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6
月
23
日
、
ベ
ル
サ
ー
ル
東

京
日
本
橋
で
東
京
土
建
の
幹
部

学
校
を
開
催
し
ま
し
た
。
青
井

未
帆
学
習
院
大
学
教
授
が
「
日

本
国
憲
法
の
神
髄
と
改
憲
の
動

き
そ
れ
を
阻
む
こ
と
」
と
題
し

て
講
演
。
大
日
本
帝
国
憲
法
と

日
本
国
憲
法
の
連
続
性
、
日
本

国
憲
法
の
神
髄
で
あ
る
平
和
、

人
権
な
ど
に
つ
い
て
話
し
ま
し

た
。
「
け
ん
せ
つ
」
で
は
講
演

の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。
（
文

責
は
編
集
部
で
す
）

大
日
本
帝
国
憲
法（
明
治
憲
法
）

の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
し
ょ
う
か
。
我
が
国
の
教
育
の

中
で
日
本
国
憲
法
と
と
も
に
大
日

本
帝
国
憲
法
に
ふ
れ
る
場
合
、
こ

れ
を
け
な
す
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
日
本

帝
国
憲
法
は
そ
れ
な
り
に
堅
牢

（
け
ん
ろ
う
）な
も
の
だ
っ
た
が
、

壊
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
今
注
目

す
べ
き
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

万
世
一
系
の
天
皇
に
よ
る
国
家

の
統
治
と
し
て
、
秩
序
原
理
が
道

徳
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
日
本

帝
国
憲
法
の
最
大
の
特
徴
で
し

た
。
現
在
、
天
皇
は
国
政
に
関
わ

る
権
限
を
持
た
な
い
象
徴
で
あ
る

こ
と
は
私
た
ち
の
常
識
で
す
。
他

方
で
日
本
社
会
に
お
い
て
最
も
強

い
権
威
を
持
っ
て
い
る
の
は
天
皇

な
の
で
し
ょ
う
。
天
皇
が
伊
勢
神

宮
に
行
っ
た
と
き
に
多
く
の
人
が

出
迎
え
涙
を
流
す
と
い
っ
た
よ
う

な
こ
と
を
感
覚
的
に
と
ら
え
れ

ば
、
道
徳
的
な
秩
序
は
生
き
て
い

る
こ
と
を
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
間
違
い
な
く

地
盤
が
あ
り
、
天
皇
制
が
あ
る
中

で
道
徳
的
な
秩
序
と
と
も
に
明
治

憲
法
が
政
治
を
う
ま
く
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
過
去
を
振
り
返
っ
た

時
に
、
同
じ
よ
う
な
形
で
潜
在
的

な
危
険
性
を
理
解
し
た
上
で
人
権

や
平
和
と
い
う
価
値
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

軍
隊
は
、
上
官
の
命
令
に
従
う

非
常
に
強
い
縦
の
規
律
が
な
け
れ

ば
維
持
で
き
ま
せ
ん
。
一
番
上
に

あ
る
人
は
ど
の
よ
う
な
権
威
を
持

ち
う
る
の
か
。
わ
が
国
で
は
憲
法

で
軍
隊
を
持
た
な
い
と
し
て
い
ま

す
の
で
憲
法
の
レ
ベ
ル
で
は
な
い

の
で
す
が
、
法
律
で
は
内
閣
総
理

大
臣
で
す
。
主
権
者
は
国
民
な
の

で
、
国
民
と
内
閣
総
理
大
臣
の
関

係
を
考
え
た
場
合
、遠
い
の
で
す
。

私
た
ち
は
直
接
内
閣
総
理
大
臣
を

選
ん
で
い
ま
せ
ん
。
日
本
で
天
皇

が
権
威
を
持
つ
こ
と
と
、
軍
隊
を

持
つ
こ
と
は
実
質
的
に
は
近
い
と

こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
、
あ
る
意
味

で
常
識
的
に
理
解
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
民
草
案
で
は

権
威
上
げ
る

自
民
党
の
日
本
国
憲
法
改
正
草

案
で
は
、
こ
の
あ
た
り
が
非
常
に

周
到
に
手
当
て
さ
れ
て
い
る
の
は

示
唆
的
で
す
。
今
の
象
徴
天
皇
制

よ
り
も
天
皇
の
権
威
を
上
げ
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
国
防
軍
を
持
と

う
と
し
て
い
る
。
改
憲
4
項
目
の

中
に
、
天
皇
制
は
入
っ
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
実
際
に
憲
法
改
正
で

9
条
に
手
を
加
え
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
天
皇
条
項
に
も
波
及
し
て
く

る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
見
え
や
す

い
道
理
だ
と
言
え
ま
す
。
万
世
一

系
の
天
皇
に
よ
る
統
治
と
か
道
徳

秩
序
と
か
が
、
依
然
と
し
て
日
本

社
会
の
中
に
土
壌
が
あ
る
中
で
、

こ
れ
と
の
向
き
合
い
方
が
問
わ
れ

て
い
ま
す
。

改
元
が
突
き

付
け
た
も
の

大
日
本
帝
国
憲
法
の
下
で
、
天

皇
が
立
法
権
、
司
法
権
、
行
政
権

を
総
攬
す
る
も
の
で
し
た
。
し
た

が
っ
て
議
会
の
権
限
は
限
定
さ
れ

て
い
た
の
で
日
本
国
憲
法
で
す
べ

て
直
し
ま
し
た
。
日
本
国
憲
法
の

中
で
、
国
会
は
あ
ま
り
役
に
立
っ

て
い
な
い
と
国
民
の
目
か
ら
時
折

見
え
る
の
で
す
が
、
大
日
本
帝
国

憲
法
と
比
較
す
る
と
と
て
も
権
限

は
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

内
閣
は
憲
法
上
の
機
関
で
は
な

か
っ
た
こ
と
も
日
本
国
憲
法
と
の

大
き
な
違
い
で
す
。
内
閣
の
力
も

弱
く
、
総
理
大
臣
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
も
は
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

結
局
は
軍
部
の
独
走
を
許
し
た
一

つ
の
原
因
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て

お
り
、
日
本
国
憲
法
の
時
に
修
正

し
ま
し
た
。
内
閣
の
地
位
を
強
く

し
た
の
が
日
本
国
憲
法
で
す
。

ま
た
臣
民
の
権
利
義
務
は
う
た

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
人

権
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
天

皇
が
臣
民
に
恩
恵
的
に
与
え
た
も

の
で
し
た
。

日
本
社
会
を
支
え
て
い
る
基
盤

で
言
え
ば
、
多
分
に
連
続
し
て
い

る
と
観
察
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
を
改
め

て
我
々
に
突
き
付
け
た
の
が
、
先

日
の
改
元
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
天
皇
が
象
徴
天
皇
制
を
超

え
て
日
本
の
政
治
に
対
し
て
影
響

を
及
ぼ
し
う
る
力
の
大
き
さ
を
忘

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

日
本
国
憲
法
の
人
権
の
条
項
の

中
で
、
他
国
と
の
違
い
と
し
て
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

19
条
・
思
想
及
び
良
心
の
自
由
、

「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ

れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い

う
条
文
な
の
で
す
が
、
な
ぜ
心
の

中
の
自
由
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い

と
わ
ざ
わ
ざ
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
21
条
・
表
現
の
自
由
、

23
条
・
学
問
の
自
由
、
20
条
・
信

教
の
自
由
と
い
う
の
が
保
障
さ
れ

て
い
る
の
は
わ
か
り
易
い
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
ら
は
心
の
外
側
に
表

現
す
る
の
が
主
で
す
。
外
側
に
表

現
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
内
側
も

保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。
他
国
の
憲
法
は
大
概

そ
う
考
え
ま
す
。
外
側
に
保
障
す

る
こ
と
さ
え
守
ら
れ
れ
ば
、
心
の

中
に
ズ
カ
ズ
カ
と
国
家
が
入
っ
て

く
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し

か
し
日
本
国
憲
法
は
あ
え
て
内
心

の
自
由
を
保
障
し
た
の
は
、
内
心

に
国
家
が
ズ
カ
ズ
カ
と
入
り
込
ん

だ
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
す
。

軍
人
勅
諭
と

教
育
勅
語
で

軍
人
勅
諭
や
教
育
勅
語
が
か
つ

て
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
は
法

律
と
い
う
こ
と
で
な
く
天
皇
が
直

接
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
た
と
い
う

意
味
に
お
い
て
果
た
し
た
影
響
、

役
割
は
と
て
も
大
き
い
の
で
す
。

軍
人
勅
諭
や
教
育
勅
語
を
作
る

際
、
法
制
官
僚
に
は
反
対
論
が
あ

り
ま
し
た
。
仮
に
も
立
憲
主
義
国

家
で
あ
る
以
上
は
、
国
家
が
「
ど

う
生
き
る
の
か
」「
こ
う
思
え
」
と

い
う
よ
う
に
、
国
民
の
心
の
中
に

入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
最
低

ラ
イ
ン
が
あ
る
は
ず
な
の
で
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い

う
の
を
示
し
て
し
ま
う
、
法
律
で

作
る
の
は
ダ
メ
と
い
う
反
対
の
意

見
が
あ
り
、
最
終
的
に
勅
語
と
い

う
と
い
う
形
を
取
り
ま
し
た
。
し

か
し
日
本
の
場
合
、
今
よ
り
も
っ

と
強
い
権
威
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
と
あ
わ
せ
る
と
、
天
皇
が
直
接

こ
の
よ
う
に
し
な
さ
い
と
働
き
か

け
る
、
話
を
さ
れ
る
こ
と
が
国
民

を
統
合
さ
せ
る
う
え
で
か
な
り
大

き
な
影
響
を
果
た
し
た
こ
と
は
否

定
す
べ
き
も
な
い
と
思
い
ま
す
。

最
終
的
に
日
本
国
民
が
ど
の
よ

う
に
統
合
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、

空
襲
の
際
に
も「
逃
げ
る
な
」「
焼

夷
弾
が
落
ち
て
き
た
ら
ほ
う
き
で

消
せ
」
と
い
う
よ
う
な
命
令
で
あ

っ
て
も
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況

に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
国
が
示

し
た
生
き
方
を
で
き
る
も
の
で
は

な
い
国
民
が
非
国
民
と
さ
れ
た
と

い
う
過
去
に
照
ら
し
て
考
え
た
時

に
、
19
条
が
思
想
及
び
良
心
の
自

由
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
深
く

う
た
っ
て
い
る
意
味
は
大
き
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

青井先生の講演で憲法の認識が深まりました

・
日
本
国
憲
法
の
神
髄
＝
人
権
と

平
和
。
そ
の
意
味
し
て
き
た
こ
と

は
、
社
会
（
世
界
）
よ
り
も
1
歩

も
2
歩
も
先
を
行
く
も
の
で
あ
っ

た
（
ま
だ
色
あ
せ
て
い
な
い
）
。

条
文
は
一
言
一
句
変
わ
っ
て
い
な

い
け
れ
ど
、
政
治
が
大
き
く
変
わ

っ
て
い
る
。
（
文
京
）

・
大
日
本
帝
国
憲
法
成
立
の
背
景

や
設
計
に
つ
い
て
の
話
は
今
ま
で

聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、

興
味
深
か
っ
た
。
（
江
戸
川
）

・
憲
法
の
話
は
何
度
も
聞
い
て
い

た
が
、切
り
口
が
新
鮮
で
驚
い
た
。

大
日
本
帝
国
憲
法
の
制
定
時
の
、

森
有
礼
Ｖ
Ｓ
伊
藤
博
文
の
議
論

は
、
感
銘
を
受
け
た
。
天
皇
の
前

で
の
議
論
だ
っ
た
こ
と
も
驚
き
で

あ
っ
た
（
品
川
）

・
今
ま
で
大
日
本
帝
国
憲
法
と
日

本
国
憲
法
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ

が
違
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た

が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
日
本
国
憲
法
を
守
る
こ
と

が
、
人
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
思

え
た
。
（
西
多
摩
）

・
安
倍
政
権
の
も
と
で
、
す
で
に

自
衛
隊
が
海
外
で
武
力
行
使
で
き

る
状
態
で
あ
る
こ
と
も
強
調
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
最
近
の
ア
メ
リ
カ

と
イ
ラ
ン
の
緊
張
状
態
は
大
変
心

配
で
、
武
力
衝
突
が
起
こ
れ
ば
自

衛
隊
が
派
兵
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。
（
清
瀬
久
留
米
）

・
何
の
た
め
の
、
誰
の
た
め
の
改

憲
な
の
か
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う

に
な
る
の
か
が
議
論
さ
れ
て
い
な

い
。
加
憲
の
意
味
を
考
え
る
の
が

重
要
だ
と
い
う
の
は
、
そ
の
と
お

り
だ
と
思
い
ま
す
。
（
荒
川
）

・
憲
法
の
成
り
立
ち
か
ら
現
在
に

至
る
問
題
点
が
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。
現
政
権
が
本
当
の
目
的
を
ぼ

か
し
な
が
ら
改
憲
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
、
ま
す
ま
す
腹
立
た

し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
議
会

制
で
あ
り
な
が
ら
議
論
を
せ
ず
、

官
邸
主
導
？
主
権
が
あ
る
か
の
よ

う
な
、
政
治
も
ど
き
に
吐
き
気
す

ら
覚
え
ま
す
。
（
中
野
）

今年5月3日の有明防災公園での憲法集会

青井先生

私
の
問

題
意
識

は
、
憲
法

9
条
を
守

れ
と
言
え

ば
大
丈
夫

だ
と
い
う

の
で
は
足

り
な
い
と

い
う
こ
と

で
す
。

た
と
え

ば
平
和
国

家
と
い
う

イ
メ
ー
ジ

が
ジ
ク
ソ

ー
パ
ズ
ル

で
で
き
て

い
た
と
す

る
と
、
そ
の
一
つ
の
ピ
ー
ス
が
別

の
色
に
変
わ
る
と
い
う
の
を
少
し

ず
つ
動
か
し
て
い
っ
て
も
、
全
体

の
絵
と
い
う
の
は
同
じ
に
見
え
ま

す
。
大
き
な
平
和
国
家
と
い
う
ジ

ク
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
、
か
な
り
時
間

を
か
け
て
作
っ
て
い
っ
て
、
し
か

し
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
が
変
わ

り
つ
つ
あ
る
。
今
日
、
特
に
2
0

1
3
年
以
降
に
も
の
す
ご
い
ス
ピ

ー
ド
で
い
ろ
い
ろ
な
重
要
な
ピ
ー

ス
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ

構
図
そ
の
も
の
と
し
て
は
9
条
あ

る
い
は
平
和
国
家
と
し
て
あ
る
の

で
す
が
、
こ
こ
ま
で
変
わ
っ
て
平

和
国
家
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問

い
か
け
な
く
て
い
い
の
だ
ろ
う

か
。9

条
と
い
う
条
文
だ
け
の
話
に

し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
ど
う
い

う
国
に
す
る
の
か
と
い
う
ピ
ー
ス

一
つ
一
つ
が
別
の
形
に
な
っ
て
い

く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
多
く
の

人
は
う
す
う
す
わ
か
っ
て
い
ま

す
。
一
つ
一
つ
が
ひ
っ
く
り
返
っ

た
先
と
い
う
の
は
、

全
然
違
う
構
図
に
な

る
、
バ
ラ
バ
ラ
で
な

く
て
恐
ら
く
一
つ
形

が
あ
る
も
の
が
出
て

く
る
は
ず
で
す
。
し

か
し
そ
れ
が
ど
う
い

う
構
図
な
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
示
さ
れ

な
い
ま
ま
に
変
え
ら

れ
て
い
る
、
な
し
崩

し
で
す
。

ど
う
い
う
国
に
す

る
の
か
が
わ
か
ら
な

い
ま
ま
な
し
崩
し
で
あ
る
、
こ
れ

は
、
も
っ
と
我
々
不
安
に
思
っ
て

い
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

一
つ
視
点
と
し
て
も
っ
て
も
ら

い
た
い
の
は
、
闘
う
た
め
武
器
と

し
て
の
憲
法
あ
る
い
は
憲
法
上
の

権
利
と
い
う
理
解
で
す
。
私
た
ち

の
多
く
に
と
っ
て
70
年
前
、
こ
の

日
本
国
憲
法
の
人
権
条
項
は
現
実

で
は
な
く
理
想
で
し
た
。
70
年
経

っ
た
今
で
も
必
ず
し
も
現
実
に
な

っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
自
由
や
平
等
で
あ
る
べ
き
だ
と

い
う
憲
法
を
使
っ
て
、
私
た
ち
は

た
と
え
ば
組
合
活
動
も
そ
う
で
す

し
、
裁
判
闘
争
も
そ
う
で
す
し
、

闘
っ
て
き
た
。
私
は
こ
の
武
器
と

し
て
の
日
本
国
憲
法
と
い
う
の
が

特
徴
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

人
権
と
い
う
言
葉
を
、
私
た
ち

は
普
段
あ
ま
り
使
わ
な
い
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
権
利
、
権
利
と
い
う

の
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
少
数

で
、
「
そ
れ
は
私
の
人
権
だ
」
と

日
々
生
活
す
る
中
で
主
張
す
る
人

も
多
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
人
権
と
い
う
言
葉
が
持
っ

て
い
た
バ
タ
臭
い
、
私
た
ち
の
言

葉
で
な
い
と
い
う
感
覚
は
だ
い
ぶ

変
わ
っ
て
き
て
い
る
は
ず
で
す
。

平
成
24
年
の
自
民
党
の
改
正
草

案
の
Ｑ
＆
Ａ
で
は
、
憲
法
13
条
の

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
言
葉
を

わ
ざ
わ
ざ
別
の
言
葉
に
置
き
換
え

て
い
ま
す
。
そ
の
説
明
で
、
「
個

人
が
人
権
を
主
張
す
る
場
合
に
、

人
々
の
社
会
生
活
に
迷
惑
を
掛
け

て
な
ら
な
い
の
は
、
当
然
の
こ
と

で
す
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
明
示
的

に
規
定
し
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
り
人
権
が
大
き
く
制
約
さ
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し

て
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
に
強
い
違

和
感
を
覚
え
ま
す
。

人
々
の
社
会
生
活
に
迷
惑
を
掛

け
て
は
な
ら
な
い
、
掛
け
な
い
限

り
の「
人
権
」で
す
。
こ
こ
で
言
う

の
は
、
誰
が
社
会
に
迷
惑
を
掛
け

る
の
を
判
断
す
る
の
か
と
い
う
前

提
で
言
え
ば
、
自
民
党
改
憲
草
案

の
前
提
は
国
家
が
判
断
す
る
の
で

す
。
あ
の
人
の
行
為
は
迷
惑
だ
か

ら
制
約
し
て
も
い
い
と
国
家
が
判

断
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
人
権
と
い

う
考
え
方
が
存
立
す
る
余
地
は
恐

ら
く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

同
調
圧
力
に

抗
し
て
い
く

私
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
自
民
党

改
憲
草
案
の
個
人
と
国
家
の
関
係

は
平
面
的
な
の
だ
ろ
う
と
い
え
ま

す
。個
人
＝
家
族
＝
社
会
＝
国
家
、

だ
か
ら
国
家
に
と
っ
て
い
い
こ
と

は
個
人
に
と
っ
て
い
い
こ
と
だ
と

い
う
よ
う
な
平
面
的
な
感
覚
な
の

で
し
ょ
う
か
。

紛
争
は
起
き
な
い
で
し
ょ
う
。

国
家
に
と
っ
て
の
価
値
、
社
会
に

と
っ
て
価
値
、
個
人
に
と
っ
て
の

価
値
が
同
じ
で
す
か
ら
。
し
か
し

言
葉
の
本
質
的
な
意
味
で
人
権
は

そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で

す
。多
く
の
人
が
思
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
に
違
和
感
が
あ
る
、
多
く
の

人
の
同
調
圧
力
に
負
け
て
し
ま
い

そ
う
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
人
の

た
め
に
、
そ
も
そ
も
人
権
と
い
う

考
え
方
は
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

私
た
ち
の
社
会
で
は
、
同
調
圧

力
が
掛
け
ら
れ
が
ち
な
の
で
す
。

し
か
し
こ
れ
に
抗
し
て
い
く
こ
と

こ
そ
が
、
私
た
ち
が
日
本
国
憲
法

の
下
で
人
権
を
享
受
す
る
こ
と
の

意
味
な
の
で
は
な
い
か
と
強
調
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

・
安
倍
政
権
は
改
憲
を
め
ざ
し
て

い
る
が
、
何
の
た
め
の
改
憲
な
の

か
。
何
よ
り
も
現
憲
法
の
中
で
大

切
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
人
が

個
人
と
し
て
守
ら
れ
て
い
る
こ
と

だ
と
思
う
。
改
憲
さ
れ
る
と
、
ど

う
な
る
か
不
安
で
す
。（
八
王
子
）

・
我
々
が
判
断
し
行
動
す
る
こ
と

が
、
や
は
り
正
道
。
憲
法
を
「
闘

う
た
め
の
武
器
」
と
い
う
考
え
方

に
大
い
に
賛
同
す
る
。
（
墨
田
）

・
憲
法
は
生
肉
だ
と
思
っ
た
。
常

温
で
放
っ
て
お
け
ば
腐
っ
て
食
べ

ら
れ
な
く
な
る
。
冷
凍
で
保
存
す

れ
ば
、
日
持
ち
は
す
る
が
固
定
化

す
る
。
塩
漬
け
に
し
て
生
ハ
ム
、

く
ん
せ
い
に
す
る
、
煮
る
、
焼
く
、

味
付
け
を
す
れ
ば
お
い
し
く
い
た

だ
け
る
。
使
い
手
に
よ
っ
て
、
憲

法
も
活
か
さ
れ
る
し
、
ダ
メ
に
す

る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
（
目
黒
）

・
ジ
ク
ソ
ー
パ
ズ
ル
と
ピ
ー
ス
の

話
は
よ
か
っ
た
。
全
体
が
同
じ
に

見
え
て
も
、
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
が

違
っ
て
い
け
ば
、
全
く
違
っ
た
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
た
と
え
は
わ

か
り
や
す
か
っ
た
。
（
新
宿
）

・
2
0
1
4
年
の
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
の
閣
議
決
定
は
、
今
5
歳

の
娘
が
生
ま
れ
た
年
で
、
母
子
手

帳
の
「
そ
の
年
の
主
な
出
来
事
」

に
書
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

ジ
ク
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
一
つ

一
つ
が
変
わ
り
、
危
機
感
を
持
た

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
言
葉

が
印
象
的
だ
っ
た
。
（
町
田
）

・
大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
国
民
に

と
っ
て
悪
い
憲
法
で
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
初
め

て
知
り
ま
し
た
。
考
え
方
、
使
い

方
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
憲
法
は
将

来
、
悪
い
も
の
、
よ
い
も
の
に
も

な
り
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
し

た
。
（
三
鷹
武
蔵
野
）

・
安
倍
首
相
の
間
違
い
を
認
め
ず

勝
手
な
へ
り
く
つ
で
事
を
お
さ
め

よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
腹
が
立

つ
。
こ
れ
を
参
院
選
で
示
せ
る
よ

う
に
行
動
し
た
い
（
足
立
）

・
「
平
和
と
人
権
尊
重
」
。
私
た

ち
に
と
っ
て
は
大
切
な
永
遠
の
テ

ー
マ
で
す
。
70
年
以
上
も
の
間
、

9
条
が
私
た
ち
の
何
を
守
っ
て
来

て
く
れ
た
の
か
、
本
当
に
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。
と
同
時
に
憲
法
の

大
切
さ
、
憲
法
は
骨
格
で
、
世
代

に
応
じ
肉
付
け
が
大
事
。（
調
布
）

・
大
日
本
帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲

法
は
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
軍

事
な
ど
の
戦
前
の
体
制
に
つ
な
が

っ
た
部
分
を
な
く
し
た
上
で
、
権

力
・
国
家
を
し
ば
る
も
の
、
人
権

と
平
和
を
柱
と
し
て
制
定
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
（
世
田
谷
）

憲
法
改
正
4
項
目
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
衛
隊
を
書

き
込
む
と
い
う
こ
と
と
、
緊
急
事

態
条
項
、
合
区
解
消
、
教
育
で
す
。

後
の
2
つ
は
置
い
て
お
い
て
、
憲

法
改
正
で
自
衛
隊
を
書
き
込
む
こ

と
で
あ
れ
、
緊
急
事
態
条
項
を
つ

く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
、
素
案

と
い
う
も
の
が
出
て
来
て
い
ま
す

が
、
一
向
に
具
体
的
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
何
を
意
味
す
る
の
か
が
わ

か
ら
な
い
ま
ま
に
進
め
ら
れ
る
恐

ろ
し
さ
を
強
調
す
べ
き
な
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

防
衛
作
用
は
行
政
作
用
の
一
つ

と
い
う
理
解
は
普
通
の
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
暮
ら
し
て

い
る
と
、
他
国
も
こ
の
よ
う
に
理

解
し
て
い
る
と
思
っ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
日
本
帝
国

憲
法
の
時
と
比
べ
て
も
大
転
換
で

す
。
普
通
の
国
家
行
政
組
織
と
し

て
は
扱
っ
て
お
り
ま
す
。
防
衛
省

が
他
の
省
庁
と
同
様
に
内
閣
の
下

に
あ
り
、
防
衛
省
の
一
機
関
と
し

て
自
衛
隊
が
あ
り
ま
す
。

防
衛
省
と
い
う
役
所
を
別
の
観

点
か
ら
見
る
と
、
自
衛
隊
と
い
う

実
力
を
扱
う
組
織
だ
と
い
う
説
明

な
の
で
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
説

明
を
し
た
の
か
と
い
う
と
、
憲
法

の
中
に
実
力
組
織
と
し
て
特
別
扱

い
を
す
る
根
拠
が
な
か
っ
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

と
す
る
と
、
自
衛
隊
を
別
途
書

き
込
む
と
い
う
の
は
今
の
理
解
か

ら
す
れ
ば
、
大
き
な
転
換
を
意
味

し
ま
す
。
憲
法
の
裁
判
所
、
国
会
、

内
閣
と
並
ぶ
よ
う
な
機
関
と
し
て

扱
い
ま
し
ょ
う
、
特
別
な
機
関
と

し
て
扱
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。

国
会
、
内
閣
等

と
並
ぶ
も
の
に

憲
法
が
特
別
な
機
関
と
し
て
あ

げ
て
い
る
の
は
実
は
5
つ
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
衆
議
院
、
参
議
院
、

会
計
検
査
院
、
内
閣
、
裁
判
所
で

す
。
こ
の
5
つ
に
国
の
仕
事
を
割

り
振
っ
て
い
ま
す
。
役
所
と
い
う

の
は
内
閣
の
下
に
あ
り
ま
す
。
内

閣
の
下
に
あ
る
役
所
か
ら
取
り
出

し
て
、
5
つ
の
憲
法
上
の
機
関
に

並
べ
た
時
、
何
が
起
こ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
な
ぜ
5
つ
の
機
関
に
並

ぶ
よ
う
な
も
の
に
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
は
1
ミ
リ
も
変
わ
ら

な
い
と
な
ぜ
言
え
る
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
は
火
を
見
る
よ
り
も
明

ら
か
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
変
わ

ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
変
え
な
く
て

も
い
い
の
で
す
。
あ
え
て
変
え
る

と
い
う
な
ら
ば
、
憲
法
上
の
他
の

5
つ
の
機
関
と
の
関
係
で
ど
う
位

置
付
け
ら
れ
る
の
か
説
明
し
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
説
明
が
な
い

ま
ま
に
、
9
条
に
加
憲
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
議
論
が
出
て
来
て
い
る

お
か
し
さ
を
強
調
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

憲
法
9
条
の
文
言
の
話
だ
け
で

な
く
、
そ
の
も
と
で
作
ら
れ
て
き

た
よ
う
な
自
衛
隊
法
、
防
衛
省
設

置
法
も
そ
う
で
す
し
、
様
々
な
組

織
を
全
体
像
と
し
て
見
た
時
に
、

一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
文

言
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
9
条
が
改
正
さ
れ
な

く
て
も
、
パ
ズ
ル
の
話
で
は
な
い

で
す
が
、
す
ご
く
重
要
な
ピ
ー
ス

が
変
え
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
実
は

意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か

も
し
れ
な
い
。

9
条
を
変
え
る
か
否
か
と
い
う

問
題
に
わ
い
し
ょ
う
化
す
る
こ
と

な
く
、
私
た
ち
自
身
の
問
題
と
し

て
ど
の
よ
う
な
国
家
に
し
た
い
の

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
な

し
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
強
く
言
い
た
い
。
大
事
に

す
る
価
値
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。

大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
深
い
理

解
に
も
基
づ
い
て
制
度
設
計
が
さ

れ
て
い
ま
し
た
。同
時
に
、少
数
の

人
に
よ
っ
て
の
み
作
ら
れ
た
の
で

す
。
国
民
に
と
っ
て
は
関
係
な
い

こ
と
で
し
た
が
、
立
憲
主
義
へ
の

理
解
は
大
変
深
か
っ
た
の
で
す
。

逸
話
が
あ
り
ま
す
。
森
有
礼
と

伊
藤
博
文
が
明
治
天
皇
を
前
に
し

て
、
憲
法
を
制
定
す
る
意
味
に
つ

い
て
論
戦
を
し
て
い
ま
す
。
森
は

「
臣
民
の
権
利
義
務
と
い
う
言
葉

は
不
要
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
伊
藤
は

「
憲
法
を
制
定
す
る
と
い
う
こ
と

は
君
権
を
制
限
し
、
臣
民
の
権
利

を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
反

論
し
ま
し
た
。
伊
藤
博
文
ら
が
勉

強
し
、
か
な
り
深
い
理
解
に
立
っ

て
憲
法
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

明
治
憲
法
か
ら

の
課
題
を
考
察

今
、
何
を
ど
う
変
え
る
の
か
、

ど
う
い
う
国
家
を
目
指
す
の
か
、

何
の
た
め
に
憲
法
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
議
論
を
飛
ば
し
て
、
憲
法

改
正
こ
そ
が
目
的
で
あ
る
と
言
わ

ん
ば
か
り
の
状
況
に
な
っ
て
い
る

こ
と
は
、
明
治
憲
法
を
作
っ
た
時

と
比
べ
て
も
著
し
く
差
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
明
治
憲
法
の
時
は
統

治
権
を
総
攬
す
る
の
が
天
皇
で
し

た
。
今
日
、
主
権
を
持
っ
て
い
る

の
は
国
民
で
す
。
国
民
主
権
に
な

っ
た
ら
議
論
が
遅
れ
た
と
い
う
の

は
、
い
か
に
も
残
念
な
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
国
憲
法
と
大
日
本
帝
国
憲

法
の
断
絶
、
連
続
と
い
う
両
側
面

が
あ
る
は
ず
で
す
。
私
た
ち
は
断

絶
ば
か
り
語
る
の
で
な
く
、
大
日

本
帝
国
憲
法
か
ら
続
く
課
題
や
、

遺
産
と
い
う
も
の
も
ま
た
考
え
な

く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

詰
将
棋
の
解
答

�
2
三
銀
不
成
�
同
玉
�
3
二
飛

成
�
1
四
玉
�
2
四
銀
成
�
同
玉

�
3
四
竜
ま
で
7
手
詰
。

天
皇
に
よ
る
国
家
の
統
治

戦争法で平和国家か
パズルのピース変わりつつ

自
衛
隊
は
防
衛
省
の
一
機
関

書
き
込
み
で
大
転
換

道
徳
的
な
秩
序
は
今
も
生
き
る

深
い
理
解
で
制
度
設
計

森
有
礼
と
伊
藤
博
文
の
論
戦

心
の
中
の
自
由
を
保
障

国
家
が
内
心
に
踏
み
込
ん
だ
歴
史

た
た
か
う
武
器
＝
憲
法

人
権
歪
め
る
自
民
党
改
憲
案

幹
部
学
校
参
加
者
の
感
想
か
ら

幹
部
学
校
参
加
者
の
感
想
か
ら


