
は

じ

め

に

２
０
１
７
年
５
月
３
日
、
日
本
国
憲
法
は
施
行
７０
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
憲
法
を
改
悪
し
よ
う
と
い
う
支
配
層

の
激
し
い
攻
撃
が
続
い
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

７０
年
も
の
長
い
年
月
に
わ
た
つ
て
、
日
本
国
民
は
こ
れ
を
許
し

て
い
ま
せ
ん
。
平
和
、
民
主
主
義
、
生
活
を
守
る
た
た
か
い
に
と
っ
て
、
こ
の
憲
法
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
に
確
信
を
も
ち
、
こ
れ
を
守
り
生
か
す
た
め
の

「不
断
の
努
力
」
（憲
法
第

一
二
条
）
を
行
っ
て
き
た
結
果

に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
こ
と
は
、
世
界
１
８
８
カ
国
の
す
べ
て
の
成
文
化
さ
れ
た
憲
法
を
比
較
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
の
デ
ー
ビ
ッ

ト
　
ロ
ー
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
ト
ム

・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
ら
ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
た
ち
の
研
究
に
よ
つ
て
も
証
明
さ
れ
ま

し
た

（「朝
日
」
２
０
１
２
年
５
月
３
日
）。
彼
ら
は
、
「世
界
か
ら
見
る
と
、
日
本
の

〔憲
法
の
〕
最
大
の
特
徴
は
、

改
Ｉ
さ
れ
ず
手
つ
か
ず
で
生
き
続
け
て
き
た
長
さ
だ
。
現
存
す
る
憲
法
の
中
で
は

『最
高
齢
』
だ
」
と
言
い
ま
す
。

し
か
し

「だ
か
ら
と
い
つ
て
内
容
が
古
び
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
、
世
界
で
い
ま
主
流
に
な

っ
た
人

権
の
上
位
１９
項
目
ま
で
を
す
べ
て
満
た
す
先
進
ぶ
り
」
だ
と
評
価
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
い
う

「世
界
で
い
ま
主
流
に
な
っ
た
人
権
」
と
は
、
信
教
の
自
由
、
報
道
・表
現
の
自
由
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、

女
性
の
権
利
、
国
結
権
、
教
育
を
受
け
る
権
利
等
々
近
代
社
会
に
な
っ
て
以
来
、
各
国
憲
法
に
共
通
し
て
含
ま
れ
て

い
る

一
人
ひ
と
り
の
人
権
で
す
。
こ
の
中
で
、
上
位
２０
位
ま
で
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
日
本
国
憲
法
に
合
ま
れ
て
い
な
い

の
は
２０
番
目
の
「推
定
無
罪
」
だ
け
と
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
、第
２
次
世
界
大
戦
後
の
各
国
憲
法
が
持

つ
こ
と
に
な
っ

た
平
和
条
項
の
比
較
を
加
え
れ
ば
、
徹
底
し
た
戦
争
放
棄
の
条
項
を
持
つ
日
本
国
憲
法
の
先
駆
性
・先
進
的
性
は
い
っ



はじめに

そ
う
き
わ
だ
っ
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
安
倍
晋
三
首
相
は
、
こ
の
憲
法
に
、
「連
合
国
軍
総
司
令
部
の
、
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
素
人
の
人
た
ち
が
、

た
っ
た
８
日
間
で
作
り
上
げ
た
シ
ロ
モ
ノ
」
（２
０
１
３
年
４
月
２７
日

「産
経
し

と
悪
罵
を
投
げ
か
け
、
そ
の
改
悪

に
執
念
を
燃
や
し
続
け
て
い
ま
す
。
国
会
と
い
う
公
的
な
場
で
そ
の
発
言
の
撤
回
を
迫
ら
れ
て
も
、
「首
相
が
事
実
を

述
べ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
、
む
し
ろ
居
直

っ
て
い
ま
す

（１５
年
３
月
６
日
、
衆
院
予
算
委
員
会
）。

し
か
し
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
果
た
し
て
そ
れ
が

「事
実
」
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
日
本
国
憲
法

の
制
定
経
過
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、内
閣
の
下
に
設
置
さ
れ
た
憲
法
調
査
会

（１
９
５
７
年
８
月
～
６４
年
７
月
）
や
、

衆
参
両
院
に
設
置
さ
れ
た
憲
法
調
査
会

（２
０
０
０
年
１
月
～
０５
年
４
月
）
な
ど
の
公
的
な
場
も
合
め
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
調
査

・
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
安
倍
首
相
は
、
そ
う
し
た
も
の
す
ら
ま
と
も
に
目
を
通
し
た
こ
と

は
な
く
、
文
字
通
り

「
一
知
半
解
」
の
断
片
的
な
知
識
に
基
づ
い
て
発
言
し
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。

そ
の
安
倍
首
相
が
、
自
公
与
党
が
両
院
で
３
分
の
２
の
議
席
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
１６
年
７
月
の
参
院
選
直

後
か
ら
、
沢
改
憲

へ
の
）
橋
が
か
か
っ
た
」
、
Ｆ
」
れ
か
ら
は
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
い
か
に
与
野
党
合
意
を
つ
く
っ

て
い
く
か
だ
」、
「わ
が
党
案
を
ベ
ー
ス
に
ど
う
３
分
の
２
を
構
築
し
て
い
く
か
。
こ
れ
が
政
治
の
技
術
と
言
っ
て
も

い
い
」
等
々
の
発
言
を
連
発
、
改
憲
に
む
け
た
言
動
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
ま
す
。

安
倍
首
相
の
い
う
憲
法
審
査
会
と
は
、
「調
査
」
を
主
な
日
的
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
内
閣
や
国
会
に
設
置
さ
れ
た
憲

法
調
査
会
と
は
異
な
り
、
「日
本
国
憲
法
に
係
る
改
正
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律
案
等
を
審
査
す
る
」
３
８

法
審
査
会
規
定
）
と
、
明
確
に
改
憲
発
議
を
そ
の
主
要
な
任
務
に
、
２
０
０
７
年
１
月
か
ら
衆
参
両
院
に
設
置
さ
れ

て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
憲
法
審
査
会
に
お
け
る
論
議
の
す
す
め
方
に
つ
い
て
各
党
代
表
が
基
本
的
見
解
を
述
べ
た

‐６
年
Ｈ
月
１６
日
の
参
議
院
で
の
審
査
会
で
も
、
自
民
党
の
中
川
雅
治
議
員
は
、
バ
日
本
国
憲
法
は
〕
『
日
本
の
主
権
が



制
限
さ
れ
た
中
で
制
定
さ
れ
、
国
民
の
自
由
な
意
思
が
十
分
に
反
映
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
ヒ

と
指
摘
。
「前
文
や

戦
力
不
保
持
を
定
め
た

『九
条
』
の
ほ
か
、
大
規
模
災
害
や
テ
ロ
に
対
応
す
る
緊
急
事
態
条
項
の
新
設
な
ど
の
項
目

を
例
示
し
、
『多
く
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ヒ

と
、
改
憲
に
向
け
た
論
議
を
行
う
べ
き
と
の
を
主
張
を
展
開
し

て
ぃ
ま
す

（Ｈ
月
１７
日

「読
売
し
。

そ
の
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
安
倍
首
相
が

「
ベ
ー
ス
」
に
し
て
い
く
と
述
べ
た

「わ
が
党
案
」
と
は
、
２
０
１
２

年
４
月
に
自
民
党
が
発
表
し
た

「日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
「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
…
…
」
と
い
う
前
文
か
ら
始
ま
る
驚
く
べ
き
時
代

錯
誤
の
内
容
の
も
の
で
す
。
そ
の
最
大
の
日
標
は
も
ち
ろ
ん
、
第
九
条
の
改
悪
で
す
。
自
衛
隊
に
か
わ
つ
て
、
武
力

行
使
に
関
す
る
す
べ
て
の
制
約
を
と
り
は
ら
っ
て
行
動
す
る

「国
防
軍
」
を
設
置
す
る
と
い
う
の
で
す
。

安
倍
首
相
は
、
２
０
１
５
年
９
月
に
広
範
な
国
民
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
成
立
さ
せ
た
戦
争
法

（安
保
法
制
）
を
、

‐６
年
Ｈ
月
の
自
衛
隊
の
南
ス
ー
ダ

ン
派
兵
に
よ
っ
て
本
格
的
に
発
動
さ
せ
た
い
ま
、
日
本
国
憲
法
が
ま
す
ま
す
大
き

な
障
害
と
な

っ
て
立
ち
は
だ
か
つ
て
い
る
と
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
南
ス
ー
ダ
ン
に
派
兵
し
た
自
衛

隊
に
、
「駆
け
付
け
警
護
」
な
ど
自
衛
隊
発
足
以
来
初
め
て
武
器
使
用
を
と
も
な
う
新
た
な
任
務
が
付
与
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
衛
隊
が

″殺
し
殺
さ
れ
る
″
場
面
に
直
面
す
る
危
険
は
現
実
味
を
お
び
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
が

″海

外
で
の
武
力
行
使
を
し
な
い
″
と
い
う
従
来
の
政
府
答
弁
に
反
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「命
令
不
服
従
」
「敵

前
逃
亡
」
な
ど
そ
う
し
た
任
務
に
自
衛
隊
員
が
背
く
こ
と
を
許
さ
な
い
た
め
の
軍
規
を
ど
う
維
持
す
る
か
は
切
実
な

問
題
に
な
つ
て
い
ま
す
。
自
衛
隊
員
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
民
の
反
対
運
動
や
輸
送

・
修
理
等
の
役
務

提
供
の
拒
否
を
ど
う
お
さ
え
つ
け
る
か
、
日
本
を
本
格
的
に

「戦
争
す
る
国
」
に
す
る
た
め
の
課
題
は
無
数
に
あ
り

ま
す
。
現
在
の
憲
法
の
下
で
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
続
出
し
ま
す
。



はじめに

そ
の
た
め
、
全
面
的
に

「戦
争
を
す
る
国
」
づ
く
り
を
可
能
と
す
る
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
安
倍
首

相
は
考
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
安
倍
首
相
の
憲
法
感
党
か
ら
す
れ
ば
、
自
民
党
の
１２
年
改
憲
草
案
こ
そ
が
日

本
の
歴
史
と
伝
統
を
ふ
ま
え
た

「自
主
的
な
憲
法
」
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
連
合
国
軍
総
司
令
部

（Ｇ

Ｈ
Ｑ
）
の
素
人
た
ち
が

「８
日
間
で
つ
く
り
あ
げ
た
シ
ロ
モ
ノ
」
と
置
き
換
え
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
日
本
国
憲
法
は
本
当
に
ア
メ
リ
カ
が

一
方
的
に
日
本
に
お
し
つ
け
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
メ
リ

カ
で
は
日
本
占
領
が
日
前
に
迫

っ
た
１
９
４
４
年
暮
れ
に
は
対
外
政
策
決
定
機
関
と
し
て
、
国
務
　
陸
軍

・
海
軍
３

省
調
整
委
員
会

（通
称
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
を
発
足
さ
せ
、
そ
れ
ま
で
各
省
が
独
自
に
検
討
し
て
き
た
案
を
基
に
占
領
政

策
の
統

一
し
た
立
案
の
作
業
を
開
始
し
、

４５
年
６
月
に
は
「降
伏
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
初
期
の
対
日
方
針
の
要
約
」

を
決
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
日
本
占
領
開
始
後
の
４６
年
１
月
７
日
に
は
、
「日
本
の
統
治
体
制
の
改
革
」
と
題
す
る

方
針
を
承
認
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
憲
法
問
題
に
も
言
及
し
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
話
に
よ
っ
て
民
主
主
義
の
国
家
に
な
る
こ
と
を
約
束
し
た
日
本
に
お
い
て
は
、
国
民
の
意
思
が

政
治
に
反
映
さ
れ
、
基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
天
皇
制
の
廃
止
ま
た
は
改
革
が
必
要
で
あ
る

こ
と
、
等
々
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
「最
高
司
令
官
が
さ
き
に
列
挙
し
た
諸
改
革
の
実
施
を
日
本
政

府
に
命
令
す
る
の
は
、
最
後
の
手
段
と
し
て
の
場
合
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
憲
法
改
正
は
基
本
的
に

日
本
政
府
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
と
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
連
合
国
軍
総
司
令
部

（Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が
当
初
描
い
て
い
た
構
想
は
、
日
本
政
府
か
ら
民
主
主
義
の
原

則
に
基
づ
く
憲
法
改
正
案
が
提
示
さ
れ
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
そ
れ
を
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
、
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
方
針
に
照
ら
し
て

チ
ェ
ッ
ク
し
、
必
要
な
ら
日
本
側
と
協
議
し
て
変
更
を
求
め
、
そ
の
結
果
で
き
あ
が
っ
た
成
案
を
日
本
政
府
の
責
任

に
お
い
て
成
立
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。



つ
ま
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
以
上
、
自
主
的
に
民
主
的
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
は
日
本
政
府
が
国
際
社

会
に
約
束
し
た
責
務
だ
と
い
う
立
場
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
日
本
が
無
謀
な
侵
略
戦
争
を
展
開
し
た
背
景
に
は

絶
対
主
義
的
天
皇
制
を
基
本
と
す
る
明
治
憲
法

（大
日
本
帝
国
憲
法
）
が
あ
り
、
こ
の
憲
法
を
改
め
な
い
か
ぎ
り
日

本
は
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
す
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
政
府
が
ポ
ツ
ダ
ム
官
一言
の
約
束
を
守
っ
て
自
主
的
に
民
主
主
義
的
憲
法
を
制
定
し
て
い
れ
ば
、

７。
年
も
た
っ
た
今
日
も
な
お

「お
し
つ
け
憲
法
」
を
主
要
な
論
拠
の

一
つ
と
す
る
憲
法
改
悪
の
主
張
が
行
わ
れ
る
は

ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
今
日
の
改
憲
の
企
て
を
許
さ
な
い
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
日
本
国
憲
法
の
制
定
経
過
を
検
証
し
て
み
る

こ
と
に
し
ま
す
。
そ
の
際
、
先
の
戦
争
の
戦
勝
国
と
し
て
日
本
占
領
の
中
心
に
す
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
日
本
政
府
と

の
や
り
と
り
に
限
定
す
る
平
面
的
手
法
で
は
な
く
、
日
本
国
民
や
国
際
Ｌ
論
の
動
向
も
合
め
た
立
体
的
視
点
で
検
証

し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
安
倍
首
相
と
自
民
党
の
憲
法
改
悪
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か

に
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

な
お
、
憲
法
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
論
じ
た
著
書
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
く
に
憲
法
制
定
当
時
の
内
閣
法

制
局
長
官
で
あ
っ
た
佐
藤
達
夫

『日
本
国
憲
法
成
立
史
』
（１
～
４
巻
、
有
斐
閣
）
は
、
筆
者
で
な
け
れ
ば
入
手
で
き

な
い
政
府
内
の
資
料
も
駆
使
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
断
り
の
な
い
場
合
で
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

＊
本
書
は
憲
法
会
議
発
行

『月
刊
憲
法
運
動
』
１６
年
９
月
号
～
１７
年
３
月
号
に
連
載
さ
れ
た

「日
本
国
憲
法
は

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
」
に
大
幅
に
加
筆
　
補
正
し
た
も
の
で
す
。


