
　
第
48
回
衆
院
選
は
戦
後
二
番
目
に

低
い
53
・
68
％
の
投
票
率
で
、
小
選

挙
区
で
の
得
票
率
48
％
の
自
民
党
が

議
席
の
74
％
を
占
有
し
「
圧
勝
」
し

た
。
内
閣
不
支
持
率
が
支
持
率
を
上

回
る
な
か
で
の
自
民
圧
勝
は
、
一
議

席
を
争
う
小
選
挙
区
制
に
お
い
て
野

党
が
分
裂
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
の

は
、政
治
力
学
的
に
は
そ
の
通
り
だ
。

　
し
か
し
今
回
の
総
選
挙
か
ら
は
、

旧
来
と
は
異
な
る
政
治
観
、
国
家

観
、
民
主
主
義
観
の
違
い
が
見
え
て

く
る
の
も
確
か
だ
。
結
党
し
た
ば

か
り
の
立
憲
民
主
党
が
野
党
第
一
党

と
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
象
徴
だ

ろ
う
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー

数
で
も
自
民
党
を
抜
き
、
短
期
間

に
８
５
０
０
万
円
の
個
人
献
金
が
集

ま
っ
た
。街
頭
演
説
で
は
雨
の
な
か
、

各
地
で
こ
れ
ま
で
に
な
い
数
の
人
々

が
集
ま
り
、
足
を
止
め
て
耳
を
傾
け

た
。

　
選
挙
戦
最
終
日
、
八
千
人
（
主
催

者
）
が
集
ま
っ
た
新
宿
で
、
枝
野
代

表
は
次
の
よ
う
に
訴
え
た
。

　「
こ
の
国
の
政
治
が
国
民
か
ら
離

れ
て
い
る
。
そ
ん
な
思
い
で
、
何
と

か
そ
の
受
け
皿
に
な
り
た
い
と
、
旗

を
立
て
ま
し
た
。
で
も
、
こ
ん
な
に

短
期
間
で
、
こ
ん
な
に
多
く
の
皆
さ

ん
に
ご
期
待
を
頂
い
て
、
私
は
反
省

を
し
て
い
ま
す
。私
自
身
も
含
め
て
、

こ
の
国
の
政
治
が
い
か
に
国
民
の
皆

さ
ん
か
ら
遠
く
に
行
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
の
か
。
そ
の
こ
と
に
、
多
く
の

皆
さ
ん
が
苛
立
ち
を
感
じ
て
お
ら
れ

た
の
か
。
多
く
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
期

待
を
頂
け
ば
頂
く
ほ
ど
、
そ
の
こ
と

を
痛
切
に
感
じ
る
選
挙
戦
で
あ
り
ま

し
た
。

　
国
民
の
暮
ら
し
、
草
の
根
の
声
か

ら
離
れ
て
、
政
治
が
上
の
方
に
行
っ

て
し
ま
っ
て
、
上
か
ら
国
民
の
皆
さ

ん
を
、
国
民
の
暮
ら
し
を
見
下
ろ
し

て
い
る
。
だ
か
ら
暮
ら
し
の
足
下
が

見
え
な
い
。
こ
う
し
た
政
治
の
流
れ

を
変
え
て
い
く
。
こ
う
し
た
政
治
の

流
れ
に
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
人

た
ち
の
声
を
受
け
止
め
る
。
そ
ん
な

存
在
に
、
立
憲
民
主
党
は
な
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

http://satlaws.web.fc2.com
/

CDPlist.html

よ
り 

　
立
憲
主
義
と
は
何
か
、
何
の
た
め

の
憲
法
改
正
か
、
民
主
主
義
＝
多
数

決
な
の
か
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
民
主

主
義
と
は
何
か
、「
上
」
か
ら
の
経

済
成
長
（
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
）
な
の

か
、「
下
」
か
ら
の
経
済
成
長
な
の

かetc.

　
立
憲
主
義
や
民
主
主
義
、

憲
法
観
を
め
ぐ
る
論
戦
の
軸
が
提
起

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
安
倍
政

権
批
判
の
「
受
け
皿
」
と
は
ま
っ
た

く
異
な
る
次
元
に
、「
も
う
ひ
と
つ

の
選
択
肢
」
の
旗
を
立
て
る
試
み
で

も
あ
る
。
今
回
の
総
選
挙
は
そ
の
始

ま
り
と
な
る
は
ず
だ
し
、
ぜ
ひ
そ
う

し
た
い
も
の
だ
。

　「
国
家
が
ま
っ
と
う
な
国
民
を
つ

く
る
」
と
い
う
政
治
観vs

「
国
民

が
ま
っ
と
う
な
政
府
を
つ
く
る
」
と

い
う
政
治
観
―
こ
う
し
た
政
治
観
、

民
主
主
義
観
、
国
家
観
の
違
い
が
浮

か
び
上
が
り
つ
つ
あ
る
。
前
者
は
、

国
民
が
政
府
を
構
成
す
る
（
権
力
の

正
統
性
は
国
民
の
付
託
に
あ
る
）
と

い
う
規
定
が
欠
落
し
た
自
民
党
改
憲

案
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
は
権
力
を
し
ば
る
立
憲
主
義
は
、

む
し
ろ
ま
っ
と
う
な
国
民
を
破
壊
す

る
考
え
方
に
み
え
る
。（10/21

シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
廣
瀬
克
哉
・
法
政

大
学
教
授
の
提
起
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
詳
細
は
次
号
に
掲
載
）。

　
枝
野
氏
は
演
説
で
繰
り
返
し
、
以

下
の
よ
う
な
趣
旨
を
述
べ
た
。
永
田

町
に
長
く
い
る
と
、
政
治
家
が
国
民

を
統
治
す
る
と
勘
違
い
す
る
、
自
分

も
そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
し

か
し
み
な
さ
ん
は
「
統
治
さ
れ
る
」

の
で
は
な
く
、
み
な
さ
ん
が
統
治
す

る
、
主
権
者
は
あ
な
た
で
す
。
政
治

家
、
政
府
は
み
な
さ
ん
か
ら
付
託
さ

れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
、
権
力
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な

い
、
と
。

　
こ
う
し
た
政
治
観
、民
主
主
義
観
、

国
家
観
の
違
い
を
軸
に
す
る
と
、「
野

党
分
裂
→
自
民
圧
勝
」
と
い
う
表
面

的
な
政
治
力
学
で
は
見
え
な
か
っ
た

も
の
が
見
え
て
く
る
。
例
え
ば

　「
野
党
の
態
勢
が
整
わ
な
い
タ
イ

ミ
ン
グ
を
狙
っ
て
解
散
す
る
の
は
、

国
民
の
選
択
権
を
事
実
上
奪
う
…
安

倍
首
相
が
野
党
に
勝
っ
た
側
面
は

あ
っ
た
が
、
首
相
が
国
民
の
選
択
権

を
封
じ
込
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
民
主
主
義
を

破
壊
し
て
い
る
」（
野
中
尚
人
・
学

習
院
大
学
教
授
　
朝
日10/24

）。

　
解
散
権
の
制
約
は
憲
法
改
正
の
論

点
と
な
り
う
る
し
、
そ
れ
を
狭
い
意

味
で
の
「
権
力
の
制
約
」
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、「
国
民
の
選
択
権
の

保
障
」
→
「
国
民
が
ま
っ
と
う
な
政

府
を
つ
く
る
」
条
件
整
備
の
た
め
の

立
憲
民
主
主
義
の
旗
は
立
っ
た

こ
こ
か
ら
立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る
意
思
を

集
積
し
て
い
く
た
め
に
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憲
法
改
正
と
し
て
問
題
設
定
す
る
こ

と
は
、
憲
法
改
正
の
国
民
的
論
議
の

土
俵
を
つ
く
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ

う
。
九
条
「
お
試
し
改
憲
」
に
対
し

て
も
「
反
安
倍
」
の
受
け
皿
で
は
な

い
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
民
主
主
義
か

ら
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
選
択
肢
」
を

つ
く
り
だ
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
ス

テ
ー
ジ
に
は
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
ま
た
、
今
回
の
選
挙
で
小
選
挙
区

制
の
行
き
詰
ま
り
が
あ
ら
わ
に
な
っ

た
、
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
中
選
挙

区
制
や
比
例
代
表
を
増
や
し
た
り
す

れ
ば
、
政
権
交
代
を
封
印
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
政
権
交
代
の
サ
イ

ク
ル
を
回
す
べ
き
と
い
う
立
場
な

ら
、「
小
選
挙
区
だ
か
ら
こ
そ
、
野

党
が
選
挙
協
力
を
や
れ
ば
、
自
公
に

も
対
抗
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

政
権
交
代
が
重
要
と
考
え
る
な
ら
、

今
の
選
挙
制
度
は
決
し
て
悪
く
な

い
。
問
題
は
、
野
党
が
今
の
制
度
を

う
ま
く
使
い
こ
な
せ
て
い
な
い
こ
と

だ
」（
野
中
　
前
出
）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
今
回
、
民
進
党
が
希
望
と
立
憲
民

主
へ
分
解
し
た
こ
と
は
、「
政
権
交

代
」「
二
大
政
党
」
を
目
指
す
と
し

て
き
た
、
九
〇
年
代
以
来
の
政
権
交

代
可
能
な
二
大
政
党
論
の
総
括
で
も

あ
る
。
日
本
新
党
以
来
「
非
自
民
非

共
産
」
と
い
う
枠
組
み
で
、
い
く
つ

も
の
新
党
が
出
来
て
は
消
え
た
。
そ

の
行
き
着
い
た
先
が
希
望
の
党
の

「
保
守
二
大
政
党
」論
。こ
れ
は
結
局
、

選
挙
で
政
権
交
代
と
い
う
サ
イ
ク
ル

が
出
来
な
い
な
ら
、
与
党
内
の
疑
似

政
権
交
代
の
構
造
を
つ
く
る
、
と
い

う
問
題
設
定
に
回
収
さ
れ
る
。

　「
立
憲
民
主
党
の
立
ち
上
げ
は
、

選
挙
で
、
有
権
者
の
一
票
で
政
権
交

代
す
る
シ
ス
テ
ム
を
目
指
そ
う
と

「
国
家
が
ま
っ
と
う
な
国
民
を
つ
く
る
」
政
治
観vs

「
国
民
が
ま
っ
と
う
な
政
府
を
つ
く
る
」
政
治
観

～
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
民
主
主
義

　
選
挙
戦
で
は
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ

か
ら
の
対
立
軸
を
彷
彿
と
さ
せ
る
象

徴
的
な
光
景
が
あ
っ
た
。
最
終
日
、

立
憲
民
主
党
の
街
頭
演
説
で
は
、
新

宿
バ
ス
タ
前
を
埋
め
尽
く
し
た
人
々

が
小
雨
の
な
か
、
後
ろ
の
人
の
た
め

に
傘
を
た
た
ん
だ
り
、
互
い
に
譲
り

合
っ
た
り
す
る
な
か
で
、「
選
挙
は

終
わ
り
ま
す
が
、
立
憲
主
義
を
取
り

戻
す
戦
い
は
こ
れ
か
ら
で
す
。
立
憲

民
主
党
と
い
う
新
し
い
政
党
を
い
っ

し
ょ
に
作
っ
て
く
だ
さ
い
。
永
田
町

に
引
き
こ
も
ら
な
い
よ
う
に
監
視
し

て
く
だ
さ
い
」と
い
う
呼
び
か
け
に
、

一
体
と
な
っ
て
呼
応
し
て
い
た
。

　
一
方
、安
倍
総
理
が
「
リ
ベ
ン
ジ
」

と
称
し
て
行
っ
た
秋
葉
原
で
の
街
頭

演
説
は
、日
の
丸
が
林
立
す
る
な
か
、

大
音
量
で
の
派
手
な
演
出
の
か
た
わ

ら
で
、
罵
倒
や
威
圧
、
こ
ぜ
り
あ
い

が
あ
ち
こ
ち
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
殺

伐
と
し
た
雰
囲
気
だ
っ
た
。
以
前
な

ら
、
後
援
会
単
位
の
参
加
者
の
和
気

あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
が
多
少
な

り
と
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
い
う

雰
囲
気
は
皆
無
。
人
々
の
一
体
性
が

感
じ
ら
れ
る
の
は
「
敵
を
叩
く
」
と

き
の
盛
り
上
が
り
だ
け
、
と
い
う
異

様
な
光
景
だ
っ
た
。

　
多
様
性
を
認
め
る
包
摂
・
連
帯

vs

分
断
と
排
除
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

め
ぐ
る
こ
う
し
た
対
立
軸
も
抽
象
論

で
は
な
く
、人
間
関
係
の
作
り
方（
人

格
形
成
）、
組
織
の
あ
り
方
な
ど
の

具
体
性
と
し
て
見
え
つ
つ
あ
る
。

　
例
え
ば
、
小
池
氏
の
「
排
除
」
発

言
。「
驕
り
」
の
現
れ
と
批
判
さ
れ

た
が
、
ご
本
人
と
し
て
は
「
政
党
は

理
念
、
政
策
で
一
致
す
べ
き
」
と
言

い
た
か
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。で
は「
言

葉
が
足
り
な
か
っ
た
」だ
け
な
の
か
。

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　「
理
念
、
政
策
で
一
致
」
と
い
う

と
き
、
多
様
性
は
ど
こ
ま
で
前
提
に

な
っ
て
い
る
か
。
多
様
性
、
複
数
性

す
な
わ
ち
「
異
な
る
他
者
」
を
前
提

と
し
て
は
じ
め
て
、
政
治
＝
議
論
を

通
じ
た
合
意
形
成
が
意
味
を
持
つ
。

そ
こ
を
す
っ
飛
ば
し
た
「
理
念
、
政

策
の
一
致
」
な
ら
、
簡
単
に
排
除
と

同
化
圧
力
に
転
じ
る
。
そ
う
で
は
な

く
、「
公
共
性
と
は
、
閉
鎖
性
と
同

質
性
を
求
め
な
い
共
同
性
、
排
除
と

同
化
に
抗
す
る
連
帯
で
あ
る
」（
齊

藤
純
一
「
公
共
性
」
岩
波
書
店
）
と

い
う「
理
念
、政
策
の
一
致
」な
の
か
。

　
立
憲
民
主
党
の
躍
進
を
支
え
た
多

様
な
市
民
の
参
加
を
一
過
性
の
も
の

と
せ
ず
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
政
党
と

し
て
の
型
を
作
っ
て
い
く
な
か
で
、

多
様
性
を
認
め
る
包
摂
・
連
帯vs

分
断
と
排
除

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
対
立
軸

こ
う
し
た
対
立
軸
は
さ
ら
に
具
体
的

な
も
の
に
な
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

　
政
党
は
〝
魔
法
の
杖
〟
の
よ
う
な

解
決
策
を
示
し
て
く
れ
る
存
在
で
は

な
く
、「
有
権
者
の
困
り
ご
と
を
聞

き
、
課
題
を
認
識
し
て
く
れ
る
。
そ

う
い
う
場
と
し
て
の
存
在
で
す
。
自

分
た
ち
は
見
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
、

政
策
決
定
に
関
与
で
き
て
い
る
と
有

権
者
が
思
う
こ
と
は
民
主
主
義
に

と
っ
て
大
切
で
、
そ
こ
で
政
党
が
果

た
す
役
割
は
大
き
い
は
ず
で
す
」（
待

鳥
聡
史
・
京
都
大
学
大
学
院
教
授
　

中
央
公
論
10
月
号
）。

　
こ
う
し
た
政
治
的
有
用
感
を
育
む

場
を
「
敵
を
叩
く
」
こ
と
で
作
り
出

す
の
か
、
そ
れ
と
も
多
様
性
を
認
め

あ
う
連
携
と
共
同
で
作
り
出
す
の

か
、と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
安
保
法
制
以
来
の
「
市
民
と
野
党

の
共
闘
」
が
持
続
し
て
い
る
の
は
、

草
の
根
の
現
場
で
人
々
が
時
に
ぶ
つ

か
り
合
い
な
が
ら
、
違
い
を
認
め

合
っ
た
う
え
で
、
ど
う
す
れ
ば
い
っ

し
ょ
に
や
れ
る
の
か
、
一
歩
ず
つ
積

み
上
げ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
政
党

や
組
織
の
枠
組
み
を
軸
に
し
た
「
共

闘
」「
統
一
戦
線
」
と
は
違
う
、
新

た
な
ロ
ー
カ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
転
換

が
始
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　
地
域
課
題
に
取
り
組
む
「
場
づ
く

り
」
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
経

験
、
教
訓
は
集
積
さ
れ
て
い
る
は
ず

だ
。
生
活
環
境
や
な
り
わ
い
を
は
じ

め
と
す
る
暮
ら
し
の
多
様
性
を
前
提

に
し
て
、
他
者
と
「
目
線
を
合
わ
せ

る
」（
湯
浅
誠
氏
）
と
い
う
関
係
性

を
作
る
こ
と
は
、「
主
権
者
を
引
き

受
け
る
」（
湯
浅
誠
氏
　
四
六
一
号

「
囲
む
会
」）
当
事
者
性
を
涵
養
す
る

こ
と
で
も
あ
る
。

10
面
へ
続
く

言
っ
て
き
た
な
か
に
、
国
民
主
権
の

主
体
性
、
立
憲
民
主
主
義
の
当
事
者

性
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
入
っ
て
い

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
総
括
で
あ

り
、
分
岐
で
も
あ
る
と
い
う
性
質
に

な
っ
て
い
る
。
国
民
主
権
の
主
体
性

を
作
る
、
と
い
う
こ
と
が
欠
け
て
い

るor

弱
い
度
合
い
に
応
じ
て
、『
保

守
二
大
政
党
論
』、『
与
党
内
疑
似
政

権
交
代
論
』
に
回
収
さ
れ
る
。
そ
れ

が
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
」（
戸
田
代
表
　
９

―
10
面
「
囲
む
会
」
特
別
編
）

　
立
憲
主
義
と
い
う「
古
め
か
し
い
」

言
葉
が
登
場
し
て
い
る
の
は
、
単
に

憲
法
が
危
な
い
か
ら
、
と
い
う
だ
け

で
は
な
い
。
多
様
性
を
前
提
に
し
た

民
主
主
義
と
立
憲
主
義
の
新
た
な
調

和
を
ど
う
図
る
か
、
と
い
う
問
題
設

定
が
見
え
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と

だ
。
民
主
主
義
は
と
き
に
「
多
数
の

暴
走
」
に
も
な
り
う
る
し
、
ナ
チ
ス

立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る
意
思
を
集
積
し
て
い
く
た
め
に

～
伴
走
す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
へ



　
第
48
回
衆
院
選
は
戦
後
二
番
目
に

低
い
53
・
68
％
の
投
票
率
で
、
小
選

挙
区
で
の
得
票
率
48
％
の
自
民
党
が

議
席
の
74
％
を
占
有
し
「
圧
勝
」
し

た
。
内
閣
不
支
持
率
が
支
持
率
を
上

回
る
な
か
で
の
自
民
圧
勝
は
、
一
議

席
を
争
う
小
選
挙
区
制
に
お
い
て
野

党
が
分
裂
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
の

は
、政
治
力
学
的
に
は
そ
の
通
り
だ
。

　
し
か
し
今
回
の
総
選
挙
か
ら
は
、

旧
来
と
は
異
な
る
政
治
観
、
国
家

観
、
民
主
主
義
観
の
違
い
が
見
え
て

く
る
の
も
確
か
だ
。
結
党
し
た
ば

か
り
の
立
憲
民
主
党
が
野
党
第
一
党

と
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
象
徴
だ

ろ
う
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー

数
で
も
自
民
党
を
抜
き
、
短
期
間

に
８
５
０
０
万
円
の
個
人
献
金
が
集

ま
っ
た
。街
頭
演
説
で
は
雨
の
な
か
、

各
地
で
こ
れ
ま
で
に
な
い
数
の
人
々

が
集
ま
り
、
足
を
止
め
て
耳
を
傾
け

た
。

　
選
挙
戦
最
終
日
、
八
千
人
（
主
催

者
）
が
集
ま
っ
た
新
宿
で
、
枝
野
代

表
は
次
の
よ
う
に
訴
え
た
。

　「
こ
の
国
の
政
治
が
国
民
か
ら
離

れ
て
い
る
。
そ
ん
な
思
い
で
、
何
と

か
そ
の
受
け
皿
に
な
り
た
い
と
、
旗

を
立
て
ま
し
た
。
で
も
、
こ
ん
な
に

短
期
間
で
、
こ
ん
な
に
多
く
の
皆
さ

ん
に
ご
期
待
を
頂
い
て
、
私
は
反
省

を
し
て
い
ま
す
。私
自
身
も
含
め
て
、

こ
の
国
の
政
治
が
い
か
に
国
民
の
皆

さ
ん
か
ら
遠
く
に
行
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
の
か
。
そ
の
こ
と
に
、
多
く
の

皆
さ
ん
が
苛
立
ち
を
感
じ
て
お
ら
れ

た
の
か
。
多
く
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
期

待
を
頂
け
ば
頂
く
ほ
ど
、
そ
の
こ
と

を
痛
切
に
感
じ
る
選
挙
戦
で
あ
り
ま

し
た
。

　
国
民
の
暮
ら
し
、
草
の
根
の
声
か

ら
離
れ
て
、
政
治
が
上
の
方
に
行
っ

て
し
ま
っ
て
、
上
か
ら
国
民
の
皆
さ

ん
を
、
国
民
の
暮
ら
し
を
見
下
ろ
し

て
い
る
。
だ
か
ら
暮
ら
し
の
足
下
が

見
え
な
い
。
こ
う
し
た
政
治
の
流
れ

を
変
え
て
い
く
。
こ
う
し
た
政
治
の

流
れ
に
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
人

た
ち
の
声
を
受
け
止
め
る
。
そ
ん
な

存
在
に
、
立
憲
民
主
党
は
な
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

http://satlaws.web.fc2.com
/

CDPlist.html

よ
り 

　
立
憲
主
義
と
は
何
か
、
何
の
た
め

の
憲
法
改
正
か
、
民
主
主
義
＝
多
数

決
な
の
か
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
民
主

主
義
と
は
何
か
、「
上
」
か
ら
の
経

済
成
長
（
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
）
な
の

か
、「
下
」
か
ら
の
経
済
成
長
な
の

かetc.

　
立
憲
主
義
や
民
主
主
義
、

憲
法
観
を
め
ぐ
る
論
戦
の
軸
が
提
起

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
安
倍
政

権
批
判
の
「
受
け
皿
」
と
は
ま
っ
た

く
異
な
る
次
元
に
、「
も
う
ひ
と
つ

の
選
択
肢
」
の
旗
を
立
て
る
試
み
で

も
あ
る
。
今
回
の
総
選
挙
は
そ
の
始

ま
り
と
な
る
は
ず
だ
し
、
ぜ
ひ
そ
う

し
た
い
も
の
だ
。

　「
国
家
が
ま
っ
と
う
な
国
民
を
つ

く
る
」
と
い
う
政
治
観vs

「
国
民

が
ま
っ
と
う
な
政
府
を
つ
く
る
」
と

い
う
政
治
観
―
こ
う
し
た
政
治
観
、

民
主
主
義
観
、
国
家
観
の
違
い
が
浮

か
び
上
が
り
つ
つ
あ
る
。
前
者
は
、

国
民
が
政
府
を
構
成
す
る
（
権
力
の

正
統
性
は
国
民
の
付
託
に
あ
る
）
と

い
う
規
定
が
欠
落
し
た
自
民
党
改
憲

案
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
は
権
力
を
し
ば
る
立
憲
主
義
は
、

む
し
ろ
ま
っ
と
う
な
国
民
を
破
壊
す

る
考
え
方
に
み
え
る
。（10/21

シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
廣
瀬
克
哉
・
法
政

大
学
教
授
の
提
起
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
詳
細
は
次
号
に
掲
載
）。

　
枝
野
氏
は
演
説
で
繰
り
返
し
、
以

下
の
よ
う
な
趣
旨
を
述
べ
た
。
永
田

町
に
長
く
い
る
と
、
政
治
家
が
国
民

を
統
治
す
る
と
勘
違
い
す
る
、
自
分

も
そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
し

か
し
み
な
さ
ん
は
「
統
治
さ
れ
る
」

の
で
は
な
く
、
み
な
さ
ん
が
統
治
す

る
、
主
権
者
は
あ
な
た
で
す
。
政
治

家
、
政
府
は
み
な
さ
ん
か
ら
付
託
さ

れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
、
権
力
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な

い
、
と
。

　
こ
う
し
た
政
治
観
、民
主
主
義
観
、

国
家
観
の
違
い
を
軸
に
す
る
と
、「
野

党
分
裂
→
自
民
圧
勝
」
と
い
う
表
面

的
な
政
治
力
学
で
は
見
え
な
か
っ
た

も
の
が
見
え
て
く
る
。
例
え
ば

　「
野
党
の
態
勢
が
整
わ
な
い
タ
イ

ミ
ン
グ
を
狙
っ
て
解
散
す
る
の
は
、

国
民
の
選
択
権
を
事
実
上
奪
う
…
安

倍
首
相
が
野
党
に
勝
っ
た
側
面
は

あ
っ
た
が
、
首
相
が
国
民
の
選
択
権

を
封
じ
込
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
民
主
主
義
を

破
壊
し
て
い
る
」（
野
中
尚
人
・
学

習
院
大
学
教
授
　
朝
日10/24

）。

　
解
散
権
の
制
約
は
憲
法
改
正
の
論

点
と
な
り
う
る
し
、
そ
れ
を
狭
い
意

味
で
の
「
権
力
の
制
約
」
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、「
国
民
の
選
択
権
の

保
障
」
→
「
国
民
が
ま
っ
と
う
な
政

府
を
つ
く
る
」
条
件
整
備
の
た
め
の

立
憲
民
主
主
義
の
旗
は
立
っ
た

こ
こ
か
ら
立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る
意
思
を

集
積
し
て
い
く
た
め
に
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憲
法
改
正
と
し
て
問
題
設
定
す
る
こ

と
は
、
憲
法
改
正
の
国
民
的
論
議
の

土
俵
を
つ
く
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ

う
。
九
条
「
お
試
し
改
憲
」
に
対
し

て
も
「
反
安
倍
」
の
受
け
皿
で
は
な

い
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
民
主
主
義
か

ら
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
選
択
肢
」
を

つ
く
り
だ
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
ス

テ
ー
ジ
に
は
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
ま
た
、
今
回
の
選
挙
で
小
選
挙
区

制
の
行
き
詰
ま
り
が
あ
ら
わ
に
な
っ

た
、
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
中
選
挙

区
制
や
比
例
代
表
を
増
や
し
た
り
す

れ
ば
、
政
権
交
代
を
封
印
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
政
権
交
代
の
サ
イ

ク
ル
を
回
す
べ
き
と
い
う
立
場
な

ら
、「
小
選
挙
区
だ
か
ら
こ
そ
、
野

党
が
選
挙
協
力
を
や
れ
ば
、
自
公
に

も
対
抗
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

政
権
交
代
が
重
要
と
考
え
る
な
ら
、

今
の
選
挙
制
度
は
決
し
て
悪
く
な

い
。
問
題
は
、
野
党
が
今
の
制
度
を

う
ま
く
使
い
こ
な
せ
て
い
な
い
こ
と

だ
」（
野
中
　
前
出
）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
今
回
、
民
進
党
が
希
望
と
立
憲
民

主
へ
分
解
し
た
こ
と
は
、「
政
権
交

代
」「
二
大
政
党
」
を
目
指
す
と
し

て
き
た
、
九
〇
年
代
以
来
の
政
権
交

代
可
能
な
二
大
政
党
論
の
総
括
で
も

あ
る
。
日
本
新
党
以
来
「
非
自
民
非

共
産
」
と
い
う
枠
組
み
で
、
い
く
つ

も
の
新
党
が
出
来
て
は
消
え
た
。
そ

の
行
き
着
い
た
先
が
希
望
の
党
の

「
保
守
二
大
政
党
」論
。こ
れ
は
結
局
、

選
挙
で
政
権
交
代
と
い
う
サ
イ
ク
ル

が
出
来
な
い
な
ら
、
与
党
内
の
疑
似

政
権
交
代
の
構
造
を
つ
く
る
、
と
い

う
問
題
設
定
に
回
収
さ
れ
る
。

　「
立
憲
民
主
党
の
立
ち
上
げ
は
、

選
挙
で
、
有
権
者
の
一
票
で
政
権
交

代
す
る
シ
ス
テ
ム
を
目
指
そ
う
と

「
国
家
が
ま
っ
と
う
な
国
民
を
つ
く
る
」
政
治
観vs

「
国
民
が
ま
っ
と
う
な
政
府
を
つ
く
る
」
政
治
観

～
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
民
主
主
義

　
選
挙
戦
で
は
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ

か
ら
の
対
立
軸
を
彷
彿
と
さ
せ
る
象

徴
的
な
光
景
が
あ
っ
た
。
最
終
日
、

立
憲
民
主
党
の
街
頭
演
説
で
は
、
新

宿
バ
ス
タ
前
を
埋
め
尽
く
し
た
人
々

が
小
雨
の
な
か
、
後
ろ
の
人
の
た
め

に
傘
を
た
た
ん
だ
り
、
互
い
に
譲
り

合
っ
た
り
す
る
な
か
で
、「
選
挙
は

終
わ
り
ま
す
が
、
立
憲
主
義
を
取
り

戻
す
戦
い
は
こ
れ
か
ら
で
す
。
立
憲

民
主
党
と
い
う
新
し
い
政
党
を
い
っ

し
ょ
に
作
っ
て
く
だ
さ
い
。
永
田
町

に
引
き
こ
も
ら
な
い
よ
う
に
監
視
し

て
く
だ
さ
い
」と
い
う
呼
び
か
け
に
、

一
体
と
な
っ
て
呼
応
し
て
い
た
。

　
一
方
、安
倍
総
理
が
「
リ
ベ
ン
ジ
」

と
称
し
て
行
っ
た
秋
葉
原
で
の
街
頭

演
説
は
、日
の
丸
が
林
立
す
る
な
か
、

大
音
量
で
の
派
手
な
演
出
の
か
た
わ

ら
で
、
罵
倒
や
威
圧
、
こ
ぜ
り
あ
い

が
あ
ち
こ
ち
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
殺

伐
と
し
た
雰
囲
気
だ
っ
た
。
以
前
な

ら
、
後
援
会
単
位
の
参
加
者
の
和
気

あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
が
多
少
な

り
と
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
い
う

雰
囲
気
は
皆
無
。
人
々
の
一
体
性
が

感
じ
ら
れ
る
の
は
「
敵
を
叩
く
」
と

き
の
盛
り
上
が
り
だ
け
、
と
い
う
異

様
な
光
景
だ
っ
た
。

　
多
様
性
を
認
め
る
包
摂
・
連
帯

vs

分
断
と
排
除
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

め
ぐ
る
こ
う
し
た
対
立
軸
も
抽
象
論

で
は
な
く
、人
間
関
係
の
作
り
方（
人

格
形
成
）、
組
織
の
あ
り
方
な
ど
の

具
体
性
と
し
て
見
え
つ
つ
あ
る
。

　
例
え
ば
、
小
池
氏
の
「
排
除
」
発

言
。「
驕
り
」
の
現
れ
と
批
判
さ
れ

た
が
、
ご
本
人
と
し
て
は
「
政
党
は

理
念
、
政
策
で
一
致
す
べ
き
」
と
言

い
た
か
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。で
は「
言

葉
が
足
り
な
か
っ
た
」だ
け
な
の
か
。

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　「
理
念
、
政
策
で
一
致
」
と
い
う

と
き
、
多
様
性
は
ど
こ
ま
で
前
提
に

な
っ
て
い
る
か
。
多
様
性
、
複
数
性

す
な
わ
ち
「
異
な
る
他
者
」
を
前
提

と
し
て
は
じ
め
て
、
政
治
＝
議
論
を

通
じ
た
合
意
形
成
が
意
味
を
持
つ
。

そ
こ
を
す
っ
飛
ば
し
た
「
理
念
、
政

策
の
一
致
」
な
ら
、
簡
単
に
排
除
と

同
化
圧
力
に
転
じ
る
。
そ
う
で
は
な

く
、「
公
共
性
と
は
、
閉
鎖
性
と
同

質
性
を
求
め
な
い
共
同
性
、
排
除
と

同
化
に
抗
す
る
連
帯
で
あ
る
」（
齊

藤
純
一
「
公
共
性
」
岩
波
書
店
）
と

い
う「
理
念
、政
策
の
一
致
」な
の
か
。

　
立
憲
民
主
党
の
躍
進
を
支
え
た
多

様
な
市
民
の
参
加
を
一
過
性
の
も
の

と
せ
ず
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
政
党
と

し
て
の
型
を
作
っ
て
い
く
な
か
で
、

多
様
性
を
認
め
る
包
摂
・
連
帯vs

分
断
と
排
除

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
対
立
軸

こ
う
し
た
対
立
軸
は
さ
ら
に
具
体
的

な
も
の
に
な
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

　
政
党
は
〝
魔
法
の
杖
〟
の
よ
う
な

解
決
策
を
示
し
て
く
れ
る
存
在
で
は

な
く
、「
有
権
者
の
困
り
ご
と
を
聞

き
、
課
題
を
認
識
し
て
く
れ
る
。
そ

う
い
う
場
と
し
て
の
存
在
で
す
。
自

分
た
ち
は
見
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
、

政
策
決
定
に
関
与
で
き
て
い
る
と
有

権
者
が
思
う
こ
と
は
民
主
主
義
に

と
っ
て
大
切
で
、
そ
こ
で
政
党
が
果

た
す
役
割
は
大
き
い
は
ず
で
す
」（
待

鳥
聡
史
・
京
都
大
学
大
学
院
教
授
　

中
央
公
論
10
月
号
）。

　
こ
う
し
た
政
治
的
有
用
感
を
育
む

場
を
「
敵
を
叩
く
」
こ
と
で
作
り
出

す
の
か
、
そ
れ
と
も
多
様
性
を
認
め

あ
う
連
携
と
共
同
で
作
り
出
す
の

か
、と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
安
保
法
制
以
来
の
「
市
民
と
野
党

の
共
闘
」
が
持
続
し
て
い
る
の
は
、

草
の
根
の
現
場
で
人
々
が
時
に
ぶ
つ

か
り
合
い
な
が
ら
、
違
い
を
認
め

合
っ
た
う
え
で
、
ど
う
す
れ
ば
い
っ

し
ょ
に
や
れ
る
の
か
、
一
歩
ず
つ
積

み
上
げ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
政
党

や
組
織
の
枠
組
み
を
軸
に
し
た
「
共

闘
」「
統
一
戦
線
」
と
は
違
う
、
新

た
な
ロ
ー
カ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
転
換

が
始
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　
地
域
課
題
に
取
り
組
む
「
場
づ
く

り
」
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
経

験
、
教
訓
は
集
積
さ
れ
て
い
る
は
ず

だ
。
生
活
環
境
や
な
り
わ
い
を
は
じ

め
と
す
る
暮
ら
し
の
多
様
性
を
前
提

に
し
て
、
他
者
と
「
目
線
を
合
わ
せ

る
」（
湯
浅
誠
氏
）
と
い
う
関
係
性

を
作
る
こ
と
は
、「
主
権
者
を
引
き

受
け
る
」（
湯
浅
誠
氏
　
四
六
一
号

「
囲
む
会
」）
当
事
者
性
を
涵
養
す
る

こ
と
で
も
あ
る
。

10
面
へ
続
く

言
っ
て
き
た
な
か
に
、
国
民
主
権
の

主
体
性
、
立
憲
民
主
主
義
の
当
事
者

性
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
入
っ
て
い

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
総
括
で
あ

り
、
分
岐
で
も
あ
る
と
い
う
性
質
に

な
っ
て
い
る
。
国
民
主
権
の
主
体
性

を
作
る
、
と
い
う
こ
と
が
欠
け
て
い

るor

弱
い
度
合
い
に
応
じ
て
、『
保

守
二
大
政
党
論
』、『
与
党
内
疑
似
政

権
交
代
論
』
に
回
収
さ
れ
る
。
そ
れ

が
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
」（
戸
田
代
表
　
９

―
10
面
「
囲
む
会
」
特
別
編
）

　
立
憲
主
義
と
い
う「
古
め
か
し
い
」

言
葉
が
登
場
し
て
い
る
の
は
、
単
に

憲
法
が
危
な
い
か
ら
、
と
い
う
だ
け

で
は
な
い
。
多
様
性
を
前
提
に
し
た

民
主
主
義
と
立
憲
主
義
の
新
た
な
調

和
を
ど
う
図
る
か
、
と
い
う
問
題
設

定
が
見
え
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と

だ
。
民
主
主
義
は
と
き
に
「
多
数
の

暴
走
」
に
も
な
り
う
る
し
、
ナ
チ
ス

立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る
意
思
を
集
積
し
て
い
く
た
め
に

～
伴
走
す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
へ
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1
面
か
ら
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面
か
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続
く

　
こ
こ
に
立
憲
主
義
と
い
う
「
古
め
か
し
い
」

言
葉
が
登
場
し
て
い
る
の
は
、
単
に
憲
法
が
危

な
い
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
多
様
性

を
前
提
に
し
た
民
主
主
義
と
立
憲
主
義
の
新
た

な
調
和
を
ど
う
図
る
か
、
と
い
う
問
題
設
定
が

見
え
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
多
様
性
―
他
者
の
意
思
も
大
事
に
し
な
が
ら

合
意
形
成
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
フ
ォ
ロ

ワ
ー
の
な
か
で
も
経
験
値
と
し
て
見
え
始
め
て

い
ま
す
。
地
域
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、
ロ
ー
カ
ル

に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
は
か
な
り
転

換
し
て
い
る
し
、
そ
こ
で
の
経
験
値
も
集
積
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
市
民
と
野
党
の
共
闘
で
も
、「
違

い
を
認
め
合
っ
て
共
同
す
る
」
た
め
の
知
恵
は

生
ま
れ
始
め
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
が
わ
か
る
か
ど
う
か
。
そ
の
基
盤

の
う
え
で
は
じ
め
て
、
日
本
国
憲
法
は
国
際
協

調
の
精
神
か
ら
導
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味

も
、
リ
ア
ル
に
分
か
る
は
ず
で
す
。

　
危
機
の
時
代
に
は
ど
の
国
で
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
、
排
外
主
義
が
煽
ら
れ
る
。
そ
れ
を
ど
う

抑
え
こ
ん
で
い
け
る
か
。
戦
前
は
、
そ
れ
な
り

に
民
主
的
だ
っ
た
「
空
気
」
が
一
変
し
ま
し
た
。

今
は
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
な
か
に
も
「
お
か
し
い
よ

ね
」
と
、
踏
み
と
ど
ま
る
も
の
が
出
て
く
る
。

フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
な
か
に
そ
う
い
う
雰
囲
気
が
な

け
れ
ば
、
分
か
っ
て
い
て
も
踏
み
と
ど
ま
る
の

は
難
し
い
。

　
そ
の
た
め
に
は
「
応
援
」
で
は
な
く
、「
伴
走
」

す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
伴
走

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
ろ
を
つ
い
て
い
く
の

で
は
な
く
い
っ
し
ょ
に
走
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
方
向
を
示
唆
し
た
り
、「
違
う
ん
じ
ゃ
な
い

か
」
と
提
起
し
た
り
す
る
関
係
性
で
す
。
日
ご

ろ
か
ら
そ
う
い
う
付
き
合
い
を
し
て
い
な
け
れ

ば
、「
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
の
も
、

説
得
で
は
な
く
「
抗
議
」
や
「
文
句
」
に
な
っ

て
し
ま
う
。

　
伴
走
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
通
の
人
が
当

事
者
性
を
持
ち
、
参
加
の
実
感
を
持
つ
。
そ
の

強
み
を
ど
う
生
か
す
か
。

　
立
憲
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
が
、
普
通
の
人

に
も
感
覚
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
課
題
に
つ
い

て
、
立
憲
民
主
主
義
を
深
め
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
問
題
設
定
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
憲
法
改
正
も
、
代
表
制
民
主
主
義
や
政
党
政

治
が
機
能
し
て
い
な
い
と
き
に
、
そ
れ
ら
を
ど

う
再
生
す
る
か
、
と
い
う
問
題
設
定
か
ら
。
緊

急
事
態
法
・
条
項
に
関
し
て
も
、
非
常
事
態
に

も
ど
う
立
憲
主
義
を
キ
ー
プ
す
る
か
と
い
う
問

題
設
定
か
ら
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
れ
は
常
識

で
、「
お
試
し
改
憲
」
な
ど
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る
意
思
を
作

り
出
す
、
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
そ
の
意
思

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
他
者

と
の
関
係
の
中
で
そ
れ
を
作
り
出
し
、
広
め
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
選
挙
の
と
き
だ
け

で
な
く
、
地
域
課
題
を
め
ぐ
る
ロ
ー
カ
ル
ガ
バ

ナ
ン
ス
で
も
日
常
的
な
課
題
で
す
。

　
ま
た
民
進
党
系
の
地
方
議
員
が
、「
今
回
は

立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る
意
思
を
作
り
出
す
た
め
に

を
し
た
、そ
の
経
験
（
あ
え
て
い
え
ば
「
失
敗
」）

の
総
括
を
、
国
民
主
権
の
主
体
性
、
立
憲
民
主

主
義
を
支
え
る
意
思
を
作
り
出
す
と
い
う
問
題

設
定
か
ら
ど
う
語
り
、
深
め
る
の
か
。
次
の
方

向
性
が
見
え
な
い
と
、
な
か
な
か
失
敗
の
総
括

か
ら
立
ち
上
が
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
民
主

党
政
権
か
ら
安
倍
政
権
に
替
わ
っ
て
約
五
年
、

安
保
法
制
か
ら
始
ま
っ
た
市
民
と
野
党
の
共
闘

を
経
て
、
よ
う
や
く
次
の
方
向
性
が
見
え
て
き

つ
つ
あ
る
わ
け
で
す
。

複
雑
だ
か
ら
、
選
挙
後
の
こ
と
を
考
え
て
〝
寝

る
〟」
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
事
。

傍
観
者
と
し
て
見
て
い
れ
ば
「
三
国
志
」
で
し

か
な
く
、
勝
つ
ほ
う
に
つ
く
、
と
い
う
こ
と
に

し
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
国
民
主
権
の
当
事

者
性
に
も
、
自
治
の
主
体
性
に
も
、
か
す
り
も

し
ま
せ
ん
。
こ
の
時
期
だ
か
ら
こ
そ
〝
起
き
る
〟

べ
き
だ
と
。
伴
走
者
と
し
て
、
そ
の
働
き
か
け

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
10
月
９
日
　
文
責
は
編
集
部
）

□日程のお知らせ□

◆「日本再生」読者会・東京（会費　無料）
　11月 5 日（日）午前 10 時より　　
　　　　　　　「がんばろう、日本！」国民協議会事務所（市ヶ谷）
◆越谷「日本再生」読者会（会費　200 円）
　11月14 日（火）午後 7 時より　　　　白川ひでつぐ事務所
◆船橋「日本再生」読者会（会費　300 円）
　11月 6 日（月）午後７時より　　　　　船橋北口みらい図書館
◆京都・青年学生読者会（会費　無料）
　11月 6 日（月）午後 7 時より　　　　 同志社大学寒梅館
◆大阪「日本再生」読者会（会費　500 円）
　11月14 日（火）午後 6 時より　　 　ドーンセンター
◆北九州「日本再生」読者会（会費　500 円）
　11月11日（土）午後 3 時 30 分より　小倉商工会館　　　　

＊＊＊　以下は事前のお申し込みが必要です　＊＊＊
●「がんばろう、日本！」国民協議会　第八回大会　第五回総会
　11月12 日（日）　午前 10 時から午後 6 時
　「がんばろう、日本！」国民協議会事務所（市ヶ谷）

●第 107 回　シンポジウム
　「立憲民主主義の観点から考える外交・安全保障とは」（仮）
　12 月 3 日（日）　午後1時から 5 時
　TKP 神田駅前ビジネスセンターホール５階
　川島真・東京大学教授　李鍾元・早稲田大学教授　
　大庭三枝・東京理科大学教授　大野元裕・参議院議員　ほか
　参加費　2000 円

●望年会 in 東京
　１２月 23 日（土・祝）午後 4 時から
　「がんばろう、日本！」国民協議会事務所（市ヶ谷）
　会費　1500 円 ( 予定 )

●第 29 回　関西政経セミナー
　「まちづくり・地域経済と、自治・民主主義」
　11月 4 日（土）　午後 2 時から 6 時
　キャンパスプラザ京都第 4 会議室
　川勝健志・京都府立大学准教授　田中誠太・八尾市長　
　中小路健吾・長岡京市長　ほか
　参加費　1000 円

●望年会 in 京都
　12 月 7 日（木）　キャンパスプラザ京都（予定）
　午後 6 時から　特別講演会　中西寛・京都大学教授　
　　　　　　　　 会費　1000 円
　午後 7 時から　懇親会　会費　3500 円

■問い合わせ　03-5215-1330

の
よ
う
に
民
主
主
義
か
ら
独
裁
が
生

ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
立
憲
的
独

裁
）。
民
主
主
義
を
ル
ー
ル
（
憲
法
）

に
よ
っ
て
制
約
す
る
と
と
も
に
、
主

権
者
が
そ
の
ル
ー
ル
を
変
え
る
（
憲

法
改
正
）
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
立

憲
民
主
主
義
は
、
国
民
の
中
に
そ
れ

を
支
え
る
意
思
が
集
積
さ
れ
て
こ
そ

可
能
に
な
る
。

　「（
憲
法
に
つ
い
て
）
議
論
の
自
由

度
が
増
し
た
の
は
確
か
で
す
ね
。
で

も
、
肝
心
の
『
憲
法
へ
の
意
志
』
が

ど
こ
に
あ
る
か
と
考
え
る
と
暗
た
ん

た
る
状
況
で
す
。
～
『
憲
法
へ
の
意

志
が
憲
法
の
規
範
力
を
支
え
る
』
～

日
本
の
場
合
は
『
憲
法
へ
の
意
志
』

が
、
９
条
と
そ
の
支
持
層
に
限
ら
れ

て
お
り
、
憲
法
の
核
心
を
な
す
立
憲

主
義
の
本
体
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の

み
支
え
ら
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
る
。
～
他
方
で
、
い
た
ず
ら
に

憲
法
を
敵
視
す
る
復
古
的
な
勢
力
だ

け
が
、
依
然
と
し
て
改
憲
へ
の
『
意

志
』
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況

で
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
立
場
を

取
る
と
、
立
憲
主
義
そ
の
も
の
の
否

定
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
そ
う
や
っ
て
憲
法
の
根
幹
を

奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
機
感

が
、『
真
ん
中
』
に
は
感
じ
ら
れ
ま

せ
ん
。
も
し
そ
こ
に
、
立
憲
主
義
の

敵
を
退
け
る
強
い
『
意
志
』
を
見
出

せ
る
状
況
な
ら
ば
、
９
条
の
是
非
を

視
野
に
入
れ
た
、
よ
り
広
範
な
憲
法

論
議
が
可
能
に
な
り
ま
す
が
」（
石

川
健
治
　5/3

毎
日
）。

　
立
憲
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
が
、

普
通
の
人
に
も
感
覚
的
に
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
な
か
、
今
後

始
ま
る
で
あ
ろ
う
憲
法
改
正
を
め
ぐ

る
議
論
で
は
、
こ
の
立
憲
民
主
主
義

を
支
え
る
意
思
が
試
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
改
憲
勢
力
が
三
分
の
二
を
超
え

た
、
と
さ
れ
る
国
会
で
「
数
の
力
」

だ
け
で
発
議
を
強
行
す
る
よ
う
な
立

憲
的
独
裁
に
道
を
開
く
の
か
、
そ
れ

と
も
立
憲
民
主
主
義
を
よ
り
機
能
さ

せ
る
、「
国
民
が
ま
っ
と
う
な
政
府

を
つ
く
る
」
条
件
整
備
の
た
め
の
憲

法
改
正
と
し
て
問
題
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
。

　
代
表
制
民
主
主
義
や
政
党
政
治
が

機
能
し
て
い
な
い
と
き
に
、
そ
れ
ら

を
ど
う
再
生
す
る
か
、
と
い
う
問
題

設
定
か
ら
憲
法
改
正
を
議
論
す
る
。

こ
れ
は
、
民
主
主
義
か
ら
独
裁
が
生

ま
れ
た
（
立
憲
的
独
裁
）
歴
史
的
教

訓
を
踏
ま
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
常

識
だ
ろ
う
。
緊
急
事
態
法
・
条
項
に

関
し
て
も
、
非
常
事
態
だ
か
ら
憲
法

停
止
・
立
法
権
停
止
＝
行
政
権
力
へ

の
全
権
委
任
と
い
う
話
で
は
な
く
、

非
常
事
態
に
お
い
て
も
ど
の
よ
う
に

立
憲
主
義
を
キ
ー
プ
す
る
か
、
と
い

う
問
題
設
定
か
ら
議
論
さ
れ
る
。
こ

の
常
識
が
分
か
れ
ば
、「
お
試
し
改

憲
」
が
い
か
に
非
常
識
か
、
分
か
る

は
ず
だ
。

　
一
方
、
危
機
の
時
代
に
は
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
、
排
外
主
義
が
煽
ら
れ
、

そ
れ
が
立
憲
的
独
裁
に
道
を
開
く
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
を
ど
う
抑
え
こ
ん

で
い
け
る
か
。
戦
前
日
本
で
も
「
天

皇
機
関
説
」（
大
日
本
帝
国
憲
法
下

で
の
立
憲
主
義
）
は
常
識
で
、
そ
れ

な
り
に
民
主
的
だ
っ
た
「
空
気
」
が

数
年
で
一
変
し
た
。
そ
れ
は
決
定
的

に
は
人
々
の
感
情
だ
。
常
識
の
理
屈

は
も
と
よ
り
屁
理
屈
さ
え
も
、
感
情

を
煽
る
「
無
理
屈
」
の
前
に
沈
黙
さ

せ
ら
れ
る
「
空
気
」。

　
今
は
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
な
か
に
も

「
お
か
し
い
よ
ね
」
と
、
踏
み
と
ど

ま
る
も
の
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
な
か
に

そ
う
い
う
雰
囲
気
が
な
け
れ
ば
、
常

識
が
分
か
っ
て
い
て
も
踏
み
と
ど
ま

る
の
は
難
し
い
。
こ
こ
で
い
か
に
し

て
、
立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る
意
思

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

　「
そ
の
た
め
に
は
『
応
援
』
で
は

な
く
『
伴
走
』
す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
伴
走
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
後
ろ
を
つ
い
て
い
く
の

で
は
な
く
い
っ
し
ょ
に
走
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
方
向
を
示
唆
し
た
り
、

『
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
』
と
提
起
し

た
り
す
る
関
係
性
で
す
。
日
ご
ろ
か

ら
そ
う
い
う
付
き
合
い
を
し
て
い
な

け
れ
ば
、『
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
』
と
い
う
の
も
、
説
得
で
は
な
く

『
抗
議
』
や
『
文
句
』
に
な
っ
て
し

ま
う
。

　
伴
走
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
通

の
人
が
当
事
者
性
を
持
ち
、
参
加
の

実
感
を
持
つ
。
そ
の
強
み
を
ど
う
生

か
す
か
」（
戸
田
代
表
　
９
―
10
面

「
囲
む
会
」
特
別
編
）

　
地
域
の
現
場
、
自
治
の
現
場
の
な

か
で
「
伴
走
す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
」
と

し
て
、
立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る
意

思
を
と
も
に
作
り
出
し
、
集
積
し
て

い
こ
う
。


