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特
集
　
安
倍
壊
憲
政
権
と
対
峙
す
る

１　
「
国
民
の
厳
粛
な
信
託
」
を
削
除
し
、
天

皇
を
元
首
と
す
る
憲
法
改
正
草
案

日
本
国
憲
法
前
文
は
「
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国
民

の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威

は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が

こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受

す
る
。
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲

法
は
、
か
か
る
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら

は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
お
よ
び

詔
勅
を
排
除
す
る
」
と
「
人
民
の
、
人
民
に
よ
る
、

人
民
の
た
め
の
政
治
」(	of	the	people,	by	the	

people,	for	the	people	)

を
謳
っ
て
い
る
。
昨

２
０
１
２
年
４
月
27
日
、
発
表
さ
れ
た
自
民
党
の
憲

法
改
正
草
案
は
、
こ
の
「
人
類
普
遍
の
原
理
」
を
削

除
し
、「
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

で
あ
っ
て
…
…
」
と
謳
い
、
本
文
第
１
条
で
「
天
皇

は
日
本
国
の
元
首
で
あ
り
…
…
」
と
し
て
い
る
。

「
元
首
」
は
国
の
代
表
で
あ
り
、
代
表
が
世
襲
に

よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
国
民
主
権
下
で
は
あ

り
得
な
い
。

２　
日
本
国
憲
法
の
出
自
を
消
し
て
し
ま
っ
た

憲
法
改
正
草
案

１
９
３
１
～
45
年
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
は
、

ア
ジ
ア
で
２
０
０
０
万
人
、
日
本
で
３
１
０
万
人
の

死
者
を
も
た
ら
し
、
東
京
大
空
襲
、
広
島
、
長
崎
へ

の
原
爆
投
下
、
日
本
は
焼
け
野
原
と
な
っ
た
。
そ
ん

な
悲
惨
さ
の
中
か
ら
日
本
国
憲
法
が
生
ま
れ
た
。
多

く
の
軍
人
か
ら
聴
き
取
り
を
し
た
歴
史
家
の
保
阪
正

康
氏
は
、
一
口
に
戦
争
体
験
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ

あ
り
、
同
じ
軍
人
で
も
戦
場
体
験
が
あ
る
か
否
か
で

全
然
違
う
と
い
う
。
戦
場
で
な
く
後
方
で
兵
を
動
か

し
て
い
た
司
令
官
、参
謀
達
と
、実
際
に
前
線
で
戦
っ

て
い
た
将
兵
達
と
で
は
戦
争
の
捉
え
方
が
全
く
違
っ

た
の
で
あ
る
。

保
阪
氏
は
、
戦
場
体
験
者
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
憲

法
９
条
を
支
持
し
て
い
る
と
語
る
。

戦
場
の
悲
惨
さ
を
表
わ
し
た
手
記
、
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
、
映
像
等
は
戦
争
末
期
の
沖
縄
の
地
上
戦
、
敗
戦

後
の
中
国
東
北
部
（
満
州
）
か
ら
の
逃
避
行
を
含
め

て
数
多
あ
る
。

こ
の
「
悲
惨
さ
」
は
安
倍
首
相
ら
が
声
高
に
語
る

「
尊
い
犠
牲
」
で
は
断
じ
て
な
い
。
理
不
尽
な
非
業

の
死
で
あ
る
。
非
業
の
死
を
強
い
ら
れ
た
死
者
達
の

無
念
さ
に
対
す
る
鎮
魂
は
、
ひ
た
す
ら
に
そ
の
死
を

悼
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
尽
き
る
。
死
者
達
を
決

し
て
称
え
て
は
な
ら
な
い
。
称
え
た
瞬
間
か
ら
死
者

達
の
政
治
利
用
が
始
ま
り
、「
悲
惨
さ
」
が
薄
め
ら
れ
、

加
害
の
視
点
が
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
死
者
達

の
無
念
さ
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
憲
法
の
理
念
を
よ
く

体
得
し
、
そ
れ
を
実
践
し
、
深
め
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ

が
、
死
者
達
へ
の
鎮
魂
と
な
る
。

同
時
に
、
戦
争
を
「
悲
惨
さ
」
の
み
で
捉
え
る
の

で
な
く
、
加
害
と
被
害
の
視
点
か
ら
も
捉
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

日
本
国
憲
法
前
文
は
、「
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
や
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
、「
加

害
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。「
加
害
」
の
自
覚

改憲派による本年 5 月 3 日開催 第 15 回公開憲法フォーラム（©Japan Conference）

歴
史
認
識
の
欠
如
し
た
改
憲
は

ア
ジ
ア
の
緊
張
を
高
め
る

内
田
雅
敏

　
ロ
ス
タ
イ
ム
に
は
ド
ラ
マ
が
あ
る
。
一
二
月

二
日
、
ラ
グ
ビ
ー
早
明
戦
、
32
対
26
と
、
早
稲

田
の
６
点
リ
ー
ド
で
、
後
半
戦
も
終
了
間
際
、

早
稲
田
ゴ
ー
ル
前
で
の
、
激
し
い
攻
防
戦
。
残

る
は
、
わ
ず
か
な
ロ
ス
タ
イ
ム
の
み
。
明
治
が

ト
ラ
イ
。
ゴ
ー
ル
キ
ッ
ク
成
功
、
33（
ト
ラ
イ

５
点
、ゴ
ー
ル
キ
ッ
ク
２
点
）対
32
で
、逆
転
勝
利
。

　
ラ
グ
ビ
ー
は
前
後
半
、
各
四
〇
分
間
、
互
い

に
攻
防
を
尽
く
す
。
途
中
、
選
手
の
負
傷
、
交

代
な
ど
、
試
合
の
中
断
が
あ
る
。
中
断
時
間
の

合
計
を
ロ
ス
タ
イ
ム
と
し
、
本
来
の
四
〇
分
間

終
了
後
も
試
合
を
続
行
す
る
。
通
常
、
ロ
ス
タ

イ
ム
の
時
間
は
、
三
分
前
後
だ
が
、
時
間
を
経

過
し
て
も
、
プ
レ
イ
が
途
切
れ
ず
、
続
い
て
い

る
場
合
に
は
な
お
、
試
合
が
続
行
さ
れ
る
。
勝

っ
て
い
る
側
は
、
取
得
し
た
ボ
ー
ル
を
ラ
イ
ン

外
に
け
り
出
し
、
試
合
を
切
ろ
う
と
す
る
。
負

け
て
い
る
側
は
プ
レ
イ
を
中
断
す
れ
ば
、
そ
こ

で
終
わ
り
な
の
で
、
キ
ッ
ク
と
い
う
効
果
的
な

戦
法
が
使
え
ず
、
ひ
た
す
ら
パ
ス
と
ラ
ン
で
攻

撃
を
続
け
、
逆
転
を
狙
う
以
外
に
な
い
。
こ
の

攻
防
が
ラ
グ
ビ
ー
の
醍
醐
味
で
も
あ
る
。
今
回

の
よ
う
に
ワ
ン
ト
ラ
イ
、
ワ
ン
ゴ
ー
ル
（
合
計

７
点
）
で
逆
転
で
き
る
６
点
差
で
ロ
ス
タ
イ
ム

を
迎
え
た
と
き
、
競
技
場
の
興
奮
は
頂
点
に
達

す
る
。
早
稲
田
も
明
治
の
猛
攻
を
よ
く
凌
い
だ

が
、
終
了
間
際
、
つ
い
に
力
尽
き
、
明
治
に
ト

ラ
イ
を
許
し
、
逆
転
敗
け
を
喫
し
た
。《
ロ
ス

タ
イ
ム
で
は
プ
レ
イ
を
中
断
で
き
な
い
》
と
い

う
テ
ー
ゼ
、
ど
こ
か
人
生
に
似
て
い
る
。

　
今
年
は
七
二
年
の
日
中
国
交
正
常
化
か
ら
四

〇
年
、
本
来
な
ら
ば
、
政
治
、
経
済
、
文
化
の

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
祝
わ
れ
、
新
た
な
日
中
関
係

の
構
築
に
向
け
て
の
年
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
三
月
の
河
村
名
古
屋
市
長
の
「
南
京
大

虐
殺
は
な
か
っ
た
」
発
言
が
、
そ
し
て
四
月
の

石
原
都
知
事
の
都
に
よ
る
尖
閣
列
島（
中
国
名

釣
魚
島
）
購
入
構
想
が
、
ぶ
ち
壊
し
た
。「
ハ
ー

メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
石
原
は
、
日
中
武
力
衝

突
を
夢
想
す
る
「
愉
快
犯
」
だ
。
橋
下
大
阪
市

長
の
「
従
軍
慰
安
婦
」
否
定
発
言
も
含
め
て
、

東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
と
い
う
日
本
を
代
表
す

る
自
治
体
の
首
長
た
ち
の
歴
史
認
識
の
欠
如
し

た
、
発
言
が
、
隣
国
と
の
友
好
を
妨
げ
、
ア
ジ

ア
の
緊
張
を
も
た
ら
し
て
い
る
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
煽
り
、
求
心
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
中
、

韓
の
首
脳
に
も
問
題
は
あ
る
。
し
か
し
、
仕
掛
け

た
の
は
石
原
ら
だ
）。
そ
れ
が
又
、「
日
米
同
盟
」

の
強
化
（
従
属
の
強
化
）、
沖
縄
の
米
軍
基
地
の

固
定
化
の
た
め
の
口
実
と
さ
れ
る
。
解
散
、
総

選
挙
の
中
で
、自
民
党
は
、極
右
に
回
帰
し
、「
国

防
軍
」、「
改
憲
」、「
領
土
死
守
」
等
々
の
言
葉

が
声
高
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
維
新
」と
い
う
、

ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
集
団
も
登
場
し
た
。
経
済
格
差

の
拡
大
な
ど
閉
塞
感
が
強
ま
り
、
何
か
ス
カ
ッ

と
し
た
い
と
い
う
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
が
若
い

世
代
を
中
心
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
七
一
年
前

の
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
の
「
日
米
開
戦
」

の
日
、
知
識
人
を
含
め
多
く
の
日
本
人
が
「
ス

カ
ッ
と
し
た
」
気
持
ち
に
酔
い
し
れ
た
。
そ
れ

が
、
更
な
る
大
き
な
転
落
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

い
て
い
た
人
は
僅
か
で
あ
っ
た
。
歴
史
は
薄
め

ら
れ
て
再
来
す
る
。
私
た
ち
は
、
今
ま
た
同
じ

過
ち
を
繰
り
返
す
の
か
。
戦
後
六
七
年
、
私
た

ち
は
一
体
何
を
し
て
来
た
の
か
。
憲
法
前
文
に

「
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
の
憲
法
を
確
定
す
る
」
と
あ
る

よ
う
に
、
憲
法
は
悲
惨
さ
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
。

平
和
憲
法
の
背
後
に
は
ア
ジ
ア
で
二
〇
〇
〇
万

人
、
日
本
で
三
一
〇
万
人
の
死
者
達
が
い
る
。

そ
れ
は
安
倍
晋
三
自
民
党
総
裁
ら
が
声
高
に
語

る
「
尊
い
犠
牲
」
で
は
断
じ
て
な
い
。
理
不
尽

な
非
業
の
死
だ
。
非
業
の
死
を
強
い
ら
れ
た
死

者
達
の
無
念
さ
に
対
し
て
は
、
ひ
た
す
ら
に
そ

の
死
を
悼
む
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
死
者
を
称

え
て
は
な
ら
な
い
。
憲
法
の
理
念
を
よ
く
体
得

し
、
そ
の
内
容
を
実
践
し
な
が
ら
深
め
て
ゆ
く

こ
と
こ
そ
が
、
死
者
へ
の
鎮
魂
と
な
る
。

　
敗
戦
の
年
に
生
ま
れ
、
戦
後
民
主
主
義
下
で

育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
も
、
ぼ
つ
ぼ
つ
「
ロ
ス

タ
イ
ム
」。
脱
原
発
、
脱
石
原
都
政
、
偏
狭
な

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
な
く
、
平
和
を
ア
ジ
ア
に

発
信
す
る
「
宇
都
宮
け
ん
じ
」
を
擁
し
て
闘
っ

た
東
京
都
知
事
選
挙
、
残
念
な
が
ら
敗
れ
た
。

し
か
し
、
多
く
の
多
様
な
市
民
が
参
加
し
、
闘

い
の
継
続
を
誓
っ
た
。
ロ
ス
タ
イ
ム
で
は
プ
レ

イ
を
中
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
昔

《
連
帯
を
求
め
て
孤
立
を
恐
れ
ず
、
力
及
ば
ず

し
て
斃
れ
る
こ
と
を
辞
さ
な
い
が
、
力
尽
く
さ

ず
し
て
挫
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
》
と
啖
呵
を

切
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
こ
ん
な

ギ
ス
ギ
ス
し
た
社
会
を
孫
た
ち
に
引
き
継
が
せ

る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
だ
。

　  「ロスタイム」では
 　 プレイを中断できない

内う
ち

田だ

雅ま
さ

敏と
し

（
弁
護
士
）

１
９
４
７
年
5
月
3
日
に
施
行
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
の
解
説
の
た
め
、
同

年
8
月
に
当
時
の
文
部
省
が
発
行
し
た
「
あ
た
ら
し
い
憲
法
の
は
な
し
」

よ
り
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と
そ
の
「
反
省
」、
こ
れ
は
日
本
国
憲
法
の
出
自
を

表
現
し
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
の
こ
の
出
自
は
、
憲

法
前
文
で
「
３
・
１
運
動
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
大

韓
民
国
臨
時
政
府
の
法
統
」
と
謳
っ
た
韓
国
の
出
自
、

同
じ
く
憲
法
序
言
で
、
抗
日
戦
争
を
含
む
反
帝
国
主

義
闘
争
を
謳
っ
た
中
華
人
民
共
和
国
の
出
自
と
リ
ン

ク
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

憲
法
改
正
草
案
前
文
は
、
日
本
国
憲
法
の
出
自
で

あ
り
、
ま
た
中
国
、
韓
国
の
建
国
の
礎
と
深
い
関
係

に
あ
る
前
記
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
」
文
言
を
削

除
し
、
代
わ
り
に
「
我
が
国
は
先
の
大
戦
に
よ
る
荒

廃
や
幾
多
の
大
災
害
を
乗
り
越
え
て
、
発
展
し
、
今

や
、
国
際
社
会
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お

り
、
…
…
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
は
「
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

や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

ア
ジ
ア
に
対
す
る
「
加
害
」
と
「
反
省
」
の
意
が
全

く
見
ら
れ
な
い
。

こ
れ
で
は
、
前

記「
前
文
」、「
序

言
」
を
有
す
る

韓
国
、
中
国
か

ら
の
理
解
を
得

ら
れ
ず
、
日
本

と
韓
国
、
中
国

と
の
歴
史
認
識

の
ず
れ
は
ま
す

ま
す
広
が
る
。

３　
改
憲
阻
止
は
ア
ジ
ア
的
課
題

日
本
が
憲
法
を
変
え
る
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
の
各
国

に
影
響
を
与
え
る
。
目
覚
ま
し
い
経
済
発
展
に
よ

り
、
大
国
と
な
っ
た
中
国
は
、
国
内
的
に
は
格
差
の

拡
大
、
環
境
汚
染
、
政
府
高
官
の
汚
職
、
言
論
抑
圧

等
々
大
き
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
軍
事
大
国
へ
の

道
を
進
み
、
覇
権
国
家
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
日
本
も

勿
論
で
あ
る
が
、
中
国
は
、
日
中
国
交
正
常
化
を
果

た
し
た
１
９
７
２
年
の
日
中
共
同
声
明
、
と
り
わ
け
、

１
９
７
８
年
の
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
の
際
、
今

後
の
日
ソ
交
渉
と
の
絡
み
で
「
反
覇
権
条
項
」
を
盛

り
込
む
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
日
本
側
を
、
鄧
小
平

中
国
国
家
主
席
（
当
時
）
が
「
反
覇
権
条
項
は
、
将

来
中
国
が
覇
権
国
家
と
な
ら
な
い
た
め
に
も
必
要
な

の
だ
」
と
説
得
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
で
あ
る
。

中
国
の
現
況
を
見
る
と
き
、「
一
衣
帯
水
の
間
に

あ
る
隣
国
で
あ
り
、
長
い
伝
統
的
友
好
の
歴
史
を
有

す
る
」（
日
中
共
同
声
明
前
文
）
日
本
は
、
中
国
が
「
変

わ
る
」、
す
な
わ
ち
覇
権
国
家
と
な
ら
ず
、
国
内
的

な
歪
み
を
克
服
し
、
民
主
化
を
図
る
た
め
に
ど
の
よ

う
な
協
力
を
な
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

今
、
日
本
は
逆
な
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

改
憲
、
と
り
わ
け
日
本
国
憲
法
の
出
自
を
表
す
「
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
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
」（
前
文
）

の
削
除
と
セ
ッ
ト
で
の
９
条
改
憲
、
国
防
軍
の
「
創

設
」、
更
に
は
国
連
中
心
主
義
を
謳
っ
た
「
平
和
を

愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ

ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
」
の

削
除
は
、
日
本
の
戦
後
の
誓
い
を
反
故
に
す
る
こ
と

を
意
味
し
、
ア
ジ
ア
各
国
、
特
に
中
国
の
日
本
に
対

す
る
警
戒
心
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
東
京
裁
判
を

認
め
な
い
か
の
よ
う
な
安
倍
首
相
の
発
言
も
こ
の
警

戒
心
を
加
速
さ
せ
る
。
そ
れ
は
「
変
わ
る
」
こ
と
を

欲
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
軍
拡
と
覇
権
国
家
へ
の
途
を
進

も
う
と
し
て
い
る
中
国
国
内
の
力
を
勢
い
づ
か
せ
、

そ
れ
が
ま
た
日
本
国
内
の
反
中
国
感
情
を
勢
い
づ
か

せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
中
国
国
内
の
民
主

化
は
ま
す
ま
す
遠
の
き
、
日
本
の
軍
拡
に
拍
車
が
か

か
る
。
沖
縄
の
米
軍
基
地
機
能
も
強
化
さ
れ
、
沖
縄

の
構
造
的
差
別
の
固
定
化
を
も
た
ら
す
。
不
信
の
連

鎖
で
あ
る
。
こ
れ
を
ほ
く
そ
笑
ん
で
い
る
輩
が
日
中

両
国
に
、
そ
し
て
米
国
に
も
必
ず
い
る
は
ず
だ
。
西

ド
イ
ツ
（
当
時
）
の
再
軍
備
過
程
が
欧
州
の
一
員
と

し
て
、
中
央
連
邦
軍
の
指
揮
権
を
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
委
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
得
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

１
９
７
２
年
の
日
中
共
同
声
明
前
文
が
「（
日
中
）

両
国
間
の
国
交
を
正
常
化
し
、
相
互
に
善
隣
友
好
関

係
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
両
国
国
民
の
利
益
に
合

致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
ア
ジ
ア
の
緊
張
緩
和

と
世
界
の
平
和
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
結
ん

だ
こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法

の
改
憲
阻
止
の
闘
い
は
、
ア
ジ
ア
と
の
緊
張
緩
和
な

く
し
て
は
な
し
得
な
い
。

（
う
ち
だ
・
ま
さ
と
し
／
弁
護
士
、
東
京
弁
護
士
会
会
員
）

改憲派による本年 5 月 3 日開催 第 15 回公開憲法フォーラム（©Japan Conference）


