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０
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９
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２
０
１
７
年
５
月
３
日
、
安
倍
首
相
は
改
憲
派
の
集
会
に
お
い
て
２
０
２
０
年
ま
で
に
憲
法
を
変
え
て
新
し

い
憲
法
を
施
行
す
る
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後
、
首
相
の
め
ざ
す
改
憲
の
内
容
は
４
項
目
に
整
理
さ
れ

た
が
、
そ
の
中
心
は
憲
法
９
条
に
自
衛
隊
の
存
在
を
書
き
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
が
「
安
倍
９
条
改
憲
論
」
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
特
徴
は
９
条
の
条
文
を
変
え
な
い
と
い
う
こ

と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
に
言
え
ば
「
改
憲
」
と
い
う
よ
り
も
、「
加
憲
」
と
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

安
倍
首
相
自
身
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
衛
隊
の
性
格
や
任
務
に
は
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

　
「
加
憲
」
に
よ
る
憲
法
の
改
定
は
、従
来
か
ら
公
明
党
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
き
た
。「
安
倍
９
条
改
憲
論
」
は
、

従
来
の
改
憲
論
を
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
さ
せ
、
同
じ
与
党
で
あ
る
公
明
党
の
主
張
に
歩
み
寄
っ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
形
で
譲
歩
し
た
の
は
、
９
条
改
憲
に
は
警
戒
心
が
強
く
世
論
も
反
発
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

安
倍
首
相
に
よ
る
９
条
改
憲
論
は
、
こ
の
よ
う
な
世
論
状
況
に
対
応
し
た
も
の
だ
っ
た
。
自
衛
隊
の
「
国
防

軍
」
化
と
集
団
的
自
衛
権
の
全
面
的
な
容
認
を
め
ざ
し
た
２
０
１
２
年
の
自
民
党
憲
法
草
案
の
よ
う
な
内
容
で

は
、
改
憲
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
治
判
断
に
よ
っ
て
「
加
憲
論
」
に
転
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
審
査
会
で
の

審
議
は
進
ま
ず
、
改
憲
発
議
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
公
明
党
は
相
変
わ
ら
ず
９
条
改
憲
に
は
消
極
的

で
、
野
党
の
多
く
は
安
倍
首
相
の
手
に
よ
る
改
憲
に
反
対
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
改
憲
反
対

世
論
の
増
大
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
論
状
況
を
生
み
出
し
た
大
き
な
要
因
の
一
つ
が
全
国
で
７
５
０
０
を
上

回
る
「
九
条
の
会
」
の
存
在
と
運
動
で
あ
っ
た
。

　

本
書
は
、
安
倍
９
条
改
憲
論
の
「
宿
敵
」
と
も
い
え
る
「
九
条
の
会
」（
以
後
、「
会
」
と
省
略
）
を
真
正
面

か
ら
取
り
上
げ
、
そ
の
組
織
と
活
動
を
学
術
的
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
治
・
社
会
的
に
大
き
な
影
響
力

を
発
揮
し
て
き
た
社
会
運
動
団
体
に
対
す
る
注
目
が
学
術
の
分
野
に
ま
で
及
び
、
調
査
と
分
析
の
対
象
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。「
会
」
が
そ
れ
だ
け
の
実
績
と
成
果
を
上
げ
て
き
た
と
い
う
こ
と
の
証
明
で
も
あ
ろ
う
。

　

本
書
の
特
徴
は
第
１
に
、
こ
の
「
会
」
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
た
最
初
の
本
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
多
く
の
事
実
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
性
格
や
歴
史
、
組
織
や
運
動
の

実
態
を
知
る
う
え
で
最
良
の
手
引
き
書
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
多
く
の
地
域
の
『
九
条
の
会
』
の
中
心

的
な
メ
ン
バ
ー
に
は
、
元
教
師
が
い
る
」（
88
頁
）、「
ち
が
い
を
抑
え
込
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
積
極

的
な
役
割
を
果
た
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
、肯
定
的
な
解
決
策
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
」（
１
２
２
～
１
２
３
頁
）

な
ど
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　

第
２
に
、
ハ
ワ
イ
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
翻
訳
し
て
加
筆
修
正
を
加
え
た
学
術
書
だ
と
い
う
点
に
あ

る
。
本
書
は
運
動
の
当
事
者
で
は
な
い
研
究
者
に
よ
る
客
観
的
で
総
合
的
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
専
門
的
な
社

会
運
動
研
究
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
理
論
的
な
枠
組
み
が
明
確
で
あ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
と
と
も
に
、「
高
い
中

心
性
」（
１
８
４
頁
）
や
「
よ
り
関
係
的
な
理
解
を
貢
献
す
る
」（
２
０
７
）
の
よ
う
な
こ
な
れ
な
い
日
本
語
、「
共

同
通
信
」を「
共
同
ニ
ュ
ー
ス
」と
呼
ぶ
間
違
い
や
安
全
保
障
関
連
法
案（
戦
争
法
案
）を「
国
家
安
全
保
障
法
案
」

と
す
る
記
述
の
混
乱
な
ど
が
散
見
さ
れ
、「
フ
レ
ー
ム
・
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
理
論
」（
１
９
３
頁
）
の
よ
う
な
見

慣
れ
な
い
用
語
に
戸
惑
う
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
生
じ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
第
３
に
、
単
な
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
な
い
本
書
に
は
、
様
々
な
専
門
用
語
や
概
念
が
登

場
す
る
。
な
か
で
も
中
核
的
な
概
念
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
サ
イ
ク
ル
と
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
で
あ
る
。
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前
者
は
い
わ
ば
時
間
に
か
か
わ
る
概
念
で
、
社
会
運
動
の
高
揚
が
一
定
期
間
の
潜
行
の
後
に
再
び
生
起
す
る
と

い
う
こ
と
を
示
し
、
後
者
は
空
間
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
草
の
根
の
「
会
」
に
情
報
を
提
供
し
て
ま
と
め
上
げ

る
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
を
担
う
会
（
例
え
ば
都
道
府
県
レ
ベ
ル
の
「
会
」）
を
指
し
て
い
る
。

　

第
４
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
現
地
調
査
）
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
主
軸
に
参
与
観
察
を
行
う
と
い
う
手
法

が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
書
を
「
解
説
」
し
た
小
森
陽
一
は
、「
本
書
を
執
筆

す
る
う
え
で
の
著
者
の
最
大
の
力
は
、
繊
細
な
感
覚
で
運
動
に
参
加
し
て
い
る
人
々
の
心
の
動
き
の
機
微
を
と

ら
え
な
が
ら
、そ
れ
を
『
九
条
の
会
』
運
動
の
一
つ
の
思
想
に
ま
で
つ
な
げ
て
い
く
、エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
（
民

族
誌
的
）な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
力
に
あ
る
」（
２
２
５
頁
）と
、高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
真
価
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
が
、
第
２
章
と
第
３
章
だ
と
言
え
る
。

　

本
書
は
序
章
と
終
章
を
含
め
て
８
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

序
章
で
は
「
会
」
の
最
初
の
ア
ピ
ー
ル
が
紹
介
さ
れ
、「
本
書
の
目
的
」
と
「
本
書
の
構
造
」
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
目
的
は
水
平
方
向
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
「
会
」
の
あ
り
方
や
活
動
を
分
析

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
発
足
し
発
展
し
て
き
た
い
わ
ば
垂
直
的
な
過
程
に
も
着
目
し
、「
会
」
が
草
の
根

で
組
織
さ
れ
維
持
さ
れ
る
方
法
や
全
国
組
織
と
の
連
携
な
ど
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

第
１
章
「
日
本
の
社
会
運
動
に
お
け
る
政
治
的
過
程
と
１
９
６
０
年
代
政
治
世
代
」
で
は
、「
会
」
の
出
現

と
発
展
の
歴
史
的
背
景
に
焦
点
を
当
て
、
１
９
５
０
年
代
か
ら
２
０
１
０
年
代
ま
で
の
政
治
的
過
程
、
安
保
闘

争
を
闘
っ
た
「
60
年
代
政
治
世
代
」
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
長
い
潜
行
期
間
後
に
２
０
１
１
年
の
大
震
災
後

を
契
機
に
新
し
い
世
代
の
社
会
運
動
が
生
起
し
た
プ
ロ
セ
ス
な
ど
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。

　

第
２
章
「『
九
条
の
会
』
；
運
動
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
出
現
と
展
開
」
で
は
、「
会
」
の
形
成
過
程
が
詳
述
さ

れ
、
最
初
の
「
会
」
を
立
ち
上
げ
た
指
導
的
な
グ
ル
ー
プ
の
形
成
、
地
域
で
の
広
が
り
、
全
国
組
織
と
の
連
携
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
な
ど
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

第
３
章
「
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
・
チ
ャ
プ
タ
ー
」
で
は
、
草
の
根
の
「
会
」
の
活
動
を
促
進
し
維
持
す
る

情
報
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
会
（
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
）
に
つ
い
て
１
府
５
県
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
、
と
り
わ

け
対
立
を
克
服
し
て
い
く
方
法
に
つ
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。

　

第
４
章
「
最
初
の
『
九
条
の
会
』
―-

『
呼
び
か
け
人
』
と
『
事
務
局
』
と
い
う
組
織
体
制
と
そ
の
役
割
」
で
は
、

結
成
後
数
年
間
（
２
０
０
４
～
07
年
）
に
お
け
る
「
会
」
の
主
な
役
割
に
焦
点
を
当
て
、
講
演
会
や
セ
ミ
ナ
ー

の
開
催
、
講
師
派
遣
、
全
国
交
流
集
会
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行
、
ア
ピ
ー
ル
の
発
表
な
ど
を
通
じ
て
「
会
」

が
果
た
し
た
交
通
整
理
と
情
報
局
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

第
５
章
「
初
め
の
分
水
嶺
、
そ
し
て
新
た
な
脅
威
」
で
は
、「
会
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
展
と
そ
れ
に
伴

う
憲
法
世
論
の
変
化
、
第
１
次
安
倍
政
権
の
退
陣
と
東
日
本
大
震
災
、
そ
の
後
の
安
倍
政
権
の
復
活
な
ど
に
対

す
る
「
会
」
の
対
応
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

第
６
章
「
新
し
い
世
代
の
中
の
『
九
条
の
会
』」
で
は
、
２
０
１
１
年
の
東
日
本
大
震
災
後
の
「
会
」
の
活

動
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
新
し
い
世
代
の
運
動
の
登
場
と
古
い
世
代
と
の
共
同
の
発
展
が
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
て
い
る
。
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終
章
は
「
結
論
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、各
章
の
内
容
を
改
め
て
概
括
し
た
上
で
、「『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
実
践
』

と
社
会
運
動
の
継
続
」
と
「
社
会
運
動
の
継
続
に
つ
い
て
の
関
係
的
理
解
」
と
い
う
２
点
に
お
け
る
理
論
的
貢

献
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
本
書
の
特
徴
と
構
造
を
前
提
に
、
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
く
こ
と
に
し
た

い
。

　

第1

に
、「
会
」
誕
生
の
背
景
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
は
「
突
如
と
し
て
『
九
条
の
会
』
と
い
う
新
し
い
運

動
が
現
れ
」
た
と
指
摘
し
、「
何
が
こ
の
新
し
い
社
会
運
動
へ
と
繋
が
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
し
て
な
ぜ
、

こ
の
運
動
は
こ
れ
ほ
ど
急
速
に
発
展
し
た
の
か
」
と
問
題
提
起
し
た
う
え
で
、「
政
治
的
過
程
、
プ
ロ
テ
ス
ト
・

サ
イ
ク
ル
、
そ
し
て
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
三
つ
の
研
究
領
域
に
お
け
る
理
論
的
蓄
積
に
依
拠
し
」
て

探
求
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
１
９
２
～
１
９
３
頁
）。

　

社
会
運
動
の
高
揚
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
は
、
客
観
的
情
勢
と
主
体
的
な
条
件
の
双
方
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
本
書
は
「
会
」
と
い
う
運
動
主
体
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
か
ら
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、「
政

治
的
過
程
」
に
お
け
る
客
観
的
情
勢
が
持
っ
て
い
た
意
味
へ
の
注
目
が
弱
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
会
」
が
な
ぜ
２
０
０
４
年
に
「
突
如
」
と
し
て
現
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
の
勃
発
と
安
倍

晋
三
と
い
う
政
治
家
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
イ
ラ
ク
戦
争
が
２
０
０
３
年
に

始
ま
り
、
翌
２
０
０
４
年
か
ら
陸
上
自
衛
隊
が
サ
マ
ワ
に
派
遣
さ
れ
て
多
国
籍
軍
に
組
み
込
ま
れ
、
日
本
人
の

拉
致
事
件
も
発
生
し
た
。

　

他
方
で
、
改
憲
論
者
と
し
て
警
戒
さ
れ
て
い
た
安
倍
晋
三
が
２
０
０
３
年
に
自
民
党
幹
事
長
に
抜
擢
さ
れ
る

な
ど
一
挙
に
権
力
の
中
枢
へ
と
歩
み
を
進
め
た
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
９
条
に
対
す
る
「
脅
威
」（
19
頁
）
と
「
差

し
迫
っ
た
危
機
」（
21
頁
）
こ
そ
が
、「
突
如
と
し
て
」
新
し
い
運
動
を
立
ち
上
げ
た
大
き
な
要
因
の
一
つ
だ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
２
に
、
プ
ロ
テ
ス
ト
・
サ
イ
ク
ル
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
で
は
社
会
運
動
の
高
揚
期
と
停

滞
期
（
潜
行
期
）
が
サ
イ
ク
ル
状
に
繰
り
返
さ
れ
、「
会
」
の
結
成
と
広
が
り
は
60
年
安
保
闘
争
の
再
活
性
化
で

あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
運
動
の
波
と
そ
の
循
環
は
、「
会
」
の
活
動
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
会
」
結
成
後
の

最
初
の
３
年
間
の
高
揚
期
、
第
１
次
安
倍
内
閣
が
倒
れ
た
後
の
停
滞
期
を
経
た
の
ち
、
自
民
党
政
権
が
復
活
し

て
安
倍
首
相
が
再
登
場
し
た
再
活
性
期
、
さ
ら
に
は
２
０
１
５
年
９
月
の
安
全
保
障
関
連
法
成
立
後
の
一
時
的

沈
静
の
後
、
２
０
１
７
年
５
月
３
日
の
安
倍
首
相
に
よ
る
９
条
加
憲
と
２
０
２
０
年
改
憲
施
行
の
表
明
に
対
す

る
運
動
の
高
揚
と
い
う
一
定
の
サ
イ
ク
ル
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
サ

イ
ク
ル
が
生
じ
た
の
も
、主
体
の
側
と
い
う
よ
り
客
観
的
な
情
勢
の
変
化
と
そ
れ
に
対
応
し
た
「
脅
威
」
や
「
危

機
」
の
認
識
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
客
観
的
情
勢
と
の
関
連
と
い
う
点
で
は
、「
安
倍
の
辞
任
は
２
０
０
７
年
の
世
論
調
査
に
お
け
る
憲
法

改
正
に
対
す
る
支
持
率
の
劇
的
な
効
果
の
せ
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
世
論
に
お
け
る
こ
の
変
化
は
、
与
野

党
間
の
力
の
均
衡
の
変
化
に
直
接
的
に
現
れ
た
。
自
民
党
は
２
０
０
９
年
の
総
選
挙
で
野
に
下
り
、
民
主
党
が
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社
民
党
と
み
ん
な
の
党
と
と
も
に
連
立
政
権
を
形
成
し
た
」
と
い
う
記
述
が
気
に
な
る
。
確
か
に
憲
法
に
つ
い

て
の
世
論
の
変
化
は
こ
れ
ら
の
政
変
に
影
響
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
主
た
る
要
因
で
あ
っ
た
と

す
る
の
は
「
会
」
運
動
の
過
大
評
価
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
連

立
政
権
に
加
わ
っ
た
の
は
「
み
ん
な
の
党
」
で
は
な
く
「
国
民
新
党
」
で
あ
っ
た
。

　

第
３
に
、
本
書
の
キ
ー
概
念
で
あ
る
「
60
年
代
政
治
世
代
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
世
代
は
60
年
安
保
闘

争
を
担
っ
た
人
々
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
記
述
は
揺
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
９
頁
で
は
「
１
９
６
０
年
か
ら
１
９
７
０
年
前
半
の
、
第
９
条
と
矛
盾
す
る
軍
事
同
盟
で
あ
る

と
こ
ろ
の
日
米
安
全
保
障
条
約
の
改
定
に
反
対
す
る
運
動
が
つ
く
り
出
し
た
巨
大
な
プ
ロ
テ
ス
ト
・
サ
イ
ク
ル

（
抗
議
の
周
期
）」
と
記
述
し
な
が
ら
、
１
９
５
頁
で
は
「
こ
の
『
政
治
の
季
節
』
が
１
９
７
０
年
代
前
半
に
終

焉
を
迎
え
」
と
書
い
て
い
る
。
運
動
が
続
い
た
の
は
「
１
９
７
０
年
前
半
」
ま
で
な
の
か
、そ
れ
と
も
「
１
９
７
０

年
代
前
半
」
ま
で
な
の
か
。
ま
た
31
頁
に
は
「
１
９
６
０
年
代
か
ら
１
９
７
０
年
代
に
か
け
て
日
米
安
全
保
障

条
約
改
定
に
対
す
る
反
対
運
動
と
し
て
起
こ
っ
た
批
判
的
直
接
行
動
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
た
の
は
、
性
格
の
異
な
る
60
年
安
保
闘
争
と
70
年
安
保
闘
争
と
を
混
同
し
、
こ
の

両
者
を
一
連
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
60
年
安
保
闘
争
は
安
保
改
定
に
対
す
る

反
対
運
動
だ
っ
た
が
、
70
年
安
保
闘
争
は
「
改
定
反
対
」
で
は
な
く
「
延
長
反
対
」
で
あ
り
条
約
の
「
廃
棄
」

を
求
め
る
運
動
で
あ
っ
た
。

　

両
者
の
運
動
課
題
は
異
な
っ
て
お
り
、
10
年
の
間
に
は
運
動
を
担
う
「
世
代
」
も
交
代
し
て
い
た
。
60
年
代

後
半
か
ら
の
学
園
闘
争
や
70
年
安
保
闘
争
を
担
っ
た
人
々
と
60
年
安
保
闘
争
を
担
っ
た
人
々
を
一
括
し
て
「
60

年
代
政
治
世
代
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
初
か
ら
「
会
」
の
事

務
局
を
担
っ
た
小
森
陽
一
と
渡
辺
治
も
60
年
安
保
闘
争
は
経
験
し
て
い
な
い
。

　

実
際
に
は
60
年
安
保
闘
争
と
70
年
安
保
闘
争
と
の
間
に
も
プ
ロ
テ
ス
ト
・
サ
イ
ク
ル
が
存
在
し
、
運
動
主
体

の
世
代
交
代
が
あ
っ
た
。
評
者
は
１
９
６
９
年
に
大
学
に
入
学
し
、
学
生
自
治
会
委
員
長
と
し
て70

年
安
保
闘

争
に
参
加
し
た
経
験
が
あ
る
。
１
９
７
０
年
６
月
23
日
の
東
大
駒
場
で
の
全
国
学
生
集
会
と
代
々
木
公
園
で
の

全
国
中
央
集
会
に
も
参
加
し
た
。
71
年
の
沖
縄
返
還
闘
争
や
75
年
ま
で
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
運
動
に
も
加
わ

っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
確
か
に
「
政
治
の
季
節
」
は
終
焉
を
迎
え
る
が
、
そ
れ
以
前
の
活
動
家
す
べ
て
と
一
緒

に
さ
れ
て
「
60
年
代
政
治
世
代
」
と
呼
ば
れ
れ
ば
、
面
食
ら
う
だ
け
で
あ
る
。

　

第
４
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。
詳
細
な
聴
き
取
り

に
基
づ
く
叙
述
は
本
書
の
白
眉
だ
と
言
え
る
が
、
聴
き
取
り
だ
け
で
ア
ン
ケ
ー
ト
や
統
計
に
基
づ
く
数
量
的
デ

ー
タ
な
ど
は
少
な
い
。
草
の
根
の
「
会
」
の
増
加
に
つ
い
て
の
グ
ラ
フ
は
あ
る
（
65
頁
）
が
、
そ
の
構
成
員
の

男
女
別
、
年
齢
別
、
社
会
的
属
性
別
の
構
成
比
な
ど
が
数
字
と
し
て
示
さ
れ
れ
ば
、「
会
」
の
全
体
像
を
把
握
す

る
う
え
で
有
益
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
・
チ
ャ
プ
タ
ー
」
と
し
て
の
県
レ
ベ
ル
の
「
会
」
に
つ
い
て
の
解
明
も
、
本
書
の
大

き
な
貢
献
だ
と
言
え
る
。
そ
の
主
要
な
機
能
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
県
の
中
で
草
の
根
の
会
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
93
頁
）
と
し
て
、
神
奈
川
、
広
島
、
宮
城
、
京
都
、
沖
縄
、
福
島
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の
実
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
会
」
の
結
成
に
は
「
共
通
す
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
」
と
し
て
、「
社

会
運
動
の
活
動
蓄
積
と
歴
史
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
や
、
そ
れ
を
率
い
て
い
る
の
は
「
社
会
政
治

活
動
の
豊
富
な
経
験
を
持
つ
、
専
門
性
あ
る
市
民
た
ち
」
で
、
こ
の
活
動
家
集
団
の
間
に
は
社
会
主
義
者
と
共

産
主
義
者
、
労
働
運
動
と
市
民
運
動
、
グ
ル
ー
プ
参
加
と
個
人
参
加
、
若
い
世
代
と
ベ
テ
ラ
ン
市
民
活
動
家
、

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
ア
マ
チ
ュ
ア
な
ど
の
間
に
溝
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ

れ
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
「
溝
」
へ
の
対
処
法
に
つ
い
て
の
記
述
は
い
さ
さ
か
物
足

り
な
い
。

　

第
５
に
、
新
し
い
世
代
の
登
場
と
社
会
運
動
の
継
承
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
２
０
１
１
年
３
月
の
東
日

本
大
震
災
を
地
震
と
巨
大
津
波
、
原
発
の
爆
発
と
い
う
「
三
重
災
害
」
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
契
機
に
若
者
に
よ

る
反
核
運
動
と
い
う
「
新
し
い
社
会
運
動
」
が
始
ま
り
、「
会
」
も
こ
れ
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
動
の
幅

を
広
げ
た
こ
と
、
第
２
次
安
倍
内
閣
の
登
場
と
新
安
全
保
障
法
制
や
96
条
改
憲
論
に
対
抗
す
る
た
め
の
改
憲
派

と
の
共
同
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
の
閣
議
決
定
と
い
う
「
ク
ー
デ
タ
ー
」（
１
６
８
頁
）
に
反
対
す
る

多
様
な
運
動
の
展
開
と
分
裂
し
て
き
た
運
動
組
織
や
左
派
政
党
の
共
同
、
学
生
と
学
者
の
間
の
共
働
な
ど
の
プ

ロ
セ
ス
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
安
保
法
制
に
反
対
す
る
運
動
で
の
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｌ
ｓ
や
マ
マ
の
会
な
ど
若
者
に
よ
る
新
た

な
活
動
家
の
出
現
に
注
目
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
理
解
は
基
本
的
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
く
つ
か
気
に
な
る
点
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
過

程
に
お
い
て
、「
会
」自
体
の
若
返
り
と
運
動
の
継
承
が
実
現
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
学
生
や
若
者
の「
会
」

や
「
会
」
へ
の
若
者
の
参
加
者
が
ど
れ
ほ
ど
増
え
た
の
か
、「
会
」
内
部
で
の
指
導
的
活
動
家
層
の
若
返
り
と

運
動
の
継
承
が
な
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
本
書
は
明
確
な
答
え
を
示
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

　

な
お
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
に
つ
い
て
、
社
会
運
動
は
「
研
究
対
象
と
し
て
は
日
本
の
学
者
に
と
っ
て
一

種
の
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
つ
つ
「
１
９
１
９
年
か
ら
主
に
労
働
問
題
に
つ
い
て
研
究
し
続
け
て
い
る

学
術
組
織
だ
」（
48
頁
）
と
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。


