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あけましておめでとうございます

日
本
国
憲
法

第
九
条
〔
戦
争
の
放
棄
、
軍
備

お
よ
び
交
戦
権
の
否
認
〕

日
本
国
民
は
、
正
義
と

秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際

平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、

国
権
発
動
た
る
戦
争
と
、

武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武

力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争

を
解
決
す
る
手
段
と
し
て

は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄

す
る
。

②
　
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
。

今年は、改憲阻止が最大の課題の年です。
憲法を変えれば、社会はその形に変動します。

とくに、憲法を「軍隊を保持する」「どこへでも、海外派兵できる」との内容に変えれば、
社会は大きく、時代錯誤に変化します。それはすべてにわたり、「国益」と「国家の秩序」

が優先する軍事的、警察国家の再来です。
自民党憲法草案に強く反対します。その実現阻止のため、今年も東京北法律事務所「ニュ

ース」で憲法特集第２号を組んで、日本国憲法の擁護を訴えます。
今年も、皆様の御健勝と御多幸をお祈りします。
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一
　
憲
法
が
め
ざ
す
の
は
、
日
本
と

世
界
の
恒
久
平
和
主
義
。

そ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
す
。

昨
年
は
、
戦
後
六
〇
年
、
日
本
が
敗
戦

か
ら
立
ち
直
っ
て
き
た
記
念
す
べ
き
年
で

し
た
。
そ
の
六
〇
年
前
ま
で
は
、
長
く
つ

づ
い
た
日
本
の
軍
国
主
義
に
よ
る
侵
略
戦

争
で
、
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
々
と
地
域
は

植
民
化
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ

り
二
千
万
人
以
上
の
人
々
の
生
命
が
奪
わ

れ
、
そ
し
て
日
本
人
の
中
か
ら
も
三
百
万

人
以
上
の
犠
牲
者
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の

反
省
か
ら
、
私
た
ち
日
本
人
は
「
二
度
と

戦
争
は
し
な
い
」「
誤
ち
は
繰
り
返
し
ま

せ
ん
」
と
誓
い
、
現
在
の
憲
法
を
誕
生
さ

せ
た
の
で
し
た
。

そ
の
こ
と
は
、
憲
法
み
ず
か
ら
が
前
文

の
冒
頭
で
、「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再

び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主
権

が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の

憲
法
を
確
定
す
る
」
と
、
憲
法
制
定
の
理

由
を
明
記
し
て
い
ま
す
。

こ
の
前
文
か
ら
、
憲
法
は
第
二
章
全
体

を
「
戦
争
の
放
棄
」
と
題
し
、
九
条
第
一

項
で
戦
争
の
放
棄
を
、
つ
づ
く
第
二
項
で

「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空

軍
そ
の
他
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
」
と

し
て
、
こ
の
第
一
項
と
第
二
項
を
一
体
化

し
て
、
こ
の
憲
法
が
あ
る
限
り
、
恒
久
的

に
日
本
が
平
和
国
家
と
し
て
世
界
に
貢
献

し
、
同
時
に
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
世
界
の

恒
久
平
和
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
を
表
明

し
て
い
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
の
憲
法
前
文
と
九

条
第
一
項
と
第
二
項
は
、
日
本
と
日
本
人

が
世
界
の
人
々
に
対
し
恒
久
平
和
主
義
に

立
つ
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
日
本
国
民
一
人
ひ
と
り
の
約
束
で

自
由
民
主
党
は
、
昨
年
一
一
月
二
二
日
結
党
五
〇
年
に
際
し
、
全
面
改
正
の
た
め
の
新

憲
法
草
案
を
発
表
し
ま
し
た
。

そ
の
中
心
は
、
憲
法
９
条
と
前
文
の
恒
久
平
和
主
義
を
変
え
、
日
本
が
「
軍
隊
を
保
持
す

る
」「
海
外
の
ど
こ
へ
で
も
派
兵
で
き
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
補
助
軍
と
な
っ

て
追
随
し
、
世
界
各
地
で
殺
人
を
犯
す
か
、
殺
さ
れ
る
か
を
目
的
と
す
る
「
戦
争
」
を
し
に

行
く
と
い
う
も
の
で
す
。

日
本
を
軍
国
化
し
て
、
ど
こ
へ
導
こ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
は
戦
後
六
〇
年

戦
争
を
し
な
い
で
平
和
の
う
ち
に
経
済
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
日
、
北

朝
鮮
を
ま
じ
え
て
の
六
者
協
議
が
継
続
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
争
は
も
う
で
き
な
い
、
話

し
合
い
で
解
決
す
る
と
の
国
際
環
境
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
頃
、
軍
隊
を
も
っ

て
、
何
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

「
戦
争
を
す
る
た
め
に
、
憲
法
を
変
え
よ
う
」

「
戦
争
を
す
る
た
め
に
、
憲
法
を
変
え
よ
う
」
と
い
う
の
か
。

と
い
う
の
か
。 

「
戦
争
を
す
る
た
め
に
、
憲
法
を
変
え
よ
う
」
と
い
う
の
か
。 
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す
。
こ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
人

は
戦
後
今
日
ま
で
国
際
的
に
信
頼
さ
れ
、

国
は
早
期
の
独
立
（
一
九
五
二
年
）
を
認

め
ら
れ
、
あ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
こ
と
を
行
っ

た
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連

合
に
も
早
期
に
加
盟
（
国
連
・
一
九
五
六

年
）
を
認
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。

二
　
い
ま
、
日
本
の
恒
久
平
和
ど
こ
ろ
か
、

日
本
の
平
和
自
体
が
危
う
い

こ
の
憲
法
が
あ
っ
た
お
蔭
で
、
日
本
と

日
本
人
は
、
戦
後
六
〇
年
一
度
も
他
国
と

戦
争
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
海
外
に

お
け
る
戦
争
で
人
を
殺
し
合
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
は
、
今
日
、
世
界
に
誇
れ
る
出
来

事
で
あ
り
、
世
界

の
人
々
が
日
本
の

憲
法
の
成
果
と
し

て
認
め
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
か
ら
、
い

ま
日
本
の
憲
法
九

条
、
と
く
に
第
二

項
の
存
在
が
、
国

際
平
和
達
成
の
具

体
的
な
方
法
論
と

し
て
、
国
連
が
主

催
し
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

国
際
会
議
を
は
じ

め
、
ア
メ
リ
カ
退

役
軍
人
会
の
大
会

な
ど
世
界
中
で
注

目
さ
れ
、
日
本
の

憲
法
「
九
条
に
学
ぼ
う
」、「
と
も
に
擁
護

し
よ
う
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
自
民
党
新
憲
法
案
は
、
憲

法
の
前
文
か
ら
、
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
理

由
に
あ
た
る
宣
言
部
分
を
削
除
し
た
だ
け

で
な
く
、
九
条
の
第
一
項
と
第
二
項
と
を

切
離
し
て
、
第
二
項
を
削
除
し
、
こ
れ
に

代
え
て
新
た
な
九
条
の
二
で
自
衛
軍
、
す

な
わ
ち
「
軍
隊
を
保
持
す
る
」「
海
外
の

ど
こ
で
も
出
兵
で
き
る
」
と
の
規
定
を
盛

り
、
こ
れ
を
も
っ
て
憲
法
九
条
の
改
正
を

図
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
九
条
第

二
項
と
対
比
し
て
み
れ
ば
、
自
民
党
案
は

今
日
ま
で
と
継
続
性
の
な
い
、
こ
れ
ま
で

と
全
く
次
元
を
異
に
す
る
異
質
の
状
況

に
、
日
本
を
置
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
自
民
党
案
は
、「
恒
久
平

和
」
主
義
ど
こ
ろ
か
、
日
本
が
単
な
る
平

和
主
義
を
め
ざ
す
こ
と
す
ら
投
げ
棄
て
、

「
い
ま
頃
、
戦
争
す
る
た
め
に
、
憲
法
を

変
え
る
の
か
」
と
す
ら
、
問
わ
れ
か
ね
ま

せ
ん
。
私
た
ち
日
本
国
民
は
、
こ
の
よ
う

な
改
憲
案
を
認
め
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
が
、
自
民
党
案
の
根
底
に
あ
る
第
一

の
「
普
通
の
国
」（
戦
争
の
で
き
る
国
）

に
し
た
い
と
す
る
問
題
点
で
す
。

憲  法 
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現
憲
法

第
九
条

�
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
。

自
民
党
案

（
自
衛
軍
）

第
九
条
の
二
　
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並

び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る

た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
を
最
高
指
揮
権

者
と
す
る
自
衛
軍
を
保
持
す
る
。

２
　
自
衛
軍
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
任

務
を
遂
行
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
に

つ
き
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
会
の
承
認
そ
の
他
の
統
制
に
服
す

る
。

３
　
自
衛
軍
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

任
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
活
動
の
ほ

か
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
を
確
保
す
る

た
め
に
国
際
的
に
協
調
し
て
行
わ
れ
る

活
動
及
び
緊
急
事
態
に
お
け
る
公
の
秩

序
を
維
持
し
、
又
は
国
民
の
生
命
若
し

く
は
自
由
を
守
る
た
め
の
活
動
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
自

衛
軍
の
組
織
及
び
統
制
に
関
す
る
事
項

は
、
法
律
で
定
め
る
。

を
ア
メ
リ
カ
の
補
助
軍
隊
と
し
て
海
外
に

派
兵
し
た
い
と
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
可
能
と
す
る
「
集
団
的
自
衛
権
」

と
は
、
本
来
「
他
国
防
衛
権
」
を
意
味
す

る
も
の
で
、
自
衛
権
と
は
全
く
別
の
国
際

法
上
の
権
限
で
す
。
こ
れ
を
、「
自
衛
権
」

の
中
に
含
む
も
の
と
し
、
国
民
の
抵
抗
が

強
い
か
ら
、
憲
法
に
書
か
ず
、
法
律
で
処

理
す
る
（
国
会
の
過
半
数
）
と
す
る
の
は
、

工
作
以
上
の
「
ご
ま
か
し
」
そ
の
も
の
で

す
。
こ
の
こ
と
は
、
民
主
党
の
考
え
も
同

じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
な
ら

民
主
党
に
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
自
民
党
案
の
根
底
に
あ
る
第
二
の
大

き
な
問
題
は
、「
集
団
的
自
衛
権
を
保
持

す
る
こ
と
」
を
憲
法
上
明
記
せ
ず
、
削
除

し
、
法
律
事
項
に
落
と
し
て
処
理
す
る
と

の
問
題
点
で
す
。

自
民
党
の
役
職
者
の
中
に
は
、
今
回
新

憲
法
案
を
発
表
す
る
の
を
、
こ
れ
ま
で
の

よ
う
に
「
ウ
ソ
を
つ
く
の
は
止
め
よ
う
と

言
う
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
、
改
憲
の
理
由

づ
け
に
使
っ
て
い
る
者
が
い
ま
す
。
し
か

し
、
今
回
の
自
民
党
案
に
は
、
こ
の
よ
う

に
、
な
お
多
く
の
「
ご
ま
か
し
」、
そ
れ

も
大
き
な
「
ご
ま
か
し
」
が
使
わ
れ
て
い

る
の
で
す
。

だ
、
と
言
い
逃
れ
を
し
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
軍
隊
と
な
れ
ば
、
軍
隊
は
も
と
も

と
戦
う
た
め
の
軍
事
力
で
す
か
ら
、
そ
れ

は
「
自
衛
の
た
め
」「
専
守
防
衛
の
た
め
」

の
も
の
で
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
当
然
に
、

戦
闘
行
為
を
行
う
こ
と
に
な
り
、「
交
戦

で
き
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
く
に
、

今
回
の
自
民
党
案
九
条
の
二
の
よ
う
に
、

海
外
派
兵
が
で
き
る
場
合
を
憲
法
に
明
記

し
た
う
え
に
、「
国
際
的
に
強
調
し
て
行

わ
れ
る
活
動
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
言
葉

で
海
外
派
兵
を
認
め
る
の
は
、
あ
と
は
法

律
（
安
全
保
障
基
本
法
な
ど
）
さ
え
作
れ

ば
、
政
府
が
必
要
な
ら
「
海
外
の
ど
こ
へ

で
も
出
兵
で
き
る
」、
そ
し
て
「
武
力
行

使
は
で
き
る
」
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
今

ま
で
自
衛
隊
は
専
守
防
衛
部
隊
だ
か
ら

「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
で
き
な
い
」

「
国
連
決
議
が
あ
っ
て
も
、
武
力
行
使
を

伴
う
海
外
活
動
は
で
き
な
い
」
と
言
明
し

て
き
た
の
と
は
全
く
異
な
る
事
態
が
現
出

し
て
行
き
ま
す
。

四
　
今
度
は
、
自
民
党
案
に

「
ご
ま
か
し
は
な
い
の
？
」

今
回
改
憲
の
主
目
的
は
、
日
本
の
軍
隊

三
　
自
民
党
案
は
、「
い
ま
頃
、
軍
隊
を

持
っ
て
、
何
を
し
た
い
の
？
」

い
ま
、
自
民
党
案
に
は
、
こ
の
よ
う
な

疑
問
が
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、

自
民
党
案
は
、
憲
法
九
条
第
一
項
は
残
し
、

他
方
で
軍
隊
に
自
衛
を
付
け
て
、
国
防
軍

と
言
わ
ず
「
自
衛
軍
を
保
持
す
る
」
と
、

名
付
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、「
自
衛
軍
」
と
名
付
け
て
も
、

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
自
衛
隊
と
は
全
く
違

う
「
軍
隊
」
そ
の
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で

の
自
衛
隊
と
同
じ
だ
、
と
国
民
に
印
象
づ

け
た
い
た
め
の
「
ご
ま
か
し
」
と
「
工
作
」

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
憲
法

九
条
第
一
項
を
そ
の
ま
ま
残
す
の
も
同
じ

「
工
作
」
で
す
。
第
一
項
と
一
体
の
第
二

項
を
は
ず
し
、
ま
た
積
極
的
に
「
国
際
協

調
で
派
兵
で
き
る
」
軍
隊
を
持
つ
と
な
れ

ば
、
第
一
項
は
宙
に
浮
い
た
空
文
と
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
事
実
、
不
戦
条
約
や
、
国

連
憲
章
で
同
趣
旨
の
も
の
が
あ
っ
て
も
、

日
本
や
ア
メ
リ
カ
は
先
制
攻
撃
で
こ
れ
を

破
っ
て
き
た
例
を
も
つ
か
ら
で
す
。

そ
の
う
え
、
政
府
は
こ
れ
ま
で
、
国
会

な
ど
で
自
衛
隊
は
軍
隊
で
な
く
、
戦
力
で

あ
っ
て
も
専
守
防
衛
の
た
め
だ
か
ら
合
憲
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責
任
と
義
務
が
伴
う
「
自
由
と
権

利
」
っ
て
、
一
体
何
の
こ
と
？

自
民
党
新
憲
法
案
は
、
憲
法
が
人
権

を
保
障
し
て
い
る
一
番
大
切
な
憲
法
一
二

条
に
、
大
修
正
を
加
え
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
す
べ
て
の
自
由
と
権
利
は
常
に
「
責

任
と
義
務
」
が
伴
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
で
は
、
も
と
も
と
、
自
由
と
権
利
を

保
障
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
憲
法
の
立

憲
主
義
の
本
質
と
立
場
を
投
げ
棄
て
る
も

の
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
現
在
の
憲
法
が
「
自
由
と
権
利
は
、

公
共
の
福
祉
の
た
め
に
利
用
す
る
責
任
を

負
う
」
と
し
て
い
る
の
が
、
自
由
と
権
利

の
衝
突
が
あ
っ
た
場
合
の
調
整
機
能
の
役

割
、
す
な
わ
ち
権
利
レ
ベ
ル
の
権
利
調
整

に
対
す
る
配
慮
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
は

る
か
に
超
え
て
、「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」

と
い
う
、
国
の
側
か
ら
す
る
上
か
ら
の
制

限
が
で
き
る
規
定
を
導
入
し
、
国
民
一
人

ひ
と
り
が
も
つ
自
由
と
権
利
と
そ
の
行
使

を
、
内
心
か
ら
も
、
外
部
か
ら
も
抑
制
で

き
る
道
具
に
使
お
う
と
し
て
い
ま
す
。

自
民
党
案
が
狙
っ
て
い
る
国
民
の
「
責

任
と
義
務
」
の
第
一
の
も
の
は
、
新
た
に

軍
隊
を
保
持
す
る
こ
と
か
ら
、「
国
防
の

義
務
」
に
あ
る
の
は
明
ら
か
で
す
。
こ
れ

は
、
今
回
の
案
に
盛
る
こ
と
に
は
反
対
が

強
く
、
そ
の
形
の
ま
ま
で
は
日
の
目
を
み

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ね
ば
り
強

く
新
憲
法
案
の
前
文
中
に
、
工
作
ま
で
し

て
分
離
し
、「
国
や
社
会
を
自
ら
守
る
責

務
を
共
有
す
る
」
と
記
載
し
、
国
防
の
義

務
に
等
し
い
文
言
を
盛
っ
て
ま
で
、
次
回

の
憲
法
改
正
に
期
待
を
の
ぞ
か
せ
て
い
ま

す
。自

民
党
案
が
憲
法
の
立
憲
主
義
を
乱
暴

に
も
投
げ
棄
て
、
そ
の
う
え
で
人
権
保
障

の
章
を
義
務
と
責
任
に
逆
転
し
て
い
る
の

は
、
憲
法
九
条
の
恒
久
平
和
主
義
を
取
り

去
り
、
軍
隊
を
持
ち
、
自
由
に
海
外
に
派

兵
す
る
こ
と
の
で
き
る
国
を
つ
く
り
た
い

と
す
る
の
と
一
体
で
す
。
今
後
の
徴
兵
制

の
確
立
ま
で
視
野
に
入
れ
て
、
国
民
に

「
国
防
の
義
務
と
責
任
」
を
確
立
し
て
い

こ
う
と
す
れ
ば
、
今
の
中
か
ら
憲
法
の
人

権
保
障
の
基
本
の
骨
格
を
何
と
し
て
も
取

り
替
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

す
。し

た
が
っ
て
、
国
民
の
自
由
と
人
権
を

守
る
た
め
に
は
、
憲
法
九
条
を
守
り
、
変

え
さ
せ
な
い
こ
と
が
な
に
よ
り
も
大
切
で

日
本
の
憲
法
を
は
じ
め
近
代
憲
法
は
、
国
が
権
限
（
立
法
・
行
政
・
司
法
）
を
乱
用
す

る
の
を
制
限
す
る
た
め
の
法
典
と
し
て
、
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
憲
法
は
、

と
り
も
直
さ
ず
、
国
民
の
権
利
保
障
の
最
高
法
規
な
の
で
す
。
そ
れ
を
「
立
憲
主
義
」
と

い
い
ま
す
。

し
か
し
、
今
回
の
自
民
党
案
は
、
こ
れ
と
正
反
対
に
、
憲
法
を
国
民
の
自
由
と
権
利
を

大
幅
に
制
限
す
る
内
容
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
同
時
に
、「
新
し
い
人
権
」
を

取
り
入
れ
た
と
し
ま
す
が
、
新
し
い
「
人
権
」
と
い
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
、
何
の
た
め
に
、
憲
法
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

QA 軍
隊
の
保
持
と
海
外
派
兵
こ
そ
、
新
し
い
人
権
の
最
大
の
破
壊
者
で

軍
隊
の
保
持
と
海
外
派
兵
こ
そ
、
新
し
い
人
権
の
最
大
の
破
壊
者
で
あ
る
あ
る 

軍
隊
の
保
持
と
海
外
派
兵
こ
そ
、
新
し
い
人
権
の
最
大
の
破
壊
者
で
あ
る 

自民党新憲法案は自民党新憲法案は、 自民党新憲法案は、 
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明
党
を
改
憲
側
に
引
き
入
れ
る
た
め
に
、

「
新
し
い
人
権
」
を
改
憲
案
に
盛
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

「
人
権
」
と
は
、
ま
と
も
な
国
民
の
権
利

と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
ず
、「
知
る
権
利
」
で
す
が
、
自
民

党
案
は
国
の
「
説
明
義
務
」
と
し
て
規
定

し
て
い
る
だ
け
で
、
国
民
の
側
か
ら
の

「
知
る
権
利
」
を
規
定
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
（
二
一
条
の
二
）。

ま
た
、「
環
境
権
」
で
す
が
、
国
は
環

境
保
全
に
「
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
す
る
だ
け
で
、
国
民
の
人
権
と
し
て
環

境
権
を
規
定
し
て
い
ま
せ
ん
（
二
五
条
の

二
）。さ

ら
に
、「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」

に
つ
い
て
も
、
個
人
情
報
の
保
護
を
規
定

し
た
だ
け
で
、
個
人
の
尊
厳
を
守
る
こ
と

を
基
本
と
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と

し
て
規
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

（
一
九
条
の
二
）。

こ
の
よ
う
に
自
民
党
案
は
掛
け
声
と
反

対
に
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
人
権
と
ま
で
し

て
い
な
い
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
も

と
も
と
、
改
憲
の
中
心
が
「
軍
隊
を
保
持

す
る
」、「
ど
こ
へ
で
も
派
兵
で
き
る
」
こ

と
に
あ
る
以
上
、
国
民
の
知
る
権
利
、
環

境
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
な
ど
は
保
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が
個
人
の
尊
厳
と
基
本
的
人
権
よ
り
も
優

先
す
る
原
理
と
し
て
使
わ
れ
て
い
く
こ
と

だ
け
は
、
確
か
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
理
由
か
ら
、
自
民
党
が
公
益
及
び

公
の
秩
序
の
中
に
あ
っ
て
、
一
番
公
の
価

値
が
高
い
も
の
と
考
え
て
い
る
の
は
「
軍

事
の
体
制
」
で
あ
り
、
次
い
で
「
治
安
の

体
制
」
で
す
。
改
憲
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、

防
衛
庁
を
昇
格
さ
せ
て
「
防
衛
省
」
に
し

て
い
く
動
き
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
自
治
省
を
内
務
省
化
し
て
い
く
動
き

も
強
ま
る
で
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
も
、
憲
法
九

条
を
守
り
、
変
え
さ
せ
な
い
こ
と
が
人
権

保
障
の
基
本
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、「
個

人
」
の
「
尊
厳
」
と
「
基
本
的
人
権
の
尊

重
」
全
体
を
自
民
党
案
の
よ
う
に
逆
立
ち

さ
せ
な
い
最
も
大
切
な
点
な
の
で
す
。

新
し
い
人
権
っ
て
、

本
当
に
入
っ
た
の
？

民
主
党
と
公
明
党
は
、
憲
法
に
は
国

民
の
「
知
る
権
利
」「
環
境
権
」「
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
権
利
」
な
ど
の
明
文
が
な
い
こ

と
を
も
っ
て
、
憲
法
に
改
正
を
要
す
る
不

足
な
点
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
自
民
党

案
は
こ
の
点
を
と
ら
え
て
、
民
主
党
と
公

QA

護
し
た
く
な
い
、
む
し
ろ
侵
害
し
た
い
対

象
そ
の
も
の
で
す
。

戦
争
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
軍
事
基
地

を
つ
く
ら
な
い
こ
と
こ
そ
が
環
境
を
保
全

す
る
第
一
歩
で
あ
り
、
基
本
的
な
問
題
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
ま
た
、
軍
事

に
関
す
る
種
々
の
機
密
を
つ
く
ら
な
い
こ

と
が
国
民
の
知
る
権
利
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
権
利
を
守
る
第
一
歩
で
あ
り
、
基
本

的
に
必
要
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
す
。

軍
事
に
関
し
種
々
の
機
密
を
つ
く
り
、
ま

た
拡
大
す
る
こ
と
が
国
民
の
知
る
権
利
と

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
基
本
か
ら
侵
害

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
す
。

こ
れ
ら
の
新
し
い
人
権
は
、
現
在
の
憲

法
に
条
文
を
も
っ
て
明
記
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
と
学
説
な
ど
に

よ
っ
て
、
現
在
で
も
憲
法
一
三
条
が
保
障

し
て
い
る
「
幸
福
追
求
権
」
に
含
ま
れ
る

も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
基
本
的
人
権

と
し
て
の
立
場
が
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
上
明
記
さ
れ
て

い
な
く
て
も
、
憲
法
は
こ
れ
ら
の
新
し
い

人
権
を
保
障
し
て
お
り
、
条
文
が
な
い
こ

と
を
理
由
に
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
む
し
ろ
危
険
な
「
ご
ま
か
し
」

で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

QA す
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、「
平
和
こ
そ
人

権
保
障
の
最
高
の
砦
で
あ
る
」
と
の
言
葉

を
、
実
証
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
す
。

「
公
益
」
と
か
「
公
の
秩
序
」
っ
て
、

何
の
こ
と
？
　
何
が
言
い
た
い
の
？

世
の
中
の
「
も
の
」
に
は
、
公
の
性

質
の
も
の
と
、
私
の
性
質
の
も
の
と
が
あ

っ
て
、
前
者
を
公
益
、
後
者
を
私
益
と
言

っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
財
団
法
人
な

ど
公
益
的
な
目
的
で
設
立
し
た
も
の
は
、

儲
け
仕
事
は
で
き
な
い
建
前
と
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
何
が
公
益
で
あ
り
、
何

が
私
益
に
属
す
る
か
は
性
質
上
の
区
分
と

な
る
基
本
自
体
が
明
確
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
理
は
、「
公
の
秩
序
」
に
つ
い

て
も
同
様
で
す
。
公
益
と
は
別
に
私
益
の

集
合
し
た
も
の
に
「
公
共
性
」
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
私
益
の
集
合
体
で
あ
り
、

「
公
共
性
」
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
公

の
秩
序
」
に
含
ま
れ
る
と
し
た
ら
、
大
変

で
す
。

結
局
、「
公
益
」
と
か
、「
公
の
秩
序
」

と
か
言
っ
て
も
、
公
の
価
値
の
高
い
も
の

を
指
す
こ
と
し
か
区
別
で
き
ま
せ
ん
が
、

自
民
党
案
で
は
「
国
益
」
と
「
国
家
秩
序
」



は
憲
法
の
生
命
と
同
じ
で
、
ど
れ
一
つ
と
し

て
改
正
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
立
場

を
と
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
憲
法
「
改

正
」
の
限
界
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
行
う

こ
と
は
現
憲
法
の
生
命
を
絶
つ
の
と
同
じ
で

あ
り
、
そ
れ
は
革
命
的
行
為
だ
と
し
て
い
る

の
で
す
。

こ
の
た
め
、
自
民
党
は
一
方
で
、
条
文

上
で
は
全
条
文
を
改
め
る「
新
憲
法
の
制
定
」

だ
と
言
い
、
他
方
で
は
革
命
だ
と
言
え
な
い

こ
と
か
ら
、
憲
法
九
六
条
の
改
正
手
続
き
に

よ
っ
て
「
改
正
」
す
る
と
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
結
果
、
自
民
党
案
は
二
枚
舌
と
同
じ
で

自
民
党
案
は
な
ん
で
「
新
憲
法
」

な
の
？
な
ぜ
「
憲
法
改
正
案
」
と

言
わ
な
い
の
？

憲
法
は
、
三
つ
の
理
念
、
す
な
わ
ち

�
国
家
主
権
、
�
恒
久
平
和
主
義
、
そ
し

て
�
基
本
的
人
権
の
尊
重
主
義
を
か
か
げ
、

そ
の
い
ず
れ
も
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、

「
こ
の
憲
法
は
か
か
る
原
理
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
」
と
守
る
べ
き
基
本
を
宣
言
し
て
い

ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
類
普
遍
の
原
理

す
が
、
本
音
を
言
え
ば
憲
法
九
六
条
「
改
正

手
続
き
」
に
す
が
っ
て
改
正
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
憲
法
が
定
め
る
改
正
手
続
き

に
す
が
る
な
ら
、
自
民
党
新
憲
法
案
は
九
条

改
正
の
点
だ
け
で
も
、「
恒
久
平
和
主
義
」

を
失
わ
さ
せ
る
点
で
「
改
正
の
限
界
」
を
超

え
て
お
り
、
自
民
党
案
の
改
正
手
続
き
の
利

用
は
乱
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

自
民
党
案
の
改
正
手
続
き
は
、

現
憲
法
と
ど
こ
が
違
う
の
？

自
民
党
案
の
改
正
条
文
は
、
次
の
二

点
で
憲
法
の
改
正
手
続
き
を
大
き
く
変
更
す

る
も
の
で
す
。

そ
の
一
つ
は
、
憲
法
改
正
の
発
議
を
す

る
に
は
、
現
在
の
憲
法
で
は
衆
議
院
と
参
議

院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
議
院
に
お
い
て
「
三
分
の

二
」
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
回
の
自
民
党
案

で
は
、
�
衆
議
院
で
も
参
議
院
で
も
「
片

東京北法律事務所
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自
民
党
が
新
憲
法
案
を
つ
く
る
過
程
で
、
憲
法
九
条
の
改
正
と
並
ん
で
、
重
視
し
て
き
た

の
は
九
六
条
憲
法
改
正
条
項
の
条
件
を
緩
和
す
る
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
、
議
論
の
過
程
で
、

本
来
の
自
民
党
「
ら
し
さ
」
を
一
気
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
悟
り
、
数
回
に
分
け
て
改
正

し
て
い
く
方
針
を
決
め
、
今
回
の
重
点
を
財
界
が
一
致
し
て
主
張
し
て
い
る
、
憲
法
九
条
と
九

六
条
の
改
正
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
決
め
た
か
ら
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
改
憲
を
今
後
何
回
に
も
分
け
て
行
う
と
す
る
と
、
憲
法
の
改
正
手
続
き
を

緩
く
し
て
お
く
こ
と
が
最
も
大
切
な
改
正
の
一
つ
に
な
る
、
と
し
て
い
る
の
で
す
。

自
民
党
案
で
は
、
今
後
の
憲
法
改
正
手
続
き
を
ど
の
よ
う
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
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の
決
議
は
過
半
数
で
よ
い
、
が
そ
の
内
容
内
容 

国
会
の
発
議
は
衆
議
院
だ
け
で
可
能
、 

　
　
　
　
　
　
　
し
か
も
両
院
の
決
議
は
過
半
数
で
よ
い
、
が
そ
の
内
容 
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こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
憲
法

九
条
の
恒
久
平
和
主
義
は
、
今
日
で
は
、

単
な
る
理
想
で
な
く
現
実
の
も
の
と
し

て
、
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
平
和
に
寄
与

し
て
き
た
の
と
同
時
に
、
世
界
平
和
の

達
成
指
針
と
し
て
、
こ
の
途
を
拡
げ
て

い
こ
う
と
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
平
和
こ
そ
、
人
権
保
障
の
砦

で
あ
る
」
と
の
格
言
が
、
日
本
の
い
ま

に
、
強
く
響
い
て
い
ま
す
。
民
主
主
義
と
は

個
人
の
尊
厳
の
う
え
に
成
り
立
つ
も
の
で

す
。
戦
争
と
戦
災
の
悲
惨
さ
を
直
視
し
、
そ

の
う
え
に
憲
法
九
条
と
前
文
で
、
恒
久
平
和

を
世
界
に
呼
び
か
け
、
そ
の
も
と
で
民
主
主

義
国
家
の
確
立
を
宣
言
し
た
日
本
国
憲
法

は
、
断
じ
て
消
し
去
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
ま
す
。
そ
し
て
、
国
連
憲
章
が
、
ア
メ
リ

カ
の
イ
ラ
ク
先
制
攻
撃
で
破
ら
れ
、
今
後
無

東京北法律事務所
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憲
法
九
条
を
変
え
れ
ば
、

日
本
は
戦
争
を
し
に
海
外
へ
派
兵
し
、

再
び
軍
国
化
の
道
を
歩
み
ま
す

の
も
と
に
あ
る
衆
議
院
を
重
視
し
、
参
議
院

の
抵
抗
を
排
除
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で

す
が
、
国
会
軽
視
、
と
く
に
参
議
院
の
軽
視

が
憲
法
改
正
手
続
き
に
も
現
わ
れ
て
い
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

憲
法
改
正
発
議
に
三
分
の
二
は
、

国
際
的
に
も
重
す
ぎ
る
の
？

現
憲
法
と
同
じ
く
、
三
分
の
二
の
議

決
で
議
会
が
発
議
す
る
憲
法
は
、
他
に
も
多

方
の
議
院
で
発
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ

と
、
�
そ
の
発
議
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
議
院
で
「
過
半
数
の
賛
成
が
あ
れ
ば
」、

国
会
の
議
決
と
し
て
国
民
に
提
案
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
す
る
、
の
二
点
で
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
一
方
の
議
院
で
、
し

か
も
過
半
数
の
議
決
で
発
議
で
き
る
こ
と
に

変
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
の
議
院
は
、
こ
れ

に
対
し
単
に
承
認
す
る
議
決
だ
け
に
落
と
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
実
際
的
に
は
、
小
選
挙
区
制

く
あ
り
、
重
す
ぎ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
憲
法
改
正
発
議
に

は
、
上
下
両
院
の
三
分
の
二
が
必
要
で
す
。

韓
国
で
も
、
憲
法
改
正
の
議
決
に
は
議
員
の

三
分
の
二
の
賛
成
が
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

む
し
ろ
、
過
半
数
で
よ
い
と
す
る
こ
と

は
、
時
の
政
権
党
（
多
数
派
）
が
憲
法
改
正

を
人
気
取
り
に
使
う
弊
害
も
予
想
さ
れ
、
国

会
の
発
議
に
三
分
の
二
の
多
数
が
必
要
と
す

る
こ
と
は
国
政
の
安
定
に
寄
与
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

力
と
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
今
日
、
世
界
平

和
達
成
の
具
体
的
方
策
、
す
な
わ
ち
「
軍
備

を
持
た
な
い
」「
戦
闘
は
行
わ
な
い
」
こ
と

を
憲
法
の
条
文
に
掲
げ
た
日
本
国
憲
法
は
、

憲
章
を
超
え
て
、
正
に
世
界
平
和
の
航
路
を

照
ら
す
灯
台
で
す
。

自
民
党
が
新
憲
法
草
案
を
発
表
し
て
も
、

今
後
民
主
党
と
公
明
党
の
改
正
案
の
出
方
を

待
っ
て
統
一
し
た
法
案
化
を
め
ざ
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。

ま
た
そ
の
後
に
も
、
衆
・
参
の
各
議
員
で
三

分
の
二
以
上
の
賛
成
を
得
て
、
統
一
発
議
案

を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
最
後
に
は
、
国
民
投
票
で
国
民
か
ら
過
半

数
以
上
の
賛
成
を
得
る
こ
と
が
最
大
の
困
難

む
す
び

自
民
党
案第

九
章
　
改
正

第
九
十
六
条
　
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
衆
議
院
又

は
参
議
院
の
議
員
の
発
議
に
基
づ
き
、
各
議

院
の
総
議
員
の
過
半
数
の
賛
成
で
国
会
が
議

決
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
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
数
の
賛

成
を
必
要
と
す
る
。

2

憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
経
た
と

き
は
、
天
皇
は
、
国
民
の
名
で
、
こ
の
憲
法

と
一
体
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
憲
法

改
正
を
公
布
す
る
。

と
し
て
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。
新
聞
各

社
の
世
論
調
査
で
も
、
憲
法
九
条
を
変

え
る
こ
と
に
は
反
対
が
六
○
パ
ー
セ
ン

ト
前
後
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
ま

す
。皆

さ
ん
。
今
か
ら
で
も
十
分
間
に
合

い
ま
す
。「
憲
法
九
条
を
守
る
」
会
と
輪

を
全
国
に
広
げ
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

九
条
と
前
文
の
大
切
さ
を
回
り
の
方
々

に
知
っ
て
い
た
だ
く
活
動
を
広
げ
ま
し

ょ
う
。
こ
れ
が
で
き
れ
ば
、
憲
法
九
条

は
必
ず
守
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
、
が
ん
ば
ろ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
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四
月
一
四
日
、「
危
険
な
『
憲
法
改
正
国
民

投
票
法
案
』
の
上
程
」
と
題
す
る
学
習
会
を
開

催
し
ま
し
た
。
こ
の
学
習
会
に
よ
り
、
こ
の
法

案
が
、未
だ
憲
法
改
正
案
す
ら
出
来
て
お
ら
ず
、

国
民
が
そ
の
内
容
を
十
分
理
解
で
き
な
い
う
ち

に
、
手
続
の
み
を
こ
っ
そ
り
先
に
決
め
て
し
ま

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
、
国

民
の
運
動
や
マ
ス
コ
ミ
を
規
制
す
る
問
題
の
あ

る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。七

月
六
日
、「
憲
法
九
条
は
、
な
ぜ
人
類
が

到
達
し
た
平
和
の
最
高
指
針
な
の
か
」
と
題
す

る
学
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
学
習
会
で

は
、
九
条
の
制
定
に
よ
り
、
侵
略
戦
争
を
繰
り

返
し
て
い
た
日
本
が
国
際
社
会
の
信
頼
を
得

て
、
早
期
に
主
権
を
回
復
で
き
た
こ
と
、
し
か

も
、
特
に
九
条
第
二
項
（
戦
力
の
不
保
持
・
交

戦
権
の
否
認
）
が
、
現
在
国
際
的
に
大
き
く
評

価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

三
　
反
対
の
声
を
広
げ
よ
う

い
ず
れ
の
講
演
会
・
学
習
会

に
お
い
て
も
、
出
席
者
か
ら
活

発
な
質
問
・
意
見
が
あ
り
、
皆

様
の
関
心
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ

反
対
の
声
は
十
分
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
皆
様
一
人
一
人
が
反
対

の
声
を
周
囲
に
広
げ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

言
い
ま
す
。

だ
か
ら
、「
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
」

な
ど
と
言
っ
て
憲
法
「
改
正
」
を
正
当

化
す
る
こ
と
は
議
論
の
す
り
か
え
な
の

で
す
。
憲
法
を
「
改
正
」
し
な
く
て
も
、

海
外
派
兵
（
後
方
支
援
で
は
あ
り
ま
す

が
）
ま
で
は
で
き
た
の
で
す
。
で
き
な

い
こ
と
は
、
海
外
で
自
衛
隊
が
直
接
の

武
力
行
使
を
し
て
、
人
を
殺
す
こ
と
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
「
九
条
の
会
」
は
、

自
衛
隊
や
在
日
米
軍
が
日
本
の
安
全
の

た
め
に
必
要
だ
と
考
え
る
人
も
含
め

て
、
海
外
で
の
直
接
的
な
武
力
行
使
は

認
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
致
点
に
し

て
、
運
動
を
ひ
ろ
げ
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

渡
辺
治
氏
の
著
書
の
「
憲
法
『
改

正
』│
軍
事
大
国
化
・
構
造
改
革
か
ら

改
憲
へ
」（
旬
報
社
）
は
当
事
務
所
に

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
お
読
み
く

だ
さ
い
。

東京北法律事務所

昨
年
五
月
二
〇
日
、「
輝
け
憲
法
！
北
・
九
条
の
会
　
結
成
の
つ
ど
い
」
が
開
か

れ
、
渡
辺
治
氏
（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
、
政
治
学
・
日
本
政
治

史
）
が
講
演
し
ま
し
た
。
憲
法
九
条
「
改
正
」
の
ね
ら
い
を
明
ら
か
に
し
、「
九
条

の
会
」
が
何
を
一
致
点
と
す
べ
き
か
を
訴
え
た
も
の
で
し
た
。

一

会
の
発
足

憲
法
「
改
悪
」

の
動
き
が
、
そ
の

本
質
を
国
民
に
隠

し
た
ま
ま
急
速
に

進
ん
で
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
広
く

「
改
悪
」
の
情
報

を
伝
え
る
た
め
、

昨
年
一
月
二
七

日
、「
東
京
北
法

律
・
九
条
の
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

二
　
講
演
会
・
学
習
会
の
開
催

同
会
は
、
こ
れ
ま
で
講
演
会
・
学
習
会
を
三

回
開
催
し
て
き
ま
し
た
（
講
師
は
い
ず
れ
も
同

会
会
長
弁
護
士
　
生
忠
佑
）。
な
お
、
詳
細
は

当
事
務
所
Ｈ
Ｐ
に
載
っ
て
い
ま
す
。

一
月
二
七
日
、「
憲
法
『
改
正
』
の
本
音
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
」
と
題
す

る
講
演
を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
講
演
に
よ
り
、
憲
法

「
改
正
」
の
本
音
が
、
九
条
改

正
に
よ
り
軍
事
同
盟
（
日
米

安
保
条
約
）
を
含
む
自
衛
隊

を
持
つ
こ
と
を
公
認
し
、
か

つ
そ
れ
を
海
外
派
兵
で
き
る

よ
う
に
す
る
二
点
に
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

「
北
・
九
条
の
会
」
結
成
の
つ
ど
い
の
渡
辺
治
氏
の
講
演
よ
り 

「
九
条
の
会
」
の
一
致
点
は
？

「
九
条
の
会
」
の
一
致
点
は
？ 

「
九
条
の
会
」
の
一
致
点
は
？ 

東京北法律 九条の会 

～発足と活動の報告～ ～発足と活動の報告～ 

「
九
条
の
会
」
の
一
致
点
は
？ 

本
来
、
国
際
紛
争
解
決
の
手
段
は
、

時
間
が
か
か
っ
て
も
対
話
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。「
自
衛
の
た
め
」「
自
由
と
民
主

主
義
の
た
め
」
の
戦
争
で
あ
っ
て
も
、

罪
の
な
い
人
々
の
命
を
奪
い
、
憎
し
み

を
増
幅
し
紛
争
の
根
本
的
解
決
を
困
難

に
す
る
か
ら
で
す
。
も
っ
と
も
、
日
本

国
民
の
多
数
は
、
自
衛
隊
と
在
日
米
軍

の
お
か
げ
で
日
本
が
平
和
だ
っ
た
と
考

え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
考
え
た

と
し
て
も
、
日
本
は
す
で
に
ど
こ
の
国

か
ら
の
侵
略
に
も
備
え
ら
れ
る
十
分
な

軍
備
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
北
朝
鮮
や

中
国
が
攻
め
て
く
る
な
ど
と
い
う
こ
と

は
な
い
と
断
言
で
き
る
と
渡
辺
治
氏
は
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二
人
は
都
合
二
九
年
の
獄
中
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

の
事
件
で
は
、
二
人
と
犯
行
を
結

び
つ
け
る
物
証
は
何
も
な
い
。
素

手
で
室
内
の
物
色
を
し
た
は
ず
な
の

に
、
二
人
の
指
紋
は
な
い
。
加
え
て
、

今
回
の
再
審
で
は
、
毛
髪
も
な
か
っ
た

こ
と
が
判
明
し
た
。
唯
一
の
直
接
証
拠

で
あ
る
二
人
の
自
白
は
、
変
遷
と
食
い

違
い
（
二
人
の
間
の
）
が
顕
著
で
、
内

容
も
不
合
理
な
点
が
多
く
、
今
回
の
再

審
で
は
、
殺
害
、
物
色
そ
し
て
偽
装
工

作
に
関
す
る
自
白
が
死
体
の
客
観
的
所

見
と
も
現
場
の
客
観
的
状
況
と
も
一
致

し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に

こ

年
九
月
二
一
日
、
水
戸
地
方
裁
判

所
土
浦
支
部
は
、
え
ん
罪
・
布
川

事
件
の
元
被
告
・
桜
井
昌
司
さ
ん
と
杉

山
卓
男
さ
ん
に
対
し
、
再
審
を
開
始
す

る
と
の
決
定
を
下
し
た
。

城
県
の
利
根
川
沿
い
の
町
・
布
川

で
、
一
九
六
七
年
八
月
、
強
盗
殺

人
事
件
が
発
生
し
た
。
二
人
は
そ
の
年

の
一
〇
月
に
別
件
逮
捕
。
こ
の
事
件
の

犯
人
と
し
て
厳
し
く
追
及
さ
れ
、
ウ
ソ

の
自
白
に
追
い
込
ま
れ
る
。
こ
れ
を
根

拠
に
二
人
は
一
二
月
に
起
訴
。
公
判
で

は
一
貫
し
て
無
罪
を
主
張
し
た
が
、
一

九
七
八
年
一
〇
月
最
高
裁
の
上
告
棄
却

決
定
に
よ
り
、
無
期
懲
役
刑
が
確
定
し
、

茨 昨

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
自
白
を
支
え
る
と

さ
れ
て
い
た
目
撃
証
言
も
、
信
頼
性
に

欠
け
る
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、

土
浦
支
部
は
、
再
審
で
提
出
さ
れ
た
新

証
拠
と
確
定
審
の
旧
証
拠
を
総
合
評
価

す
れ
ば
、
有
罪
認
定
に
合
理
的
な
疑
い

あ
り
と
し
て
、
再
審
開
始
を
決
定
し
た

の
で
あ
る
。
逮
捕
か
ら
実
に
三
八
年
目

の
こ
と
で
あ
る
。

九
八
〇
年
半
ば
以
降
、
再
審
は

「
冬
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
、
再
審

請
求
は
棄
却
が
続
い
た
。
そ
う
し
た
流

れ
の
中
で
今
回
の
決
定
は
、
昨
年
の
横

浜
事
件
と
名
張
事
件
の
再
審
開
始
決
定

に
続
き
、
あ
ら
た
な
再
審
の
流
れ
を
作

り
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

こ
の
決
定
は
、
捜
査
官
の
取
調
や
確
定

審
の
事
実
認
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
と
く
に
証
拠

開
示
の
進
展
は
、
重
要
な
証
拠
が
未
提

出
の
ま
ま
眠
ら
さ
れ
て
い
た
確
定
裁
判

の
不
正
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
朝
日
新

聞
も
「
粗
雑
な
捜
査
と
そ
れ
を
追
認
し

た
裁
判
へ
の
怒
り
さ
え
う
か
が
わ
れ

る
」
と
述
べ
、
自
白
偏
重
、
供
述
証
拠

偏
重
の
捜
査
の
あ
り
方
に
警
鐘
を
鳴
ら

し
て
い
る
。

一

が
こ
の
事
件
と
出
会
っ
た
の
は
確

定
審
の
上
告
棄
却
決
定
が
あ
っ
た

一
九
七
八
年
、
司
法
修
習
生
の
と
き
で
、

私
は
そ
の
翌
年
一
九
七
九
年
、
弁
護
士

に
な
っ
て
東
京
北
法
律
事
務
所
に
入
所

し
た
。
以
後
在
所
し
た
一
八
年
も
含
め
、

こ
の
事
件
で
は
地
域
の
皆
さ
ん
に
は
多

く
の
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
。
今
日
の

成
果
も
、
こ
う
し
た
ご
支
援
の
た
ま
も

の
で
あ
る
。
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て

あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

察
官
は
不
当
に
も
即
時
抗
告
を
し

た
。
無
実
の
人
は
無
罪
に
。
そ
の

二
人
の
夢
が
か
な
う
よ
う
、
引
き
続
い

て
の
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ

る
。 検 私

再審・無罪を求めて、仲間とともに裁判所への
要請行動（向かって右 桜井さん、左 杉山さん）

再
審
開
始
決
定 

　      

弁
護
士
　

山
本
　
裕
夫 

（
元
北
法
律
事
務
所
所
属
） 

― 

三
八
年
目
の
真
実 
― 

布
川
事
件
弁
護
団
事
務
局
長 
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急
便
の
二
ト
ン
積
が
典
型
的
）
で

い
っ
き
に
デ
ィ
ー
ゼ
ル
化
が
進

み
、
一
九
七
四
年
に
は
た
っ
た

八
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
デ
ィ
ー
ゼ

ル
車
が
一
九
九
四
年
に
は
六
四
％

に
ま
で
激
増
。
ま
た
一
九
八
〇
年

に
は
三
〇
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
中

型
ト
ラ
ッ
ク
の
直
噴
式
（
副
室
式

よ
り
大
量
の
大
気
汚
染
物
質
を
排

出
）
が
一
九
八
九
年
に
九
二
％
に

激
増
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
調
査
研
究
に
よ
り
、
も
し
、

ガ
ソ
リ
ン
へ
の
転
換
が
可
能
な
中

小
型
ト
ラ
ッ
ク
（
四
ト
ン
積
以

下
）、
中
小
型
バ
ス
、
乗
用
車
が

ガ
ソ
リ
ン
車
で
あ
っ
た
と
す
る

と
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
、
バ
ス
が
デ

ィ
ー
ゼ
ル
の
ま
ま
で
も
、
東
京
都

内
の
自
動
車
か
ら
の
粒
子
状
物
質

の
七
五
％
を
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
が
判
明

し
ま
し
た
。
自
動
車

か
ら
の
汚
染
が
四
分

の
一
に
減
れ
ば
、
東

京
の
大
気
汚
染
公
害

は
た
ち
ど
こ
ろ
に
解

決
し
た
は
ず
で
す
。

東
京
大
気
汚
染
公
害
裁
判
は
一

九
九
六
年
の
第
一
次
訴
訟
が
提
起

さ
れ
、
第
五
次
訴
訟
ま
で
含
め
て

五
〇
〇
人
以
上
の
気
管
支
喘
息
な

ど
の
患
者
・
遺
族
が
、
デ
ィ
ー
ゼ

ル
車
を
つ
く
っ
て
き
た
ト
ヨ
タ
、

日
産
な
ど
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
七

社
と
、
道
路
管
理
者
（
国
・
東
京

都
・
首
都
高
速
道
路
公
団
）
を
被

告
と
し
て
、
損
害
賠
償
と
大
気
汚

染
物
質
の
排
出
差
止
を
求
め
て
た

た
か
っ
て
い
ま
す
。
争
点
の
一
つ

は
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
責
任
で

す
。オ

イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
円
高
不
況

に
よ
る
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
高
騰

で
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
売
上
げ
不

振
に
陥
っ
た
自
動
車
メ
ー
カ
ー

は
、
燃
費
が
よ
く
経
済
的
と
の
歌

い
文
句
で
、
小
型
ト
ラ
ッ
ク
、
乗

用
車
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル

化
と
中
型
ト
ラ
ッ
ク

の
直
噴
化
を
強
力
に

推
進
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
そ
れ
ま
で

ガ
ソ
リ
ン
車
だ
っ
た

小
型
ト
ラ
ッ
ク
（
宅

一
　
訴
訟
の
現
状

「
原
爆
症
」
と
は
原
爆
の
放
射
線
に
起

因
す
る
旨
国
か
ら
認
定
さ
れ
る
負
傷
又
は

疾
病
を
言
い
ま
す
。
こ
の
原
爆
症
認
定
申

請
却
下
処
分
の
取
消
な
ど
を
求
め
た
集
団

訴
訟
の
判
決
が
、
今
年
近
畿
、
広
島
な
ど

各
地
で
出
さ
れ
る
予
定
で
す
。

二
　
裁
判
の
特
徴

こ
の
裁
判
の
特
徴
の
一
つ
が
、
原
告
の

多
く
が
入
市
・
遠
距
離
被
爆
者
で
あ
る
こ

と
で
す
。
原
爆
炸
裂
時
に
広
島
・
長
崎
市

内
に
い
な
か
っ
た
者
は
、
た
と
え
直
後
に

市
内
に
入
っ
た
り
、「
黒
い
雨
」
を
浴
び

て
い
て
も
、
国
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ

ど
認
定
申
請
を
却
下
し
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
入
市
・
遠
距
離
被
爆

者
の
な
か
に
は
脱
毛
、
高
熱
と
い
っ
た
急

性
症
状
を
発
症
し
た
者
も
数
多
く
い
ま

す
。
し
か
も
、
専
門
的
知
見
と
し
て
も
、

入
市
・
遠
距
離
被
爆
者
は
「
黒
い
雨
」
や

微
粒
子
と
な
っ
た
残
留
放
射
能
を
呼
吸
な

ど
に
よ
り
体
内
に
取
り
込
み
、
継
続
的
に

放
射
線
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
が

ん
な
ど
の
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

国
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
や
専
門
的
知
見

を
無
視
し
、
被
爆
の
影
響
を
過
小
評
価
し

て
い
る
の
で
す
。

こ
の
裁
判
は
こ
の
よ
う
な
国
の
姿
勢
を

正
す
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
国
の

基
準
は
被
爆
者
自
身
の
デ
ー
タ
を
も
と
に

し
、
し
か
も
そ
の
デ
ー
タ
は
全
世
界
の
放

射
線
防
護
基
準
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
裁
判
は
原
爆
放
射
線
の
本
当
の

恐
ろ
し
さ
を
全
世
界
に
発
信
す
る
こ
と
に

も
な
る
の
で
す
。

三
　
核
兵
器
廃
絶
へ
の
思
い

こ
の
世
の
地
獄
を
味
わ
っ
た
被
爆
者
の

思
い
は
、
核
兵
器
の
廃
絶
で
す
。
し
か
し
、

被
爆
六
〇
年
た
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
一

向
に
実
現
さ

れ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
裁

判
に
よ
り
、

核
兵
器
廃
絶

へ
一
歩
で
も

二
歩
で
も
進

ま
せ
る
の
で

す
。

1974年 1979年 1984年 1989年 1994年 

8％ 

64％ 

53％ 

33％ 

16％ 

【小型トラック保有台数中の 
                    ディーゼル車割合】 

核
兵
器
廃
絶
へ
の
思
い 

原
爆
症
認
定

原
爆
症
認
定 

集
団
訴
訟

集
団
訴
訟 

原
爆
症
認
定 

集
団
訴
訟 

東京の大気汚染公害の原因は中小型トラックのディーゼル化・直噴化に
─東京大気汚染公害裁判へのご支援を─

東京の大気汚染公害の原因は中小型トラックのディーゼル化・直噴化に
─東京大気汚染公害裁判へのご支援を─
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憲
法
論
議
を
盛
り
上
げ
よ
う 

　 
  

つ
い
に
、
政
権
党
が
新
憲
法
草
案
を
発
表
し
、
改

憲
に
走
り
出
す
こ
と
を
宣
言
し
ま
し
た
。 

内
容
は
、
時
代
錯
誤
の
軍
事
大
国
化
を
め
ざ
す
も
の
で
す
が
、
社
会
の
中
に

こ
れ
を
受
け
容
れ
る
だ
け
の
地
盤
が
あ

る
と
考
え
る
こ
と
に
驚
き
を
覚
え
ま
す
。 

あ
と
、
数
年
で
、
国
民
投
票
の
時
が

く
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で

に
、
も
っ
と
「
九
条
の
会
」
を
広
げ
ま

し
ょ
う
。
そ
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

用
に
と
、
昨
年
に
次
い
で
事
務
所
「
ニ

ュ
ー
ス
」
の
特
集
号
を
制
作
し
ま
し
た
。

併
せ
て
ご
活
用
下
さ
い
。 

同
時
に
、
今
年
は
事
務
所
ビ
ル
の
新

築
が
待
っ
て
い
ま
す
。
来
年
は
晴
れ
の

新
事
務
所
で
お
会
い
で
き
れ
ば
と
、
思

っ
て
い
ま
す
。 

　
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

仮
事
務
所
に
移
転
し
ま
す 

　 
  

昨
年
は
、
北
区
に
あ
る
建
設
会
社
の

民
事
再
生
事
件
に
当
事
務
所
の
弁
護
士

三
人
と
㈱
第
一
経
理
の
税
理
士
さ
ん
た

ち
と
共
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
大
き
な
経
験
で
し
た
。 

さ
て
、
当
事
務
所
の
大
家
さ
ん
（
鳥
生
弁
護
士
）

の
ビ
ル
建
築
に
伴
い
、
今
年
は
仮
事
務
所
で
の
執
務

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
移
転
の
た
め
の
記
録
・

書
類
の
整
理
が
新
年
最
初
の
大
仕
事
で
す
。
移
転
に

伴
い
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
し
ば
ら
く
の
間
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

教
育
が
大
切 
 

数
年
前
青
木
弁
護
士
が
訪
れ
た
非
武
装
中
立
の
国
コ
ス
タ
リ
カ
。

「
ど
こ
か
の
国
に
武
力
行
使
さ
れ
な
い
か
不
安
で
は
？
」
の
質
問
に
、

ど
の
市
民
も
「
紛
争
が
起
き
な
い
た
め
に
話
合
い
が
大
切
」
「
軍
隊

を
持
た
な
い
か
ら
教
育
に
お
金
を
か
け
平
和
な
暮
ら
し
が
で
き
る
」

と
答
え
て
い
た
。
身
近
な
喧
嘩
や
暴
力
も
同
じ
。
自
分
の
気
持
ち
を

説
明
し
、
相
手
と
話
合
う
練

習
が
大
切
だ
と
思
う
。
軍
事

費
よ
り
教
育
費
に
。
殺
伐
と

し
た
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
度
に

思
う
。 

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。 

 

「
今
こ
そ
考
え
る
」 

   

現
在
は
米
自
治
領
と
な
っ

た
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
連
邦
テ

ニ
ア
ン
島
を
昨
年
七
月
に
訪

ね
た
。
美
し
い
青
い
海
に
囲

ま
れ
た
島
で
、
原
爆
搭
載
機

が
飛
び
立
っ
た
滑
走
路
を
見

た
。
日
本
兵
が
自
決
し
た
岬

も
見
た
。
断
崖
に
打
ち
付
け

る
波
が
戦
争
の
悲
劇
を
物
語

っ
て
い
た
。
　 

憲
法
で
戦
争
を
放
棄
し
、
安
全
と
生
存
の
保
持
を
誓
っ
た
日
本
人

に
と
っ
て
、
平
和
は
祈
り
の
対
象
で
し
か
な
く
な
り
、
紛
争
や
戦
争

を
正
面
か
ら
考
察
す
る
習
慣
を
失
っ
て
い
る
。
史
跡
め
ぐ
り
を
す
れ

ば
、
美
し
い
島
で
ほ
ん
の
半
世
紀
前
に
そ
れ
が
現
実
に
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
た
。
昔
あ
っ
た
戦
争
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
の

あ
る
今
日
だ
が
、
現
在
も
な
お
紛
争
が
起
こ
っ
て
い
る
諸
外
国
を
想

う
時
、
そ
れ
は
決
し
て
過
去
の
物
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

    

私事で恐縮ですが、昨年10月に結婚

をし、生涯の伴侶を得ました。皆様か

らのご祝福があったからか、結婚式当

日は晴天に恵まれ、晴れやかな気持ち

で式に臨むことができました。 

結婚前後から特に気になってきて

いることがあります。子どものことです。まだ私達に

は子どもはいませんが、将来子どもができたとき、そ

の環境はどうなっているのでしょうか。 

特に不安でならないことは、憲法九条改正問題です。

九条が改正され、日本が戦争をするようになるかもし

れないのです。子どものすぐ近くに殺し合いが存在す

るのです。自分の子どもが殺し合いをするかもしれな

いのです。死ぬかもしれないし、生き残っても一生加

害の責任に苦しむかもしれないのです。 

私は、弁護士という法律の専門家として、憲

法九条改正反対の先頭に立たなければなりませ

ん。結婚を機に気持ちを新たにして、九条改

正反対の声を大きくしていきたいと思います。 
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明けましておめでとうございます 

結婚の報告 

東京北法律事務所


