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自
民
党
は

こ
う
い
う
国

家
を
作
り
た

い
の
で
す

が
、
当
然
、

国
民
は
反
発

し
ま
す
か

ら
、
こ
れ
を

い
き
な
り
出

す
の
は
無
理

で
す
。
だ
か

ら
、
2
0
1

8
年
に
4
項

目
に
絞
っ
た

改
憲
案
を
出

し
て
き
た
の

で
す
が
、
4

項
目
で
成
功

し
た
後
に
さ
ら
に
全
面
的
な
改
憲

案
を
狙
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
や
は

り
こ
の
12
年
の
改
憲
案
を
し
っ
か

り
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

2
0
1
8
年
に
自
民
党
が
ま
と

め
た
4
項
目
の
改
憲
案
を
見
て
い

き
ま
す
。9
条
の
改
憲
案
で
す
が
、

自
衛
隊
を
明
記
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
条
文
案
の
解
釈
で
す
が
、
9

条
の
2
に
「
必
要
な
自
衛
の
措
置

を
と
る
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す

が
、
自
民
党
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
見

る
と
、「
自
衛
の
措
置（
自
衛
権
）」

と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
自
民

党
が
単
に
「
自
衛
権
」
と
書
く
場

合
は
、
集
団
的
自
衛
権
が
入
っ
て

き
ま
す
。
2
0
1
5
年
の
戦
争
法

は
、
限
定
的
な
集
団
的
自
衛
権
行

使
を
可
能
に
し
た
も
の
で
す
。
し

か
し
18
年
改
憲
案
は
限
定
せ
ず
に

戦
争
法
を
超
え
る
も
の
で
す
。

閣
議
決
定
な
し
に

自
衛
隊
を
指
揮

「
前
条
の
規
定
は
、
…
…
妨
げ

ず
」
と
い
う
表
現
は
、
9
条
2
項

解
釈
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
風
に

説
明
し
て
い
ま
す
。
現
憲
法
は
9

条
2
項
で
戦
力
を
否
定
し
て
い
ま

す
が
、
2
項
は
残
っ
て
も
2
項
を

空
文
化
、
無
意
味
化
す
る
た
め
の

表
現
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
こ
の

9
条
の
2
で
、
「
内
閣
の
首
長
た

る
内
閣
総
理
大
臣
を
最
高
の
指
揮

監
督
者
と
す
る
自
衛
隊
を
保
持
す

る
」
と
書
く
の
で
す
が
、
自
衛
隊

法
7
条
で
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣

は
、
内
閣
を
代
表
し
て
自
衛
隊
の

最
高
の
指
揮
監
督
権
を
有
す
る
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
憲
法
や
内
閣

法
の
規
定
で
「
代
表
し
て
」
と
い

う
言
葉
は
、
閣
議
決
定
を
前
提
に

す
る
の
で
す
が
、
「
代
表
し
て
」

と
い
う
言
葉
を
「
首
長
た
る
」
と

い
う
言
葉
に
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
閣
議
決
定
を
前
提
に
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

安
倍
首
相
は
「
た
だ
自
衛
隊
書

き
込
む
だ
け
で
、
何
も
変
わ
り
ま

せ
ん
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
何
も

変
わ
ら
な
い
た
め
に
、
8
5
0
億

円
も
か
け
て
、
国
民
投
票
を
す
る

必
要
は
な
い
わ
け
で
す
。
や
は
り

変
わ
る
か
ら
こ
う
い
う
提
案
す
る

わ
け
で
あ
っ
て
、
も
し
2
0
1
8

年
改
憲
案
が
通
っ
て
し
ま
え
ば
、

首
相
の
判
断
1
つ
で
全
面
的
な
集

団
的
自
衛
権
行
使
が
で
き
る
、
自

衛
隊
を
海
外
に
出
せ
る
と
い
う
の

が
、
こ
の
18
年
の
改
憲
案
に
な
る

わ
け
で
す
。

た
だ
の「
加
憲
」で

は
な
く「
改
憲
」

9
条
2
項
は
残
る
の
で
す
が
、

後
法
優
先
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、

9
条
2
項
と
9
条
の
2
は
矛
盾
す

る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
後
に
で

き
た
方
が
優
先
さ
れ
ま
す
か
ら
、

2
項
で
戦
力
を
否
定
し
な
が
ら
9

条
の
2
を
加
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
9
条
の
2
を
優
先
し
て
解
釈

す
る
の
で
、
事
実
上
、
自
衛
隊
は

軍
隊
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
わ

け
で
す
。
「
加
憲
」
と
い
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
表
現
は
妥
当
で
は

な
く
、
「
改
憲
」
「
壊
憲
」
と
い

う
べ
き
内
容
で
す
。

教
育
充
実
の
改
憲
案
は
、
維
新

の
会
が
教
育
の
無
償
化
と
言
っ
て

い
た
の
で
、
自
民
党
が
飛
び
つ
い

た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
、

自
民
党
は「
教
育
環
境
の
整
備
」と

い
う
曖
昧
な
表
現
に
し
ま
し
た
。

私
は
自
民
党
は
本
気
で
教
育
の
無

償
化
を
や
る
気
は
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
国

際
人
権
規
約
の
中
等
高
等
教
育
の

漸
進
的
無
償
化
規
定
を
自
民
党
政

権
は
留
保
し
て
き
た
の
で
す
が
、

こ
れ
を
撤
回
し
た
の
が
民
主
党
政

権
で
、
さ
ら
に
民
主
党
政
権
は
高

校
授
業
料
無
償
化
を
導
入
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
民
党
は

そ
れ
は
ば
ら
ま
き
だ
と
言
っ
た
の

で
す
。
中
等
教
育
の
無
償
化
を
ば

ら
ま
き
と
言
っ
た
政
党
が
、
高
等

教
育
の
無
償
化
を
す
る
わ
け
が
あ

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
単

な
る
ポ
ー
ズ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

昨年の11月25日に憲法学習会を開催しました。講師に、日本体
育大学・憲法学の清水雅彦教授を招き、「自民党改憲案の内容・
問題点と統一協会改憲案との関係」との内容で講演いただきまし
た。清水さんは戦争させない1000人委員会の事務局長代行、9条
の会の世話人でもあります。講演の一部について報告します。（見
出し、文責共に編集部）

参
議
院
選
後
、
黄
金
の
3
年
間

と
言
わ
れ
ま
し
た
。た
だ
そ
の
後
、

岸
田
政
権
の
ゴ
タ
ゴ
タ
や
無
策
な

ど
に
よ
っ
て
内
閣
支
持
率
が
下
が

っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
改
憲
の

ハ
ー
ド
ル
は
か
な
り
高
く
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
間
、
実
際
に
は
憲
法
審
査
会
の

方
は
動
か
し
て
い
ま
す
の
で
、
今

年
の
通
常
国
会
で
も
し
か
し
た

ら
、
改
憲
案
を
出
し
て
く
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
現
実
に
は
3
月
の
予
算

が
通
る
ま
で
は
、
あ
ま
り
本
格
的

な
議
論
は
多
分
で
き
な
い
と
は
思

い
ま
す
。
4
月
の
統
一
地
方
選
挙

で
自
民
党
が
大
き
く
負
け
れ
ば
、

改
憲
は
か
な
り
遠
の
き
ま
す
。

こ
の
間
、
自
民
党
は
2
0
0
5

年
と
2
0
1
2
年
の
2
回
、
全
面

的
な
改
憲
案
を
出
し
て
き
ま
し

た
。
2
0
0
5
年
の
改
憲
は
、
当

初
は
復
古
色
を
前
面
に
出
そ
う
と

し
た
の
で
す
が
、
取
り
ま
と
め
役

の
リ
ベ
ラ
ル
な
舛
添
要
一
さ
ん
が

こ
れ
は
国
民
に
は
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
と
、
ど
ん
ど
ん
そ
の

復
古
色
を
削
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
こ
の
2
0
1
2
年

改
憲
案
は
そ
れ
を
前
面
に
出
す
わ

け
で
す
。
当
時
、
自
民
党
は
野
党

で
民
主
党
と
の
差
異
化
を
図
り
保

守
層
に
訴
え
る
た
め
に
全
面
的
に

復
古
色
を
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、

新
自
由
主
義
的
な
内
容
を
入
れ
て

い
る
の
も
特
徴
で
す
。

押
し
つ
け
ら
れ
る

国
を
愛
す
る
心

2
0
1
2
年
の
自
民
党
の
「
日

本
国
憲
法
改
正
草
案
」
を
見
て
い

き
ま
す
。日
本
国
憲
法
前
文
は「
日

本
国
民
は
」
か
ら
始
ま
る
の
に
、

自
民
党
改
憲
案
は
「
日
本
国
は
」

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
主
語
が
変
わ

っ
て
い
て
、
「
日
本
国
は
、
長
い

歴
史
と
固
有
の
文
化
を
持
ち
、
国

民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
を
戴

く
国
家
で
あ
っ
て
」
と
い
う
形
で

続
い
て
い
き
ま
す
。

饒
舌
な
国
家
意
識
と
と
も
に
、

前
文
の
中
に
愛
国
心
に
通
ず
る

「
日
本
国
民
は
、
国
と
郷
土
を
誇

り
と
気
概
を
持
っ
て
自
ら
守
り
」

と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
本
来
、
憲
法
に
書
く
内
容
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
世
間
に
ス
ト
ー
カ

ー
と
言
わ
れ
て
い
る
人
が
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
自
分
が
好
き
に
な
っ

た
相
手
に
対
し
て
愛
し
て
く
れ
、

愛
し
て
く
れ
と
付
き
ま
と
う
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
人
か
ら
愛
さ
れ

た
け
れ
ば
、
愛
さ
れ
る
よ
う
な
人

間
に
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
国
家

も
同
様
で
す
。
愛
さ
れ
た
い
国
家

に
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
国
家
の

側
が
国
民
に
愛
せ
、
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う

文
言
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
私
は

「
ス
ト
ー
カ
ー
国
家
」
と
い
う
表

現
を
し
て
い
ま
す
。

清水さん

次
に
統
一
協
会
の
改
憲
案
で
す

が
、
動
画
で
今
で
も
こ
れ
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
2
0
1
7
年

に
国
際
勝
共
連
合
の
副
会
長
が
、

緊
急
事
態
条
項
の
新
設
、
家
族
保

護
の
文
言
追
加
、
憲
法
へ
の
自
衛

隊
明
記
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
受
け
て
、
メ
デ
ィ
ア
が
統
一

協
会
と
自
民
党
の
改
憲
案
の
共
通

性
を
指
摘
し
た
わ
け
で
す
が
、
私

は
「
う
り
ふ
た
つ
」
と
い
う
表
現

は
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
似
て
い
る
部
分

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

緊
急
事
態
条
項
を
み
て
み
ま

す
。
コ
ロ
ナ
対
応
の
た
め
に
、
憲

法
に
緊
急
事
態
条
項
を
入
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
議
論
を
す
る
自
民
党

議
員
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当

に
よ
く
調
べ
て
か
ら
も
の
を
言
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
諸
外
国

を
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
条
文
と

し
て
の
憲
法
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
も
あ

る
わ
け
が
な
い
の
で
す
。
ア
メ
リ

カ
の
憲
法
は
基
本
的
に
緊
急
事
態

条
項
が
あ
り
ま
せ
ん
。ド
イ
ツ
、フ

ラ
ン
ス
は
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項

が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
国

々
は
コ
ロ
ナ
対
応
に
憲
法
の
緊
急

事
態
条
項
を
使
っ
て
お
ら
ず
、
法

律
で
対
応
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、

ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
緊
急
事
態

条
項
に
は
議
会
や
司
法
の
統
制
規

定
を
置
い
て
い
て
、
明
ら
か
に
自

民
党
の
改
憲
案
と
は
違
い
ま
す
。

日
本
は
法
律
で
個
別
の
緊
急
事

態
に
対
す
る
法
律
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
改
憲
派
は
、
こ
の
法
律
が
不

十
分
だ
か
ら
、
憲
法
に
緊
急
事
態

条
項
が
必
要
だ
と
い
う
議
論
を
す

べ
き
な
の
に
、
そ
う
い
う
議
論
を

し
て
な
い
と
い
う
点
で
問
題
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
多
く
の
国
で

は
コ
ロ
ナ
に
対
し
て
法
律
で
対
応

し
て
い
ま
す
か
ら
、
憲
法
に
緊
急

事
態
条
項
を
入
れ
れ
ば
対
応
で
き

る
と
い
う
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。本

当
に
ふ
ざ
け
た

許
せ
な
い
議
論

そ
し
て
特
に
ひ
ど
い
の
は
、
日

本
は
憲
法
25
条
の
下
で
、
生
存
権

を
保
障
し
、
公
衆
衛
生
を
や
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
し

か
し
、
全
国
の
保
健
所
の
数
を
半

減
さ
せ
、
大
阪
市
な
ど
は
人
口
が

2
8
0
万
も
い
る
の
に
、
保
健
所

が
1
つ
し
か
な
い
の
で
す
。
大
阪

の
コ
ロ
ナ
の
死
者
が
多
い
の
は
維

新
の
会
が
新
自
由
主
義
改
革
を
や

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
25
条
の
理

念
を
実
現
し
て
こ
な
か
っ
た
人
た

ち
が
、
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
を

入
れ
れ
ば
コ
ロ
ナ
対
応
で
き
る
な

ど
と
い
う
の
は
、
本
当
に
ふ
ざ
け

た
許
せ
な
い
議
論
で
す
。

自
民
党
と
統
一
協
会
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
や
は
り
、
自
民
党
の

政
治
家
の
中
に
は
、
統
一
協
会
の

支
援
を
受
け
て
当
選
し
た
者
や
、

価
値
観
を
共
有
す
る
者
が
た
く
さ

ん
い
る
と
思
い
ま
す
。
統
一
協
会

が
め
ざ
す
改
憲
後
の
社
会
を
、
自

民
党
も
め
ざ
し
て
い
る
部
分
も
あ

る
と
は
言
え
ま
す
。
安
倍
元
首
相

と
統
一
協
会
と
の
関
係
は
徹
底
的

に
解
明
し
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。

明
文
改
憲
だ
け
で

な
く
、
実
質
改
憲
に

つ
い
て
も
注
意
が
必

要
で
す
。
昨
年
末
に

安
保
3
文
書
の
改
定

が
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
敵
地
攻
撃
を
で

き
る
よ
う
に
す
る
、

あ
る
い
は
防
衛
費
を

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
2
パ
ー
セ

ン
ト
に
し
よ
う
と
す

る
わ
け
で
す
。
日
本

が
朝
鮮
に
い
き
な
り

攻
撃
し
て
も
、
朝
鮮

の
2
0
0
機
ほ
ど
の

ミ
サ
イ
ル
発
射
機
を

全
部
潰
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か

ら
、
朝
鮮
が
報
復
し
て
日
本
の
原

発
を
攻
撃
す
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
核
兵
器
を
使
う
か
も
し

れ
な
い
。
日
本
が
や
は
り
先
に
朝

鮮
を
攻
撃
す
る
の
は
本
当
に
無
謀

な
こ
と
で
す
。
お
互
い
戦
争
し
な

い
こ
と
を
追
求
す
る
こ
と
が
平
和

に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
こ
の
敵

地
攻
撃
を
認
め
て
は
い
け
ま
せ

ん
。世

論
形
成
す
れ
ば

発
議
で
き
な
い

や
は
り
、
ま
ず
は
改
憲
の
発
議

を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま

す
。あ

の
安
倍
政
権
の
下
で
も
、
衆

参
両
院
で
改
憲
勢
力
が
3
分
の
2

を
超
え
て
い
た
の
に
、
数
の
力
で

発
議
で
き
た
の
で
す

が
、
発
議
で
き
な
か
っ

た
の
は
、
国
民
投
票
を

や
っ
て
も
勝
て
る
自
信

が
な
か
っ
た
か
ら
で

す
。
だ
か
ら
、
今
も
改

憲
勢
力
が
衆
参
で
3
分

の
2
を
超
え
て
い
ま
す

が
、
国
会
外
で
世
論
形

成
す
れ
ば
簡
単
に
発
議

は
で
き
ま
せ
ん
。

今
後
国
政
選
挙
が
あ

る
の
か
、
3
年
間
な
い

の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
今
年
は
な
ん

と
言
っ
て
も
統
一
地
方

選
挙
が
あ
る
わ
け
で

す
。
こ
の
選
挙
で
、
改

憲
勢
力
を
1
つ
で
も
減

ら
す
こ
と
、
そ
し
て
憲
法
の
理
念

の
実
現
を
め
ざ
す
勢
力
を
少
し
で

も
増
や
す
こ
と
が
大
変
大
事
に
な

っ
て
き
ま
す
。

近
代
と
い
う
価
値
観
の
否
定
と

い
う
と
ち
ょ
っ
と
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
な

ど
、
主
に
18
世
紀
の
市
民
革
命
後

の
社
会
を
近
代
と
言
い
ま
す
。
市

民
革
命
の
前
、
封
建
制
社
会
と
い

う
の
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
れ
ば
、

国
王
と
キ
リ
ス
ト
教
が
結
び
つ
い

て
、
人
々
に
特
定
の
宗
教
を
押
し

付
け
る
わ
け
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク

で
な
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
信
じ

て
い
た
ら
、
魔
女
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
を
張
っ
て
、
殺
し
た
り
し
た
わ

け
で
す
。
そ
う
や
っ
て
人
々
に
宗

教
を
押
し
付
け
、
思
想
も
押
し
付

け
た
。

封
建
制
社
会
は
、
公
と
私
、
法

と
道
徳
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
社

会
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
市
民

革
命
後
の
近
代
は
、
お
上
は
私
的

領
域
に
入
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い

う
風
に
し
た
わ
け
で
す
。だ
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
ど
う
い
う
宗

教
、
信
仰
を
持
と
う
と
、
ど
う
い

う
思
想
を
持
と
う
と
、
こ
れ
は
も

う
全
く
自
由
だ
と
し
た
の
が
市
民

革
命
後
の
近
代
と
い
う
価
値
観
な

の
で
す
。
国
を
愛
せ
と
い
う
の
は

ま
さ
に
、
近
代
以
前
、
封
建
制
社

会
に
逆
戻
り
す
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
間
の
自
民
党
政

権
の
下
で
、
近
代
と
い
う
価
値
観

を
否
定
す
る
法
律
が
出
て
き
て
い

ま
す
。

例
え
ば
健
康
増
進
法
で
、
こ
の

法
律
で
は
な
ん
と
国
民
に
対
し
て

健
康
増
進
に
努
め
る
責
務
を
課
す

ん
で
す
ね
。
多
く
の
人
は
や
は
り

健
康
に
生
き
た
い
、
健
康
に
生
き

る
権
利
は
当
然
、
保
障
さ
れ
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
に

は
酒
、
タ
バ
コ
、
暴
飲
暴
食
を
す

る
な
ど
不
健
康
に
生
き
る
権
利
も

保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。13
条
に
幸
福
追
求
権
が
あ
り
、

こ
こ
か
ら
自
己
決
定
権
が
保
障
さ

れ
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
健
康
に

生
き
る
か
、不
健
康
に
生
き
る
か
、

私
た
ち
が
決
め
る
こ
と
が
で
き
る

わ
け
で
す
。

国
が
健
康
は
素
晴
ら
し
い
と
考

え
て
、
こ
れ
を
国
民
に
押
し
付
け

る
の
は
、
こ
れ
は
も
う
近
代
の
否

定
で
す
。
あ
る
い
は
食
育
基
本
法

で
も
3
食
食
べ
よ
う
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
と
か
、
朝
食
を
食
べ
よ
う
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
や
る
の
で
す
が
、
確

か
に
朝
食
を
食
べ
た
方
が
健
康
に

は
い
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
は
そ

れ
ぞ
れ
が
決
め
る
問
題
で
、
上
か

ら
と
や
か
く
言
わ
れ
る
筋
合
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
健
康
問
題
に
力
を

入
れ
た
の
は
ナ
チ
ス
で
す
。
ナ
チ

ス
は
健
全
な
ア
ー
リ
ア
人
を
育
成

す
る
た
め
に
禁
煙
、
採
食
主
義
運

動
な
ど
を
や
っ
た
わ
け
で
す
。
今

の
日
本
が
ナ
チ
ス
の
よ
う
な
こ
と

を
や
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
対

し
て
鈍
感
な
人
が
非
常
に
多
い
。

や
は
り
も
っ
と
異
議
を
申
し
立
て

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

熱心にメモをとる姿も

自
民
党
改
憲
案
で
は
、
天
皇
を

国
家
元
首
に
す
る
と
あ
り
ま
す
。

世
界
は
今
2
0
0
弱
の
国
が
あ
り

ま
す
が
君
主
国
は
50
ぐ
ら
い
で
、

そ
の
う
ち
30
ぐ
ら
い
は
カ
ナ
ダ
と

か
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
イ
ギ
リ

ス
連
邦
の
国
な
の
で
す
。
純
粋
に

そ
の
国
独
自
の
君
主
国
は
20
ぐ
ら

い
で
す
。
日
本
は
そ
の
少
数
派
の

君
主
国
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
君

が
代
で
す
が
、
多
く
の
人
が
正
確

な
歌
詞
の
意
味
を
知
ら
ず
に
歌
っ

て
い
ま
す
。
実
際
に
は
、
天
皇
の

時
代
が
小
石
が
集
ま
っ
て
大
き
な

岩
に
な
っ
て
苔
が
生
え
る
ま
で
永

遠
に
続
き
ま
す
よ
う
に
と
い
う
歌

で
す
。
戦
前
の
小
学
校
で
は
、
教

科
書
に
歌
詞
の
意
味
が
ち
ゃ
ん
と

書
い
て
あ
り
、
歌
う
時
は
天
皇
陛

下
万
歳
と
い
う
気
持
ち
で
歌
い
な

さ
い
と
教
え
て
い
た
の
で
す
。

や
は
り
憲
法
19
条
に
思
想
・
良

心
の
自
由
が
あ
る
の
で
、
好
き
な

人
は
天
皇
陛
下
万
歳
っ
て
い
う
気

持
ち
で
歌
え
ば
い
い
と
思
い
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
歌
わ
な
い
っ
て

こ
と
も
保
障
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
わ
け
で
、
戦
前
も
日
の
丸
・
君

が
代
は
国
旗
・
国
歌
じ
ゃ
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
法
律
で
国
旗
・
国

歌
に
し
て
、
さ
ら
に
憲
法
に
書
い

て
し
ま
う
と
い
う
の
が
自
民
党
の

改
憲
案
で
す
。

元
号
に
つ
い
て
も
、
自
民
党
の

案
で
は
憲
法
の
条
文
に
入
れ
て
い

ま
す
。
元
号
は
中
国
の
武
帝
と
い

う
皇
帝
が
、
紀
元
前
1
1
4
年
に

発
案
し
た
も
の
で
す
が
、
中
国
は

そ
の
後
元
号
を
や
め
ま
し
た
。
今

こ
の
よ
う
な
独
特
の
元
号
を
採
用

し
て
い
る
の
は
日
本
と
朝
鮮
ぐ
ら

い
で
す
。

「
国
家
優
先
」
の

公
益
と
公
の
秩
序

憲
法
12
、
13
、
22
、
29
条
に
は

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
言
葉
が

入
っ
て
い
ま
す
。
世
間
で
は
「
公

共
の
福
祉
」
が
正
確
に
理
解
さ
れ

て
な
い
と
思
い
ま
す
。
「
公
共
の

福
祉
」
は
英
語
で
言
う
と
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
で
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、
「
公
の
」

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
け

れ
ど
も
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
は
名
詞

の
意
味
が
あ
っ
て
、
名
詞
の
パ
ブ

リ
ッ
ク
は
「
人
々
」
と
か
「
民
衆
」

と
い
う
意
味
で
す
。

だ
か
ら
、「
公
共
の
福
祉
」は
、

「
人
々
の
福
祉
・
利
益
」
と
い
う

意
味
な
の
で
す
。
憲
法
が
認
め
る

の
は
他
人
の
権
利
や
自
由
を
侵
害

し
な
い
範
囲
で
の
自
由
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。
自
民
党
は
こ
の
「
公
共
の

福
祉
」
概
念
を
「
公
益
及
び
公
の

秩
序
」
と
い
う
言
葉
に
変
え
る
ん

で
す
ね
。
2
0
0
5
年
の
改
憲
案

を
出
す
前
の
段
階
で
は
、
「
国
家

の
安
全
と
社
会
秩
序
」
と
い
う
表

現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

自
民
党
の
本
音
は
や
は
り
こ
れ

で
、
要
す
る
に
、
人
権
と
人
権
が

ぶ
つ
か
っ
た
場
合
に
人
権
を
制
限

す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
国
家
を
優

先
す
る
場
合
に
、
人
権
を
制
限
し

て
も
い
い
と
い
う
風
に
考
え
て
い

る
わ
け
で
す
。

憲
法
よ
り

安
保
条
約
変
え
よ

大
工

中
谷
登
志
夫

安
倍
政
権
の
頃
か
ら
「
日
本

を
取
り
戻
す
」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
が
横
行
し
た
。
し
か
し
、

自
分
の
政
権
で
拉
致
被
害
者
を

奪
還
す
る
と
豪
語
し
て
い
が
、

外
交
努
力
の
形
跡
も
な
い
ま

ま
、
青
い
バ
ッ
ジ
だ
け
が
む
な

し
く
光
る
。

安
保
環
境
が
激
し
く
な
る
な

か
、
岸
田
総
理
は
ア
メ
リ
カ
か

ら
武
器
類
を
言
い
値
で
買
わ
さ

れ
貢
ぎ
続
け
る
た
め
、
増
税
を

す
る
と
い
う
。
防
衛
費
を
5
年

で
43
兆
円
に
増
額
と
は
、
よ
く

も
そ
ん
な
大
盤
振
る
舞
い
を
。

自
分
の
金
で
も
な
い
の
に
。
反

撃
能
力
な
ど
と
詭
弁
を
弄
し
て

い
る
が
、
憲
法
よ
り
安
保
条
約

を
変
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

武
器
の
増
強
は
、
相
手
次
第
で

逆
に
攻
め
ら
れ
や
す
く
な
る
と

思
わ
ね
ば
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ロ
シ
ア
の
戦

争
は
な
か
な
か
終
わ
ら
な
い
情

勢
だ
が
、
中
国
、
北
朝
鮮
の
動

向
も
よ
く
見
て
お
か
な
い
と
い

ず
れ
は
日
本
の
「
大
事
」
に
な

る
と
懸
念
さ
れ
る
。
（
江
東
）

真剣な眼差しで聴講する参加者

１２
年
案
、復
古
色
を
全
面
に

保
守
層
に
訴
え
、新
自
由
主
義
も

「
近
代
」の
価
値
観
の
否
定

不
健
康
に
生
き
る
権
利
も
あ
る

戦
前
も
国
旗
国
歌
で
な
か
っ
た

日
の
丸
君
が
代
を
憲
法
に

１８年に４項目の改憲案
国民の反発想定し絞り込む

自民党と旧統一教会
改憲社会目指す価値観共有

緊急事態条項

「
コ
ロ
ナ
対
応
」は
詭
弁

憲
法
に
入
れ
る
必
要
な
し


