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た
も
の
で
す
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第
２
次
安
倍
内
閣
の
発
足
で
急
浮
上
し
た
憲
法
改
正
問
題

　

昨
年
末
の
総
選
挙
の
結
果
、
民
主
党
政
権
が
崩
壊
し
、
自
民
党
と
公
明
党
の
連
立
政
権
が
発
足
し
ま
し
た
。

首
相
に
就
任
し
た
の
は
、
安
倍
晋
三
元
首
相
で
す
。
自
民
党
発
足
以
来
、
初
め
て
の
再
登
板
と
な
っ
た
安
倍
首
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相
は
、
第
１
次
内
閣
に
引
き
続
い
て
憲
法
改
正
を
重
点
政
策
の
一
つ
と
し
て
打
ち
出
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
改
憲
手
続
き
を
定
め
た
憲
法
96
条
か
ら
始
め
る
と
い
い
ま
す
。
96
条
は
、
改
憲
発
議
（
憲
法
改
正
の

提
案
）
に
は
衆
参
両
院
で
の
３
分
の
２
の
多
数
の
賛
成
が
必
要
だ
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
過
半
数
の
賛
成

に
改
め
て
、
改
憲
に
向
け
て
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
よ
う
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
憲
法
改
定
の
提
案
を
や
り
や
す
く
し
た
う
え
で
狙
わ
れ
て
い
る
の
が
、
本
来
の
目
的
で
あ

る
９
条
の
改
憲
で
す
。
し
か
も
、
衆
院
で
は
自
公
両
党
は
３
分
の
２
の
議
席
を
越
え
て
い
ま
す
。
日
本
維
新
の

会
が
躍
進
し
た
た
め
、
公
明
党
が
賛
成
し
な
く
て
も
、
そ
の
代
わ
り
を
努
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
に
加
え
て
参
院
で
も
改
憲
勢
力
が
３
分
の
２
以
上
の
議
席
を
占
め
れ
ば
、
改
憲
発
議
で
き
る
状
況
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
憲
法
改
定
問
題
が
に
わ
か
に
政
局
の
焦
点
の
一
つ
に
浮
上
し
た
の
で
す
。

　

も
し
、
改
憲
が
具
体
化
す
る
と
す
れ
ば
、
提
案
さ
れ
る
可
能
性
が
最
も
高
い
の
は
、
昨
年
の
４
月
に
発
表
さ

れ
た
自
民
党
の
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」（
自
民
党
改
憲
草
案
）
で
し
ょ
う
。
以
下
、
立
憲
主
義
に
焦
点
を
当

て
て
、
こ
の
自
民
党
改
憲
草
案
の
内
容
と
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　

権
力
を
制
限
す
る
の
が
立
憲
主
義

　

そ
も
そ
も
、
立
憲
主
義
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
最
も
簡
単
に
言
え
ば
、
憲
法
に
基
づ
く
国
家
運
営
と
い
う
考

え
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
権
力
の
恣
意
的
支
配
を
防
ぎ
、
権
力
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
原
理
の
こ
と
で
す
。
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近
代
国
家
は
絶
対
主
義
王
政
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
君
主
が
持
つ
絶
対
的
な
権
力
を
制
限
し
、
個
人
の
権
利
や

自
由
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
が
近
代
立
憲
主
義
で
あ
り
、
憲
法
は
権
力
を
制
限
し
て
国
民
の

権
利
や
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
憲
法
は
国
家
権
力
を
縛
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
は
法
に
よ
る
権
力
の
拘
束
で
あ
り
、
権
力
を
制

限
し
て
憲
法
の
枠
に
は
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
濫
用
を
防
ぎ
、
国
民
の
権
利
を
守
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
憲
法
に
国
民
の
義
務
規
定
が
少
な
い
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
の
点
で
、
憲
法
は
一
般
の
法
律
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
憲
法
は
国
家
を
縛
り
、
法
律
は
国
民
を
縛
る
か

ら
で
す
。
憲
法
を
守
る
べ
き
者
は
国
家
権
力
を
行
使
す
る
地
位
に
あ
る
特
別
な
人
々
で
あ
り
、
法
律
を
守
る
べ

き
者
は
そ
の
権
力
に
支
配
さ
れ
る
一
般
の
国
民
で
す
。

　

こ
の
理
念
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
現
行
憲
法
の
99
条
だ
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
天
皇
又
は
摂

政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
為
政
者
た
ち
な

の
で
あ
っ
て
国
民
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

自
民
党
改
憲
草
案
に
示
さ
れ
て
い
る
立
憲
主
義
の
逆
転

　

と
こ
ろ
が
、
自
民
党
改
憲
草
案
の
１
０
２
条
で
は
「
全
て
国
民
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
」
と
さ
れ
、「
２ 

国
会
議
員
、
国
務
大
臣
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
擁
護
す
る
義
務

を
負
う
」
と
い
う
文
章
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
憲
法
尊
重
義
務
を
負
う
の
は
国
民
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

為
政
者
を
縛
る
現
行
憲
法
の
99
条
か
ら
国
民
を
縛
る
自
民
党
改
憲
草
案
１
０
２
条
へ
と
、
立
憲
主
義
は
逆
転
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

憲
法
草
案
を
解
説
し
た
自
民
党
の
「
Q
＆
A
」
で
は
、「
こ
の
規
定
は
、
飽
く
ま
で
訓
示
規
定
で
あ
り
、
具
体

的
な
効
果
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し
、「
公
務
員
に
関
し
て
は
、
同
条
２
項
で
憲
法
擁
護
義
務
を
定

め
、
国
民
の
憲
法
尊
重
義
務
と
は
区
別
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
の
場
合
は
、
国
民
と
し
て
の
憲
法

尊
重
義
務
に
加
え
て
、『
憲
法
擁
護
義
務
』、
す
な
わ
ち
、『
憲
法
の
規
定
が
守
ら
れ
な
い
事
態
に
対
し
て
、
積
極

的
に
対
抗
す
る
義
務
』
も
求
め
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
行
憲
法
で
は
公
務
員
の
み
が
負
っ
て
い
る
憲
法
尊
重
義
務
を
全
国
民
が
負
い
、「
公
益
及
び
公
の

秩
序
」（
12
条
後
段
、
13
条
後
段
、
21
条
２
項
等
）
に
よ
る
人
権
制
限
ま
で
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
自

由
及
び
権
利
に
は
責
任
及
び
義
務
が
伴
う
こ
と
を
自
覚
」（
12
条
後
段
）
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
国
民
の
義
務

が
大
幅
に
増
え
、
前
文
冒
頭
の
主
語
が
国
家
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
か
ら
国
民
へ
の
法
に
変
容
し
て
い

ま
す
。

　

な
お
、
現
行
憲
法
99
条
に
あ
る
「
天
皇
又
は
摂
政
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
民
党

改
憲
草
案
の
１
条
で
天
皇
を
「
元
首
」
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
大
き
な
誤

り
で
す
。
も
し
、
天
皇
を
「
元
首
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
憲
法
に
よ
る
縛
り
が
必
要
と
さ
れ
る
か
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ら
で
す
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
君
主
が
持
つ
権
力
を
制
限
し
て
個
人
の
権
利
や
自
由
を
保
護
し
よ
う
と
し
た

近
代
立
憲
主
義
に
対
す
る
無
理
解
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

個
人
と
人
権
へ
の
無
理
解
と
侵
害

　

立
憲
主
義
と
は
権
力
の
暴
走
を
憲
法
に
よ
っ
て
抑
制
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
を
伴
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
、
社
会
の
最
小
単
位
と
し
て
の
個
人
と
い
う
概
念
を
確
立
し
ま
す
。

　

個
人
は
、
巨
大
な
権
力
で
あ
る
国
家
と
向
き
合
っ
て
対
峙
し
、
そ
の
権
利
と
し
て
の
基
本
的
人
権
は
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
全
て
の
個
人
が
保
有
す
る
も
の
で
、
何
者
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
ず
、
多
数
者
に
よ
っ
て
も
侵
す

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、自
民
党
改
憲
草
案
で
は
、現
憲
法
の
「
個
人
」
と
い
う
表
記
の
「
個
」
が
取
ら
れ
、す
べ
て
「
人
」

に
置
き
換
わ
っ
て
い
ま
す
。
多
様
な
個
性
を
持
ち
、国
家
と
対
置
さ
れ
る
べ
き
個
人
は
抽
象
的
な
「
人
」
と
さ
れ
、

国
家
と
の
緊
張
関
係
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
人
権
に
つ
い
て
も
、
現
行
憲
法
97
条
の
「
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
つ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
錬
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
」
と

い
う
有
名
な
一
文
が
削
除
さ
れ
ま
し
た
。
人
権
は
「
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
」
と
し
て
位
置
づ
け



6

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

自
民
党
の
「
Ｑ
＆
Ａ
」
は
「
人
権
規
定
も
、
我
が
国
の
歴
史
、
文
化
、
伝
統
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と

も
必
要
だ
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
大
間
違
い
で
す
。
基
本
的
人
権
は
、
時
代
や
国
を
超
え
て
保
障
さ
れ

る
が
故
に
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
各
国
の
「
歴
史
、
文
化
、
伝
統
を
踏
ま
え
た
も
の
」
だ
と
い
う

の
で
は
、
他
国
の
人
権
と
わ
が
国
の
人
権
と
で
は
異
な
っ
て
当
然
な
ど
と
い
う
言
い
訳
を
許
す
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
こ
れ
で
は
、
北
朝
鮮
の
人
権
状
況
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

自
民
党
の
人
権
把
握
は
北
朝
鮮
並
み
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
自
民
党
改
憲
草
案
は
現
行
憲
法
に
あ
る
「
公
共
の
福
祉
」
に
代
え
て
、
内
容
の
不
確
定
な
「
公
益
」

や
「
公
の
秩
序
」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。
前
者
が
人
権
相
互
の
調
整
原
理
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
者
は
人
権
の
制
約
条
件
を
規
定
す
る
も
の
で
、
何
が
「
公
益
」
や
「
公
の
秩
序
」
と
さ
れ
る
か
に

よ
っ
て
人
権
は
大
き
く
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
第
21
条
「
表
現
・
結
社
の
自
由
」
は
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
２
は
「
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
益
及
び
公
の
秩
序
を
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
を
行
い
、
並
び
に
そ
れ
を
目
的

と
し
て
結
社
を
す
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
静
か
に
開
催
さ
れ
て
い
る
政
府
批
判
の
集

会
は
「
公
の
秩
序
」
を
害
し
て
い
な
く
て
も
、「
公
益
」
を
害
す
る
と
し
て
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
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権
力
の
暴
走
抑
制
の
脆
弱
化

　

権
力
の
暴
走
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
そ
の
集
中
で
は
な
く
相
互
の
牽
制
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
権
力
の

分
割
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
権
力
の
濫
用
や
恣
意
的
な
行
使
を
抑
制
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
て
、
立
法
・
行
政
・
司
法
と
い
う
三
権
の
分
立
や
地
方
自
治
の
制
度
化
が
構
想
さ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、

自
民
党
改
憲
草
案
で
は
執
行
権
の
強
化
と
中
央
集
権
化
が
顕
著
で
、
こ
の
面
で
も
立
憲
主
義
が
弱
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
ず
、
前
文
で
「
天
皇
を
戴
く
国
家
」、
１
条
で
「
天
皇
は
、
日
本
国
の
元
首
」
と
さ
れ
、
日
本
は
天
皇
中

心
の
国
家
体
制
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
ま
す
。
同
時
に
「
三
権
分
立
」
が
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
主
権
在

民
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
三
権
の
上
に
天
皇
が
君
臨
す
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
56
条
で
国
会
開
催
の
定
足
数
規
定
を
削
除
し
て
審
議
を
形
骸
化
し
、
63
条
２
項
で
大
臣
の
国
会
へ
の

出
席
義
務
に
つ
い
て
「
職
務
の
遂
行
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
し
て
行
政
へ
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
弱
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
72
条
で
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
し
、
そ
の
総

合
調
整
を
行
う
」
と
す
る
な
ど
、
首
相
権
限
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
重
大
な
の
は
、「
緊
急
事
態
」
を
名
目
と
し
た
「
独
裁
」
的
な
権
力
行
使
の
可
能
性
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。「
第
九
章　

緊
急
事
態
」
が
新
設
さ
れ
、「
内
閣
は
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
政
令
を
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制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、「
何
人
も
、
…
…
国
そ
の
他
公
の
機
関
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
立
憲
主
義
の
機
能
停
止
だ
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

地
方
自
治
に
つ
い
て
も
、「
そ
の
財
産
を
管
理
し
、
事
務
を
処
理
し
、
及
び
行
政
を
執
行
す
る
権
能
を
有
し
」

と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
財
産
を
管
理
す
る
権
能
、
行
政
を
執
行
す
る
権
能
を
削
除
し
て
そ
の
範
囲
は
「
住
民
に

身
近
な
行
政
」
に
限
定
さ
れ
、
中
央
集
権
化
を
強
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
当
該
地
方
自
治
体
の
住
民
で
あ
っ
て

日
本
国
籍
を
有
す
る
者
が
直
接
選
挙
す
る
」
と
し
て
定
住
外
国
人
の
地
方
参
政
権
も
排
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

首
相
に
よ
る
改
憲
提
唱
は
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
違
反

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
99
条
は
国
務
大
臣
の
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
を
定
め
て
お
り
、
憲
法
制
定
権
限
は
国

民
の
も
の
で
す
。
内
閣
や
そ
の
首
座
に
あ
る
首
相
が
先
頭
に
立
っ
て
憲
法
改
定
の
旗
を
振
る
こ
と
は
憲
法
尊
重

擁
護
義
務
に
対
す
る
違
反
で
あ
り
、
国
民
の
憲
法
改
正
権
限
の
簒
奪
を
意
味
し
ま
す
。

　

ま
た
、
３
分
の
２
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
は
権
力
者
に
都
合
の
良
い
安
易
な
改
憲
発
議
を
防
ぎ
、
多
数
意
思
が
過

ち
を
犯
し
て
憲
法
の
基
本
原
理
に
反
す
る
改
憲
発
議
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
予
防
措
置
で
し
た
。
今

日
、
自
民
党
改
憲
草
案
は
立
憲
主
義
を
は
じ
め
、
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
平
和
主
義
と
い
う
憲
法

の
基
本
原
理
を
変
え
る
過
ち
を
犯
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
、
多
数
決
に
よ
っ
て
基
本
原
理
に
反
す
る
改
憲
発
議
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
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こ
と
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
現
行
憲
法
の
制
定
に
当
た
っ
た
先
人
は
ま
こ
と
に
慧
眼
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で

し
ょ
う
。
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