
は
、
安
保
国
会
で
は
、
司
法
、
行
政
、
弁
護
士
界
を
代
表
す

る
法
の
専
門
家
も
陳
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

て
い
る
な
ん
て
、
誰

も
そ
ん
な
こ
と
は
考

え
て
い
な
か
っ
た
」

（
２
０
１
６
年
６
月
３

日　

週
刊
金
曜
日
）、

「（｢

外
国
の
武
力
攻
撃
」

の
対
象
は
）日
本
の
こ

と
。同
盟
国
の
こ
と
は

考
え
て
い
な
か
っ
た
」

（
２
０
１
６
年
７
月
１
日 

共
同
通
信
）な
ど
、
作
成
者
ご
自
身
の
証
言
、

い
わ
ば
生
き
証
人
と
し
て「
同
盟
国
に
対
す
る
外
国
の
武
力
攻
撃
」
と

い
う
読
み
替
え
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

③
も
う
一
つ
の
昭
和
47
年
政
府
見
解
た
る
「
防
衛
庁 
政
府
見
解
」
が

全
否
定
し
て
い
る

　

昭
和
47
年
政
府
見
解
と
同
じ
国
会
質
問
を
受
け
て
当
時
の
防
衛
庁
が

作
成
し
、
内
閣
法
制
局
に
国
会
提
出
の
決
裁
を
仰
ぎ
、
吉
國
長
官
ら
三

名
が
署
名
捺
印
し
た
「
防
衛
庁 

政
府
見
解
」
で
は
、『
憲
法
第
９
条
の

も
と
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
い
る
自
衛
権
の
発
動
に
つ
い
て
は
、
政
府

は
、
従
来
か
ら
い
わ
ゆ
る
自
衛
権
発
動
の
３
要
件
（
わ
が
国
に
対
す
る

急
迫
不
正
な
侵
害
が
あ
る
こ
と
…
（
略
））
に
該
当
す
る
場
合
に
限
ら
れ

る
と
解
し
て
い
る
』
と
明
記
さ
れ
、
47
年
見
解
に
お
い
て
「
我
が
国
に

対
す
る
外
国
の
武
力
攻
撃
」
で
は
な
い
「
同
盟
国
に
対
す
る
外
国
の
武

■
濱
田
邦
夫 

元
最
高
裁
判
所
判
事　

参
院
中
央
公
聴
会

（２
０
１
５
年
９

月
15
日
）

  

「
こ
の
四
十
七
年
の
政
府
見
解
な
る
も
の
の
作
成
経
過
及
び
そ
の
当
時
の

　

そ
し
て
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
は
著
名
な
憲
法
学
者
の
方
々
も
、
こ

の
47
年
見
解
の
読
み
替
え
を
根
拠
に
安
倍
内
閣
の
解
釈
変
更
を
違
憲
と

断
じ
る
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。（
慶
応
大
学
法
学
部　

駒
村
圭
吾

教
授　

有
斐
閣
「
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
」（
２
０
１
６
年
春
号
）、
学
習
院

大
学
法
科
大
学
院 

野
坂
泰
司
教
授　

岩
波
書
店
「
世
界
」（
２
０
１
６

年
８
月
号
））

※
47
年
見
解
の
読
み
替
え
の
詳
細
な
説
明
は
、本
誌
２
０
１
５
年
７
月
号（
５

５
８
号
）、小
西
洋
之
著
「
私
た
ち
の
平
和
憲
法
と
解
釈
改
憲
の
か
ら
く
り
」

（
八
月
書
館 

２
０
１
５
年
８
月
）
を
参
照
。

（
５
）全
国
紙
の
社
説
が
47
年
見
解
の
読
み
替
え
を
根
拠
に
違
憲
と
報
道

　

皆
様
は
、「
こ
の
二
年
余
り
、
解
釈
改
憲
だ
、
安
保
法
制
だ
と
大
騒
ぎ

し
て
い
た
の
に
、
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
根
本
的
で
最
重
要
の
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
？
」と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、

そ
れ
は
国
会
の
中
で
は
安
倍
総
理
を
完
全
に
論
破
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、

国
会
で
の
答
弁
等
を
考
え
ま
す
と
、
政
府
と
し
て
は
、
明
ら
か
に
外
国
に
よ

る
武
力
攻
撃
と
い
う
も
の
の
対
象
は
我
が
国
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
日
本
語
の

読
み
方
と
し
て
、
普
通
の
知
的
レ
ベ
ル
の
人
な
ら
ば
問
題
な
く
、
・
・
・
そ

れ
を
強
引
に
外
国
の
武
力
攻
撃
と
い
う
の
が
日
本
に
対
す
る
も
の
に
限
ら
れ

な
い
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
読
替
え
を
す
る
と
い
う
の
は
、
法
匪
、
つ
ま
り
、

法
律
、
字
義
を
操
っ
て
法
律
そ
の
も
の
、
法
文
そ
の
も
の
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
と
は
懸
け
離
れ
た
こ
と
を
主
張
す
る
、あ
し
き
例
で
あ
る
、
と
て
も
法
律

専
門
家
の
検
証
に
堪
え
ら
れ
な
い
」

   

「
読
み
た
い
人
が
そ
う
読
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
の
話
で
、
裁
判
所
に
行
っ

て
通
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
通
ら
な
い
で
し
ょ
う
」

■
宮
﨑
礼
壹 

元
内
閣
法
制
局
長
官　

衆
院
参
考
人
審
議

（２
０
１
５
年
６

月
22
日
）

   

「
四
十
七
年
意
見
書
に
我
が
国
に
対
す
る
と
明
白
に
は
書
か
れ
て
い
な
い

か
ら
、「
外
国
の
武
力
攻
撃
」と
あ
る
表
現
に
は
、
我
が
国
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
外
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
も
含
む
と
読
め
る
と
強
弁
し
て
、い
わ
ゆ

る
新
三
要
件
に
は
四
十
七
年
見
解
と
の
連
続
性
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ

け
で
す
が
、こ
れ
は
、
い
わ
ば
黒
を
白
と
言
い
く
る
め
る
類
い
と
言
う
し
か

あ
り
ま
せ
ん
」

   

「
四
十
七
年
政
府
意
見
書
か
ら
、集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
容
認
の
余
地

を
読
み
取
ろ
う
と
い
う
の
は
、
前
後
の
圧
倒
的
な
経
緯
に
明
ら
か
に
反
し

ま
す
」

■
伊
藤
真 

日
弁
連
憲
法
問
題
対
策
本
部
副
本
部
長　

参
院
参
考
人
審
議

（２
０
１
５
年
９
月
８
日
）

  

「
四
十
七
年
意
見
書
の
当
時
か
ら
限
定
さ
れ
た
集
団
的
自
衛
権
は
認
め
ら

れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
当
時
の
吉
國
長
官
答
弁
及
び
防
衛
庁
政

府
見
解
に
よ
っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」

　●昭和47年政府見解
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ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
ま
す
。
そ
の
自
衛
隊
員
た
ち
を
こ
ん
な

イ
ン
チ
キ
、
ペ
テ
ン
で
殺
し
て
い
い
の
か
。
そ
れ
が
、
今
、
私
た
ち
に

突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
集
団
的
自
衛
権
を
発
動
す
れ
ば
、
反
撃
や
テ
ロ
を
受
け
、
私

た
ち
自
身
が
戦
死
し
ま
す
。
こ
ん
な
イ
ン
チ
キ
、
ペ
テ
ン
の
戦
争
で
死

ん
で
し
ま
う
こ
と
を
納
得
で
き
る
人
が
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
自
分
は

い
い
や
」
と
い
う
方
は
、
で
は
、
自
分
の
肉
親
や
友
人
が
死
ん
だ
場
合

を
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
納
得
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
安
倍

総
理
に
よ
る
こ
ん
な
暴
挙
を
許
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
悔
や
ん
で
も

悔
や
み
き
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
、
集
団
的
自
衛
権
を
発
動
す
れ
ば
、
必
ず
相
手
の
国
民
を
殺

し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
ん
な
デ
タ
ラ
メ
な
イ
ン
チ
キ
、
ペ
テ
ン
で
人
を

殺
し
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
国
民
に
私
た
ち
は
な
っ
て
も
構

わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
過
去
の
国
内
外
の
戦
争
の
惨
禍
の
も
と
「
全

世
界
の
国
民
の
平
和
的
生
存
権
」を
確
認
（
憲
法
前
文
）し
て
い
る
私
た

ち
日
本
国
民
は
断
じ
て
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
す
。

（
２
）
解
釈
変
更
は
法
の
支
配
、
立
憲
主
義
を
破
壊
す
る
暴
挙

　

法
の
支
配
と
は
、「
権
力
者
の
好
き
嫌
い
」で
は
な
く
憲
法
を
頂
点
と

す
る「
法
」に
よ
っ
て
社
会
を
営
ん
で
い
く
考
え
で
あ
り
、
立
憲
主
義
と

は
、「
憲
法
の
役
割
は
、
国
家
権
力
の
あ
り
方
を
制
限
し
、
国
民
の
皆
さ

ん
の
生
命
や
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
尽
き
る
」
と
い
う
考
え
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
安
倍
総
理
は
、
政
治
家
が
戦
争
を
起
こ
す
こ
と
を
禁
止

野
党
も
そ
う
し
た
広
報
戦
略
の
努
力
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ

れ
が
マ
ス
コ
ミ
や
有
識
者
に
ま
で
届
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ

の
結
果
、「
作
成
者
た
ち
が
全
否
定
し
て
い
る
も
の
を
恣
意
的
に
読
み
替

え
て
い
る
だ
け
」
の
解
釈
変
更
の
イ
ン
チ
キ
は
、
一
部
の
週
刊
誌
な
ど

で
の
報
道
は
あ
っ
た
も
の
の
、
全
国
紙
で
分
か
り
や
す
い
記
事
が
書
か

れ
る
こ
と
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
本
年
７
月
１
日
の
共
同
通
信「
崩
さ
れ
る
立
憲
主
義 

危
機

感
を
持
っ
て
投
票
を
」、９
月
19
日
の
朝
日
新
聞
社
説「
ま
だ「
違
憲
」
の

ま
ま
だ
」、
９
月
20
日
の
東
京
新
聞
社
説「
違
憲
性
は
拭
い
去
れ
な
い
」

に
お
い
て
、新
聞
各
紙
が
初
め
て
、「
憲
法
学
者
が
違
憲
と
言
っ
て
い
る
」

と
い
う
言
い
方
で
は
な
く
、
自
ら
の
見
識
に
お
い
て
47
年
見
解
の
読
み

替
え
を
根
拠
に
違
憲
と
断
じ
る
報
道
を
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

３
．
安
倍
総
理
の
壊
憲
が
意
味
す
る
も
の

（
１
）
イ
ン
チ
キ
・
ペ
テ
ン
で
自
衛
隊
員
ら
を
戦
死
さ
せ
る
こ
と
は
絶

対
に
許
さ
れ
な
い

　

安
倍
内
閣
が
犯
し
た
史
上
空
前
の
大
犯
罪
、
47
年
見
解
の
読
み
替
え

が
意
味
す
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
ん
な
子
ど
も
騙
し

の
よ
う
な
イ
ン
チ
キ
に
よ
っ
て
自
衛
隊
員
が
集
団
的
自
衛
権
の
戦
闘
に

よ
り
戦
死
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
衛
隊
員
は
私
た
ち
と
同

じ
市
民
、
大
切
な
友
人
で
す
。
ま
だ
あ
ど
け
な
い
顔
を
し
た
18
歳
の
自

衛
隊
員
が
い
ま
す
。
可
愛
い
子
ど
も
た
ち
の
パ
パ
や
マ
マ
で
あ
る
自
衛

隊
員
が
い
ま
す
。
自
衛
隊
員
を
玉
の
よ
う
に
愛
し
ん
で
育
て
た
お
じ
い

な
い
政
策
論
争
な
ど
と
は
違
っ
て
、
客
観
的
に
「
安
倍
総
理
が
嘘
つ
き

だ
」
と
一
瞬
で
答
え
が
分
か
る
の
で
す
。
常
識
人
で
あ
れ
ば
「
こ
ん
な

馬
鹿
な
話
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
な
る
の
で
す
。
47
年
見
解

の
読
み
替
え
は
、
憲
法
９
条
に
つ
い
て
の
見
解
の
違
い
や
、
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
が
必
要
か
ど
う
か
の
政
策
論
を
超
え
て
、
誰
も
が
許
し
よ

う
が
な
い
暴
挙
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
を
糾
弾
す
る
こ
と
が

安
倍
政
権
打
倒
の
唯
一
に
し
て
最
強
の
武
器
と
な
る
の
で
す
。

４
．
安
倍
政
権
打
倒
の
た
め
の
戦
略

（
１
）
47
年
見
解
の
読
み
替
え
の
世
論
化
が
必
須

　

安
倍
総
理
と
衆
参
で
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
「
壊
憲
勢
力
」
か
ら
憲

法
を
奪
還
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
誰
も

が
思
い
浮
か
ぶ
分
か
り
や
す
い
答
え
は
、
来
る
総
選
挙
で
野
党
が
勝
利

す
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
自
由
と
民
主
主
義
の
社
会
に
お
い
て
は
、

憲
法
破
壊
の
解
釈
変
更
を
侵
し
た
総
理
を
選
挙
以
外
の
手
段
で
退
陣
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
は
そ
の
方
法
は
選
挙
よ
り
も
っ
と
簡
単
で

あ
り
、
む
し
ろ
、
こ
れ
が
で
き
な
い
限
り
、
安
倍
政
権
の
高
い
支
持
率

が
下
が
る
こ
と
は
な
く
、
選
挙
で
の
勝
利
も
望
め
ま
せ
ん
。
選
挙
の
前

提
と
し
て
行
う
べ
き
こ
と
、
そ
れ
は
、
47
年
見
解
の
読
み
替
え
と
い
う

暴
挙
の
世
論
化
で
す
。
マ
ス
コ
ミ
が
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
国
民
の
多
く

が
こ
の
壊
憲
の
イ
ン
チ
キ
を
知
り
怒
り
の
声
を
上
げ
、
そ
し
て
、
最
後

は
テ
レ
ビ
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
連
日
の
話
題
と
も
な
れ
ば
、
日
本
が
北

朝
鮮
の
よ
う
な
国
に
な
ら
な
い
限
り
、
安
倍
政
権
は
一
ヶ
月
も
あ
れ
ば

し
た
憲
法
９
条
を
無
視
し
て
、
47
年
見
解
と
い
う
憲
法
９
条
の
解
釈
文

書
を
不
正
に
読
み
替
え
、
全
く
別
の
解
釈
を
ね
つ
造
し
ま
し
た
。
ま
さ

に
「
法
治
」で
は
な
く
安
倍
総
理
に
よ
る
「
人
治
」で
あ
り
、
権
力
者
に

戦
争
を
開
始
す
る
権
限
を
与
え
る
立
憲
主
義
の
破
壊
そ
の
も
の
で
す
。

　

な
お
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
と
で
は
本
質
的
な
違
い
が

あ
り
ま
す
。日
本
に
対
す
る
外
国
の
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、日
本
国
民
が

死
傷
す
る
前
に
そ
れ
を
正
当
防
衛
で
跳
ね
返
す
個
別
的
自
衛
権
と
異
な

り
、
集
団
的
自
衛
権
は
日
本
に
対
す
る
外
国
の
武
力
攻
撃
の
発
生
（
＝

武
力
攻
撃
の
着
手
）
に
至
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
が
同

盟
国
を
助
け
る
た
め
に
仕
掛
け
る
戦
争
で
す
。
安
倍
内
閣
の
説
明
で
は
、

①
相
手
国
が
日
本
に
恨
み
す
ら
持
っ
て
い
な
い
事
態
（
ホ
ル
ム
ズ
海
峡

の
事
例
）、②
日
本
に
対
し
て
何
ら
か
の
敵
意
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
本

当
に
武
力
攻
撃
を
仕
掛
け
て
く
る
と
い
う
見
極
め
が
な
く
「
見
切
り
発

車
」
で
先
に
武
力
行
使
を
仕
掛
け
る
事
態
（
米
軍
イ
ー
ジ
ス
艦
防
護
な

ど
）
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
い
つ
安
倍
総
理
に

対
し
て
、
日
本
を
恨
ん
で
も
い
な
い
国
に
石
油
目
的
で
戦
争
を
仕
掛
け
、

ま
た
、
見
切
り
発
車
の
戦
争
を
始
め
る
権
限
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

 

（
３
）
47
年
見
解
の
読
み
替
え
は
安
倍
政
権
打
倒
の
最
強
兵
器

　

47
年
見
解
の
読
み
替
え
の
問
題
は
、
政
党
や
政
策
の
好
き
嫌
い
な
ど

で
な
く
、
日
本
が
法
治
国
家
と
し
て
存
続
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で

す
。
そ
こ
に
は
国
会
答
弁
や
防
衛
庁
政
府
見
解
と
い
っ
た
「
物
証
」
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ど
ち
ら
が
良
い
か
悪
い
か
容
易
に
ケ
リ
が
付
け
ら
れ
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擁
護
義
務
に
従
い
、
47
年
見
解
の
読
み
替
え
に
よ
る
壊
憲
か
ら
憲
法
９

条
を
奪
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
臨
時
国

会
の
冒
頭
の
野
党
党
首
の
代
表
質
問
、
続
く
補
正
予
算
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
中
継

の
審
議
、
各
委
員
会
の
対
大
臣
質
疑
（
文
科
大
臣
に
こ
ん
な
日
本
語
の

読
み
方
を
認
め
る
の
か
、
な
ど
全
大
臣
に
幾
ら
で
も
追
及
で
き
る
）
な

ど
で
波
状
攻
撃
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ま
た
、ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
や

Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
南
ス
ー
ダ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ
な
ど
を
追
及
す
る
に
し
て
も
、
質
問
の

最
初
に
47
年
見
解
の
読
み
替
え
を「
イ
ン
チ
キ
だ
！
」と
や
っ
て
お
け
ば
、

他
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
安
倍
総
理
の
は
ぐ
ら
か
し
ご
ま
か
し
答
弁
に

対
し
「
壊
憲
の
イ
ン
チ
キ
を
や
る
総
理
な
ん
だ
か
ら
、
こ
の
政
策
も
イ

ン
チ
キ
だ
！
」
と
圧
倒
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
野
党
が
国
会
で
追
及
す
る
こ
と
が
世
論
化
に
最

も
効
果
的
で
あ
り
、
か
つ
必
須
の
こ
と
で
す
。
特
に
、
民
進
党
は
党
綱

領
に
「
立
憲
主
義
を
断
固
と
し
て
守
る
」、「
憲
法
の
平
和
主
義
を
堅
持

す
る
」
と
明
記
し
て
お
り
、
野
党
第
一
党
で
あ
る
以
前
に
党
の
存
立
が

懸
か
っ
て
い
ま
す
。
他
の
野
党
も
こ
の
「
大
義
」
の
下
に
共
闘
し
、
全

野
党
の
党
首
や
政
調
会
長
な
ど
が
波
状
攻
撃
の
質
問
を
展
開
す
る
な
ど

全
力
で
闘
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
残
り
の
臨
時
国
会
、
特
に
憲
法
審
査

会
な
ど
で
全
力
を
尽
く
し
、
仮
に
討
ち
漏
ら
し
て
も
来
年
の
通
常
国
会

の
予
算
審
議
（
三
月
末
）
で
退
陣
さ
せ
る
決
意
で
、
安
倍
政
権
を
打
倒

す
る
そ
の
日
ま
で
、
繰
り
返
し
国
会
で
追
及
し
て
い
く
の
で
す
。

② 

マ
ス
コ
ミ
は
、戦
前
の
大
本
営
発
表
報
道
な
ど
の
深
い
反
省
を
も
と

退
陣
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、「
安
倍
政
権
が
唯
一
の
合
憲
の
根
拠
と
し
て
い
る『
同
盟
国

に
対
す
る
外
国
の
武
力
攻
撃
』
と
い
う
読
み
替
え
は
、
実
は
、
そ
れ
を

作
っ
た
本
人
達
が
国
会
答
弁
な
ど
に
よ
っ
て
全
否
定
し
て
い
る
」
と
い

う
単
純
明
快
な
事
実
を
国
民
の
皆
さ
ん
が
知
り
、
怒
り
の
声
を
あ
げ
、

自
公
の
国
会
議
員
が
安
倍
総
理
を
見
放
し
、
安
倍
総
理
が「
裸
の
王
様
」

に
な
る
ま
で
の
大
騒
ぎ
を
作
れ
ば
い
い
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
市
民
社
会
の「
世
論
」を
ど
う
す
れ
ば
作
れ
る
の
か
。
そ
の

た
め
に
は
、
ま
ず
は
、
一
刻
も
早
く
安
倍
政
権
を
打
倒
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
確
信
す
る
我
々
野
党
が
先
頭
に
な
っ
て
頑
張
り
、
マ
ス
コ
ミ
、

学
者
・
弁
護
士
会
等
の
専
門
家
団
体
や
市
民
団
体
な
ど
の
協
働
を
得
て
、

皆
で
、
盛
り
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
す
。

① 

一
番
の
主
役
は
も
ち
ろ
ん
野
党
で
す
。
す
べ
て
の
野
党
党
首
が
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
日
曜
討
論
な
ど
の
テ
レ
ビ
出
演
で
、
昭
和
47
年
政
府
見
解
の
コ
ピ

ー
を
か
ざ
し
な
が
ら
、「
安
倍
政
権
は
こ
こ
に
集
団
的
自
衛
権
行
使
が
合

憲
と
書
い
て
あ
る
、
だ
か
ら
解
釈
変
更
は
合
憲
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
47
年
見
解
を
作
成
し
た
吉
國
長
官
本
人
が
作
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
国
会
答
弁
で
全
否
定
し
て
い
る
。
こ
ん
な
滅
茶
苦
茶
を
認

め
た
ら
法
治
国
家
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
繰
り
返
し
主
張
す
る
こ

と
で
す
。
同
じ
こ
と
を
民
放
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
も
や
れ
ば
、
一
か
月

も
あ
れ
ば
終
わ
り
で
す
。

　

す
べ
て
の
野
党
は
、
各
議
員
が
負
う
憲
法
99
条
の
定
め
る
憲
法
尊
重

破
し
、
法
の
支
配
と
立
憲
主
義
を
滅
ぼ
す
ク
ー
デ
タ
ー
を
痛
撃
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

④ 

市
民
の
皆
さ
ん
は
、
ぜ
ひ
と
も
、安
倍
政
権
を
痛
撃
し
、
安
倍
総
理

が
最
も
苦
し
む
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
「
我
々
主
権
者
は
、
47
年
見
解
の

読
み
替
え
と
い
う
イ
ン
チ
キ
を
許
さ
な
い
！
」「
こ
ん
な
イ
ン
チ
キ
で
日

本
を
戦
争
が
で
き
る
国
に
す
る
な
！
」「
こ
ん
な
イ
ン
チ
キ
で
自
衛
隊
員

や
市
民
を
戦
争
に
巻
き
込
む
な
！
」
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
頂
き
た

い
の
で
す
。
そ
の
際
に
は
、「
昭
和
47
年
政
府
見
解
の
表
面
」（
Ｐ
48
）

や
吉
國
長
官
の
「
集
団
的
自
衛
権
行
使
は
憲
法
９
条
を
い
か
に
読
ん
で

も
読
み
切
れ
な
い
」、
角
田
部
長
の「
集
団
的
自
衛
権
行
使
は
ゼ
ロ
。
絶

対
に
出
来
な
い
」
と
い
う
答
弁
な
ど
を
フ
リ
ッ
プ
に
し
て
、
首
相
官
邸

や
国
会
を
包
囲
し
ま
し
ょ
う
。

　

安
倍
総
理
は
自
分
の
合
憲
の
屁
理
屈
を
言
い
張
っ
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
単
に
「
９
条
壊
す
な
！
」と
叫
ぶ
よ
り
も
、「
お
前
の
や
っ
た
イ
ン

チ
キ
を
見
破
っ
た
ぞ
！
絶
対
に
許
さ
な
い
ぞ
！
」
と
い
う
批
判
の
方
が

遥
か
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
安
倍
総
理
を
倒
す
た
め
に
必
須
の

自
民
党
、
公
明
党
の
国
会
議
員
を
震
え
上
が
ら
せ
る
た
め
に
は
、
こ
う

し
た
批
判
が
絶
対
に
必
要
な
の
で
す
。

（
２
）
47
年
見
解
の
読
み
替
え
は
追
及
さ
れ
て
い
な
い
し
、永
久
に
追
及

す
る
必
要

　

「
そ
う
は
言
っ
て
も
、安
保
国
会
で
野
党
は
頑
張
っ
た
し
、
多
く
の
マ

に
、
国
民
に
真
実
を
丁
寧
に
報
道
し
て
頂
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
47
年
見
解
の
読
み
替
え
は
、
法
解
釈
の
話
で
は
な
く
て
、
47
年

見
解
に
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
論
理
が
書
き
込
ま
れ
た
の
か
ど
う
か
を

究
明
す
る
「
真
実
の
解
明
」
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
本
来
の
役
割
の

問
題
な
の
で
す
。
一
部
の
新
聞
社
は
社
説
等
で
報
道
し
ま
し
た
が
、「
作

成
者
が
全
否
定
し
て
い
る
イ
ン
チ
キ
の
読
み
替
え
」
と
い
う
本
質
に
つ

い
て
、
す
べ
て
の
新
聞
・
テ
レ
ビ
が
直
ち
に
社
を
挙
げ
て
の
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
張
っ
て
頂
き
た
い
の
で
す
。

　

な
お
、
自
衛
隊
員
や
市
民
の
家
庭
か
ら
受
信
料
を
徴
収
す
る
公
共
放

送
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
こ
れ
ま
で
47
年
見
解
の
読
み
替
え
の
本
質
を
た
だ
の
一

度
も
放
送
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
戦

前
以
上
の
大
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
危
惧
し
ま
す
。

③ 

憲
法
学
者
、
弁
護
士
や
政
治
学
者
な
ど
の
専
門
家
の
皆
様
も
、
ぜ
ひ
、

国
会
議
事
録
検
索
な
ど
を
基
に
、「
47
年
見
解
の
中
に
作
成
者
の
手
に
よ

っ
て
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
許
容
す
る
基
本
的
な
論
理
が
書
き
込
ま
れ

て
い
た
」
と
い
う
安
倍
政
権
の
主
張
が
論
理
と
し
て
認
め
う
る
も
の
な

の
か
ど
う
か
を
法
や
社
会
科
学
の
専
門
家
と
し
て
検
証
し
て
頂
き
た
い

と
願
い
ま
す
。
そ
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
に
「
な
ぜ
、
学
説
の
違
い
な
ど

は
関
係
な
く
、
絶
対
に
許
し
て
は
な
ら
な
い
暴
挙
（
壊
憲
）
な
の
か
。

な
ぜ
、
法
治
国
家
の
危
機
な
の
か
。」を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
頂
き

た
い
の
で
す
。
学
会
で
の
議
論
や
団
体
と
し
て
の
見
解
表
明
な
ど
あ
ら

ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
、
安
倍
政
権
の
合
憲
の
主
張
を
真
っ
正
面
か
ら
論
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「
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
広
範
か
つ
総
合
的
に
調
査
を
行
う
」に
つ
い

て
は
、
立
憲
主
義
の
問
題
な
ど
の
ほ
か
、
衆
院
で
は
「
戦
後
の
主
な
違

憲
判
決
」
を
テ
ー
マ
に
審
議
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

「
日
本
国
憲
法
に
密
接
に
関
連
す
る
基
本
法
制
」に
つ
い
て
は
、
憲
法
９

条
と
の
関
係
で
は
２
０
１
５
年
の
安
保
法
制
（
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法

な
ど
11
本
の
法
案
か
ら
な
る
）
が
正
に
該
当
す
る
の
で
す
。

　

２
０
１
５
年
６
月
４
日
の
衆
院
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
、
憲
法
学
者

の
長
谷
部
恭
男
氏
、
小
林
節
氏
な
ど
が
、安
保
法
制
に
つ
い
て
「
違
憲
」

と
の
陳
述
を
行
い
ま
し
た
が
、実
は
、当
日
の
憲
法
審
査
会
は
、こ
の「
日

本
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
に
密
接
に
関
連
す
る
基
本
法
制
に
関
す
る

件
」
と
い
う
事
項
を
調
査
す
る
た
め
に
開
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
２
０
１
４
年
６
月
11
日
の
国
民
投
票
法
改
正
案
可
決
の
際

に
成
立
し
た
参
院
憲
法
審
査
会
の
附
帯
決
議
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ

う
に
「
立
憲
主
義
」、「
国
民
主
権
」、「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」、「
平
和

主
義
」
の
諸
原
理
に
基
づ
い
て
徹
底
的
に
審
議
を
尽
く
す
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
筆
者
は
こ
の
附
帯
決
議
文
の
一
言
一
句
の
起
草
者
で

す
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
今
と
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
壊
憲
に
対
し
、
国

ス
コ
ミ
も
安
保
法
制
に
ず
っ
と
批
判
的
で
は
な
か
っ
た
か
。
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｌ

Ｄ
ｓ
な
ど
の
市
民
の
反
対
運
動
も
盛
り
上
が
っ
て
き
た
。
今
さ
ら
47
年

見
解
の
読
み
替
え
を
取
り
上
げ
て
、一
体
ど
こ
ま
で
効
果
が
あ
る
の
か
。」

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
実
は
、
闘
い
は
こ
れ
か
ら
な
の
で
す
。「
作
っ
た
人
が
全
否

定
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
そ
れ
が
合
憲
の
根
拠
に
な
る
ん
だ
！
」
と

い
う
国
会
質
問
が
安
倍
総
理
に
対
し
Ｎ
Ｈ
Ｋ
中
継
の
中
で
さ
れ
た
の
は
、

こ
れ
ま
で
数
回
、
合
計
で
一
時
間
に
も
足
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
安
倍

政
権
を
打
倒
す
る
最
強
の
武
器
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
報
道
も
十

分
で
な
く
、
市
民
の
皆
様
も
問
題
を
ご
存
知
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
47
年
見
解
の
読
み
替
え
の
問
題
を
打
倒

し
な
い
限
り
、
私
た
ち
は
永
久
に
法
治
国
家
に
戻
れ
な
い
の
で
す
。
法

治
国
家
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
孫
子
の
代
ま
で
か
か
ろ
う
と
も
絶
対
に

や
り
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
私
た

ち
は
永
久
に
主
権
者
た
り
得
ず
、
権
力
者
の
奴
隷
の
ま
ま
な
の
で
す
。

５
．
憲
法
審
査
会
を「
改
憲
」で
は
な
く「
壊
憲
」打
倒
の
場
に
す
る

　

最
後
に
、
安
倍
政
権
の
打
倒
戦
略
と
し
て
、「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
」の
秘

策
を
ご
説
明
し
ま
す
。
壊
憲
で
き
る
政
治
の
下
で
改
憲
を
議
論
し
て
も

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
実
は
、
憲
法
審
査
会
に
は
憲
法
違
反

や
法
の
支
配
、
立
憲
主
義
の
破
壊
を
調
査
す
る
と
い
う
壊
憲
追
及
の
重

大
な
役
割
が
国
会
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
会
法
第
百
二
条
の
六

　

日
本
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
に
密
接
に
関
連
す
る
基
本
法
制
に
つ
い

て
広
範
か
つ
総
合
的
に
調
査
を
行
い
、
憲
法
改
正
原
案
、
日
本
国
憲
法
に

係
る
改
正
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律
案
等
を
審
査
す
る
た
め
、

各
議
院
に
憲
法
審
査
会
を
設
け
る
。

結
び
に

　

私
た
ち
は
、『
安
倍
総
理
が
論
理
も
何
も
な
い
イ
ン
チ
キ
、
ペ
テ
ン
で

憲
法
解
釈
を
変
更
し
、
そ
れ
を
与
党
が
数
の
力
で
強
行
採
決
し
た
。
し

か
も
そ
れ
が
、
戦
争
の
放
棄
、
戦
力
の
不
保
持
、
交
戦
権
の
否
認
な
ど

が
徹
底
的
に
条
文
に
明
記
さ
れ
、
更
に
は
、「
国
家
権
力
に
二
度
と
戦
争

を
さ
せ
な
い
決
意
の
国
民
主
権
」、「
全
世
界
の
国
民
の
平
和
的
生
存
権

の
確
認
」な
ど
の
前
文
の
平
和
主
義
の
法
理
の
拘
束（
最
高
裁
砂
川
判
決
、

政
府
解
釈
）
を
受
け
る
と
い
う
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
最
も
強
固
な

法
規
範
で
あ
り
、
国
家
権
力
の
最
大
の
発
動
で
あ
る
武
力
行
使
（
集
団

的
自
衛
権
）を
禁
止
し
た
憲
法
９
条
に
お
い
て
強
行
さ
れ
た
。』
と
い
う

事
実
を
厳
然
と
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
私
た
ち
の

社
会
は
法
治
国
家
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
、
憲
法
を
持
て
る
国
で
な
く

な
っ
て
い
る
」
と
い
う
戦
慄
の
事
実
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
胸
を
張
れ
る
ま
と
も
な
法
治
国
家
に
戻
る
。
憲
法
を

安
倍
総
理
か
ら
奪
還
し
、
法
の
支
配
と
立
憲
主
義
を
取
り
戻
す
。
18
歳

の
自
衛
隊
員
や
市
民
を
こ
ん
な
イ
ン
チ
キ
で
戦
死
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

原
爆
や
特
攻
隊
な
ど
の
悲
惨
を
こ
ん
な
イ
ン
チ
キ
で
無
き
も
の
に
し
て

は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
の
日
本
国
民
の
性
根
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
47

年
見
解
の
読
み
替
え
は
永
久
不
滅
の
イ
ン
チ
キ
で
す
。
必
ず
勝
て
る
闘

い
で
す
。
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

※
昭
和
47
年
政
府
見
解
の
表
面
や
全
文
な
ど
の
資
料
を
小
西
洋
之
Ｈ
Ｐ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

民
と
憲
法
を
守
り
抜
く
た
め
、
憲
法
審
査
会
が
担
う「
憲
法
保
障
機
能
」

の
現
れ
と
し
て
明
記
し
た
も
の
な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
は
、
法
の
支
配
や
立
憲
主
義
の
破

壊
、
憲
法
９
条
そ
の
も
の
の
違
憲
、
憲
法
９
条
の
基
本
法
制
た
る
安
保

法
制
の
調
査
と
い
う
観
点
の
い
ず
れ
か
ら
も
、
47
年
見
解
の
読
み
替
え

を
審
査
会
本
来
の
任
務
と
し
て
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
も
そ

も
、
国
会
法
や
附
帯
決
議
の
定
め
か
ら
追
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
改
憲
で
は
な
く
壊
憲
の
打
倒
こ
そ
憲
法
審
査
会
の
本
来
任
務
な

の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、「
憲
法
審
査
会
は
、
憲
法
奪
還
の
た
め
の
砦

だ
！
」
と
い
う
闘
い
を
野
党
が
先
制
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

対
す
る
附
帯
決
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日　

参
議
院
憲
法
審
査
会

一　
　

本
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
は
、
主
権
者
た

る
国
民
が
そ
の
意
思
に
基
づ
き
憲
法
に
お
い
て
国
家
権
力
の
行
使
の
在
り
方

に
つ
い
て
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
国
民
の
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
と
い
う
日

本
国
憲
法
を
始
め
と
す
る
近
代
憲
法
の
基
本
と
な
る
考
え
方
で
あ
る
立
憲

主
義
に
基
づ
い
て
、
徹
底
的
に
審
議
を
尽
く
す
こ
と
。 

二　
　

本
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
は
、
日
本
国
憲

法
の
定
め
る
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
及
び
恒
久
平
和
主
義
の
基

本
原
理
に
基
づ
い
て
、
徹
底
的
に
審
議
を
尽
く
す
こ
と
。
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