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今
の
日
本
国
憲
法
は
古
い
、
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
、
改
憲

を
主
張
す
る
人
た
ち
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
私
た

ち
は
憲
法
を
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
、
と
運
動
を
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
憲
法
は
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
。
改

憲
を
主
張
す
る
人
た
ち
を
説
得
し
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る
理
由
を
、

し
っ
か
り
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

第
一
九
回
合
宿
研
究
会
で
は
、
石
川
康
宏
さ
ん
か
ら
、「
社
会

福
祉
と
国
家
─
─
資
本
主
義
社
会
の
発
展
の
中
で
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
号
で
は
、
石
川
先
生
の
お

話
の
中
か
ら
、
社
会
権
の
成
り
立
ち
や
日
本
国
憲
法
の
意
義
に

つ
い
て
の
部
分
を
抜
粋
し
、「
な
ぜ
日
本
国
憲
法
を
守
ら
な
い
と

い
け
な
い
の
か
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
人
権
思
想
の
誕
生

「
人
権
」
と
い
う
考
え
方
は
、
封
建
制
を
打
倒
す
る
運
動

の
中
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
封
建
制
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
身

分
が
決
ま
っ
て
い
る
社
会
制
度
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
お

か
し
い
、
人
々
は
み
な
生
ま
れ
な
が
ら
に
平
等
で
あ
る
、
と

い
う
考
え
方
が
出
て
き
ま
す
。
典
型
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立

宣
言
や
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
で
す
。

そ
こ
で
宣
言
さ
れ
た
の
は
、
拷ご

う
も
ん問
さ
れ
な
い
自
由
、
身
体

を
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
、
思
想
信
条
の
自
由
、
経
済
活
動
の

自
由
と
い
っ
た
「
自
由
権
」
で
し
た
。
人
は
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
平
等
で
、
自
由
な
ん
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
。

な
ぜ
日
本
国
憲
法
を
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
か
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が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
自
由
権
の
発
展
と
同
時
に
急
激
に
発
展
し
た
資
本
主

義
社
会
の
も
と
、
労
働
者
は
奴
隷
と
は
ち
が
っ
て
身
分
・
人

身
的
な
自
由
は
え
ら
れ
た
も
の
の
、
賃
金
は
低
い
ま
ま
、
制

限
な
く
長
時
間
労
働
を
さ
せ
ら
れ
、
幼
い
子
ど
も
も
労
働
力

と
し
て
働
か
さ
れ
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
過
労
死
が
起
き

る
と
い
う
過
酷
な
状
況
に
置
か
れ
ま
し
た
。

■�「
自
由
だ
け
で
は
生
き
ら
れ
な
い
」
社
会
権
の
思
想
の
誕
生

そ
う
し
た
矛
盾
、
問
題
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
な
か
、
一
八

七
一
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
ほ
ん
の
二
、
三
か
月
で
し
た
が
、

労
働
者
が
政
権
を
に
ぎ
っ
た
瞬
間
が
あ
り
ま
し
た
（
パ
リ
・

コ
ミ
ュ
ー
ン
）。
ど
う
い
う
政
府
を
つ
く
ろ
う
か
と
考
え
て
、

「
自
由
だ
け
で
は
生
き
ら
れ
な
い
」
と
い
う
問
題
提
起
を
行

い
、
そ
し
て
、
万
人
の
教
育
と
最
低
生
活
は
、
国
家
が
保
障

す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
主
張
さ
れ
ま
す
。
公
的
保
障
の

原
点
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
人
」
と
は
、「
白
人
の
健
康
で

金
持
ち
の
男
」
と
い
う
制
約
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
で
す
か

ら
、
女
性
が
自
由
を
さ
け
ぶ
と
処
刑
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
は
ア

フ
リ
カ
へ
の
植
民
地
支
配
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、

黒
人
は
フ
ラ
ン
ス
の
い
う
「
人
」
の
枠
の
中
に
入
れ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。

■
経
済
活
動
の
自
由

こ
の
「
自
由
」
の
考
え
方
は
、
資
本
主
義
社
会
を
発
展
さ

せ
る
思
想
で
も
あ
り
ま
し
た
。
封
建
制
社
会
で
は
、
農
民
が

一
生
懸
命
つ
く
っ
た
も
の
を
、
権
力
が
う
ば
い
と
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
資
本
主
義
社
会
で
は
、
経
済
活
動
の
自
由
に

も
と
づ
き
「
自
分
が
つ
く
っ
た
も
の
は
自
分
の
も
の
」
で
あ

り
、
そ
れ
を
力
で
う
ば
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
思
想
が

か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
経
済
活
動
の
自
由
の
な
か
で
誰
も
が
自
由
に

モ
ノ
を
生
産
・
販
売
す
る
こ
と
で
、
み
ん
な
が
豊
か
な
生
活

間」って見られて周りから一歩引かれてみられる感じ。



福祉のひろば　2015－0337

自
由
放
任
の
経
済
活
動
を
制
限
し
な
い
と
人
は
生
き
ら
れ

な
い
、
だ
か
ら
公
的
保
障
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

が
、
い
の
ち
の
危
機
を
感
じ
る
労
働
者
の
運
動
か
ら
生
ま
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
労
働
者
の
生
き
る
権
利
を
国

家
が
保
障
す
る
政
治
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
か
た
ち
で
「
社

会
権
」
が
提
起
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

■
社
会
権
を
盛
り
込
ん
だ
現
代
憲
法
の
誕
生

一
九
一
九
年
、
社
会
権
を
盛
り
込
ん
だ
は
じ
め
て
の
憲
法

と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
に
書
か
れ
た
の
は
、
生
存
権
、
教
育
権
、
労
働
権
な
ど

で
す
。
労
働
権
と
は
、
資
本
の
自
由
の
も
と
で
、
労
働
時
間

に
際
限
が
な
く
死
ぬ
ま
で
働
か
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
規
制
の
な
か
で
労
働
す
る
権
利
で
す
。

原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
資
本
の
自
由
の
も
と
で
は
く
ら

せ
な
い
と
い
う
、
資
本
主
義
の
矛
盾
に
対
す
る
労
働
者
の
抵

抗
運
動
だ
っ
た
の
で
す
。

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
は
、
資
本
の

自
由
を
野
放
し
に
す
る
と
、
人
々
の

幸
福
な
生
活
は
保
障
さ
れ
な
い
た

め
、「
正
義
の
原
則
」
に
よ
っ
て
制

約
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
現
代
風
に
言
う
と
、
経

済
社
会
に
ル
ー
ル
を
与
え
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
発
想
が
、
二

〇
世
紀
前
半
に
出
て
き
て
い
ま
す
。

■
戦
争
へ
の
反
省

一
九
一
四
年
に
は
、
経
済
大
国
が
植
民
地
を
う
ば
い
あ
う

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃ぼ

っ
ぱ
つ発
し
、
二
〇
〇
〇
万
人
が
い
の
ち
を

落
と
し
ま
し
た
。
そ
の
反
省
に
た
ち
、
国
際
紛
争
の
解
決
を

武
力
に
た
よ
っ
て
は
い
け
な
い
と
、
一
九
二
〇
年
、
四
五
か

国
が
あ
つ
ま
っ
て
国
際
連
盟
を
つ
く
り
ま
し
た
。

一
九
二
八
年
に
は
、
国
際
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
こ

ワイマール憲法151条
　経済生活の秩序は、各人に人間に値する
生活を確保することを目的とし、正義の原
則に適合しなければならない。各人の経済
上の自由は、この限界内で保障される。

「憲法」って聞いてどう思う？若ものに聞きました 憲法の話をすると、「意識が高い人
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た
。
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
主
権
者
で
あ
る
天
皇
の

権
利
で
あ
っ
て
、
国
民
は
「
臣
民
」（
天
皇
の
家
来
）
と
し
て

の
み
登
場
し
ま
す
。

日
本
で
も
、
民
主
主
義
と
人
権
を
求
め
る
た
た
か
い
は
さ

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
あ
り
ま
し
た
が
、
自
由
権
を
勝
ち
と
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
、
戦
前
の
日
本
社
会

の
到
達
点
で
し
た
。

■
い
っ
き
に
世
界
最
先
端
の
現
代
憲
法
へ

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
を
軍
事
占
領

し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
五
大
改
革
指
令
を
出
し
ま
し
た
。
秘

密
警
察
の
廃
止
、
労
働
組
合
の
結
成
奨
励
、
婦
人
の
解
放
、

教
育
の
自
由
化
、
経
済
の
民
主
化
で
す
。
あ
わ
せ
て
、
民
主

的
な
憲
法
を
つ
く
る
よ
う
指
示
し
ま
す
が
、
当
時
の
日
本
政

府
が
つ
く
っ
た
草
案
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
と
な
ん
ら
変
わ

ら
な
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
四
六
年
に
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
（
連
合
国
軍
総
司
令
部
）
が
日
本
国
憲
法
の
草
案
を
つ
く

と
を
め
ざ
す
不
戦
条
約
も
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
、

一
九
三
〇
年
代
に
は
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
憲
法
に
、

「
戦
争
を
し
な
い
」
と
い
う
不
戦
条
項
が
書
き
込
ま
れ
ま
す
。

不
戦
条
項
は
、
日
本
国
憲
法
の
専
売
特
許
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
何
千
万
も
の
人
が
い
の
ち
を
落
と
す
よ
う
な
戦
争
は
し

て
は
い
け
な
い
と
い
う
結
論
に
、
世
界
が
い
た
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
各
国
の
憲
法
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

■
自
由
権
す
ら
な
か
っ
た
大
日
本
帝
国
憲
法

日
本
に
目
を
う
つ
す
と
、
日
本
に
は
明
治
時
代
の
大
日
本

帝
国
憲
法
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
つ
く
ら
れ
た
日
本
国

憲
法
の
二
つ
の
憲
法
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
大
日
本
帝
国
憲
法
に
は
、
国
民
の
自
由
権
は
ひ
と

つ
も
書
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治
時
代
に
は
「
わ
れ
わ
れ

に
権
利
を
保
障
せ
よ
」
と
い
う
自
由
民
権
運
動
が
起
こ
り
ま

す
。
で
す
が
、
明
治
政
府
は
こ
れ
ら
の
要
求
に
は
応
じ
ず
、

中
身
を
す
り
か
え
な
が
ら
大
日
本
帝
国
憲
法
を
つ
く
り
ま
し

で習ったけれど、授業も全然楽しくなかった。大学で、福祉の勉強をはじめて、25条とか大事なところだけ覚えた。
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「憲法」って聞いてどう思う？若ものに聞きました

り
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
、
人
権
は
永
久
の
権
利
だ
と
あ
り
、
自
由
権
の

ほ
か
に
社
会
権
（
生
存
権
、
教
育
権
、
労
働
権
）、
男
女
平
等
、

戦
争
の
放
棄
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
世
界
の
あ

ら
ゆ
る
先
進
的
な
と
り
く
み
を
内
包
し
た
、
世
界
最
先
端
の

憲
法
で
し
た
。

財
産
権
に
つ
い
て
も
、
第
二
九
条
の
二
に
「
財
産
権
の
内

容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
」
と
あ
り
ま
す
。

公
共
の
福
祉
を
破
壊
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
財
産
を
増
や
す

活
動
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
を
大
量
に
増
や
し
な
が
ら
、
自
分
だ
け
ゆ
た
か
に
な
れ

ば
い
い
と
い
う
考
え
方
は
お
か
し
い
と
い
う
内
容
が
、
日
本

国
憲
法
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

■
飛
躍
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
日
本
の
国
民

こ
う
し
て
歴
史
を
た
ど
る
と
、
日
本
国
憲
法
は
長
年
の
、

全
世
界
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
た
た
か
い
や
反
省
の
う
え
に
つ
く

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宙
に
浮
い

た
理
想
論
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
日
本
国

憲
法
九
七
条
に
も
書
か
れ
て
い
ま

す
。し

か
し
、
少
し
前
ま
で
自
由
権

さ
え
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
日

本
人
は
、
こ
の
飛
躍
に
つ
い
て
い

く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

勝
ち
と
っ
た
の
で
は
な
く
、「
与

え
ら
れ
た
」
憲
法
で
あ
る
こ
と
が

も
た
ら
し
た
問
題
で
す
。

日
本
人
が
権
利
を
う
ば
い
と
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
鈍
感

で
、
自
己
責
任
だ
と
言
わ
れ
る
と
、〝
そ
う
か
も
知
れ
な
い
〟

と
す
ぐ
に
思
っ
て
し
ま
う
弱
点
は
、
こ
こ
に
発
し
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

日本国憲法97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果で
あって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪
へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことので
きない永久の権利として信託されたものである。

大事やけど、難しいイメージ。中学や高校



福祉のひろば　2015－03 40

章
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
国
家

は
、
い
っ
こ
う
に
憲
法
ど
お
り
の
政
治
を
し
よ
う
と
し
ま
せ

ん
。
国
民
の
側
に
も
、
自
分
で
勝
ち
と
っ
た
も
の
で
な
い
た

め
に
、
国
に
憲
法
を
実
行
さ
せ
て
い
く
力
が
弱
い
と
い
う
問

題
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

■
支
配
層
と
国
民
の
力
関
係
の
な
か
で
動
く
政
治

戦
後
の
日
本
で
は
、
憲
法
ど
お
り
の
政
治
を
し
な
い
支
配

層
と
、
憲
法
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
運
動
の
ぶ
つ
か
り
合
い

の
な
か
で
、
政
治
が
動
い
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
岸
は

ア
メ
リ
カ
言
い
な
り
の
政
治
を
し
ま
し
た
が
、
一
方
で
一
九

五
〇
年
に
は
、
京
都
で
蜷に

な
が
わ川
府
政
が
誕
生
し
ま
す
。
京
都
府

庁
に
「
憲
法
を
暮
ら
し
に
生
か
そ
う
」
と
い
う
た
れ
幕
が
さ

げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
行
政
の
側
が
、
府
民
に
向
か
っ

て
憲
法
を
学
び
な
さ
い
、
と
学
習
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

そ
の
流
れ
は
、
全
国
に
広
が
り
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
に

は
、
国
民
の
四
〇
％
以
上
が
、
革
新
自
治
体
の
住
民
と
な
り

■
立
場
を
一
八
〇
度
変
え
た
ア
メ
リ
カ

当
時
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の
民
主
化
に
力
を
入
れ
た
の

は
、
そ
れ
が
連
合
国
の
合
意
だ
っ
た
か
ら
で
す
が
、
く
わ
え

て
ア
メ
リ
カ
の
な
か
で
民
主
的
な
社
会
の
発
展
を
求
め
る
勢

力
が
、
日
本
占
領
軍
の
な
か
に
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
米
ソ
の
冷
戦
が
深
刻
化
し
、
朝
鮮
半
島
が
南

北
に
分
断
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
で
社
会
主
義
化
の
動
き
が
強
く

な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
軍
事
拠
点
に
し
て
、
そ
の
変

化
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
日
本
国
憲
法
施
行

の
翌
一
九
四
八
年
に
は
も
う
、「
憲
法
九
条
を
変
え
ろ
」
と

日
本
に
要
請
し
、
態
度
を
一
八
〇
度
変
え
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
言
い
な
り
の
政
治
の
担
い
手
と
し

て
、
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
捕
ま
っ
て
い
た
岸き

し

信の
ぶ
す
け介
を
釈
放
し
、

日
本
の
政
治
を
任
せ
ま
し
た
。

憲
法
は
棚
上
げ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
い
文

たときに、「憲法」をつかって、自分たちの要求を国に示していくことができるのだと知った。
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ま
し
た
。
そ
う
し
た
国
民
の
圧
力
の
な
か
で
、
政
府
自
民
党

は
福
祉
に
力
を
入
れ
る
と
約
束
し
、「
福
祉
元
年
」を
か
か
げ
、

高
齢
者
医
療
の
無
料
化
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
社

会
運
動
の
圧
力
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
変
化
で
あ
り
、
国
民

の
一
歩
一
歩
の
成
熟
で
、
社
会
保
障
を
実
現
し
て
い
く
過
程

で
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
社
会
党
の
転
落
に
よ
っ
て
革
新
自
治
体

は
つ
ぶ
さ
れ
、
臨
調
行
革
で
福
祉
が
解
体
さ
れ
は
じ
め
ま

す
。
今
で
は
、
政
府
の
役
割
は
、
自
助
自
立
の
環
境
整
備
だ

と
言
い
出
し
て
い
ま
す
。
あ
き
ら
か
に
、「
社
会
権
」
を
捨

て
る
と
い
う
方
向
に
動
い
て
い
ま
す
。
自
民
党
の
改
憲
案
か

ら
も
、
そ
の
こ
と
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
え
ま
す
。

■
根
拠
に
対
す
る
確
信
を
も
つ

憲
法
の
条
文
を
学
ぶ
こ
と
は
大
切
で
す
が
、
憲
法
に
反
し

て
い
る
、
憲
法
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
だ
け
主
張

し
て
も
、
な
か
な
か
共
感
の
得
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
場
合
、「
な
ぜ
こ
れ
を
守
る
必
要
が
あ
る
の
か
」、

「
な
ぜ
こ
の
条
文
が
つ
く
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
、
日
本
国

憲
法
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
探
求
の
成
果
、
実
践
の
成
果
と

し
て
こ
れ
を
し
っ
か
り
語
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

生
存
権
を
国
が
保
障
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
一
九
世
紀

か
ら
あ
り
ま
し
た
。
非
正
規
雇
用
を
増
や
し
な
が
ら
自
分
だ

け
は
儲
け
る
、
と
い
う
考
え
方
は
ダ
メ
だ
と
い
う
問
題
意
識

は
、
す
で
に
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
あ
り
、
そ
れ
を
学
ん
だ
日

本
国
憲
法
に
も
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
戦
争
を
し
な
い
国

を
つ
く
る
努
力
は
、
そ
の
直
前
の
数
十
年
間
、
先
進
国
の
さ

ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
営
々
と
つ
み
か
さ
ね
て
き
た
も
の
で

す
。そ

う
い
う
世
界
の
高
み
を
整
理
し
た
も
の
が
日
本
国
憲
法

で
あ
っ
て
、
そ
の
憲
法
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
長
い
人

類
の
努
力
の
到
達
点
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
で
い
い
の
か
、
と
反
論
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
の
点
は
、
条
文
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
な
ぜ

自立支援法の違憲訴訟の勉強をし
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が
、
国
民
に
は
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

社
会
権
の
理
念
が
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
重
要
で
あ

り
、
そ
れ
が
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
社
会
や
政
治
を
つ
く

る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
確
信
を
も
て
る
と
こ
ろ
ま
で
、

市
民
の
政
治
的
な
教
養
が
成
熟
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
こ
の
成
熟
な
し
に
は
、
社
会
権
や
生
存
権
を
守
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
最
近
、
現
場
で
一
〇
〇
％
の
力
を
出
し
て
は
い
け
な

い
、
と
お
話
し
し
て
い
ま
す
。
現
場
の
努
力
だ
け
で
は
、
社

会
保
障
は
充
実
し
ま
せ
ん
。
社
会
保
障
を
充
実
さ
せ
る
た
め

に
は
、
政
治
を
変
え
る
こ
と
に
ふ
り
向
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

必
要
で
す
。「
現
場
で
疲ひ

へ
い弊
し
て
い
る
か
ら
、
政
治
の
こ
と

は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
は
、「
権
利
を
う
ば
わ
れ

て
い
く
こ
と
に
、
私
は
耐
え
し
の
び
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る

の
と
同
じ
で
す
。
政
治
を
変
え
る
た
め
の
と
り
く
み
に
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
知
力
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
条
文
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
理
由
を
学
ぶ
こ

と
で
確
信
で
き
る
も
の
で
す
。

■
日
本
国
憲
法
の
理
念
に
追
い
つ
く
取
り
組
み
を

そ
う
し
て
日
本
国
憲
法
の
歴
史
や
根
拠
を
学
ぶ
な
か
で
、

社
会
権
を
守
り
き
れ
る
か
ど
う
か
、
社
会
権
と
い
う
思
想
を

自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

ちがいることを知り、おどろいた。この人たちがいたから、今の「戦争しない国」としての日本があるんだ。
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福
祉
分
野
へ
の
民
間
企
業
参
入
の
研
究
に
つ
い
て
、
二
つ

の
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
福
祉
分
野
の
中
に
あ
る

民
間
企
業
が
担
っ
て
い
る
労
働
も
、
社
会
福
祉
法
人
が
担
っ

て
い
る
労
働
も
同
じ
「
サ
ー
ビ
ス
を
売
る
労
働
」
と
し
て
と

ら
え
る
研
究
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
社
会
福
祉
事
業
と
は
何

な
の
か
？　

と
い
う
こ
と
を
基
本
に
置
き
な
が
ら
、
民
間
企

業
が
担
っ
て
い
る
も
の
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い

う
角
度
か
ら
の
、
わ
れ
わ
れ
が
大
事
に
し
て
い
る
研
究
で

す
。
民
間
企
業
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
に
つ
い
て
、
公
的

な
統
計
資
料
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
労
働
が
行
わ
れ
て
い

て
、
働
く
労
働
者
は
何
を
思
っ
て
や
っ
て
い
る
の
か
、
と

い
っ
た
踏
み
込
ん
だ
調
査
研
究
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
た

と
え
ば
、
民
間
企
業
で
働
い
て
い
る
労
働
組
合
の
方
に
協
力

を
え
て
、
一
緒
に
考
え
た
り
、
地
方
自
治
体
な
ど
の
公
的
機

関
と
連
携
し
な
が
ら
、
調
査
対
象
と
し
て
民
間
企
業
を
ピ
ッ

合
宿
研
究
会
で
は
、
参
加
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
、
た

く
さ
ん
の
質
問
や
感
想
、
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

よ
せ
ら
れ
た
質
問
と
報
告
者
の
回
答
の
一
部
を
要
約

し
ま
し
た
。

介
護
保
険
制
度
発
足
か
ら
一
四
年
が
た
ち
、
在
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
で
は
、
民
間
営
利
企
業
抜
き
に

は
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
成
り
立
た
な
い
の
が
現
実
で
す
。
社
会

福
祉
と
の
関
係
で
、
民
間
営
利
企
業
が
担
う
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

研
究

の
状
況
と
運
動
の
す
す
め
方
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

Ｑ１
民
間
企
業
に
よ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
研
究
が
課
題

�

〈
石
倉
さ
ん
〉

Ａ

合
宿
研

Ｑ
＆
Ａ

憲法9条を守ろうとたたかってきた人た
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社会福祉研究に問われる今サブ特集

ク
ア
ッ
プ
し
て
研
究
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
や
ら
れ

る
べ
き
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　
市
場
化
、
つ
ま
り
商
品
流
通
の
世
界
と
い
う
の
は
等
価
交

換
で
す
。
自
助
で
な
り
た
つ
商
品
流
通
の
世
界
だ
っ
た
ら
、

な
ん
ら
社
会
福
祉
が
登
場
し
て
く
る
必
要
性
は
あ
り
ま
せ

ん
。
自
助
が
限
界
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
社
会
問
題
が
発
生

し
、
社
会
福
祉
・
社
会
保
障
が
登
場
し
て
く
る
わ
け
で
す
。

生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
を
商
品
化
し
て
し
ま
う
と
、
一
番

ニ
ー
ズ
が
あ
る
人
た
ち
は
交
換
す
る
べ
き
貨
幣
を
も
っ
て
い

な
い
た
め
、
除
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
っ
ぽ

う
で
、
今
回
の
社
会
福
祉
法
人
制
度
改
革
で
は
、
い
ま
ま
で

社
会
福
祉
・
社
会
保
障
が
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
慈
善

事
業
で
対
応
し
な
さ
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
社
会
福
祉
な
ん
だ
と
思
わ
さ
れ
、
納
得
し
て
し
ま

う
人
た
ち
に
対
し
て
「
自
助
で
成
り
立
た
な
い
と
こ
ろ
を
慈

善
事
業
で
対
応
し
、
そ
れ
を
社
会
福
祉
と
す
る
よ
う
な
社
会

で
い
い
の
か
？
」
と
問
い
な
お
し
、
そ
れ
を
直
さ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
、
と
思
う
人
た
ち
を
増
や
し
て
い
く
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
事
業
を
株
式
会
社
が
や
っ
て
い
よ
う
が
社
会
福
祉
法

人
が
や
っ
て
い
よ
う
が
、
働
い
て
い
る
人
た
ち
は
福
祉
の
分

野
で
働
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
の
で
、
あ

ら
た
め
て
「
自
分
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
福
祉
な
の

か
？
」
と
労
働
組
合
活
動
の
場
な
ど
で
問
い
な
お
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
う
い
っ
ぽ
う
で
、
商
品
化
の
論
理
の
な
か
で
働
く
人
だ

け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
人
も
「
お
客
様
」
と
し

て
扱
わ
れ
、
お
金
を
出
せ
ば
そ
こ
そ
こ
快
適
な
サ
ー
ビ
ス
が

受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
受
け
止
め
方
を
問
い
な
お
す
こ
と
も
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。

商
品
流
通
の
世
界
か
ら
は
み
出
し
た
と
こ
ろ
に
社

会
問
題
が
生
ま
れ
る�

〈
浜
岡
さ
ん
〉

Ａ
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一
九
七
〇
年
代
と
今
の
福
祉
労
働
者
の
供
給
の
さ
れ
か
た

と
は
、
構
造
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
福
祉
施

設
は
基
本
的
に
は
措
置
施
設
で
、
職
員
の
待
遇
は
公
務
員
の

労
働
条
件
に
準
じ
る
と
い
う
基
準
が
あ
っ
て
、
今
と
は
働
き

方
が
ち
が
い
、
し
ん
ど
さ
も
ち
が
い
ま
し
た
。
ま
た
、
社
会

は
騒
然
と
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
広
い
視
野
を
も
ち
な
が
ら

福
祉
の
仕
事
に
つ
く
人
は
け
っ
こ
う
い
ま
し
た
。

今
の
福
祉
現
場
の
労
働
者
は
、
専
門
学
校
生
と
か
、
ど
こ

か
の
会
社
で
働
い
て
い
た
け
れ
ど
仕
事
を
辞
め
て
来
た
と
い

う
よ
う
な
人
た
ち
が
供
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
学
で
そ
れ
な

り
に
社
会
科
学
や
福
祉
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
も
勉
強
し

て
福
祉
労
働
者
と
な
る
人
た
ち
は
少
数
で
、
多
く
は
福
祉
の

勉
強
を
せ
ず
に
、
あ
る
い
は
勉
強
し
て
い
て
も
短
い
期
間
で

あ
っ
た
り
、
専
門
分
野
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
視
野
が

狭
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
働
く
こ
と
を
通
し
て
、「
今

の
社
会
っ
て
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？　

な
ぜ
福
祉
の

現
場
は
し
ん
ど
い
の
だ
ろ
う
？
」
と
、
福
祉
労
働
者
と
し
て

意
識
的
に
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

そ
う
い
う
点
で
は
、
福
祉
現
場
の
人
材
養
成
力
を
つ
け
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
措
置
制
度
時
代
か
ら
働
き
つ
づ
け
て
い

る
人
た
ち
が
、
若
い
人
た
ち
に
こ
う
い
う
視
野
が
大
事
な
ん

だ
よ
と
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
場
の
人

た
ち
が
勉
強
す
る
の
を
助
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
か
つ
て
以
上

一
九
七
〇
年
代
の
頃
は
、
沖
縄
返
還
闘
争
な
ど
、
自

分
の
身
近
な
仕
事
だ
け
で
な
く
、
大
き
な
社
会
的

テ
ー
マ
に
と
り
く
み
な
が
ら
、
社
会
か
ら
自
分
の
人
生
を
見

つ
め
、
対
象
で
あ
る
方
の
生
活
を
見
つ
め
る
、
と
い
う
シ
ス

テ
ム
が
自
然
と
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
今
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
な
か
で
も
選
挙
に
行
か
な
い
、
と

い
う
方
が
か
な
り
お
ら
れ
る
の
が
現
実
で
す
。
社
会
に
目
を

向
け
、
問
題
意
識
を
も
っ
た
福
祉
労
働
者
を
養
成
す
る
た
め

に
、
ど
の
よ
う
な
努
力
や
工
夫
が
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ２
福
祉
現
場
で
働
く
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
意
識
的
に

視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
必
要�
〈
石
倉
さ
ん
〉
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に
大
事
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
社
会
性
を
持
ち
に
く
い
と
い
う

点
で
感
じ
て
い
る
の
は
、
家
族
の
あ
り
方
、
学
校
の
あ
り
方
、

地
域
社
会
の
あ
り
方
が
ち
が
っ
て
き
て
い
る
中
で
、
家
族
や

友
だ
ち
、
学
校
の
中
で
社
会
化
さ
れ
る
状
況
が
つ
く
り
に
く

く
、
他
者
を
信
頼
し
社
会
的
な
も
の
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く

プ
ロ
セ
ス
を
経
験
す
る
こ
と
が
、
い
ま
の
若
い
世
代
に
は
む

ず
か
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
世

代
は
自
然
に
身
に
つ
い
て
い
た
よ
、
と
言
う
だ
け
で
は
な

く
、
社
会
的
条
件
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
中
で
、
こ
れ
か
ら

育
っ
て
い
く
若
い
世
代
が
社
会
性
を
身
に
つ
け
て
い
け
る
よ

う
、
ど
う
援
助
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、「
社
会
問
題
の
個
人
化
」
で
す
。
一
九

八
〇
年
代
後
半
か
ら
、
何
か
問
題
が
あ
る
と
、
ク
レ
ー
ム
と

い
う
形
で
出
て
く
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
ク
レ
ー
ム

の
主
体
と
は
個
人
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
学
生
時
代
は
、
何
か

問
題
が
あ
る
と
す
ぐ
に
学
部
で
集
ま
っ
て
話
し
合
い
、
み
ん

な
の
課
題
と
し
て
主
張
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
、
個
の
問

題
と
社
会
的
な
課
題
と
が
結
び
つ
き
や
す
い
状
況
が
あ
り
ま

し
た
。
今
は
、
一
人
ひ
と
り
が
も
っ
て
い
る
課
題
を
、
集
合

的
な
も
の
、
社
会
的
な
も
の
に
つ
な
い
で
い
け
る
し
く
み
を

つ
く
る
工
夫
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

タ
テ
割
り
主
義
の
克
服
─
─
「
総
合
」
の
意
味

私
が
社
会
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、〝
社
会
の
あ
り
方

を
問
い
な
お
す
〟
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
総
合
社
会
福
祉
研
究
所
は
、

ま
さ
に
「
総
合
」
と
つ
い
て
い
て
、
タ
テ
割
り
を
解
消
・
克

服
す
る
こ
と
を
最
初
か
ら
問
題
意
識
と
し
て
持
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
い
ま
だ
に
克
服
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
タ
テ
ご
と
に

個
の
問
題
を
社
会
的
課
題
と
つ
な
い
で
い
く
工
夫

�
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問
題
を
割
り
振
り
し
て
処
理
す
る
の
は
効
率
的
で
す
か
ら
、

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
意
識
的
に
全
体
を
見
通
し
て

い
く
こ
と
を
追
求
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

社
会
運
動
を
す
す
め
る
と
い
っ
た
と
き
に
も
、
個
別
の
労

働
組
合
と
か
、
福
祉
運
動
と
か
、
専
門
別
に
仲
間
の
置
か
れ

て
い
る
状
況
を
改
善
し
て
い
く
た
め
の
と
り
く
み
も
社
会
運

動
で
す
が
、
そ
れ
を
超
え
て
、
そ
う
し
た
個
々
の
運
動
が
共

通
に
め
ざ
し
て
い
る
社
会
そ
の
も
の
を
意
識
し
て
近
づ
い
て

い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

Ｑ
３

戦
後
、
実
は
ド
イ
ツ
（
西
ド
イ
ツ
）
は
日
本
よ
り
年
間
実

労
働
時
間
が
長
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
い
ま
の
ド
イ
ツ

の
労
働
時
間
は
日
本
よ
り
七
〇
〇
～
八
〇
〇
時
間
短
く
な
っ

て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
〇
〇
年
前
は
週
七
〇
時
間
労

働
だ
っ
た
の
が
、
い
ま
は
週
三
五
時
間
で
す
。
一
〇
〇
年
で

半
減
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
れ
だ
け
の
違
い
が
う
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ひ
と

つ
は
、
労
働
者
側
の
社
会
権
に
対
す
る
認
識
の
弱
さ
で
す
。

戦
後
の
日
本
の
労
働
運
動
は
、
基
本
的
に
賃
金
問
題
で
し
か

た
た
か
っ
て
こ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
が
「
社

会
権
」
に
目
が
向
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
典
型
的
な
現
れ

だ
と
思
い
ま
す
。「
い
ま
自
分
が
生
き
る
た
め
の
メ
シ
の
金

が
必
要
だ
」
と
い
う
の
は
、非
常
に
わ
か
り
や
す
い
話
で
す
。

し
か
し
、
自
分
た
ち
が
幸
福
に
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な

条
件
の
充
実
を
国
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
発
想
に

ま
で
は
、
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
支
配
層
の
問
題
で
す
。
男
性
の
体
力
を

す
べ
て
仕
事
に
向
か
わ
せ
、
完
全
な
企
業
人
間
に
す
る
た

日
本
の
労
働
運
動
で
は
賃
上
げ
の
運
動
に
く
ら
べ

て
、
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
た
た
か
い
が
あ
ま
り
広

が
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

Ｑ３
社
会
権
の
認
識
の
弱
さ
と
支
配
層
の
戦
略

�
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め
、
女
性
は
家
庭
に
押
し
返
し
、
夫
を
支
え
さ
せ
る
と
い
う

戦
略
を
財
界
が
立
て
、
そ
の
戦
略
に
そ
っ
た
か
た
ち
で
教
育

の
内
容
も
作
り
替
え
さ
せ
ま
し
た
。
一
九
六
八
年
に
文
部
省

（
当
時
）
が
出
し
た
『
家
庭
の
生
活
設
計
』
で
は
、
家
庭
に

お
け
る
女
性
の
役
割
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
夫
に
よ
り
よ
き
生

理
的
・
心
理
的
再
生
の
場
を
与
え
る
妻
の
役
割
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
づ
く
り
が
意
図
的
に
さ
れ
、
そ

こ
に
労
働
者
家
庭
が
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
問
題
が

あ
り
ま
す
。

い
ま
は
、
生
き
る
た
め
に
は
賃
金
と
社
会
保
障
が
必
要

で
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
は
時
短
も
必
要
だ
と
い
う

考
え
方
が
、
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
実
際
に
運
動
の
現
場
で
そ
う
な
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
ま
だ
ま
だ
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
持
ち

込
め
ば
う
ま
く
い
く
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
か
ん
た
ん
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
国
内
の
状
態
に
照
ら
し
て
、も
う
少
し
、

よ
り
ま
し
な
、生
き
や
す
い
社
会
を
つ
く
っ
て
い
け
な
い
だ

ろ
う
か
、
も
う
少
し
良
く
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
模
索
や

実
践
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
い
っ
た

積
み
重
ね
の
う
え
に
、
経
済
の
原
動
力
を
資
本
に
任
せ
て
い

る
と
い
う
根
本
問
題
へ
の
認
識
に
い
た
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
に
多
数
の
人
の
認
識
が
た
ど
り
着
く
ま
で

に
は
、
か
な
り
の
政
治
の
実
践
や
体
験
が
い
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
体
験
の
積
み
重
ね
と
し
て
は
、
日
本
よ
り
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
方
が
は
る
か
に
進
ん
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
、現
時

点
で
は
、日
本
は
そ
の
歴
史
的
な
経
験
に
よ
く
学
ぶ
こ
と
が

大
事
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。


