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現
憲
法
施
行
七
十
年
に
当
た
り

 

一
度
も
改
正
な
き
を
憂

え

て
！

皆
さ
ん
、
本

日
の

「第
四
十
八
回

新
し

い
憲
法
を

つ
く
る
国
民
大
会
」
に
、
ご
参
加
あ
り
が
と

う
ご
ざ

い
ま
す
。
さ
き

ほ
ど
廊
下

に
て
、
参
加
者

の
方
か
ら
、
お
め

で
と
う
ご
ざ

い
ま
す

と
の
ご
挨

拶
を

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
ど
も
に
と

っ
て
ぺ
今

日
は
、
お
め

で
た
い
日
で
は
な
く
、
悲
し
い
日

な

の
で
す
よ
。

い
ま

の
憲
法
が
施
行

さ
れ
て
七
十
年

に
も
な
る
の
に
、
そ
の
間
、

一
度

の
改
正
も
な

い
こ
と
は
、

日
本
国

に
と

っ
て
悲
劇
で
あ
り
、
悲
し

い
日
で
あ

る
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
私
は
、
な
ぜ
悲
し

い
の
か
、
問
題
を

A
B
C
D
E
の
五

つ
に
分
け
て
ご
説
明
し
ま
し

ょ
う
。

A
、
長
年

月
、
憲
法
を
改
正
し
な

い
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
問
題

憲
法
を
は
じ
め
法
は
、
施
行
日
、

つ
ま
り
国
民

に
実
際
に
適
用
さ
れ
る
日
を
も

っ
て
静
止
し

て

し
ま
い
ま
す
。
途
中

で
時
代
に
応
じ
て
改
正
さ
れ

て
い
れ
ば
よ

い
の
で
す
が
、
現
行
日
本
国
憲
法

は

一
度
も
改
正
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
し
た
が

っ
て
、
現
行
憲
法
は
、
七
十
年
前

の
昭
和

二
十

二
年
五
月
三
日
時
点

で
、
静
止
し
て
し
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
実

の
社
会

は
ど
う
で
し
ょ
う
。
日
進
月
歩
と

い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う

に
、
常
に

変
化
し
て
い
ま
す
。
今
の
I
T
時
代
で
は
、
分
進
秒
歩
と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
進
歩
が
早

い
の
で
す
。

す
る
と
、
ど
う
な
る
か
？

憲
法
と
現
実
と
の
間
に
ズ

レ
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
が
七
十
年
も

一
度
の
改
正
も
な
い
と
な
る
と
、
大
き
な
ギ

ャ
ッ
プ
が
生
じ

て
し
ま
う
こ
と
を
認
識
し

て
下
さ

い
。

そ
こ
で
、
時

の
政
府
は
、
憲
法

の
条
文
を
解
釈

で
補

っ
て
、
現
実

に
合
わ
せ

て
執
行
す
る
他
な
い
。

同
じ
敗
戦
国
ド
イ

ツ
は
、
や
は
り
戦
後
、
．
そ
の
憲
法
を

「ド

イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
」

に
代

え
さ
せ
ら
れ
た
が
、
ド

イ
ツ
人
は
こ
の
間
、
現
実
に
合
わ
せ
る

べ
く
、

こ
の
基
本
法
を
六
十
回
も

改
正
し

て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
も
、
ド
イ

ツ
を
見
習

っ
て
改
正
し
ま
し

ょ
う
。

B
、
現
行
憲
法
が

で
き
た
時
代

は
、
絶
対
平
和
を
夢
見
て
い
た
－時
代
。
そ
れ
は
数
年
で
崩
れ
た

第

二
次
世
界
大
戦

で
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ

ツ
、
日
本
の
枢
軸
三

ヵ
国
が
降
伏
し
て
、
そ
の
年

の

十
月

二
十
四
日
に
、
戦
勝
国
を
中
心
と
す

る
連
合
国
に
よ
り
、
国
際
連
合
が
発
足
し
、
そ
の
憲
章

に
は
、
再
び
戦
争
を
起

こ
さ
な
い
た
め

の
安
全
保
障
条
項
が
ビ

ッ
シ
リ
列
記
さ
れ
て
い
て
、
世
界

中
が
、
恒
久
平
和
を
夢
見
て
い
た
時
代

で
あ

っ
た
。

日
本
人
も
恒
久
平
和
到
来
と
信
じ
た
。

ま
た
、
日
本
を
占
領

・
統
治
し
た

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
連
合
国
軍
総
司
令
官
も
、
そ
う
し
た
認
識

で
、
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そ
の
総
司
令
部

（
G
H
Q
）
の
職
員
を
し

て
、
戦
争
放
棄
を
中
心
と
す

る
現
行
憲
法
を
起
案
せ
し

め
た
。
日
本
側
は
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
受
入
れ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
現
行
憲
法
が
占
領
下

の
国
会

で
承
認

・
成
立
し
、
公
布
さ
れ
、
翌
昭
和
二
十

二
年
五
月
三
日
に
、
効
力
を
発
効
し
た

（
施
行
さ
れ
た
）

こ
ろ
に
は
、
戦
勝
大
国

の
ア
メ
リ
カ
側

と

ソ
ビ

エ
ト
側

の
二
大
陣
営

に
分
か
れ
て
、
対
立

・
冷
戦
が
始
ま
り
、
次
第

に
激
し
く
な

っ
て
、

東
ア
ジ
ア
で
も
、
昭
和
二
十
五
年

に
、
北
朝
鮮
が
韓
国

に
攻
め
込
み
、
そ
の
た
め

マ
ッ
カ
ー
サ
ー

将
軍
は
日
本
駐
留

の
占
領
軍
を
朝
鮮
半
島

へ
派
遣
し
巻
き
返
し
た
が
、
中
国
軍

の
参
戦

に
よ
り
、

大
激
戦
と
な

っ
た
。

そ
う
し
た
情
況
か
ら
、
そ
の
恒
久
平
和

の
夢
は
、
僅
か
二
～
三
年

で
崩
れ
た
。
そ
の
後

の
世
界

も
、
対
立

・
紛
争

・
戦
闘
が
絶
え
ず
、
世
界

の
人
々
は
、
と
う
に
、
恒
久
平
和

の
夢
か
ら
覚
あ
て

い
る
の
に
、
日
本
で
は
、
自
国
だ
け
が
平
和

で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う

一
国
平
和
主
義

に
支
配
さ
れ

て
い
る
。
国
民

の
皆
さ
ん
、
近
年
は
、
核

弾
頭
付
き
ミ
サ
イ
ル
が
飛
ん
で
来

る
か
と
い
う
時
代
、

ど
う
か
、
夢
か
ら
目
覚
め

て
い
た
だ
き
た
い
。

C
、
現
行
日
本
国
憲
法
は
、
独
立
主
権
国
家

の
憲
法
の
体
裁

で
は
な
い
1

「独

立
主
権
国
家
」
の
条
件
は
何
か
？

そ
れ
は
、

「自
分

の
国
は
、
自
分

で
守
る
」
体
制
が

憲
法

に
明
記
さ
れ

て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
現
行

日
本
国
憲
法

に
は
、
そ
れ
が
な
く
、
代
わ
り
に
、
第
九
条
が
あ

る
。
そ
の

柱
は
何
か
？

そ
れ
は
①
陸
海
空
軍
め
不
保
持
、
②
武
力
行
使

の
永
久
放
棄
、
③

（
独
立
国

に

は
認
め
ら
れ
る
）
交
戦
権

の
否
認
、
で
あ

る
。
こ
れ
は

「独
立
主
権
国
家
」
の
体
裁

で
は
な

い
。

日
本
人
は
、
憲
法
を
持

っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
独
立
国
家
で
あ
る
と
勘
違

い
し
て
い
る
。
戦

前
は
、
有
力
主
権
大
国
が
、
多
く

の
植
民
地

・
属
国
を
持

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
地
域

に
も
、

そ
の
地
域

の
憲
法
と
い
う

べ
き
法
を
持
た
せ
た
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
、

ス
ペ
イ
ン
と

の
戦

争

に
勝

っ
て
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
を
植
民
地
と
し
た
が
、

の
ち

に
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル

ス
と

い
う
憲
法
を

持
た
せ
た
。

・

し
か
し
、
そ
う
し
た
属
国
憲
法

の
特
色
は
、
軍
事
権
が
な
い
、
武
力
行
使
も
許
さ
な

い
、
交

戦
権
も
な

い
、
自
然
災
害
時

で
も
現
地
人

に
指
揮
権
も
な

い
、
外
交
権
も
な

い
。
な
ぜ
か
、

そ

れ
は
主

（あ

る
じ
）
た
る
独
立
主
権
国
家

（
宗
主
国
と
い
う
）
の
役
割
だ
か
ら
で
あ
る
。

日
本
を
占
領
統
治
し
た

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
は
、
昭
和
十
年
か
ら
、
日
米
開
戦

の
昭
和
十
六

年
ま

で
、

ア
メ
リ
カ

の
植
民
地

フ
ィ
リ
ピ

ン
を
統
治
す
る
軍
政
官
で
あ

っ
た
。

属
国

フ
ィ
リ
ピ

ン
の
憲
法

（
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル

ス
憲
法
と
い
う
）
に
は
、
戦
争
放
棄
規
定
が
あ

り
、
現
地
政
府
に
軍
事
権
も
な
く
、
武
力
行
使
も
認
め
ず
、
外
交
権
も

認
め
ら
れ

て
い
な

い
。

日
本
を
打
ち
負
か
し
、
連
合
国
軍
総
司
令
官
と
し
て
、

日
本

の
占
領

・
統
治

に
当
た

っ
た

ア

ニ

ー



メ
リ
カ

の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
は
、
か

つ
て
フ
ィ
リ
ピ

ン
を
聞
接
統
治
し
た
方
式

に
な
ら
い
、

そ
の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
憲
法
と
同
じ
よ
う

に
、
戦
争
放
棄
、
武
力
行
使

の
放
棄
、
交
戦
権
の
否

認
を
、
間
接
統
治
下
の
日
本
国
憲
法
に
、
明
記
さ
せ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

日
本
は
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

に
よ
り
、
独
立
を
回
復
し
た
と

い
う
の
な
ら
、
同

じ
敗
戦
国
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
が
し
た
よ
う
に
、
憲
法
を
改
正
し
て
、
陸
海
空
軍
を
持
ち
、
交

戦
権
を
持

つ
こ
と
を
宣
言
す

べ
き
で
あ

っ
た
。
そ
の
上

で
、
他
国

へ
侵
略
す

る
こ
と
は
決
し

て

し
な

い
が
、
他
国
か
ら
侵
略
さ
れ
た
と
き
は
、
同
盟
国
と
と
も
に
敢
然
と
戦
う
、

こ
と
を
明
記

す

べ
き
で
あ

っ
た
。

D
、
日
本
は
、
加

盟
し

て
い
る
国
連
憲
章
か
ら
も
、

一
人
前
の
独
立
主
権
国
家
と
は
い
え
な
い
ー

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
、
そ

の
歴
史
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
戦
争
に
明
け
暮
れ
た
歴
史
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
第

一
次
世
界
大
戦

の
あ
と
、

一
九
二
〇
年
に
、
各
国
は

フ
ラ
ン
ス
の
ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ

に
集
ま
り
、
向
後
、
戦
争

に
訴
え
な
い
こ
と
を
約
し
た
国
際
連
盟
を
締
結
し
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
不
参
加
、
常
任
理
事
国
の
独

・
伊

・
日
が
連
盟
を
脱
退
し

て
第
二
次

世
界
大
戦
と
な

っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
そ

の
大
戦
後
の
国
際
連
合

（
国
連
）
は
、
そ
の
憲
章

の

条
文

の
ほ
と
ん
ど
が
具
体
的
な
安
全
保
障
条
項
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
国
連
に
加
盟

で
き

る
国
は
、
独
立
主
権
国
家
を
想
定
し

て
お
り
、
各
地
域

で
紛
争

が
生
じ
た
場
合
に
は
調
停
し
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
訴
す

る
こ
と
を
勧
め
る
が
、
そ
れ

で
も
、

武
力
衝
突
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
国
連
が
加
盟
国
に
、
そ
の
軍
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
を
要
請

し
、
加
盟
国
は
、
そ
れ

に
応
ず

る
義
務
が
あ
る
、
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。

七
た
が

っ
て
、
国
連
は
、
申
請
し
て
四
年
後

の

一
九
五
六
年

（
昭
和
三
十

一
年
）
十
二
月
に

加
盟
を
認
め
ら
れ
た
日
本
に
も
、
紛
争
地
域

に
軍

の
派
遣
を
要
求
し

て
く
る
。
日
本
側
は
、
憲

法
九
条

で
軍
を
持

て
な

い

（自
衛
隊
は
軍
隊

で
は
な

い
）

の
で
、
弾

の
飛
ん
で
こ
な

い
後
方
勤

務
だ
け
を
受
け
て
い
る
が
、
諸
外
国
か
ら
は
、

日
本
は

一
人
前

の
独
立
主
権
国
家

で
は
な

い
、

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動

に
協
力

（
P
K
O
）
す
る
」
た
め
、
国
連

の
要
請

に
応
じ

て
、

自
衛
隊
を
派
遣
し
て
き
た
先
は
、

日
本
か
ら
す
れ
ば
地
球

の
裏
側
に
あ
た
る
ア
フ
リ
カ
や
中
東

で
あ

っ
た
が
、

こ
こ
十
数
年
、
中
国
の
軍
事
的
台
頭
、
そ
し
て
北
朝
鮮

か
ら

い
つ
核
ミ
サ
イ
ル

が
飛
ん
で
来
る
か
分
か
ら
な
い
今
、
舞
台
は
目
前

の
東
ア
ジ
ア
に
危
機
が
迫

っ
て
い
る
。

も
し
、
外
国
が
、

日
本

の
領
土

へ
侵
入
し

て
来
た
場
合
、

日
本
は
国
連

へ
対
し
、
加
盟
国

の

軍
隊
を
派
遣
し

て
ほ
し
い
、
と
要
請
す
る
事
態
だ

っ
て
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
加
盟
国
は
、

い

つ
も
後
方
勤
務
ば
か
り
の
日
本

へ
、
果
し

て
快
く
軍
隊
を
派
遣
し

て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？

今
年
も
公
募
し
た
改
憲
川
柳

の
中
に
は
、
壇
上

の
垂
れ
幕
に
掲
げ

て
あ
る
よ
う
に
、

「不
思
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議
な
り

国
を
守
る
と

違
憲
と
は
！
」
と
か
、

「自
衛
隊

存
在
意
義
を

明
確
に
！
」
と

か
、
ま
た

「ど

の
国
も

し

て
る
改
憲

せ
ぬ
異
常
！
」
と
あ
り
、

こ
う
し
て
、
良
識
あ
る
日

本
国
民
は
、
本
当

に
憂
慮
し
、
憲
法
改
正
を
切
望
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

E
、
憲
法
改
正
は
、
国
民
の
権
利
で
あ
り
義
務

で
あ
る
、
こ
と
の
認
識
を
！

国

民
の
権
利

・
義
務
に

つ
い
て
は
、
現
行
憲
法
第
三
章
に
列
記
し
て
あ
る
権
利
、

そ
し
て
、

義
務

に

つ
い
て
も
、
納
税

の
義
務
、
勤
労

の
義
務
、
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
、
が
あ
る
こ
と

は
、

一
般

に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
も
う

一
つ
、
重
要
な
国
民

の
権
利

・
義
務
が
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、

こ
こ
に
、
指
摘
し

て
お

こ
う
。
そ
れ
は
現
行
憲
法
第
九
十
六
条

〔憲
法
改
正

手
続
〕
に
あ
る

「衆
参
各
議
院
の
総
議
員

の
三
分

二
以
上

で
発
議
さ
れ
た
憲
法
改
正
案

に
対
し

て
、

『
国
民
が
そ
れ
を
承
認
す

る
か
否
か

の
投
票
権
』
」
が
そ
れ

で
あ
る
。

こ
の
国
民

の
投
票

権
も
、
国
民

の
権
利

で
あ
り
、
同
時
に
義
務

で
あ

る
こ
と
を
、
ぜ

ひ
認
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ

の

「衆
参
各
議
院
で
発
議
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
を
承
認
す
る
か
否
か

の
投
票
権
」
が
、

こ

れ
ま

で
、
憲
法
学
者

の
間

で
も
余
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か

っ
た
の
は
、
こ
の
国
民
投
票
に

つ
い

て
、
憲
法

に
は
規
定
が
あ

っ
て
も
、

そ
れ
を
具
体
化
す
る
手
続
規
定
が
な
か

っ
た
の
で
、
単
な

る
抽
象
的
な
権
利

の
よ
う
に
思
わ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
、
平
成
二
十
二
年
五
月
十
八
日
、
国
会
に
お
い
て
、

こ
の
憲
法
改
正
に
関
す
る
国
民

投
票
法
が
可
決

・
成
立
し
公
布
さ
れ
、
そ

の
後
、
補
正
の
改
正
も
行
わ
れ

て
、
実
際

に
適
用
可

能
な
、

「国
民
の
具
体
的
な
権
利

で
あ
り
義
務
と
な

っ
て
い
る
」

の
で
、
国
民

の
皆
さ
ま
も
、

ぜ

ひ
こ
の
権
利

・
義
務
の
存
在
を
御
認
識
い
た
だ

い
て
、
い
ざ
憲
法
改
正

の
国
民
投
票
が
行
わ

れ
る
と
き
は
、
ぜ

ひ
、
こ
の
重
要
な
投
票
権
を
行
使
し

て
下
さ
る
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

応
募
下
さ

つ
た

「
改
憲
川
柳
」
の
中
に
、
鹿
児
島

の
方
か
ら
で
す
が
、

「改
憲
は

国
民
み

ん
な

の

権
科

で
す
！
」
の
句
を
頂
戴
し
、
こ
の
方
は
よ
く
気
が

つ
い
て
お
ら
れ
る
な
と
思
い
、

今
年

の

「改
憲
川
柳
」
の
大
賞
と

い
た
し
た
次
第

で
す
。

こ
う
し
て
、
今
年

の

「改
憲
川
柳
」
を
み
て
も
、
国
民

の
方
々
は
、
か
な
り
よ
く
認
識
さ
れ

て
お
ら
れ
ま
す

の
で
、
各
政
党

・
政
治
家
の
方
々
も
、
こ
う
し
た
国
民
の
声

に
耳
を
傾
け

て
い

た
だ
き
た
い
。
私
ど
も
は
昔
か
ら
、

「憲
法
改
正
は
国
家
的
課
題
だ
1
」
と
申
し
上
げ

て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
今
年

の

「改
憲
川
柳
」
の
中

に
、

「
改
憲
は

国
家
的
課
題

与
野
党

で
！
」

と

の
句
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
今
年
は
、
こ
れ
も
佳
作
と
し
、
壇
上

の
大
横
額

に
墨
書
し

て
、

掲
げ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
ろ
そ
ろ
、
私

の
持
ち
時
間
の
よ
う
で
す
か
ら
、
以
上

で
、
今
年
の
大
会
の
私
の
御
挨
拶
と

さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

＾

（
拍
手
）
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四


