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水
島
朝
穂
さ
ん
は
、
積
極
的
な
社
会
発
言
で
も
知
ら
れ
る

早
稲
田
大
学
教
授
（
憲
法
学
）
で
す
。
今
般
、
ご
本
人
の
許

諾
を
得
て
、水
島
さ
ん
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
平
和
憲
法
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
」（http://w

w
w
.asaho.com

/

）
か
ら
、
５
月
６

日
に
掲
載
さ
れ
た「
今
週
の
直
言
」全
文
を
転
載
し
ま
す（
な

お
、「
今
週
の
直
言
」
は
毎
週
月
曜
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
）。

今
年
の
憲
法
記
念
日
は
２
日
か
ら
４
日
ま
で
、
48

時
間
で
札
幌
、
岡
山
、
水
戸
の
３
都
市
で
講
演
し
た
。

テ
ー
マ
は
「
憲
法
96
条
問
題
」。「
96
条
に
つ
い
て
話

を
聞
き
た
い
…
…
」
と
、
ど
こ
で
も
主
催
者
の
予
想

を
上
回
る
聴
衆
が
参
加
し
た
。
１
年
前
、
96
条
な
ん

て
憲
法
条
文
を
知
っ
て
い
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
た

だ
ろ
う
か
。
憲
法

記
念
日
に
つ
い
て

報
ず
る
『
産
経
新

聞
』
５
月
４
日
１

面
ト
ッ
プ
見
出
し

は
「『
96
条
』
高

ま
る
議
論
」。
だ

が
、
一
般
の
国
民

が
96
条
改
正
を
求

め
た
わ
け
で
は
な

い
。
憲
法
が
邪
魔

で
仕
方
な
い
政
治

家
た
ち
が
、
一
方
的
に
96
条
改
正
を
煽
り
、
議
論
を

「
高
め
て
き
た
」
だ
け
で
は
な
い
の
か
。

安
倍
晋
三
自
民
党
総
裁
・
首
相
は
、
つ
い
に
憲
法

96
条
改
正
を
参
院
選
の
自
民
党
公
約
に
入
れ
た
。
立

憲
主
義
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
真
正
の
危
機
で
あ
る
。

私
は
、
憲
法
研
究
者
と
し
て
の
職
命(Beruf)	

か
ら
、

生
身
の
命
を
削
っ
て
で
も
、
こ
の
問
題
の
本
質
を
訴

え
て
い
き
た
い
。
そ
う
い
う
決
意
で
、
こ
れ
か
ら
も

各
地
で
講
演
し
て
い
く
。
憲
法
96
条
を
め
ぐ
る
問
題

の
展
開
に
つ
い
て
は
、
来
週
の
直
言
で
詳
し
く
書
く

こ
と
に
し
て
、
今
回
は
「
主
権
回
復
の
日
」
に
つ
い

て
再
度
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。	

記
念
日
と
い
う
の
は
一
定
の
サ
イ
ク
ル
（
年
単
位
）

で
、
歴
史
的
な
出
来
事
を
想
起
さ
せ
る
「
装
置
」
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、９
年
前
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
『
記

念
日
』」
で
も
書
い
た
。
ド
イ
ツ
の
Ｇ
・
シ
ュ
レ
ー

ダ
ー
首
相
（
当
時
）
は
戦
後
60
年
を
前
に
、
フ
ラ
ン

ス
の
ノ
ル
マ
ン
ジ
ー
（
６
月
６
日
）
と
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
（
８
月
１
日
）
を
訪
れ
、
ま
た
帝
政

時
代
の
旧
植
民
地
ナ
ミ
ビ
ア
（
８
月
11
日
）
に
閣
僚

を
送
っ
て
、「
過
去
」
と
向
き
合
っ
た
。
こ
れ
で
ド

イ
ツ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
、
か
つ
て
の
植

民
地
諸
国
に
お
い
て
も
支
持
と
信
頼
を
確
実
な
も
の

に
し
て
、
国
際
的
な
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
。

見
事
な
「
記
念
日
外
交
」
で
あ
る
。	

同
じ
頃
、
日
本
の
首
相
と
閣
僚
は
靖
国
神
社
参
拝

を
や
っ
て
、
周
辺
諸
国
と
の
あ
つ
れ
き
を
深
め
て
い

た
。
か
く
し
て
、
２
０
０
４
年
の
時
点
で
、「
過
去

の
克
服
」
の
問
題
に
関
す
る
日
独
の
差
は
圧
倒
的
に

開
い
て
し
ま
っ
た
。	

昨
年
12
月
、
村
山
談
話
や
河
野
談
話
ま
で
覆
し
て
、

過
去
の
蓄
積
を
台
無
し
に
す
る
第
二
次
安
倍
内
閣
が

誕
生
し
た
。
戦
後
68
年
を
前
に
、
こ
の
国
は
、
長
年

に
わ
た
っ
て
築
い
て
き
た
周
辺
諸
国
と
の
関
係
を
失

い
か
け
て
い
る
。	

日
本
の
政
治
家
に
「
記
念
日
外
交
」
が
で
き
な
い

の
は
、
歴
史
的
知
見
や
教
養
が
足
り
な
い
か
ら
だ
け

で
は
な
い
。
特
殊
な
「
価
値
観
外
交
」
を
過
度
に
押

し
出
す
た
め
、
不
必
要
な
摩
擦
を
広
げ
て
し
ま
う
点

も
無
視
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
の
対
外
政
策
を
長
年
に

わ
た
り
観
察
し
て
き
た
者
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
政

治
家
の
多
く
は
過
去
の
歴
史
を
踏
ま
え
、「
記
念
日
」

に
配
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
慎
重
か
つ
周
到

に
向
き
合
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
日
本
の

政
治
家
の
よ
う
に
、
７
月
７
日
（
蘆
溝
橋
事
件
）
に

首
相
が
尖
閣
国
有
化
を
表
明
し
、
９
月
11
日
（
満
州

事
変
の
１
週
間
前
）
に
そ
の
閣
議
決
定
を
行
う
無
神
経

さ
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
家
か
ら
す
れ
ば
信
じ
が
た
い

こ
と
で
あ
る
。	

安
倍
首
相
は
最
近
、「
記
念
日
」
の
使
い
方
に
お

い
て
、
二
つ
の
重
大
な
誤
り
を
お
か
し
た
。	

そ
の
一
つ
は
、
閣
僚
の
靖
国
問
題
に
対
す
る
中
国

や
韓
国
の
批
判
に
対
し
て
、「
ど
ん
な
脅
か
し
に
も

屈
し
な
い
」
と
い
う
異
例
に
強
い
言
葉
を
使
っ
た
こ

と
（
４
月
24
日
参
院
予
算
委
員
会
）、
歴
史
認
識
に
つ
い

「
記
念
日
」
の
思
想

―
Ｋ
Ｍ
（
空
気
が
見
え
な
い
）
首
相
の
危
う
さ水

島
朝
穂

本年 4 月 29 日付の各紙見出し。上左・産経新聞、同右・朝日新聞、
２段目左・読売新聞、同右・毎日新聞、３段目・東京新聞
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特
集
　
安
倍
壊
憲
政
権
と
対
峙
す
る

記
事
に
こ
れ
を
使
っ
た
。
文
章
と
写
真
と
の
、
何
と

も
皮
肉
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。	

各
国
メ
デ
ィ
ア
に
批
判
さ
れ
る
の
は
、
安
倍
氏
の

「
不
徳
の
い
た
す
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
一
国
の
首
相

た
る
自
分
の
立
場
を
も
っ
と
自
覚
し
、
心
に
思
っ
て

い
て
も
口
に
し
な
い
、
不
必
要
に
心
の
揺
れ
、
怒
り
、

焦
り
を
顔
に
あ
ら
わ
さ
な
い
。
国
政
上
の
総
合
調

整
機
能
を
も
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
者
と
し
て
（
だ

か
ら
「
総
理
」
大
臣
な
の
で
あ
る
）、
す
べ
て
に
目
配
り

を
し
て
、
適
切
な
言
葉
と
指
示
を
出
す
。
首
相
に
は

最
低
、
こ
れ
が
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、

そ
れ
を
安
倍
氏
に
求
め
る
こ
と
は
、
超
が
つ
く
ほ
ど

の
高
望
み
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま
っ

た
の
が
、「
記
念
日
」
の
使
い
方
の
も
う
一
つ
の
失

敗
で
あ
る
。	

普
天
間
問
題
を
は
じ
め
、
沖
縄
に
対
す
る
無
配
慮

と
無
神
経
な
対
応
を
繰
り
返
し
て
き
た
日
本
政
府
だ

が
、
そ
の
無
神
経
さ
の
極
致
が
「
主
権
回
復
の
日
」

だ
っ
た
。
安
倍
首
相
は
、
沖
縄
に
深
い
思
い
を
寄
せ

る
天
皇
・
皇
后
ま
で
利
用
し
て
、
自
分
の
思
い
入
れ

を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
壮
大
な
る
勘
違
い
。

ま
さ
に
「
ア
ベ
コ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
の
面
目
躍
如
だ
っ

た
。	冒

頭
の
写
真
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
各
紙
４
月

29
日
付
は
見
事
に
分
か
れ
た
。
天
皇
に
「
万
歳
」
を

す
る
写
真
し
か
載
せ
な
い
『
産
経
新
聞
』、
政
府
式

典
の
み
の
『
読
売
新
聞
』、政
府
式
典
と
沖
縄
の
「
屈

辱
の
日
」
大
会
の
写
真
を
完
全
に
半
々
に
し
た
『
朝

日
新
聞
』
東
京
本
社
版
、
沖
縄
の
写
真
を
少
し
大
き

く
し
て
上
下
に
配
し
た
『
毎
日
新
聞
』、そ
し
て
、「
屈

て
、「
侵
略
と
い
う
定
義
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
国

と
国
の
関
係
で
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
で
も
違
う
」（
４

月
23
日
同
）
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
他
国
の
批
判

を
「
脅
迫
」
と
受
け
取
る
感
覚
は
理
解
で
き
な
い
。

内
心
が
相
当
歪
ん
で
い
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な
余
裕

の
な
い
言
葉
は
出
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
ド

イ
ツ
の
政
治
家
が
「
１
９
３
９
年
９
月
１
日
」
に
つ

い
て
、「
国
と
国
の
関
係
で
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
で

も
違
う
」
と
言
っ
た
ら
、
即
刻
辞
任
だ
ろ
う
。「
イ

ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
」
を
批
判
す
る
安
倍
首
相
は
、

他
国
か
ら
見
た
ら
危
な
い
「
靖
国
原
理
主
義
者
」
に

見
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
日
本
の
イ
メ
ー

ジ
を
相
当
ダ
ウ
ン
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
は

使
い
た
く
な
い
言
葉
だ
が
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
首
相

の
存
在
そ
の
も
の
が
「
国
益
に
反
す
る
」
の
で
は
な

い
の
か
。

調
子
に
の
る
安
倍
氏
は
４
月
27
日
、
戦
車
兵
の
服

装
を
し
て
、
10
式
戦
車
の
12
・
７
ミ
リ
重
機
関
銃
横

の
天
蓋
か
ら
手
を
ふ
っ
て
み
せ
た
。
若
者
へ
の
サ
ー

ビ
ス
程
度
の
軽
い
気
持
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
写

真
は
全
世
界
に

広
ま
っ
て
し

ま
っ
た
。
ド

イ
ツ
週
刊
誌

『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ

ル
』
は
、
首
相

公
用
車
と
警
察

車
両
と
の
追
突

事
故
を
報
ず
る

辱
の
日
」
大
会
を
大
き
な
写
真
付
き
で
ト
ッ
プ
に

も
っ
て
き
た『
東
京
新
聞
』。
地
元『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』

と
そ
の
速
報
版
を
入
手
し
た
が
、
全
体
か
ら
怒
り
が

ほ
と
ば
し
る
紙
面
構
成
で
あ
る
。	

こ
の
写
真
は
『
朝
日
新
聞
』
西
部
本
社
版
（
福
岡
）

と
東
京
本
社
版
を
対
比
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
部
本

社
版
は
沖
縄
に
も
配
達
さ
れ
る
。
明
ら
か
に
東
京
と

は
紙
面
の
雰
囲
気
が
違
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

朝
日
東
京
の
近
年
の
論
調
の
揺
れ
は
、
こ
の
紙
面

構
成
に
も
反

映
し
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

朝
日
西
部
は

沖
縄
を
管
内

に
し
て
い
る

か
ら
、
記
者

も
編
集
サ
イ

ド
も
沖
縄
の

現
場
の
空
気

を
踏
ま
え
た

報
道
を
す
る
。

い
ま
、
現
場

の
空
気
と
は

ど
ん
な
も
の

か
。	国

道
58
号
線
を
北
上
し
て
、
沖
縄
本
島
最
北
端
の

国
頭
村
の
辺
戸
岬
に
着
く
と
、
そ
こ
に
「
祖
国
復

帰
闘
争
碑
」
が
立
っ
て
い
る
。
私
も
何
度
か
行
っ

迷彩服を着て戦車から手を振る安倍首
相(Der Spiegel(WEB) vom 27.4.2013)

4・28 式典を伝える朝日新聞の西部本社版（左）と東京本社版）
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た
。「
…
…
平
和
の
お
と
ず
れ
を
信
じ
た
沖
縄
県
民

は
、
米
軍
占
領
に
引
き
続
き
、
１
９
５
２
年
４
月
28

日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
『
平
和
』
条
約
第
３
条
に
よ

り
、
屈
辱
的
な
米
国
支
配
の
鉄
鎖
に
繋
が
れ
た
。
米

国
の
支
配
は
傲
慢
で
県
民
の
自
由
と
人
権
を
蹂
躪
し

た
。
祖
国
日
本
は
海
の
彼
方
に
遠
く
、
沖
縄
県
民
の

声
は
空
し
く
消
え
た
。
…
…
」。
熱
い
言
葉
が
連
ね

ら
れ
て
い
る
。	

「
主
権
回
復
の
日
」
が
い
か
に
Ｋ
Ｙ
（
空
気
が
読
め

な
い
）
で
は
な
く
、
Ｋ
Ｍ
（
空
気
が
見
え
な
い
）
だ
っ

た
の
か
を
安
倍
氏
に
教
え
る
た
め
、『
沖
縄
タ
イ
ム

ス
』
４
月
28
日
付
特
集
面
の
作
文
を
紹
介
し
よ
う
。

祖
国
復
帰
闘
争
碑
の
写
真
を
添
え
て
、
当
時
小
学
校

２
年
生
だ
っ
た
大
城
知
佐
子
さ
ん
の
作
文
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。
米
軍
統
治
が
続
く
１
９
６
６
年
、
沖
縄

教
職
員
会
が
『
作
文
は
訴
え
る　

沖
縄
の
子
ら
』
を

発
行
し
た
が
、
そ
の
58
編
の
う
ち
の
１	

編
で
あ
る
。	

　
　

海
に
線
が
引
か
れ
た

う
み
に
、
せ
ん
が
ひ
か
れ
て
、

日
本
の
う
み
、
お
き
な
わ
の
う
み
と
、
わ
か
れ
て

い
る
と
い
う
が
、	

ほ
ん
と
う
か
な
。

ほ
ん
と
う
に
、
せ
ん
が
み
え
る
か
な
。

う
み
の
う
え
で　

あ
く
し
ゅ
し
て
、
早
く
日
本
に
、

か
え
る
よ
う
に
す
る
そ
う
で
す
。

し
ん
せ
き
の
、
き
よ
し
お
じ
さ
ん
は
、

い
ま
、
日
本
で
、
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。

き
よ
し
お
じ
さ
ん
は
、
日
本
人
に
な
れ
て　

い
い

な
あ
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
は
、
大
き
く
な
っ
た
ら
、
日
本
に
い
っ
て
、

か
ん
ご
ふ
さ
ん
に
な
り
た
い
。

は
や
く
、
み
ん
な
、
日
本
人
に
な
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

「
北
緯
29
度
以
南
の
南
西
諸
島
」（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
講
和
条
約
３
条
）
が
、
１
９
５
３
年
の
奄
美
諸
島
復

帰
後
は
「
北
緯
27
度
以
南
」
に
な
っ
た
。
そ
の
27
度

線
の
南
北
で
、
本
土
と
沖
縄
か
ら
祖
国
復
帰
を
求
め

る
人
々
が
船
で
漕
ぎ
寄
せ
、
海
上
デ
モ
を
行
っ
た
こ

と
は
私
も
覚
え
て
い
る
。
大
城
さ
ん
の
「
う
み
の
う

え
で　

あ
く
し
ゅ
」
は
そ
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で

あ
る
。
沖
縄
の
こ
と
を
日
本
史
で
勉
強
し
た
大
学
受

験
生
な
ら
当
然
知
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
（
安
倍
氏

は
ト
ー
タ
ル
推
薦
入
学
だ
か
ら
勉
強
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が

あ
る
。
法
学
部
卒
だ
が
憲
法
の
理
解
も
怪
し
い
）。	

海
に
見
え
な
い
線
が
引
か
れ
て
、
沖
縄
の
人
々
は

本
土
と
切
り
離
さ
れ
た
。
ど
れ
だ
け
日
本
に
帰
り
た

か
っ
た
か
。
そ
の
思
い
は
大
城
さ
ん
の
作
文
に
も
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。「
沖
縄
の
人
々
が
耐
え
忍
ば
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
戦
中
、
戦
後
の
ご
苦
労
に
対
し
て
、

通
り
一
遍
の
言
葉
は
意
味
を
な
さ
な
い
」
と
安
倍
首

相
は
政
府
式
典
で
語
っ
た
。
だ
が
、「
通
り
一
遍
の

言
葉
」
の
方
が
ま
だ
ま
し
で
あ
る
。
沖
縄
の
人
々
は

「
ま
た
言
っ
て
い
る
」
と
呆
れ
る
と
こ
ろ
で
済
ん
だ

か
も
し
れ
な
い
。
安
倍
氏
が
「
首
相
主
導
で
」
強
行

し
た
４
月
28
日
政
府
式
典
こ
そ
、「
通
り
一
遍
の
言

葉
」で
は
な
く
、式
典
と
い
う
形
を
伴
う
行
為
に
よ
っ

て
、
沖
縄
を
深
く
傷
つ
け
た
の
で
あ
る
。	

元
白
梅
学
徒
の
一
人
、
中
山
き
く
さ
ん
は
「
屈
辱

の
日
」
沖
縄
大
会
で
、
政
府
式
典
の
「
不
条
理
と
無

念
さ
」
を
嘆
き
、「
61
年
間
の
沖
縄
の
苦
悩
を
ま
っ

た
く
顧
み
な
い
歴
史
認
識
を
欠
い
た
心
な
い
行
為
」

を
批
判
し
つ
つ
、「
政
府
式
典
は
平
成
の
沖
縄
切
り

捨
て
」
と
特
徴
づ
け
た
（『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
２
０
１
３

年
４
月
29
日
付
総
合
２
面
）。「
４
・
28
」
を
「
主
権
回

復
の
日
」
と
し
て
、
政
府
主
催
の
記
念
式
典
で
祝
っ

て
し
ま
っ
た
安
倍
氏
は
、
お
そ
ら
く
沖
縄
の
歴
史
の

な
か
で
、「
屈
辱
の
首
相
」
と
し
て
語
り
継
が
れ
る

こ
と
だ
ろ
う
。	

こ
の
Ｋ
Ｍ
首
相
が
次
に
多
く
の
人
を
怒
ら
せ
る

「
記
念
日
」
は
「
８
・
15
」
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本

で
は
「
終
戦
記
念
日
」
だ
が
、韓
国
で
は
「
光
復
節
」、

「
光
を
取
り
戻
し
た
日
」
と
い
う
意
味
で
、
国
の
祝

日
に
な
っ
て
い
る
。
植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放
の
日
、

独
立
記
念
日
で
あ
る
。
安
倍
首
相
が
「
８
月
15
日
」

に
間
違
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
世
界
に
発
信
す
る
の
で

は
な
い
か
。
い
ま
か
ら
か
な
り
の
確
度
で
気
が
か
り

で
あ
る
。	　

	

（
み
ず
し
ま
・
あ
さ
ほ
／
早
稲
田
大
学
教
授
、
５
月
６
日
記
）

『沖縄タイムス』４月 28 日付・特集面「海に線が引かれた」


