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改
憲
の
動
き
と

憲
法
を
守
ろ
う
と
す
る
国
民
の
反
撃

世
論
の
反
対
で
改
憲
発
議
を
断
念

仲
井　

い
ま
、
改
憲
を
め
ぐ
っ
て
政
府
や
改
憲
勢
力
の
動

き
、
憲
法
を
守
ろ
う
と
す
る
動
向
を
先
生
は
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

石
川　

安
倍
晋
三
氏
は
「
二
〇
一
八
年
秋
の
国
会
に
改
憲
案

を
出
す
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
結
局
そ
れ
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
ど
の
世
論
調
査
を
見
て
も
こ
の
国
会
で
改
憲
す

る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
が
多
数
で
し
た
が
、
そ
の
世
論

を
無
視
し
て
改
憲
を
進
め
よ
う
と
し
た
こ
と
の
破
綻
が
表
れ

た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
世
論
を
つ
く
る
上
で
は
、
三
〇
〇
〇

万
署
名
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
憲
法
を
守
り
た
い
と
い
う

ど
う
し
て
憲
法
を
変
え
た
が
る
の
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
ば
り
石
川
康
宏
さ
ん
に
聞
く

聞
き
手　
仲
井
さ
や
か
（
大
阪
保
育
運
動
連
絡
会
）

　
　
　
　

植
田　

誠ま
さ
ひ
こ彦

（
す
み
れ
児
童
館
）

改
憲
の
動
き
と

憲
法
を
守
ろ
う
と
す
る
国
民
の
反
撃

石
いしかわ

川　康
やすひろ

宏（神戸女学院大学教授）
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様
々
な
取
り
組
み
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
そ
れ

ら
の
取
り
組
み
が
政
府
や
国
会
で
多
数
を
占
め
る
改
憲
勢
力

の
動
き
を
見
事
に
押
し
返
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

夏
の
参
議
院
選
挙
は
憲
法
を
守
る
重
要
な
選
挙

仲
井　

今
国
会
で
は
、
様
々
な
運
動
や
世
論
の
力
で
、
一
旦

改
憲
の
動
き
は
弱
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
後
ど
の

よ
う
な
巻
き
返
し
が
予
測
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

石
川　

安
倍
政
権
は
、
改
憲
を
ず
っ
と
訴
え
て
き
ま
し
た
か

ら
、
隙
あ
ら
ば
お
こ
な
お
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

二
〇
一
九
年
春
に
統
一
地
方
選
挙
が
あ
っ
て
、
夏
に
は
参
議

院
選
挙
が
あ
り
ま
す
。
選
挙
前
に
改
憲
を
か
か
げ
て
国
民
多

数
の
支
持
が
得
ら
れ
る
状
況
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

仲
井　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
統
一
地
方
選
挙
も
参
議
院
選

挙
も
大
事
な
選
挙
で
す
よ
ね
。
私
た
ち
の
意
思
を
示
し
て
い

く
と
い
う
意
味
で
も
。

石
川　

憲
法
に
関
わ
っ
て
、
参
議
院
選
挙
に
は
二
つ
の
ポ
イ

ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
改
憲
派
が
握
っ
て
い
る
三
分

の
二
の
議
席
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
改
憲
が
発
議
で
き
な
い
国

会
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
。
も
う
一

つ
は
、
参
議
院
の
多
数
派
を
護
憲
派
が
握
り
、
安
倍
政
権
の

暴
走
に
は
っ
き
り
と
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
進

む
に
は
、
市
民
と
野
党
の
共
闘
、
特
に
野
党
同
士
の
本
格
的

な
共
闘
体
制
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

安
倍
政
権
の
改
憲
案
に
つ
い
て

石
川　

自
民
党
の
改
憲
案
の
内
容
は
、
多
く
の
国
民
に
支
持
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さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
二
〇
一
二
年
に
自

民
党
が
発
表
し
た
改
憲
草
案
は
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
私
は
問

題
点
を
大
き
く
五
つ
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
①
天
皇
制
と
い

う
看
板
に
掲
げ
な
が
ら
、
少
数
独
裁
の
政
治
を
つ
く
る
。
②

ア
メ
リ
カ
と
の
共
同
戦
争
が
で
き
る
国
に
す
る
。
③
国
民
が

自
己
責
任
・
家
族
責
任
で
生
き
て
い
く
国
に
す
る
。
④
大
企

業
優
先
の
経
済
政
策
を
国こ

く
ぜ是
と
す
る
。
⑤
国
民
に
よ
る
権
力

へ
の
批
判
を
許
さ
な
い
国
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
国

憲
法
が
め
ざ
す
国
民
が
主
人
公
の
国
づ
く
り
で
は
な
く
、
国

家
権
力
が
主
人
公
で
国
民
は
国
家
権
力
の
下
に
あ
る
と
す
る

強
権
的
な
抑
圧
の
国
づ
く
り
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
。　

当
面
の
焦
点
は
ア
メ
リ
カ
と
の
共
同
戦
争
を
可
能
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
秋
の
国
会
に
は
、
そ
の
こ
と
を
メ

イ
ン
に
し
た
四
項
目
の
改
憲
案
を
示
す
と
述
べ
て
い
ま
し

た
。
四
項
目
に
は
、
私
学
助
成
を
合
憲
化
す
る
と
い
っ
た
い

く
つ
か
の
国
民
騙
し
―
―
そ
れ
は
現
在
の
憲
法
の
下
で
も
実

施
で
き
る
も
の
で
す
か
ら
―
―
も
添
え
ま
し
た
が
、
焦
点

は
、
自
衛
隊
を
海
外
で
ア
メ
リ
カ
と
一
緒
に
戦
争
で
き
る
組

織
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
安
保
法
制
（
戦
争
法
）
の

合
憲
化
で
す
。
し
か
し
、国
民
は
こ
れ
を
許
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
こ
は
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

大
企
業
優
先
、
国
民
で
は
な
く

国
家
が
主
人
公
の
改
憲
案

仲
井　

自
民
党
草
案
の
、
④
大
企
業
優
先
の
経
済
政
策
と
い

う
こ
と
を
憲
法
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
す
か
？

石
川　

改
憲
草
案
の
前
文
に
「
活
力
あ
る
経
済
活
動
」
と
い

う
言
葉
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
企
業
が
潤
え

ば
下し

も
じ
も々
も
い
ず
れ
潤
う
と
い
う
、
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
の
路
線

福祉のひろば　 －

を
意
味
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
憲
法
に
書
き
込
ん
で
し
ま
お

う
と
い
う
こ
と
で
す
。

仲
井　

そ
ん
な
こ
と
っ
て
憲
法
で
決
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
？ 

石
川　

憲
法
は
、
ど
う
い
う
社
会
を
理
想
と
す
る
か
、
そ
の

た
め
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
国
を
運
営
す
る
か
を
定
め
る
も
の

で
す
。
そ
こ
で
大
企
業
を
優
遇
す
る
国
を
つ
く
り
た
い
と
い

う
こ
と
が
国
民
多
数
の
合
意
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

憲
法
に
盛
り
込
む
こ
と
は
可
能
で
す
。

仲
井　

今
の
憲
法
と
ま
っ
た
く
の
真
逆
で
す
ね
。

石
川　

そ
う
で
す
ね
。
日
本
国
憲
法
は
、
国
民
が
上
に
い
て

そ
れ
を
下
か
ら
支
え
る
た
め
に
国
家
が
あ
る
と
い
う
組
み
立

て
で
す
が
、
こ
の
改
憲
草
案
は
国
家
こ
そ
が
上
に
あ
り
、
国

民
は
そ
れ
に
し
た
が
う
下
々
だ
と
い
う
考
え
方
で
で
き
て
い

ま
す
。
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憲
法
と
は
何
か

国
が
目
指
す
理
想
の
姿
と
し
て
の
憲
法

仲
井　

そ
も
そ
も
憲
法
っ
て
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う

か
？

石
川　

憲
法
の
由
来
で
す
が
、
現
代
の
資
本
主
義
社
会
の
一

つ
前
の
段
階
に
、
中
世
封
建
制
と
呼
ば
れ
る
社
会
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
は
、
王
様
と
か
皇
帝
と
か
将
軍
と
か
、
呼
び

名
は
い
ろ
い
ろ
で
し
た
が
、
と
も
か
く
強
い
軍
事
力
を
持
っ

た
少
数
者
が
独
裁
の
政
治
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

他
の
人
々
は
基
本
的
に
家
来
で
す
。

そ
の
よ
う
な
独
裁
政
権
を
打
ち
倒
し
、
共
和
制
権
力
を
打

ち
立
て
た
の
が
市
民
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
）
革
命
で
す
。
そ
れ
は
、

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
自
然
権
思

想
を
根
本
に
も
つ
も
の
で
し
た
。
こ
う
し
て
権
力
を
手
に
し

た
人
々
が
、新
し
い
国
づ
く
り
の
方
針
と
し
て
「
独
立
宣
言
」

と
か
「
人
権
宣
言
」
と
い
っ
た
も
の
を
つ
く
り
ま
し
た
。こ

れ
が
近
代
の
憲
法
の
は
じ
ま
り
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
憲
法
を
実
現
す
る
た
め
に
選
挙
で
政
府
が

つ
く
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
政
府
は
最
初
か
ら
憲
法
を
実
現

す
る
た
め
の
政
府
で
あ
り
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
政
治
家
や

憲
法
と
は
何
か

福祉のひろば　 －

公
務
員
に
憲
法
尊
重
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
は
当
た
り
前
の

こ
と
で
し
た
。
こ
れ
が
立
憲
主
義
で
す
。
近
代
の
国
民
主
権

と
憲
法
と
立
憲
主
義
は
、
民
主
政
治
の
三
点
セ
ッ
ト
で
す
。

憲
法
に
よ
っ
て
基
本
的
人
権
が
確
立
さ
れ
た

石
川　

憲
法
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
の
一
つ
は
、
人
は
み
ん

な
平
等
だ
と
い
う
理
念
を
具
体
化
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
基

本
的
人
権
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
憲
法
の
も
と
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会

は
、
一
九
世
紀
に
は
貧
乏
人
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
近
代
の
憲
法
は
基
本
的
人
権
の
中
心
に
各
種
の
自
由
を

定
め
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
経
済
活
動
の
自
由
が
あ
り
、
雇

用
の
自
由
も
ふ
く
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
じ
時
期
に

発
達
し
た
資
本
主
義
の
経
済
に
よ
っ
て
、
多
く
の
貧
乏
労
働

者
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
「
わ
れ
わ
れ
労
働
者
は
自
由
だ
け
で
は
食
っ
て

い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、一
九
世
紀
の
後
半
に
は
、

最
低
限
の
暮
ら
し
と
教
育
を
誰
も
が
保
障
さ
れ
る
国
家
を
つ

く
ろ
う
と
い
う
運
動
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
宣

言
さ
れ
た
の
は
、
一
八
七
一
年
の
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お

け
る
宣
言
で
し
た
。
パ
リ
の
権
力
を
握
っ
た
労
働
者
た
ち

は
、
自
由
権
だ
け
で
は
だ
め
だ
、
生
活
の
最
低
限
や
教
育
を

受
け
る
こ
と
が
す
べ
て
の
人
民
の
権
利
と
な
る
、
そ
う
い
う

国
家
を
つ
く
ろ
う
と
よ
び
か
け
ま
す
。
国
家
に
国
民
一
人
ひ

と
り
の
生
活
を
支
え
さ
せ
る
権
利
、
つ
ま
り
社
会
権
と
い
う

考
え
方
が
登
場
し
た
の
で
す
。
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
二
か

月
ほ
ど
で
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
も
の
の
考
え
方
は

引
き
継
が
れ
、
一
九
一
九
年
の
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和

国
憲
法
に
こ
れ
が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
ま
す
。
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こ
う
し
た
少
数
の
独
裁
者
だ
け
が
ふ
ん
ぞ
り
か
え
る
身
分

制
の
社
会
で
は
な
く
、
誰
も
が
人
と
し
て
等
し
く
尊
重
さ
れ

る
社
会
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
何
百
年
も
の
長
い
努
力
の
先
端

に
現
在
の
各
国
の
憲
法
は
あ
り
、
日
本
国
憲
法
も
自
由
権
と

社
会
権
（
生
存
権
、
教
育
権
、
労
働
権
）
の
両
方
を
ふ
く
む

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

社
会
の
成
熟
す
る
中
で

社
会
保
障
・
社
会
福
祉
も
整
え
ら
れ
て
き
た

仲
井　

独
裁
社
会
か
ら
自
由
権
、
生
存
権
な
ど
の
社
会
権
な

ど
一
人
ひ
と
り
が
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
保
障
さ
れ
て

い
く
、
そ
う
し
て
社
会
が
発
展
し
た
と
捉
え
ら
れ
ま
す
ね
。

石
川　

自
由
権
は
、
各
人
が
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
と

い
う
進
歩
の
側
面
を
も
ち
ま
す
が
、
同
時
に
、
そ
れ
だ
け
で

は
く
ら
し
が
個
人
ま
か
せ
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
新
し
い

課
題
を
生
み
も
し
ま
し
た
。
資
本
主
義
の
経
済
は
、
社
会
の

中
に
経
済
的
格
差
を
つ
く
る
こ
と
を
不
可
避
と
す
る
体
制
で

す
。
そ
の
中
で
、
く
ら
し
を
資
本
主
義
の
経
済
ま
か
せ
に
せ

ず
に
、
最
低
限
は
国
家
が
守
る
。
そ
う
や
っ
て
人
と
し
て
の

尊
厳
を
守
ろ
う
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
社
会

保
障
制
度
は
そ
う
し
た
人
類
の
努
力
の
産
物
で
す
。

社
会
福
祉
と
憲
法

福
祉
労
働
者
の
役
割
は

憲
法
を
実
現
す
る
社
会
づ
く
り

仲
井　
『
福
祉
の
ひ
ろ
ば
』
の
読
者
は
、
社
会
福
祉
現
場
で

働
い
て
い
る
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
人
権
保
障
を
し
よ

う
、
生
活
保
障
を
し
よ
う
と
い
う
長
い
歴
史
の
中
で
社
会
福

社
会
福
祉
と
憲
法

福祉のひろば　 －

祉
も
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

石
川　

福
祉
の
職
場
・
現
場
に
と
っ
て
憲
法
が
ど
う
い
う
意

味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
一
つ
に
は
、
す
べ
て
の
国

民
の
生
存
権
を
国
が
守
る
と
い
う
憲
法
二
五
条
が
仕
事
の
指

針
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
福
祉
の
仕
事

を
し
て
い
る
み
な
さ
ん
は
、
憲
法
が
定
め
て
い
る
、
す
べ
て

の
人
が
大
切
に
さ
れ
る
社
会
を
つ
く
る
仕
事
を
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
国
の
最
高
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
す
ば
ら
し
い
理
念
を
担
う
仕
事

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
強
い
誇
り
を
も
っ
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

憲
法
二
五
条
の
、
健
康
で
文
化
的
な

最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
に

石
川　

憲
法
二
五
条
は
「
す
べ
て
国
民
は
」
と
し
て
、
す
べ

て
の
国
民
の
生
活
を
守
る
た
め
の
福
祉
の
向
上
に
国
は
つ
と

め
る
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
福
祉
職
場
の
み
な
さ
ん

に
は
、
こ
ん
な
予
算
や
制
度
で
は
「
す
べ
て
の
国
民
の
健
康

で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」は
守
れ
な
い
と
い
う
声
を
、

ぜ
ひ
リ
ア
ル
な
事
実
と
あ
わ
せ
て
多
く
の
市
民
に
知
ら
せ
、

国
に
示
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

二
五
条
が
い
う
「
す
べ
て
国
民
は
」
で
は
あ
ま
り
に
も
大

括
り
す
ぎ
る
の
で
、
子
ど
も
に
つ
い
て
は
児
童
福
祉
法
な
ど

で
詳
し
く
決
め
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
育
ち
に
つ
い
て
い
え

ば
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
の
生
活

を
お
く
る
権
利
、
健
や
か
に
成
長
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
ま

す
。「
健
や
か
に
育
つ
条
件
を
ボ
ク
に
、
ワ
タ
シ
に
保
障
し

な
さ
い
」
と
国
家
に
命
ず
る
権
利
で
す
。
た
だ
し
、
小
さ
い

子
ど
も
た
ち
は
自
分
で
は
そ
れ
を
言
え
ま
せ
ん
か
ら
、
大
人

が
代
弁
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
保
育
所
や
福
祉
施
設
の
職
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員
、
そ
れ
を
利
用
す
る
子
ど
も
た
ち
の
保
護
者
な
ど
、
大
人

た
ち
が
声
を
あ
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

社
会
保
障
を
支
え
る
税
制
が

不
公
平
な
も
の
に
な
っ
て
い
る

石
川　

戦
後
日
本
の
国
家
財
政
は
、
基
本
的
に
所
得
税
と
法

人
税
を
基
幹
税
に
す
る
二
本
柱
で
成
り
立
っ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
八
九
年
に
は
消
費
税
が
導
入
さ
れ
て
三
本
柱

に
な
り
、
現
在
で
は
消
費
税
が
一
番
中
心
の
基
幹
税
だ
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
過
去
三
〇
年
近
く
の
あ
い
だ
に
、
法
人
税
と

所
得
税
の
税
収
は
大
き
く
減
っ
て
い
ま
す
。
所
得
が
少
な
い

世
帯
は
い
ろ
ん
な
控
除
が
な
く
な
っ
て
、
税
負
担
が
重
く

な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
株
で
儲
け
る
よ
う
な
高
額
所
得
者

の
所
得
税
は
下
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本
政
府
は
、
儲

か
っ
て
い
る
大
企
業
や
高
額
所
得
者
の
税
を
下
げ
、
そ
の
分

を
消
費
税
で
う
め
る
と
い
う
弱
い
も
の
い
じ
め
の
税
制
に
転

換
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
資
本
主
義
経
済
の
も
と
で
は
貧
富

の
格
差
が
必
ず
生
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
ま
り
格
差
が
大
き

く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
る
人
た
ち

が
税
を
多
く
負
担
し
、
そ
れ
で
生
活
の
困
難
な
人
た
ち
の
暮

ら
し
を
支
え
よ
う
と
す
る
格
差
縮
小
に
向
け
た
所
得
の
再
分

配
が
税
制
の
目
的
の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
現
政
権
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は
、
こ
の
税
の
所
得
再
分
配
機
能
を
完
全
に
な
げ
す
て
に
か

か
っ
て
い
ま
す
。
貧
乏
は
全
部
自
分
の
責
任
だ
か
ら
、
周
り

の
お
金
持
ち
や
企
業
の
利
潤
に
頼
っ
た
り
す
る
な
、
と
い
う

方
向
で
す
。
い
わ
ゆ
る
自
己
責
任
論
で
す
。
自
己
責
任
だ
か

ら
政
治
は
支
援
を
し
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
消
費
税
は
ど
ん

な
貧
乏
人
か
ら
も
が
め
つ
く
と
る
。
こ
ん
な
野
蛮
が
ま
か
り

と
お
っ
て
い
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
お
金
持
ち
に
も
貧
乏
人

も
な
ん
の
区
別
も
な
し
に
税
を
か
け
る
、
そ
ん
な
税
制
が
中

心
の
国
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
正
面
か
ら
問
わ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
ね
。

仲
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そ
う
や
っ
て
税
の
構
造
を
変
え
、
再
分
配
の
仕
組
み

自
体
を
変
え
て
い
く
。
社
会
福
祉
で
働
く
職
員
が
目
の
前
の

こ
と
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
社
会
の
構
造
で
あ
っ
た
り
、
広
く
知

る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
私
た
ち
も
最
初
に
先
生
も

話
さ
れ
た
よ
う
に
、
憲
法
二
五
条
を
実
現
し
て
い
く
担
い
手

で
あ
る
仕
事
だ
、
と
い
う
誇
り
を
も
た
な
い
と
い
け
な
い
で

す
し
、
憲
法
を
守
る
運
動
で
あ
る
と
か
、
政
策
制
度
を
改
善

し
て
い
く
運
動
と
い
う
も
の
に
も
っ
と
出
て
い
か
な
い
と
い

け
な
い
で
す
ね
。

福
祉
労
働
者
が
労
働
の
権
利
を
訴
え
る
意
味

石
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憲
法
と
福
祉
の
関
わ
り
で
も
う
一
つ
大
事
な
の
は
、

福
祉
職
場
で
は
た
ら
く
人
た
ち
の
労
働
権
の
問
題
で
す
。
憲

法
二
七
条
と
二
八
条
に
労
働
権
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
現

代
日
本
で
は
福
祉
労
働
が
あ
ま
り
に
も
軽
く
見
ら
れ
て
い
る

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
国
が
目
指
し
て
い
る
理
念
の
実

現
に
む
け
て
懸
命
に
は
た
ら
く
人
に
、
国
家
が
十
分
な
処
遇

を
用
意
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
八
時
間
ま
じ
め
に
は

た
ら
け
ば
、
そ
れ
で
ち
ゃ
ん
と
く
ら
し
て
い
け
る
。
そ
う
い
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う
労
働
条
件
が
当
然
で
す
。
二
五
条
の
生
存
権
の
規
定
の
直

後
に
労
働
権
の
規
定
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
国

民
の
労
働
環
境
を
国
家
が
ま
と
も
な
も
の
に
整
備
し
て
、
そ

れ
に
よ
っ
て
労
働
者
の
生
存
権
を
ち
ゃ
ん
と
守
る
と
い
う
つ

な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
一
億
二
〇
〇
〇
万
人
の
く
ら
し
を
国

家
が
保
障
す
る
に
は
、
ま
じ
め
に
は
た
ら
け
ば
ち
ゃ
ん
と
食

べ
て
い
け
る
環
境
を
国
家
が
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

組
み
立
て
で
す
。

で
す
か
ら
、
福
祉
労
働
者
自
身
の
生
存
権
を
し
っ
か
り
守

る
た
め
に「
福
祉
労
働
者
に
金
を
か
け
ろ
」「
人
員
を
増
や
せ
」

と
い
う
こ
と
を
、
堂
々
と
主
張
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
福
祉
労
働
そ
の
も
の
の
充
実
に
つ
な
が
る
こ
と
も
強

調
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
社
会
で
い
い
わ
け
が
な
い

仲
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先
生
の
お
話
を
聞
い
て
い
て
、
福
祉
の
現
場
は
憲
法

を
考
え
る
う
え
で
の
材
料
が
豊
富
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。「
こ

れ
が
憲
法
だ
」
と
い
う
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
自
分

の
日
々
の
仕
事
で
「
こ
れ
が
生
存
権
保
障
だ
」「
こ
れ
が
発

達
と
か
基
本
的
人
権
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
だ
」
と
い
う
よ

う
に
、
憲
法
を
再
発
見
し
て
い
く
作
業
が
大
事
だ
な
と
先
生

の
お
話
を
聞
い
て
い
て
思
い
ま
し
た
。
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福
祉
の
仕
事
は
本
来
、
憲
法
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た

も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
が
、
本
当
に
す
べ
て
の
国

民
の
生
存
権
を
守
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
か

ど
う
か
。
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
詰
め
の
学
童
保
育
と
か
、
と
ん
で

も
な
く
賃
金
の
安
い
共
同
作
業
所
と
か
、
現
場
の
労
働
者
は

福祉のひろば　 －

み
な
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
が
、
施
設
利
用
者
の
「
健
康
で
文

化
的
な
生
活
」
が
守
ら
れ
て
い
る
と
は
到
底
い
え
ま
せ
ん
。

そ
こ
は
政
治
の
責
任
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
権
を
し
っ
か
り

守
る
た
め
に
、
さ
ら
に
何
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
誰
に
も

わ
か
り
や
す
く
リ
ア
ル
に
提
起
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

福
祉
国
家
も
国
民
が
た
た
か
っ
て
つ
く
り
上
げ
た

石
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
人
々
が
た
た
か
っ
て

憲
法
を
勝
ち
取
っ
て
き
ま
し
た
。
市
民
革
命
を
つ
う
じ
て
で

す
ね
。
そ
し
て
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
社
会
権
も
し
っ
か
り

勝
ち
取
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
積
み
上
げ
の
到
達
点
と

し
て
、
例
え
ば
「
北
欧
は
福
祉
が
充
実
し
て
い
る
」
と
い
わ

れ
る
状
況
が
あ
り
ま
す
。
学
生
に
も
よ
く
言
う
こ
と
で
す

が
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
幼
稚
園
か
ら
大
学
院
ま
で
学
費
は
無
料

で
す
。
全
額
国
家
が
保
障
し
ま
す
。
保
育
や
高
校
を
無
償
に

し
ま
し
ょ
う
な
ん
て
運
動
は
遠
い
昔
の
話
で
す
。
そ
れ
ら
を

す
べ
て
実
現
し
て
き
た
社
会
な
の
で
す
。
大
学
の
学
費
は
日

本
が
世
界
一
高
く
、
日
本
は
世
界
で
一
番
、
若
者
が
学
び
づ

ら
い
国
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
で
は
世
界
で
も
っ
と
も

偏
っ
た
、
世
界
で
い
ち
ば
ん
お
か
し
な
国
で
す
。
デ
ン
マ
ー

ク
で
は
す
べ
て
の
学
生
に
月
平
均
一
〇
万
円
の
奨
学
金
が
給

付
さ
れ
て
い
ま
す
。
バ
イ
ト
の
必
要
な
く
、
し
っ
か
り
学
ん

で
も
ら
う
た
め
で
す
。
そ
う
い
う
政
治
を
お
こ
な
う
政
治

家
、
政
党
、
政
府
を
国
民
が
育
て
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

今
の
日
本
に
お
け
る
政
治
を
変
え
る

市
民
の
運
動
に
つ
い
て

石
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日
本
の
憲
法
は
非
常
に
先
進
的
な
も
の
で
す
が
、
そ

の
憲
法
の
理
念
に
国
民
の
主
権
者
意
識
や
人
権
感
覚
が
追
い
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つ
い
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
戦
後
ず
っ
と
つ
づ
い
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
に
大
き
な
変
化
が
生
ま
れ
た
の
が
、
二
〇
一
五

年
の
「
安
保
法
制
の
廃
止
と
立
憲
主
義
の
回
復
を
求
め
る
市

民
連
合
」
の
誕
生
で
し
た
。
市
民
連
合
は
「
九
条
守
れ
」「
立

憲
主
義
を
守
れ
」
と
言
う
に
と
ど
ま
ら
ず
「
個
人
の
尊
厳
を

守
る
政
治
の
実
現
を
め
ざ
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
個
人

の
尊
厳
に
は
、
自
由
権
だ
け
で
な
く
社
会
権
が
当
然
ふ
く
ま

れ
、
だ
か
ら
彼
ら
の
運
動
に
は
「
返
済
不
要
の
奨
学
金
を
」

「
保
育
所
つ
く
れ
」
と
い
っ
た
願
い
も
組
み
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
日
本
の
市
民
の
運
動
が
憲
法
の
価
値
あ
る
理
念
の
多
く

に
よ
う
や
く
追
い
つ
い
て
き
た
。
そ
う
い
う
気
が
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
大
き
な
希
望
で
す
。
そ
の
運
動
が
安
倍
自
民
の

政
治
を
転
換
す
る
た
め
に
、
野
党
を
集
め
て
「
ま
と
ま
り
な

さ
い
」
と
政
治
の
動
き
を
リ
ー
ド
し
て
い
っ
て
い
る
。
じ
つ

に
主
権
者
ら
し
い
運
動
で
す
。
誰
か
に
お
願
い
し
ま
す
と
い

う
の
で
な
く
、
自
分
た
ち
の
手
で
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の

が
よ
う
や
く
出
て
き
た
な
と
思
い
ま
す
。

福
祉
労
働
者
と
し
て
期
待
す
る
こ
と

仲
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最
後
に
先
生
か
ら
、
そ
こ
に
気
が
つ
い
て
、
憲
法
に

追
い
つ
い
て
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
い
く
・
具
体
化
し
て
い
く

人
と
し
て
の
福
祉
労
働
者
に
期
待
す
る
こ
と
と
い
う
の
を
お

願
い
で
き
ま
す
か
。

憲
法
の
条
項
の
意
味
合
い
も
含
め
て

勉
強
す
る
こ
と
の
大
切
さ

石
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福
祉
は
大
切
な
仕
事
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
し
っ
か
り

や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
は
前
提
で
す
が
、
あ
わ
せ
て
今
日

の
話
の
テ
ー
マ
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
を
し
っ
か
り
勉
強
し
て

福
祉
労
働
者
と
し
て
期
待
す
る
こ
と

福祉のひろば　 －

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
条
文
を
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
ど
う

し
て
そ
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
ど
ん
な

意
味
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
突
っ
込
ん
で
学
ん
で

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
第
一
八
条
に
は「
何
人
も
、

い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
」
と
書
い
て
あ
る
。
ど

う
し
て
そ
ん
な
当
た
り
前
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
と
い
え

ば
、日
本
国
憲
法
が
生
ま
れ
る
直
前
ま
で
は
「
奴
隷
的
拘
束
」

が
労
働
の
現
場
に
も
、
国
家
に
よ
る
国
民
の
弾
圧
の
中
に
も

現
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
現
実
が
あ
っ
た
か
ら
、

今
後
は
そ
れ
を
や
め
よ
う
と
い
う
社
会
の
一
段
の
進
歩
を
意

味
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い

う
現
に
あ
る
社
会
の
具
体
的
な
発
展
を
に
な
う
も
の
と
し

て
、
社
会
の
歴
史
も
学
び
な
が
ら
、
憲
法
を
学
ん
で
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
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ど
う
す
れ
ば
、
憲
法
を
実
現
す
る
政
治
が
行
わ
れ
る

か
を
考
え
て
も
ら
い
た
い

石
川　

も
う
一
つ
は
、
日
本
国
憲
法
の
優
れ
た
理
念
を
本
気

で
実
行
す
る
政
治
を
ど
う
や
っ
て
つ
く
る
の
か
、
そ
れ
を
真

剣
に
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
二
五
条
を
本
気
で
実
行

す
る
と
か
、
二
七
条
や
二
八
条
（
労
働
権
）
を
本
気
で
実
行

す
る
政
治
を
ど
う
や
っ
て
つ
く
る
か
。
そ
れ
は
福
祉
の
内
容

が
良
く
な
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
し
、
そ
こ
で
働
く
人
が
よ

り
報
わ
れ
る
よ
う
な
労
働
現
場
を
つ
く
る
こ
と
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
今
の
よ
う
な
政
治
・
政
権
を
そ

の
ま
ま
許
し
て
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。「
し
か
た
が
な
い
」

と
あ
き
ら
め
て
し
ま
え
ば
、
安
倍
政
権
の
思
う
つ
ぼ
で
す
。

自
民
党
・
公
明
党
を
中
心
に
し
た
今
の
政
治
に
期
待
で
き
な

い
な
ら
、
他
に
ま
と
も
な
政
党
は
な
い
の
か
、
野
党
が
弱
く

て
だ
ら
し
な
い
と
思
え
る
の
な
ら
、
そ
の
野
党
を
ど
う
鍛
え

る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
実

際
、
市
民
連
合
は
そ
れ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
よ
ね
。

二
〇
一
八
年
一
一
月
に
ア
メ
リ
カ
で
中
間
選
挙
が
あ
っ

て
、
二
年
つ
づ
い
た
ト
ラ
ン
プ
の
暴
走
に
大
き
な
ブ
レ
ー
キ

が
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
上
院
も
下
院
も
ト
ラ
ン

プ
の
出
身
政
党
で
あ
る
共
和
党
が
多
数
で
し
た
が
、
今
回
は

下
院
で
民
主
党
が
多
数
に
な
り
ま
し
た
。「
ね
じ
れ
国
会
」

に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
で
ト
ラ
ン
プ
の
提
案
が
、
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
ス
イ
ス
イ
国
会
を
通
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な

り
ま
す
。
し
か
も
、
新
し
く
当
選
し
た
人
た
ち
の
顔
ぶ
れ
を

見
る
と
、
ト
ラ
ン
プ
が
蔑
視
し
て
き
た
女
性
が
多
い
、
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
の
人
が
多
い
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
い
、
な
ど
す
ご
く

カ
ラ
フ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
会
の
多
様
性
が
広
が
っ
て

い
る
。
ト
ラ
ン
プ
が
広
め
た
不
寛
容
の
精
神
に
抵
抗
し
て
、
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多
様
性
を
認
め
合
う
国
会
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
選
挙
で
は
女
性
の
六
〇
％
近
く
が
民
主
党
に
票
を
入

れ
、
一
八
〜
二
九
歳
ま
で
の
若
者
の
七
〇
％
近
く
が
民
主
党

に
投
票
し
て
い
ま
す
。
若
い
世
代
と
女
性
が
今
の
政
治
を
つ

く
り
変
え
よ
う
と
、
ア
メ
リ
カ
に
ね
じ
れ
国
会
を
つ
く
り
、

ト
ラ
ン
プ
暴
走
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
っ
た
。
政
治
や
社

会
を
自
分
た
ち
の
手
で
方
向
転
換
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で

す
。
そ
う
い
う
思
い
と
行
動
に
日
本
人
も
よ
く
学
ん
で
、
沖

縄
で
の
安
倍
暴
走
に
ど
う
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
か
、
二
〇
一

九
年
の
参
議
院
選
挙
で
ど
う
や
っ
て
ね
じ
れ
国
会
を
つ
く
る

の
か
、
そ
の
先
、
さ
ら
に
安
倍
政
権
を
ど
う
や
っ
て
倒
す
か

と
い
う
こ
と
を
日
常
の
話
題
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

な
ぜ
、
日
本
の
政
治
が
劣
化
し
て
い
る
の
か

仲
井　

国
が
そ
ん
な
場
当
た
り
的
な
こ
と
を
し
て
い
て
い
い

の
か
み
た
い
な
、
も
の
す
ご
く
単
純
で
す
け
ど
ね
。
そ
れ
こ

そ
靖
国
史
観
か
ら
言
え
ば
、
鬼
畜
米
英
な
の
に
、
ア
メ
リ
カ
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と
あ
ん
な
風
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ど
う
い
う
未
来
図
を
描

い
て
い
る
の
か
が
と
て
も
不
思
議
で
す
よ
ね
。

石
川　

日
本
に
は
世
界
史
の
到
達
と
し
て
の
現
代
的
な
民
主

主
義
に
対
応
し
た
支
配
層
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す

ね
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
か
侵
略
戦
争
の
肯
定
な
ん
て
、
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
性
や
人
種
な
ど
に
よ
る
人
の
差
別
な
ど
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
現
代
で
は
当
た
り
前
の
民
主
主

義
の
上
に
た
つ
為
政
者
と
い
う
の
が
育
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
多
く
の
国
民
が
そ
れ
を
求
め
る
到
達
点
に
充
分
い

た
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
お
友
だ
ち
の
便
宜
の
た
め
に
税

金
を
使
う
よ
う
な
政
治
家
や
セ
ク
ハ
ラ
は
罪
で
は
な
い
と
平

然
と
言
い
放
つ
よ
う
な
政
治
家
が
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て

し
ま
う
。
そ
こ
の
有
権
者
の
政
治
的
教
養
の
問
題
が
あ
る
の

で
す
ね
。

デ
ン
マ
ー
ク
で
は
労
働
時
間
は
短
く
て
（
週
三
七
時
間
）、
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国
は
福
祉
も
充
実
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
資
本
家
は
そ
う
い

う
条
件
の
も
と
で
企
業
経
営
を
し
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、

そ
れ
な
り
の
合
理
性
を
身
に
つ
け
る
し
、
結
果
と
し
て
一
人

あ
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
時
間
あ
た
り
の
労
働
生
産
性
も
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
で
は
長
時
間
労
働
が
ゆ
る
さ
れ
て
、

政
府
が
自
己
責
任
論
を
語
っ
て
も
ゆ
る
さ
れ
る
。
大
企
業
に

よ
る
過
労
死
も
大
き
な
問
題
に
は
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
財
界

も
自
民
党
も
大
し
て
も
の
を
考
え
な
い
、
非
常
に
未
熟
な
到

達
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
根
本
的
に
は
国
民
の
た

た
か
い
の
力
に
左
右
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
自
民
党
は
以
前
は
こ
こ
ま
で
ダ
メ
で
は
な
か
っ
た
」
と

い
ろ
ん
な
人
が
い
い
ま
す
ね
。
一
九
九
六
年
に
始
ま
っ
た
小

選
挙
区
制
で
の
選
挙
が
大
き
な
変
化
の
き
っ
か
け
で
す
。
そ

れ
ま
で
は
中
選
挙
区
制
で
同
じ
自
民
党
か
ら
も
違
う
派
閥
の

人
が
何
人
か
当
選
し
て
い
ま
し
た
。
自
民
党
が
派
閥
の
寄
り

集
ま
り
に
な
っ
て
い
て
、
あ
る
程
度
意
見
の
幅
が
あ
り
、
党

内
に
議
論
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
小
選
挙
区
制
に

な
る
と
、
党
本
部
か
ら
お
墨
付
き
を
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ

の
イ
エ
ス
マ
ン
に
な
る
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
制
度
の
も

と
で
議
員
に
な
っ
て
き
た
自
民
党
の
議
員
た
ち
は
、
自
分
で

も
の
を
考
え
る
人
が
と
て
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
人
た
ち
が
、
い
ま
や
大
臣
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
法
案

の
説
明
以
前
に
、
字
も
読
め
な
い
。
だ
け
ど
、
議
席
は
い
っ

ぱ
い
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
政
治
運
営
は
ま
す
ま
す
知
性
の

乏
し
い
、
野
蛮
き
わ
ま
り
な
い
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ

の
二
〇
年
間
く
ら
い
の
あ
い
だ
に
、
自
民
党
も
ダ
メ
に
な
っ

た
し
、
そ
れ
を
献
金
で
操
る
財
界
も
ダ
メ
に
な
っ
て
き
た
と

思
い
ま
す
。
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政
治
を
変
え
れ
ば
、
福
祉
も
変
わ
る

石
川　

参
議
院
選
挙
の
あ
と
の
衆
議
院
議
員
の
任
期
が
二
〇

二
一
年
ま
で
で
、
政
府
は
そ
の
前
に
自
分
に
都
合
の
い
い
と

こ
ろ
で
解
散
に
打
っ
て
出
る
で
し
ょ
う
。
参
議
院
で
ね
じ
れ

国
会
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
勢
い
で
衆
議
院
を

解
散
に
追
い
込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
政
権
交
代
の
可
能
性

も
ひ
ろ
が
り
ま
す
。
そ
う
し
て
い
く
に
は
、
市
民
と
野
党
の

共
闘
を
し
っ
か
り
強
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
野
党
が
ど
こ

ま
で
本
気
で
共
闘
で
き
、
ど
こ
ま
で
本
気
で
政
権
構
想
を
共

有
で
き
る
の
か
。
そ
こ
が
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
き
ま

す
。
そ
れ
を
野
党
任
せ
に
し
な
い
で
、
国
民
が
野
党
に
せ

ま
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
運
動
が
全
国
各
地
で
必
要
で
す
。

そ
れ
を
通
じ
て
福
祉
も
福
祉
労
働
者
の
労
働
条
件
も
良
く
し

て
い
く
、
そ
う
い
う
大
き
な
展
望
を
も
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

憲
法
を
実
現
す
る
主
体
と
し
て

仲
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そ
う
や
っ
て
、
や
っ
て
い
く
こ
と
自
体
が
、
改
憲
を

ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
も
そ
う
で
す
け
ど
、
憲
法
が
実
現
で

き
る
社
会
に
私
た
ち
が
も
っ
と
も
っ
と
そ
こ
を
押
し
て
い

く
、
そ
こ
に
向
け
て
も
ち
ろ
ん
学
ん
で
い
か
な
い
と
い
け
な

い
ん
で
す
け
ど
、
学
び
な
が
ら
そ
う
や
っ
て
実
現
す
る
日
本

を
作
っ
て
い
く
。
自
分
た
ち
が
作
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
つ

な
が
る
感
じ
で
す
ね
。

石
川　

そ
う
で
す
ね
。
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
社
会
権
を
言

い
出
し
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
政
権
を
つ
く
っ

て
い
た
労
働
者
や
職
人
た
ち
は
「
ど
ん
な
に
貧
乏
の
子
ど
も
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で
あ
っ
て
も
、
最
低
限
の
く
ら
し
が
保
障
さ
れ
、
最
低
限
の

教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
自
分
た
ち
の
手
で
つ

く
ろ
う
」
と
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
自
分
た
ち
の
手
で
と
い

う
と
こ
ろ
が
重
要
で
す
よ
ね
。　
「
誰
そ
れ
さ
ん
が
ん
ば
っ

て
く
だ
さ
い
」「
何
々
党
さ
ん
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
」
と

言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
だ
め
な
ん
で
す
。
や
る
の
は
主
権
者

で
あ
る
自
分
た
ち
で
す
。
そ
こ
の
主
権
者
と
し
て
の
意
識
と

行
動
力
の
弱
さ
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
自

分
た
ち
で
地
元
の
議
員
を
活
用
し
て
、
よ
り
よ
い
世
の
中
を

つ
く
っ
て
い
く
ん
だ
と
思
わ
な
い
と
。

仲
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私
た
ち
も
主
権
者
で
主
体
者
で
と
な
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

石
川　

そ
う
で
す
。
日
本
社
会
に
他
に
主
権
者
は
い
ま
せ
ん

か
ら
ね
。
我
々
こ
そ
が
主
権
者
で
す
か
ら
ね
。

仲
井　

い
い
で
す
ね
、
我
々
こ
そ
が
主
権
者
っ
て
。

植
田　

今
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


