


新
し
い
日
本
の
た
め
に
―
―
発
刊
の
こ
と
ば

古
い
日
本
は
影
を
ひ
そ
め
て
、
新
し
い
日
本
が
誕
生
し
た
。
生
れ
か
わ
っ
た
日
本
に
は
新
し
い
国
の
歩

み
方
と
明
る
い
幸
福
な
生
活
の
標
準
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
定
め
た
も
の
が
新
憲
法
で
あ
る
。

日
本
国
民
が
お
互
い
に
人
格
を
尊
重
す
る
こ
と
。
民
主
主
義
を
正
し
く
実
行
す
る
こ
と
。
平
和
を
愛
す
る

精
神
を
も
っ
て
世
界
の
諸
国
と
交
り
を
あ
つ
く
す
る
こ
と
。

新
憲
法
に
も
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
す
べ
て
新
日
本
の
生
き
る
道
で
あ
り
、
ま
た
人
間
と
し
て
生

き
が
い
の
あ
る
生
活
を
い
と
な
む
た
め
の
根
本
精
神
で
も
あ
る
。
ま
こ
と
に
新
憲
法
は
、
日
本
人
の
進
む

べ
き
大
道
を
さ
し
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
指
針
で
あ
り
、
日
本
国
民
の
理
想

と
抱
負
と
を
お
り
こ
ん
だ
立
派
な
法
典
で
あ
る
。

わ
が
国
が
生
れ
か
わ
っ
て
よ
い
国
と
な
る
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
新
憲
法
が
わ
れ
わ
れ
の
血
と
な
り
、
肉
と

な
る
よ
う
に
、
そ
の
精
神
を
い
か
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
行
が
と
も
な
わ
な
い
憲
法
は
死
ん

だ
文
章
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

新
憲
法
が
大
た
ん
率
直
に
「
わ
れ
わ
れ
は
も
う
戦
争
を
し
な
い
」
と
宣
言
し
た
こ
と
は
、
人
類
の
高
い

理
想
を
い
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
平
和
世
界
の
建
設
こ
そ
日
本
が
再
生
す
る
唯
一
の
途
で
あ
る
。

今
後
わ
れ
わ
れ
は
平
和
の
旗
を
か
か
げ
て
、
民
主
主
義
の
い
し
ず
え
の
上
に
、
文
化
の
香
り
高
い
祖
国

を
築
き
あ
げ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
憲
法
の
施
行
に
際
し
、
本
会
が
こ
の
冊
子
を
刊
行
し
た
の
も
こ
の
主
旨
か
ら
で
あ
る
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◇
生
れ
か
わ
る
日
本

昭
和
二
十
二
年
（
一

九
四
七
年
）
五
月
三
日

―
―
そ
れ
は
私
た
ち
日

本
国
民
が
永
久
に
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
新
日
本

の
誕
生
日
で
あ
る
。
私

た
ち
が
久
し
い
間
待
ち
望
ん
で
い
た
新
憲
法
が
、

こ
の
日
を
期
し
て
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

新
憲
法
が
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
た
最
も
大
き

な
贈
り
も
の
は
民
主
主
義
で
あ
る
。
民
主
主
義
政

治
と
い
う
こ
と
を
一
口
に
説
明
す
れ
ば
「
国
民
に

よ
る
、
国
民
の
た
め
の
、
国
民
の
政
治
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
民
主
的
な
憲
法
の
も
と
で
は
国
民

が
政
治
を
う
ご
か
す
力
を
持
ち
、
政
府
も
、
役
人

も
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

多
数
の
も
の
が
望
む
こ
と
、
多
数
の
も
の
が
よ
い

と
き
め
て
法
律
で
定
め
た
こ
と
、
こ
れ
を
実
行
し

て
ゆ
く
の
が
民
主
主
義
で
あ
る
。

私
た
ち
は
民
主
主
義
を
口
に
す
る
前
に
、
ま
ず

す
べ
て
の
も
の
ご
と
を
よ
く
知
り
、
正
し
い
判
断

を
持
つ
よ
う
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特

に
わ
が
国
で
は
今
ま
で
政
治
は
一
部
の
人
々
が
思

う
ま
ま
に
動
か
し
て
い
た
た
め
、
一
般
国
民
は
政

治
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
自
分

の
意
見
を
の
べ
る
こ
と
も
窮
屈
で
あ
っ
た
。
ま
た

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
だ
け
の
勉
強
も
足
り
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
新
憲
法
の
実
施
を
よ

い
機
会
と
し
て
政
治
の
こ
と
を
熱
心
に
学
ぶ
必
要
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憲
法
の
特
色

私
た
ち
の
生
活
は
ど
う
な
る



が
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
こ
れ
か

ら
は
政
治
の
責

任
は
す
べ
て
私

た
ち
み
ん
な
が

お
う
こ
と
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

新
憲
法
は
わ

が
国
に
長
い
間

続
い
て
き
た
古
い
因
襲
を
大
幅
に
改
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。
家
族
制
度
も
大
き
く
か
わ
っ
た
。
女
の

地
位
も
男
と
同
等
と
な
っ
た
。
憲
法
に
附
属
す
る

民
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
っ
て
こ
ま
か
い
点
は
数

え
き
れ
な
い
ほ
ど
か
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に

法
律
だ
け
が
新
し
く
な
っ
て
も
、
か
ん
じ
ん
の
頭

の
切
り
か
え
が
で
き
な
く
て
は
何
の
役
に
も
立
た

な
い
。

新
憲
法
と
共
に
新
し
く
生
れ
か
わ
る
日
本
―
―

私
た
ち
も
今
こ
そ
生
れ
か
わ
っ
た
気
持
で
、
こ
の

新
し
い
時
代
に
生
き
ぬ
い
て
ゆ
こ
う
。

◇
明
る
く
平
和
な
国
へ

私
た
ち
の
日
本
を
明
る
く
平
和
な
住
み
よ
い
国

に
す
る
こ
と
―
―
こ
れ
が
新
憲
法
の
目
的
で
あ
る
。

新
憲
法
の
前
文
に
は
こ
の
目
的
が
力
強
く
の
べ
て

あ
る
。

旧
憲
法
で
は
国
の
政
治
の
最
高
の
権
限
は
天
皇

が
お
持
ち
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
一
部
の
軍

人
や
重
臣
な
ど
が
天
皇
の
名
を
か
り
て
、
わ
が
ま

ま
勝
手
に
ふ
る
ま
い
、
悪
い
政
治
を
行
う
す
き
が

多
か
っ
た
。

新
憲
法
で
は
国
の
政
治
を
行
う
大
も
と
の
力
は

国
民
全
体
に
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
た
。
従
っ

て
国
の
政
治
は
何
よ
り
も
ま
ず
国
民
全
体
が
幸
福
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な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
決
し
て
特
別
な
地
位
に
あ
る
人
や
、

一
部
の
少
数
の
人
々
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
の

で
は
な
い
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

◇
私
た
ち
の
天
皇

天
皇
は
神
様
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
と
い
う
よ
う

な
神
話
を
も
と
と
し
て
、
天
皇
の
地
位
や
権
限
を

こ
の
上
な
く
重
ん
じ
て
い
た
の
が
今
日
ま
で
の
ゆ

き
方
で
あ
っ
た
。

新
憲
法
で
は
天
皇
は
日
本
の
国
の
象
徴
で
あ
り
、

国
民
結
び
合
い
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示

さ
れ
て
あ
る
（
第
一
条
）
。
こ
れ
は
私
た
ち
国
民

全
体
の
天
皇
に
た
い
す
る
共
通
の
気
持
を
そ
の
ま

ま
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

象
徴
と
い
う
の
は
一
つ
の
「
め
じ
る
し
」
で
あ
っ

て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
そ
の
も
の
、
ま
た
は
国
民

結
び
合
い
の
実
際
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
わ
か
る
こ

と
を
い
う
の
で
あ
る
。
富
士
山
を
み
れ
ば
美
し
い

日
本
の
国
が
、
ま
た
桜
を
み
れ
ば
な
ご
や
か
な
日

本
の
春
が
わ
か
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
お
よ
そ
の

意
味
で
あ
る
。

新
憲
法
で
は
天
皇
は
従
来
と
は
違
っ
て
国
の
い

ろ
い
ろ
の
政
治
に
当
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
政

治
の
責
任
は
す
べ
て
内
閣
、
国
会
、
最
高
裁
判
所

が
お
う
こ
と
に
な
っ
た
。
政
治
以
外
の
国
家
的
な

行
事
に
つ
い
て
も
、
天
皇
の
当
ら
れ
る
国
事
は
非

常
に
す
く
な
く
な
っ
た
。
（
第
三
条
―
第
七
条
）

こ
の
よ
う
に
天
皇
に
つ
い
て
の
憲
法
の
定
め
が

か
わ
っ
た
の
で
、
わ
が
国
の
国
柄
ま
で
す
っ
か
り

か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
人
も
あ
る
。
た

し
か
に
政
治
を
う
ご
か
す
力
は
私
た
ち
国
民
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
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し
、
形
の
上
で
は
、
ず
い
分
か
わ
っ
た
。
し
か
し

私
た
ち
の
天
皇
に
た
い
す
る
尊
敬
と
信
頼
の
気
持

に
よ
る
結
び
つ
き
、
天
皇
を
中
心
と
し
て
私
た
ち

国
民
が
一
つ
に
結
び
合
っ
て
い
る
と
い
う
昔
か
ら

の
国
柄
は
少
し
も
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
国

体
は
か
わ
ら
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

◇
も
う
戦
争
は
し
な
い

私
た
ち
日
本
国
民
は
も
う
二
度
と
再
び
戦
争
を

し
な
い
と
誓
っ
た
。
（
第
九
条
）

こ
れ
は
新
憲
法
の
最
も
大
き
な
特
色
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
平
和
主
義
を
明
か
に
し
た
憲

法
は
世
界
に
も
そ
の
例
が
な
い
。

私
た
ち
は
戦
争
の
な
い
、
ほ
ん
と
う
に
平
和
な

世
界
を
つ
く
り
た
い
。
こ
の
た
め
に
私
た
ち
は
陸

海
空
軍
な
ど
の
軍
備
を
ふ
り
す
て
て
、
全
く
は
だ

か
身
と
な
っ
て
平
和
を
守
る
こ
と
を
世
界
に
向
か
っ

て
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
歴
史
を
ふ
り

か
え
っ
て
み
る
と
、
い
ま
ま
で
の
日
本
は
武
力
に

よ
っ
て
国
家
の
運
命
を
の
ば
そ
う
と
い
う
誤
つ
た

道
に
ふ
み
迷
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
近
年
は
政
治
の

実
権
を
握
っ
て
い
た
者
た
ち
が
、
こ
の
目
的
を
達

す
る
た
め
に
国
民
生
活
を
犠
牲
に
し
て
軍
備
を
大

き
く
し
、
つ
い
に
太
平
洋
戦
争
の
よ
う
な
無
謀
な

戦
い
を
い
ど
ん
だ
。
そ
の
結
果
は
世
界
の
平
和
と

文
化
を
破
壊
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
太
平
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洋
戦
争
の
敗
戦
は
私
た
ち
を
正
し
い
道
へ
案
内
し

て
く
れ
る
機
会
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

新
憲
法
で
す
べ
て
の
軍
備
を
自
ら
ふ
り
す
て
た

日
本
は
今
後
「
も
う
戦
争
を
し
な
い
」
と
誓
う
ば

か
り
で
は
た
り
な
い
。
進
ん
で
芸
術
や
科
学
や
平

和
産
業
な
ど
に
よ
っ
て
、
文
化
国
家
と
し
て
世
界

の
一
等
国
に
な
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
私
た
ち
国
民
の
持
つ
大
き
な
義
務
で

あ
り
、
心
か
ら
の
希
望
で
あ
る
。

世
界
の
す
べ
て
の
国
民
は
平
和
を
愛
し
、
二
度

と
戦
争
の
起
ら
ぬ
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
私
た
ち

は
世
界
に
さ
き
が
け
て
「
戦
争
を
し
な
い
」
と
い

う
大
き
な
理
想
を
か
か
げ
、
こ
れ
を
忠
実
に
実
行

す
る
と
と
も
に
「
戦
争
の
な
い
世
界
」
を
つ
く
り

上
げ
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
捧
げ
よ
う
。

こ
れ
こ
そ
新
日
本
の
理
想
で
あ
り
、
私
た
ち
の
誓

い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◇
人
は
み
ん
な
平
等
だ

人
は
だ
れ
で
も
み
ん
な
生
れ
な
が
ら
に
「
人
と

し
て
の
尊
さ
」
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
尊
さ
を
お

か
さ
れ
な
い
こ
と
が
人
と
し
て
最
も
大
切
な
権
利

で
あ
ろ
う
。
新
憲
法
は
何
よ
り
さ
き
に
、
ま
ず
こ

の
権
利
を
与
え
て
く
れ
る
。
（
第
十
一
条
）

そ
し
て
私
た
ち
の
生
命
や
自
由
を
守
り
、
幸
福

な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
、
政
治
の
上
で
も
い
ろ

い
ろ
と
考
え
て
く
れ
る
よ
う
に
約
束
さ
れ
て
い
る
。

新
憲
法
は
こ
の
考
え
を
も
と
と
し
て
十
分
な
自
由

と
権
利
と
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
（
第
十

三
条
）

軍
閥
が
政
治
を
お
こ
な
っ
た
時
代
に
は
「
国
家

の
た
め
に
」
と
か
「
国
民
全
体
の
た
め
に
」
と
か

い
う
名
目
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
一
部
の
政
治

権
力
を
握
る
人
々
の
た
め
に
、
働
か
さ
れ
た
り
、

権
利
を
ふ
み
に
じ
ら
れ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ

憲法普及会編 新しい憲法 明るい生活7



た
。
こ
れ
か
ら
は
私
た
ち
は
自
分
の
権
利
を
守
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
国
の
政

治
は
国
民
み
ん
な
の
自
由
と
幸
福
を
何
よ
り
も
大

切
に
考
え
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
す
べ
て
の
国
民
は
法
律
上
は
全
く
平
等
で

あ
っ
て
、
あ
の
人
は
家
柄
が
い
い
か
ら
私
た
ち
よ

り
え
ら
い
と
か
、
女
は
男
よ
り
卑
し
い
も
の
だ
と

か
、
そ
ん
な
差
別
は
一
切
ゆ
る
さ
れ
な
い
こ
と
と

な
っ
た
。
華
族
制
度
も
廃
止
さ
れ
て
国
民
は
み
な

平
等
の
時
代
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
第
十
四
条
）

◇
義
務
と
責
任
が
大
切

私
た
ち
は
新
憲
法
に
よ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
多
く

の
自
由
や
権
利
を
与
え
ら
れ
た
が
、
一
生
懸
命
努

力
し
て
、
こ
れ
を
大
切
に
守
っ
て
ゆ
く
義
務
が
あ

る
。
自
由
と
い
っ
て
も
他
人
の
迷
惑
も
考
え
ず
に

勝
手
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
こ
と
で
は
な
い
。
権
利

だ
か
ら
と
い
つ
て
む
や
み
や
た
ら
に
こ
れ
を
ふ
り

回
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
自
分
の
自
由
や

権
利
を
、
い
つ
で
も
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
の

し
あ
わ
せ
に
役
立
つ
よ
う
に
使
う
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
（
第
十
二
条
）

も
し
も
各
人
が
こ
の
心
が
け
を
持
た
な
い
で
、

民
主
主
義
を
は
き
違
え
自
分
勝
手
な
こ
と
ば
か
り

し
て
い
た
な
ら
世
の
中
は
今
ま
で
よ
り
も
い
っ
そ

住
み
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
私

た
ち
は
権
利
や
自
由
が
常
に
義
務
と
責
任
と
を
と

も
な
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

◇
自
由
の
よ
ろ
こ
び

「
自
由
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
一

口
に
い
え
ば
、
自
分
の
良
心
に
従
っ
て
生
き
る
こ

と
で
あ
る
。
長
い
間
私
た
ち
に
は
、
そ
の
自
由
さ

え
も
制
限
さ
れ
て
い
た
。
私
た
ち
は
何
と
か
し
て
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も
っ
と
自
由
が

ほ
し
い
と
願
っ

て
い
た
。
い
ま

そ
の
願
い
が
果

さ
れ
た
の
で
あ

る
。私

た
ち
は
ど

ん
な
考
え
を
持
っ

て
も
よ
い
（
第

十
九
条
）
。
神

道
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
仏
教
で
も
、
そ
の

他
ど
ん
な
宗
教
を
信
じ
て
も
よ
い
。
政
府
が
私
た

ち
に
た
い
し
て
特
別
の
宗
教
教
育
を
お
こ
な
い
、

こ
の
宗
教
を
信
じ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
ど
と
い

い
つ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
（
第
二

十
条
）

私
た
ち
は
、
ど
ん
な
会
合
を
や
っ
て
も
、
ど
ん

な
団
体
を
つ
く
っ
て
も
自
由
で
あ
る
。
演
説
を
し

た
り
、
新
聞
や
雑
誌
を
出
し
た
り
す
る
こ
と
も
自

由
に
な
っ
た
。
ど
ん
な
職
業
を
え
ら
ん
で
も
い
い

し
、
学
問
の
自
由
も
ま
た
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
新
憲
法
が
私
た
ち
に
与
え

て
く
れ
た
贈
り
も
の
で
あ
る
。
（
第
二
十
一
条
―

第
二
十
三
条
）

◇
女
も
男
と
同
権

わ
が
国
で
は
、

と
か
く
女
は
男
よ

り
一
段
と
低
い
も

の
と
し
て
扱
わ
れ

が
ち
で
あ
っ
た
。

人
と
し
て
の
尊
さ

は
、
女
も
男
と
何

の
か
わ
り
も
な
い
。
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こ
れ
ま
で
結
婚
の
場
合
な
ど
、
自
分
が
い
や
だ

と
思
っ
て
も
親
の
意
見
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
新
憲
法
で
は
、
結
婚
は

男
女
双
方
の
気
持
が
会
っ
た
場
合
だ
け
に
行
わ
れ

る
の
で
、
自
分
の
心
に
合
わ
な
い
結
婚
を
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
定
め
て
あ
る
。

ま
た
夫
婦
は
同
等
の
権
利
を
持
ち
、
財
産
の
こ

と
や
相
続
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
今
ま
で
の
よ
う

に
男
だ
け
を
重
く
扱
い
女
を
軽
ん
ず
る
と
い
う
こ

と
の
な
い
よ
う
に
な
っ
た
（
第
二
十
四
条
）
。
戸

主
や
父
親
だ
け
が
特
別
に
一
家
の
中
心
と
な
っ
て

い
た
わ
が
国
の
む
か
し
か
ら
の
「
家
」
の
制
度
も

か
わ
っ
て
、
お
互
い
の
人
格
を
尊
び
男
女
の
平
等

を
主
眼
と
し
て
家
庭
を
営
む
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
男
と
女
は
全
く
平
等
に
な
り
、
い
ま

ま
で
の
よ
う
な
家
族
制
度
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
は

な
く
な
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
こ
れ
か
ら
の
男
女
は

結
婚
や
夫
婦
生
活
に
た
い
し
て
全
く
自
分
で
責
任

を
お
う
必
要
が
あ
る
。

と
く
に
日
本
の
女
は
、
い
ま
ま
で
親
や
親
族
の

い
う
ま
ま
に
な
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
た
か
ら
、
こ

の
大
切
な
判
断
を
す
る
力
に
か
け
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。
新
憲
法
で
高
め
ら
れ
た
女
の
地
位
を
生
か
す

た
め
に
は
、
日
本
の
女
は
さ
ら
に
一
層
そ
の
見
識

を
深
め
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◇
健
康
で
明
る
い
生
活

世
間
を
見
わ
た
す
と
不
幸
な
人
は
た
く
さ
ん
あ

る
。
乞
食
、
浮
浪
者
、
ゆ
き
倒
れ
の
病
人
な
ど
、

こ
う
い
う
気
の
毒
な
人
々
が
戦
争
後
は
い
よ
い
よ

多
く
な
っ
て
き
た
。

新
憲
法
で
は
す
べ
て
の
国
民
は
健
康
で
文
化
的

な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
を
認
め
て
お
り
、

国
は
気
の
毒
な
人
々
を
助
け
、
国
民
一
人
残
ら
ず
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人
間
ら
し
い
生
活
の
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
あ
る
。
（
第
二
十
五
条
）

ま
た
国
民
は
す
べ
て
働
く
権
利
と
義
務
が
あ
り
、

働
き
た
い
人
に
職
を
与
え
る
こ
と
も
国
の
仕
事
の

ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
ま
た
児
童
に
無
理
な
働
き
を

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
（
第
二
十
七
条
）

働
く
人
々
が
団
結
し
て
組
合
を
つ
く
り
、
会
社

や
工
場
の
雇
主
に
対
し
て
働
く
時
間
の
こ
と
や
賃

金
の
こ
と
な
ど
を
か
け
合
う
こ
と
も
は
じ
め
て
認

め
ら
れ
た
権
利
で

あ
る
。
（
第
二
十

八
条
）

◇
役
人
は
公
僕
で

あ
る憲

法
に
定
め
が

あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
実
際
に
は
最
近
ま
で
警
察
や
検
事
局
が

国
民
を
手
続
な
し
に
捕
え
て
幾
日
も
留
置
場
へ
入

れ
て
お
い
た
り
、
む
ご
い
方
法
で
取
調
べ
を
行
い
、

む
り
や
り
に
自
白
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
少
く
な

か
っ
た
。

新
憲
法
で
は
す
べ
て
こ
う
し
た
不
法
な
ひ
ど
い

こ
と
を
固
く
禁
じ
た
。
ま
た
罪
を
犯
し
た
者
も
必

ず
す
み
や
か
に
公
平
な
公
開
の
裁
判
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
し
間
違
つ
て
罪
人
の
扱
い

を
受
け
た
場
合
は
国
に
対
し
て
の
損
害
の
賠
償
も

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
第
三

十
一
条
―
第
四
十
条
）

こ
れ
か
ら
は
悪
い
こ
と
を
し
な
い
限
り
、
い
た

ず
ら
に
警
察
や
検
事
局
を
こ
わ
が
る
必
要
は
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
こ
れ
か
ら
の
役
人
は
国

民
の
生
活
を
守
っ
て
く
れ
る
私
た
ち
の
「
公
僕
」

と
な
っ
た
。
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◇
国
会
は
私
た
ち
の
代
表

わ
が
国
の
政
治
の
し
く
み
は
国
会
と
内
閣
と
裁

判
所
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
国
会
は
国
の

予
算
を
き
め
た
り
、
法
律
を
つ
く
っ
た
り
、
内
閣

は
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
政
治
を
お
こ
な
い
、
裁
判

所
は
こ
の
法
律
を
正
し
く
解
釈
し
て
そ
れ
を
実
行

す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
国
の
最
高
の
権
力
を
に
ぎ
っ
て
い

る
も
の
は
国
会
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
た
だ
一
つ
の

立
法
機
関
で
あ
る
（
第
四
十
一
条
）
。
そ
の
国
会

の
議
員
を
え
ら
ぶ
の
は
、
私
た
ち
国
民
で
あ
る
か

ら
、
私
た
ち
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
国
の
政
治
の

一
番
の
大
も
と
で
あ
る
。

国
会
は
衆
議
院
と
参
議
院
の
二
つ
か
ら
成
り
た
っ

て
い
る
。
衆
議
院
の
組
織
は
こ
れ
ま
で
と
大
差
な

い
が
、
参
議
院
は
こ
れ
ま
で
の
貴
族
院
が
、
皇
族
、

華
族
お
よ
び
一
部
の
特
権
階
級
の
人
々
か
ら
で
き

て
い
た
の
と
ち
が
っ
て
、
衆
議
院
と
同
じ
よ
う
に
、

や
は
り
私
た
ち
が
選
挙
に
よ
っ
て
選
ん
だ
議
員
で

組
織
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
第
四
十
二
条
―
第

六
十
四
条
）

国
の
政
治
に
必
要
な
費
用
を
ど
う
使
う
か
と
い

う
こ
と
も
国
会
で
き
め
る
。

ま
た
新
し
い
税
金
を
と
る
こ
と
や
税
金
の
種
類

を
か
え
る
こ
と
も
国
会
が
法
律
と
し
て
き
め
な
け

れ
ば
や
れ
な
い
。
（
第
八
十
三
条
―
第
八
十
六
条
）

こ
の
よ
う
に
国
会
議
員
の
任
務
は
、
こ
の
上
も

な
く
重
い
も
の
で
あ
る
か
ら
私
た
ち
は
ほ
ん
と
う

に
信
頼
の
で
き
る
立
派
な
人
物
を
え
ら
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
国
の
政
治
を
に
な
う
も
の

は
結
局
は
国
民
自
身
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
深

く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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◇
総
理
大
臣
も
私
た
ち
が
選
ぶ

国
の
政
治
の
責
任
を
に
な
う
も
の
は
内
閣
で
あ

る
。
そ
の
内
閣
の
長
は
総
理
大
臣
で
あ
る
。
総
理

大
臣
は
国
会
議
員
の
な
か
か
ら
国
会
が
指
名
し
て

き
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
総
理
大
臣
も
私
た
ち

が
選
ぶ
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
（
第
六
十
七
条
）

そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
総
理
大
臣
が
任
命
し
、

そ
の
半
数
以
上
は
国
会
議
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
（
第
六
十
八
条
）

こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
内
閣
は
国
会
に
対
し

て
責
任
を
お
う
の
で
あ
る
が
、
い
っ
さ
い
の
行
政

は
内
閣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

◇
裁
判
所
は
憲
法
の
番
人

新
憲
法
で
は
司
法
権
は
裁
判
所
で
お
こ
な
う
も

の
と
定
め
た
。
最
高
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
と
違
っ

て
憲
法
に
そ
む
く
よ
う
な
法
律
は
、
こ
れ
を
無
効

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
裁
判
所
の
地
位
は
新
憲
法
に
よ
っ

て
著
し
く
高
く
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ

と
同
時
に
国
民
と
国
会
と
の
力
で
こ
れ
を
監
視
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
最

高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
内
閣
が
任
命
す
る
も
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
は
私
た
ち
国
民
が
よ
ろ

し
い
と
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
も
し

も
裁
判
官
が
不
適
任
で
あ
れ
ば
、
国
会
に
よ
つ
て

そ
の
裁
判
官
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
第
七
十
九
条
）

◇
知
事
も
私
た
ち
が
選
挙

民
主
主
義
の
政
治
は
た
だ
中
央
の
政
治
ば
か
り

で
な
く
、
私
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
最
も
身
近
か

な
都
道
府
県
や
市
町
村
の
行
政
か
ら
お
こ
な
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
れ
ま
で
の
憲
法
で
は
地
方
行
政
の
こ
と
に
つ
い

て
は
何
の
定
め
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
政
府
が
都

道
府
県
の
知
事
を
任
命
し
、
政
府
の
き
め
た
中
央

の
方
針
を
地
方
に
押
し
つ
け
、
地
方
の
実
際
の
状

態
に
あ
っ
た
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
少
な

か
っ
た
。

そ
こ
で
新
憲
法
で
は
都
道
府
県
や
市
町
村
の
政

治
は
、
そ
の
土
地
に
住
む
人
々
が
自
分
た
ち
の
責

任
で
自
分
た
ち
の
選
ん
だ
代
表
者
に
よ
り
お
こ
な

う
こ
と
に
き
め
ら
れ
た
。

つ
ま
り
東
京
都
や
北
海
道
の
長
官
、
各
府
県
の

知
事
は
、
こ
れ
か
ら
は
私
た
ち
が
選
挙
し
て
き
め

る
こ
と
と
な
り
、
市
長
村
長
も
ま
た
私
た
ち
が
直

接
に
選
挙
す
る
の
で
あ
る
。
（
第
九
十
二
条
、
第

九
十
三
条
）

こ
う
し
て
地
方
の
政
治
も
完
全
に
私
た
ち
の
手

で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
地
方
自

治
こ
そ
民
主
政
治
の
も
と
で
あ
る
。

◇
私
た
ち
の
お
さ
め
る
日
本

こ
の
よ
う
に
新
憲
法
は
新
し
い
日
本
の
骨
組
を

定
め
、
ま
た
私
た
ち
や
私
た
ち
の
子
孫
に
対
し
て

大
切
な
権
利
を
約
束
し
て
く
れ
た
。
こ
の
新
憲
法

は
わ
が
国
の
最
高
の
定
め
で
あ
っ
て
、
他
の
法
律

や
命
令
な
ど
も
す
べ
て
こ
の
定
め
に
も
と
ず
く
も

の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
前
に
の
べ
た
よ
う
に
国
会
や
内
閣
や

裁
判
所
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
分

担
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
の
政
治
の
一
番

大
も
と
の
力
は
私
た
ち
国
民
の
手
に
あ
る
の
で
あ

る
。日

本
を
よ
い
国
に
し
、
私
た
ち
の
生
活
を
明
る

く
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
私
た
ち
国
民
の
一

人
一
人
が
、
こ
の
憲
法
を
正
し
く
守
つ
て
ゆ
く
心

が
け
が
大
切
で
あ
る
。
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私
た
ち
は
新
憲
法
の
実
施
を
迎
え
、
新
日
本
の

誕
生
を
心
か
ら
祝
う
と
と
も
に
、
こ
の
新
憲
法
を

つ
ら
ぬ
い
て
い
る
民
主
政
治
と
、
国
際
平
和
の
輝

か
し
い
精
神
を
守
り
ぬ
く
た
め
に
、
全
力
を
つ
く

す
こ
と
を
誓
お
う
で
は
な
い
か
。
（
完
）

※

以
下
日
本
国
憲
法
を
全
文
掲
載
（
略
）

昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
発

行

発
行
者

憲
法
普
及
会

【
解

説
】

憲
法
制
定
当
時
は
、
政
府
が
音
頭
を
と
っ
て
、

新
憲
法
を
普
及
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本

人
の
多
く
に
と
っ
て
、
主
権
在
民
も
民
主
主
義
も

戦
争
の
放
棄
も
両
性
の
平
等
や
、
思
想
信
条
・
表

現
の
自
由
な
ど
の
基
本
的
人
権
も
「
健
康
で
文
化

的
な
生
活
の
権
利
」
や
労
働
者
の
団
結
、
団
体
交

渉
権
も
、
は
じ
め
て
聞
く
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。

憲
法
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
、
つ
い

こ
の
間
ま
で
、
「
非
国
民
」
と
か
「
国
賊
」
と
の

の
し
ら
れ
、
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か

ら
、
旧
憲
法
下
で
つ
ち
か
わ
れ
た
、
国
民
の
マ
イ

ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
解
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で

す
。憲

法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
、

一
般
家
庭
に
届
け
ら
れ
た
憲
法
冊
子
が
、
憲
法
普

及
会
の
『
新
し
い
憲
法
・
明
る
い
生
活
』
で
す
。

憲
法
普
及
会
と
い
う
の
は
、
憲
法
公
布
直
後
の

一
九
四
六
年
十
二
月
、
や
が
て
国
会
に
な
る
帝
国

議
会
の
な
か
に
、
議
員
、
学
者
、
評
論
家
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
な
ど
で
作
ら
れ
た
、
半
官
半
民
の
組
織

で
す
。
会
長
は
、
憲
法
改
正
審
議
を
お
こ
な
っ
た

衆
議
院
特
別
委
員
会
の
委
員
長
で
、
の
ち
に
首
相
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と
な
る
芦
田
均
で
し
た
。
憲
法
普
及
会
は
、
憲
法

普
及
の
た
め
の
諸
活
動
を
お
こ
な
い
ま
し
た
が
、

そ
の
最
大
の
仕
事
が
こ
の
小
冊
子
の
発
行
で
し
た
。

物
資
も
乏
し
く
、
戦
後
の
混
乱
が
続
く
時
代
で
し

た
が
、
二
千
万
部
が
印
刷
さ
れ
、
ほ
ぼ
全
戸
に
無

料
配
布
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
三
年
二
月
一
七
日

武
蔵
村
山
市
憲
法
9
条
の
会

事
務
局
長

内
田

高
志

※

国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
テ
キ
ス

ト
、
写
真
画
像
に
よ
り
作
製
し
、
読
み
や
す
い
よ

う
に
、
仮
名
づ
か
い
な
ど
を
一
部
あ
ら
た
め
ま
し

た
。

※

解
説
は
、
「
新
あ
た
ら
し
い
憲
法
の
は
な
し
」

（
森
英
樹

倉
持
孝
司
編

日
本
評
論
社
）
を
参
考

に
し
ま
し
た
。

憲法普及会編 新しい憲法 明るい生活 16

武蔵村山市憲法9条の会作製

製作支援費（資料印刷代）100円


