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安
倍
政
権
の

暴
走
を
止
め
ろ

「
ね
じ
れ
」
が
あ
る
こ
と
は
悪
な
の
か
。
そ
こ
に
は

有
権
者
の
多
様
な
声
が
生
か
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。「
ね
じ
れ
」
の
摩
擦
熱
を
有
効
な

国
政
の
熱
源
に
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
む
ず
か
し
い

が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
健
康
体
の
あ
り
方
で
は
な
い
の

か
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
選
ん
だ
側
と
選
ば
れ
た
側

の
「
ね
じ
れ
」
―
改
憲
、
集
団
的
自
衛
権
、
原
発

再
稼
働
な
ど
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
調
査
結
果
も
あ

る
（
朝
日
新
聞
８
月
25
日
号
）

―
こ
そ
が
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
行
き
詰
ま
り
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

私
た
ち
を
「
だ
ま
そ
う
」
と
す
る
言
説
は
身
の
廻

り
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
種
類
が
あ
っ
て
、

ひ
と
つ
は
そ
の
「
ウ
ソ
」
で
だ
ま
そ
う
と
す
る
。
こ

の
冊
子
の
読
者
な
ら
、
そ
れ
を
見
分
け
る
の
に
改
め

て
の
手
間
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。

改
憲
を
急
ご
う
と
す
る
主
張
が
、現
行
憲
法
を「
世

界
的
に
も
、
改
正
し
に
く
い
憲
法
」
だ
と
紹
介
し
て

い
る
（
自
民
党
改
憲
草
案
の
Ｑ
＆
Ａ
）。
端
的
な
ウ
ソ
と

言
う
ほ
か
な
い
。高
い
ハ
ー
ド
ル
を
の
り
越
え
て（
例

え
ば
米
）、
ま
た
、
基
本
原
理
の
変
更
を
禁
ず
る
憲
法

上
の
制
約
の
枠
の
中
で
（
例
え
ば
仏
、
独
）、
真
剣
で

地
に
つ
い
た
主
張
の
攻
防
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
改
正

が
実
現
さ
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
。

「
日
本
を
と
り
戻
す
」
と
い
う
標
語
は
ど
う
か
。

人
に
よ
っ
て
は
あ
の
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
No.
１
」
の

再
現
を
期
待
す
る
ふ
し
も
あ
る
。
し
か
し
、
右
肩
上

が
り
の
成
長
の
復
活
と
い
う
画
を
描
い
て
国
民
に

「
耐
え
る
」
こ
と
を
求
め
た
小
泉
時
代
を
経
験
し
た

上
で
な
お
、
も
う
一
度
「
だ
ま
さ
れ
る
」
ほ
ど
私
た

ち
は
お
人
好
し
で
な
か
ろ
う
。

「
フ
ク
シ
マ
の
事
故
は
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
る
」
と
い
う
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
用
の
「
ウ
ソ
」
は

ど
う
か
。「
ウ
ソ
」
を
あ
ば
き
続
け
る
こ
と
が
、
本

当
の
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
に
近
づ
け
て
ゆ
く
唯
一
の

道
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
「
古
い
自
民
党
と
は
違
う
」
！

も
う
一
種
類
の
「
だ
ま
し
」
の
言
説
は
、
も
う
少

し
こ
み
入
っ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
古
い
自
民
党
と
同
じ
で
な

い
」。
―
〝
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
旧
態
依
然
じ
ゃ

な
い
か
〟
と
い
う
次
元
で
応
対
し
た
の
で
は
、
そ
れ

こ
そ
「
だ
ま
さ
れ
る
」。
か
つ
て
の
自
民
党
は
、
復
古

主
義
者
か
ら
社
会
民
主
主
義
者
ま
で
、「
ア
メ
リ
カ
一

辺
倒
」
か
ら
日
中
友
好
の
先
導
役
ま
で
、
そ
し
て
改

憲
を
「
持
論
と
す
る
が
自
分
の
政
権
で
は
着
手
し
な

い
」
と
い
う
首
相
（
中
曽
根
）
か
ら
「
ど
う
し
て
も
改

１
９
４
５
年
の
敗
戦
直
後
、
あ
る
高
名
な
作
家
が

「
私
は
だ
ま
さ
れ
て
い
た
」
と
述
懐
し
た
。
そ
れ
に

対
し
、「
だ
ま
さ
れ
た
も
の
の
罪
」
こ
そ
問
題
な
の

だ
と
過
去
を
問
い
直
し
、「『
だ
ま
さ
れ
て
い
た
』
と

い
っ
て
平
気
で
い
ら
れ
る
国
民
な
ら
、
お
そ
ら
く
今

後
も
何
度
で
も
だ
ま
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
す
る
ど
く

戒
し
め
た
の
は
、
名
作
『
無
法
松
の
一
生
』
の
映
画

作
家
だ
っ
た
（
伊
丹
万
作
「
戦
争
責
任
者
の
問
題
」）。
そ

れ
か
ら
や
が
て
70
年
、私
た
ち
は
、大
が
か
り
に
「
だ

ま
さ
れ
る
」
罪
を
重
ね
て
し
ま
う
か
ど
う
か
、
問
わ

れ
て
い
る
。

「
ウ
ソ
」
を
見
定
め
る
こ
と

（
衆
参
両
院
の
）「
ね
じ
れ
は
諸
悪
の
根
源
」
と
い

う
「
識
者
」
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
合
唱
が
、
参
院
選

挙
の
な
り
ゆ
き
を
多
分
に
左
右
し
た
の
で
は
な
い
か
。

選
挙
さ
れ
て
国
政
を
あ
ず
か
る
当
事
者
た
ち
の
間
で

ＳＴ
ＯＰ

「
だ
ま
さ
れ
る
罪
」
を
重
ね
な
い
た
め
に

樋
口
陽
一
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憲
と
い
う
閣
僚
は
内
閣
か
ら
去
っ
て
頂
く
」
と
答
え

た
首
相
（
鈴
木
善
幸
）
ま
で
を
含
め
た
、
振
り
子
の
安

定
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
自
民
党
が
中
道
保

守
政
党
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、現
政
権
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

去
年
12
月
成
立
し
た
新
政
権
に
つ
い
て
日
本
の
メ

デ
ィ
ア
は「
保
守
化
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
外

か
ら
は
、
い
ち
早
く
「
こ
の
内
閣
を
保
守
と
呼
ぶ
こ

と
は
、
そ
の
歴
史
修
正
主
義
へ
の
執
着
を
見
誤
る
こ

と
に
な
る
」（
英
誌
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
２
０
１
３
年
１
月
５

日
電
子
版
）
と
い
う
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
た
。「
歴

史
修
正
主
義
」
と
い
う
言
葉
（
フ
ラ
ン
ス
人
な
ら
「
歴

史
否
定
主
義
」と
言
う
）は
、「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
は
無

か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
類
の
主
張
を
あ
え
て
す
る
極

右
を
意
味
す
る
の
だ
か
ら
、
米
欧
と
の
「
価
値
観
の

共
有
」を
語
る「
自
由
民
主
主
義
」の
政
府
に
対
し
て

は
、
い
か
に
も
手
厳
し
い
評
で
あ
る
。
か
つ
て
の
自

民
党
総
裁
経
験
者
や
幹
事
長
経
験
者（
複
数
）が
憂
慮

の
思
い
を
公
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
十
分
の
理
由

が
あ
る
。
今
の
自
民
党
は
、た
し
か
に
、「
古
い
自
民

党
」
と
同
じ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

「
人
類
普
遍
の
原
理
」か
ら
離
脱
し
て
ど
こ
へ
？

「
改
憲
で
旧
憲
法
に
戻
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
」

と
い
う
言
い
分
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
も
、
単
純
に
、

そ
れ
は
ウ
ソ
と
切
り
返
す
だ

け
で
は
甘
す
ぎ
る
。
改
憲
案

が
明
治
の
指
導
者
ほ
ど
の
開

か
れ
た
世
界
認
識
を
備
え
た

上
で
案
づ
く
り
に
取
り
組
ん

だ
と
は
、
到
底
受
け
と
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
明
治
憲
法
は
そ
の
本
文
各

条
に
関
す
る
限
り
、
基
本
的
に
19
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
１
２
０
年
余
り
後
の
改
憲
案
は
、
20
世
紀
後
半

に
人
類
社
会
が
た
ど
り
着
い
た
国
際
基
準
か
ら
あ
え

て
離
れ
よ
う
と
す
る
。

現
行
憲
法
前
文
が
掲
げ
る
「
人
類
普
遍
の
原
理
」

は
、
今
な
お
地
上
で
無
数
の
試
練
に
当
面
し
て
い

る
が
、
目
指
す
べ
き
理
念
と
し
て
、「
自
由
と
公
正
」

の
実
現
の
営
み
を
力
づ
け
、
支
え
て
き
た
。
そ
の
前

文
の
全
体
を
差
し
か
え
よ
う
と
す
る
改
憲
案
を
説
明

す
る
Ｑ
＆
Ａ
は
、「
天
賦
人
権
説
に
基
づ
く
規
定
振

り
」
が
よ
く
な
い
か
ら
だ
と
公
言
す
る
。
13
条
か
ら

「
個
人
」
の
尊
重
と
い
う
規
定
が
消
え
る
の
も
、
趣

旨
は
一
貫
し
て
い
る
。
旧
憲
法
が
当
時
の
世
界
の
大

勢
に
従
う
近
代
化
の
方
向
を
向
こ
う
と
し
て
い
た
の

に
対
し
、
改
憲
案
は
逆
方
向
に
と
も
か
く
も
針
を
向

け
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
の
「
国
防
軍
」
の
登
場

な
の
だ
。

「
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
」
は
万
能
な
の
か

残
り
の
行
数
を
使
っ
て
最
後
に
も
う
一
つ
、「
憲

法
96
条
が
改
定
発
議
に
衆
参
両
院
の
３
分
の
２
を
必

要
と
し
て
い
る
の
は
、
主
権
者
国
民
の
決
定
を
邪
魔

す
る
も
の
だ
」
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
去
年
の
総
選

挙
を
前
に
し
て
野
党
党
首
と
し
て
の
安
倍
総
裁
が
、

「
た
っ
た
３
分
の
１
を
超
え
る
国
会
議
員
の
反
対
で

発
議
が
で
き
な
い
の
は
お
か
し
い
。
そ
う
い
う
横
柄

な
議
員
に
は
退
場
し
て
も
ら
う
選
挙
を
行
な
う
べ
き

だ
」
と
演
説
し
た
（『
河
北
新
報
』
２
０
１
３
年
10
月
１

日
共
同
通
信
配
信
）。
野
党
を
率
い
る
立
場
に
い
な
が

ら
「
た
っ
た

0

0

0

３
分
の
１
」
と
言
い
、
国
政
の
最
重
大

事
項
の
審
議
を
尽
く
そ
う
と
す
る
こ
と
を
「
横
柄

0

0

」

と
決
め
つ
け
る
の
は
、
丸
投
げ
す
れ
ば
「
国
民
」
が

賛
成
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
の
こ
と

だ
ろ
う
。

こ
う
い
う
論
法
は
、
政
治
史
上
た
し
か
に
あ
っ
た
。

「
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
」が
憲
法
よ
り
上
位
に
あ
っ

て
万
能
な
の
だ
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
、
お
よ
そ
権
力
は
万
能
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と

す
る
立
憲
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
国
民
の
権
力

す
ら
無
制
限
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
立
憲
主
義
を

あ
か
ら
さ
ま
に
否
定
す
る
言
説
に
乗
る
か
た
ち
で
ヒ

ト
ラ
ー
が
政
権
を
獲
得
し
た
の
は
、
丁
度
80
年
前

だ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
代
史
家
た
ち
は
今
、
ナ

チ
ス
の
勢
い
を
押
し
戻
す
チ
ャ
ン
ス
は
何
度
も
あ
っ

た
の
だ
、
と
い
う
論
点
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
て
い
る
。

「
歴
史
の
必
然
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
を
し
て
は
い

け
な
い
の
だ
。「
だ
ま
さ
れ
る
罪
」
を
重
ね
な
い
た

め
に
は
、
何
よ
り
議
論
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。
同

じ
く
自
由
と
公
正
の
両
立
す
る
世
の
中
を
目
ざ
す
仲

間
た
ち
の
間
で
も
、
あ
る
い
は
そ
の
間
で
こ
そ
、
相

互
に
違
っ
た
議
論
を
と
り
交
わ
す
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
本
誌
１
３
８
号
で
武
藤
一
羊
さ
ん
が
書
い
て
い

る
通
り
「
野
合
で
も
な
く
一
枚
岩
で
も
な
い
」「
対

抗
的
言
論
ブ
ロ
ッ
ク
」
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
、

そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

（
ひ
ぐ
ち
・
よ
う
い
ち
／
憲
法
学
者
。
最
近
の
本
と
し
て
『
い

ま
、憲
法
は「
時
代
遅
れ
」か
』平
凡
社・２
０
１
１
年
、『
い
ま
、

「
憲
法
改
正
」
を
ど
う
考
え
る
か
』
岩
波
書
店
・
２
０
１
３

年
な
ど
。
筆
者
写
真
は
朝
日
新
聞
社
提
供
）


