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東
京
土
建
は
8
月
20
日
、
け
ん
せ
つ
プ
ラ
ザ
東
京
で
「
憲
法
改
悪
阻
止
！
暮
ら
し
に
憲
法
を
生
か
そ
う

学
習
集
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
学
習
集
会
で
は
小
森
陽
一
・
九
条
の
会
事
務
局
長
が
講
演
し
、
3
つ
の

支
部
か
ら
憲
法
を
守
る
活
動
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。
（
文
責
・
編
集
部
）

自
民
党
憲
法
改
正
本
部
「
た
た

き
台
素
案
」
（
資
料
1
）
の
代
替

案
1
の
下
線
の
引
い
て
あ
る
「
必

要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
戦

争
法
（
安
保
法
制
）
は
、
全
部
で

11
本
の
法
律
で
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
今
ま
で
あ
っ
た
自
衛
隊
の
任

務
を
規
定
し
た
古
い
法
律
の
文
言

を
変
え
る
と
い
う
の
が
10
本
。
そ

れ
か
ら
、
今
ま
で
の
自
衛
隊
の
海

外
派
遣
で
は
必
ず
期
間
限
定
で
特

別
な
任
務
の
際
に
、
こ
の
時
期
か

ら
こ
の
時
期
ま
で
に
こ
こ
に
行
く

と
決
め
て
い
ま
し
た
が
、
い
つ
で

も
ど
こ
へ
も
行
け
て
し
ま
う
と
い

う
新
し
い
法
律
を
1
本
作
り
ま
し

た
。
10
本
の
今
ま
で
あ
っ
た
法
律

の
中
に
入
れ
込
ん
だ
新
し
い
文
言

の
要
が
、
こ
の
「
国
及
び
国
民
の

安
全
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
措
置

を
と
る
」。
こ
の
言
い
方
の
中
に
、

安
倍
政
権
が
閣
議
決
定
し
た
集
団

的
自
衛
権
の
行
使
容
認
が
入
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。

閣
議
決
定
す
る
前
後
に
首
相
が

テ
レ
ビ
に
出
演
し
て
、
紙
芝
居
の

よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
説
明
し
て

い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ポ
イ
ン
ト
は
「
国
及
び
国

民
」
と
あ
る
こ
と
で
す
。
国
だ
け

で
あ
れ
ば
、
日
本
は
島
国
な
の
で

領
土
及
び
領
海
に
他
国
の
軍
隊
が

侵
入
し
た
場
合
に
押
し
返
す
と
い

う
の
が
か
つ
て
の
自
衛
隊
の
任
務

で
し
た
か
ら
、
個
別
的
自
衛
権
の

行
使
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

わ
け
で
す
。

自
衛
隊
書
き
込
み

で
九
条
無
効
化

国
民
と
言
っ
た
場
合
、
ど
う
な

る
で
し
ょ
う
か
。
首
相
が
紙
芝
居

の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
説
明
し

て
い
た
時
、
今
日
本
の
企
業
は
世

界
中
に
出
て
い
ま
す
。
お
父
さ
ん

の
仕
事
で
海
外
に
行
き
、
家
族
も

一
緒
に
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。
そ

こ
の
国
で
戦
争
が
起
こ
り
ま
し

た
。
お
母
さ
ん
、子
ど
も
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
逃
げ
出
し
て
帰
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦

に
乗
り
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
の
軍
艦
を
日
本
の
自
衛
隊
が
守

っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
か
、
と

い
う
説
明
を
繰
り
返
し
や
り
ま
し

た
。
あ
れ
が
素
案
の
中
の「
国
民
」

な
の
で
す
。
国
民
を
入
れ
た
瞬
間

に
自
衛
隊
は
世
界
中
、
日
本
企
業

が
は
り
出
し
て
い
る
所
に
は
ど
こ

で
も
行
動
を
起
こ
す
わ
け
で
す
。

日
本
語
だ
け
見
た
ら
、
別
に
問

題
あ
る
こ
と
言
っ
て
な
い
の
で
は

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
の

日
本
語
が
ど
こ
に
位
置
し
て
い
る

か
と
い
う
と
、
あ
の
2
0
1
5
年

9
月
19
日
の
参
議
院
で
強
行
採
決

さ
れ
た
戦
争
法
と
し
て
の
安
保
法

制
の
一
番
中
心
的
な
文
言
を
背
負

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

組
織
と
し
て
の
自
衛
隊
を
憲
法
に

書
き
込
む
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の

瞬
間
、
現
在
の
憲
法
九
条
1
項
と

2
項
、
と
り
わ
け
2
項
の
「
前
項

の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空

軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保

持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ

れ
を
認
め
な
い
」
は
、
自
衛
隊
を

書
き
込
み
、
そ
の
自
衛
隊
が
具
体

的
に
ア
メ
リ
カ
軍
と
一
緒
に
行
動

を
起
こ
せ
ば
、
す
べ
て
無
効
化
さ

れ
る
わ
け
で
す
。

代
替
案
２
で
縛
ら

れ
な
い
組
織
に

代
替
案
2
が
狙
わ
れ
て
い
る
の

で
は
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
も
っ
と
危
険
で
す
。
代
替
案

2
で
は
、い
き
な
り「
前
条
の
規
定

は
」と
入
っ
て
い
ま
す
。九
条
の
2

項
「
軍
の
不
保
持
、
交
戦
権
の
否

認
」
が
入
っ
て
い
る
前
条
を
指
さ

し
て
い
る
の
で
す
。
代
替
案
2
の

下
線
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
こ

こ
に
あ
る
自
衛
隊
と
い
う
の
は
前

条
の
規
定
の
制
限
は
受
け
な
い
、

九
条
1
項
、
2
項
か
ら
は
自
由
な

組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
今
、
自
民
党
が
進
め
よ

う
と
し
て
い
る
改
憲
案
の
要
に
あ

る
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
と

ん
ど
の
人
に
は
理
解
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
安
倍
政
権
が
や
ろ
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
こ
こ
だ
と
い
う
理

解
を
広
げ
る
こ
と
が
私
た
ち
の
運

動
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

安
倍
9
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
渋
谷
ア

ク
シ
ョ
ン
は
、
2
0
1
8
年
2

月
に
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
組

織
の
目
的
は
、
安
倍
政
権
に
よ

る
9
条
改
憲
を
阻
止
す
る
3
0

0
0
万
人
署
名
の
推
進
1
点
に

絞
り
、
戦
争
法
の
廃
止
と
立
憲

主
義
の
回
復
を
求
め
る
渋
谷
市

民
連
合
と
渋
谷
九
条
の
会
メ
ン

バ
ー
が
中
心
と
な
り
結
成
し
ま

し
た
。

活
動
は
月
に
1
回
の
会
議
、

宣
伝
も
毎
月
1
回

行
な
っ
て
い
ま

す
。
秋
に
学
習
会

を
計
画
し
て
い
ま

す
。今

年
は
、
6
月
の
国
会
会
期

末
に
向
け
て
、
6
月
17
日
か
ら

21
日
の
5
日
間
、
渋
谷
区
内
の

駅
頭
で
3
0
0
0
万
人
署
名
推

進
の
大
宣
伝
行
動
を
取
り
組
み

ま
し
た
。
七
夕
が
近
い
と
い
う

こ
と
か
ら
、
「
七
夕
宣
伝
」
と

銘
打
っ
て
、
春
の
拡
大
月
間
の

組
合
員
、
事
業
所
訪
問
の
際
に

短
冊
を
配
り
、
今
の
政
治
に
願

う
こ
と
を
書
い
て
も
ら
い
ま
し

た
。短
冊
は
2
3
3
枚
集
ま
り
、

飾
り
ま
し
た
。
笹
は
、
造
園
業

を
営
む
組
合
員
に
用
意
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。

初
日
は
代
々
木
駅
で
行
な
い

ま
し
た
。
近
く
の
事
業
所
の
仲

間
が
わ
ざ
わ
ざ
短
冊
を
届
け
て

く
れ
、
励
ま

し
の
言
葉
も

も
ら
い
、
私

た
ち
の
活
動

の
力
に
な
り

ま
し
た
。
最
終
日
は
渋
谷
駅
そ

ば
の
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
前
で
行
な

い
ま
し
た
。
強
風
の
中
で
し
た

が
、
参
加
し
た
13
団
体
で
ト
ー

ク
リ
レ
ー
を
行
な
い
、
安
倍
9

条
改
憲
Ｎ
Ｏ
を
強
く
訴
え
ま
し

た
。
5
日
間
の
参
加
者
は
の
べ

約
2
0
0
人
で
、
集
め
た
署
名

は
2
2
0
筆
で
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
平
和
な
未
来
を
守
り
抜
く

た
め
に
3
0
0
0
万
人
署
名
を

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。今

後
の
予
定
は
、
2
0
1
9

年
秋
の
学
習
会
と
し
て
、
青
山

学
院
大
学
で
永
田
浩
三
武
蔵
大

学
教
授
を
講
師
に
招
き
、
「
安

倍
改
憲
と
マ
ス
コ
ミ
統
制
」（
仮

題
）
を
行
な
い
ま
す
。

小森さん白須さん

今
、
行
な
わ
れ
て
い
る
す
べ
て

の
事
態
は
、
安
倍
晋
三
の
母
方
の

祖
父
で
あ
る
岸
信
介
が
1
9
6
0

年
の
日
米
安
保
条
約
の
改
定
で
日

本
と
ア
メ
リ
カ
が
よ
り
軍
事
的
に

双
務
的
な
協
力
す
る
状
態
を
政
治

的
に
作
り
上
げ
て
い
く
中
で
、
生

み
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
韓
国
と
の
間
で
の
徴

用
工
問
題
で
す
が
、
日
本
が
韓
国

を
植
民
地
に
し
て
い
る
時
、
し
か

も
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
に

突
入
し
た
時
に
、
労
働
力
が
足
り

な
く
な
り
、
徴
用
工
を
連
れ
て
き

た
わ
け
で
す
。
徴
用
工
問
題
の
根

幹
を
考
え
た
時
に
、
私
た
ち
が
思

い
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の

は
、
戦
争
の
最
高
責
任
者
の
昭
和

天
皇
は
ア
メ
リ
カ
の
空
爆
に
さ
ら

さ
れ
た
時
に
何
を
考
え
た
の
か
で

す
。
三
種
の
神
器
を
守
る
た
め
空

爆
さ
れ
て
も
絶
対
に
燃
え
な
い
松

代
大
本
営
を
作
る
こ
と
を
考
え
、

そ
の
た
め
に
徴
用
工
が
連
れ
て
こ

ら
れ
た
り
し
ま
し
た
。

日
本
が
韓
国
を
植
民
地
支
配
し

て
い
る
時
の
こ
と
に
一
切
責
任
を

問
わ
ず
、
当
面
の
経
済
的
な
援
助

だ
け
を
し
ま
す
と
言
っ
て
、
韓
国

と
、
戦
争
責
任
と
植
民
地
支
配
責

任
を
す
べ
て
帳
消
し
に
す
る
条
約

を
結
ん
だ
の
が
岸
信
介
の
実
弟
で

あ
る
佐
藤
栄
作
政
権
時
の
1
9
6

5
年
の
日
韓
条
約
で
す
。
こ
の
時

の
韓
国
の
政
権
は
朴
正
熙
ク
ー
デ

タ
ー
政
権
で
す
。

朴
正
熙
は
岸
信
介
の
部
下
の
よ

う
な
者
で
す
。
朴
は
関
東
軍
（
日

本
の
大
陸
政
策
の
先
兵
と
な
っ
た

日
本
陸
軍
部
隊
）
の
将
校
。
岸
信

介
が
満
州
に
派
遣
さ
れ
、
経
済
官

僚
と
し
て
軍
事
国
家
体
制
を
作

り
、
す
べ
て
経
済
政
策
を
戦
争
遂

行
す
る
た
め
に
統
一
し
て
い
く
と

い
う
実
験
を
や
っ
た
の
で
す
。
満

州
帝
国
に
お
い
て
、
軍
事
と
経
済

を
完
全
に
一
体
化
さ
せ
る
と
い
う

実
験
を
し
、
日
本
に
帰
国
、
太
平

洋
戦
争
の
戦
時
経
済
統
制
を
行
な

っ
た
仕
切
り
人
が
岸
信
介
で
す
。

長
い
改
憲
の

流
れ
問
い
直
す

な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
過
去
を
持

つ
岸
が
Ａ
級
戦
犯
で
巣
鴨
プ
リ
ズ

ン
に
入
れ
ら
れ
た
の
に
、
釈
放
さ

れ
た
か
。
そ
れ
は
戦
争
の
最
終
的

な
あ
る
時
期
、
東
条
英
機
政
権
と

岸
が
対
立
し
た
か
ら
で
す
。
つ
ま

り
監
獄
か
ら
出
し
て
や
れ
ば
、
自

分
た
ち
の
言
う
こ
と
を
き
い
て
ア

メ
リ
カ
に
と
っ
て
使
え
る
と
思
わ

れ
た
者
が
出
て
来
て
、
天
皇
の
戦

争
責
任
を
免
責
す
る
た
め
に
東
条

英
機
以
下
の
戦
犯
に
背
負
わ
せ
た

わ
け
で
す
。

岸
信
介
、
佐
藤
栄
作
、
安
倍
晋

三
と
い
う
系
列
が
何
を
や
っ
て
き

た
か
が
、
今
問
わ
れ
て
い
る
の
で

す
。
佐
藤
の
下
で
日
韓
条
約
が
締

結
さ
れ
、
佐
藤
が
基
地
付
き
の
沖

縄
返
還
に
署
名
し
た
の
で
す
。
今

の
辺
野
古
の
問
題
も
、
そ
こ
か
ら

来
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た

時
に
、
単
に
安
倍
改
憲
だ
け
で
な

く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
憲
法
改
悪

を
、
日
本
が
安
保
条
約
体
制
の
も

と
に
ア
メ
リ
カ
と
一
緒
に
戦
争
す

る
国
家
体
制
を
作
る
と
い
う
長
い

長
い
流
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
私
た

ち
が
阻
止
し
て
き
た
の
か
、
今
き

ち
っ
と
歴
史
的
に
問
い
直
す
必
要

が
来
て
い
る
の
が
現
段
階
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

求

人

「
国
民
」を
入
れ
る
こ
と
で

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認

岸
↓
佐
藤
↓
安
倍
の
血
脈
政
治

徴
用
工
と
日
韓
条
約

短
冊
へ
願
い
込
め
宣
伝

白
須
美
登
里
さ
ん（
渋
谷
）


