
　

今
国
会
で
安
倍
首
相
が
改
憲
と
と

も
に
前
面
に
掲
げ
る
「
働
き
方
改

革
」、
そ
の
柱
で
あ
る
裁
量
労
働
制

を
め
ぐ
っ
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
法
案
の
前
提
・
根
拠

と
さ
れ
る
は
ず
の
デ
ー
タ
が
ま
る
で

デ
タ
ラ
メ
、さ
ら
に
「
な
く
な
っ
た
」

と
さ
れ
て
い
た
デ
ー
タ
の
元
で
あ
る

調
査
票
原
本
が
、
厚
労
省
の
倉
庫
か

ら
段
ボ
ー
ル
32
箱
分
、
野
党
に
よ
っ

て
「
発
見
」
さ
れ
た
。
第
一
次
安
倍

内
閣
（
07
年
）
の
「
消
え
た
年
金
」

問
題
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
事
態

と
も
い
え
る
。

　

こ
こ
に
は
、
安
倍
政
治
の
検
証
に

関
わ
る
二
つ
の
論
点
が
あ
る
と
い
え

る
。
ひ
と
つ
は
「
安
倍
一
強
」
の
下

で
の
政
策
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
。
も
う

ひ
と
つ
は
、
首
相
が
働
き
方
改
革
を

「
戦
後
の
労
働
基
準
法
制
定
以
来
、

70
年
ぶ
り
の
大
改
革
」
と
称
す
る
よ

う
に
、
憲
法
実
現
法
律
（
＊
）
と
も

い
う
べ
き
労
働
法
制
の
改
正
を
め

ぐ
っ
て
、
立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る

意
思
を
暮
ら
し
の
現
場
で
ど
う
作
り

出
し
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題
だ
ろ

う
。（
＊
「『
憲
法
』
と
は
、
憲
法
典

だ
け
で
な
く
、
憲
法
典
に
散
り
ば
め

ら
れ
た
理
念
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に

し
て
い
く
憲
法
実
現
法
律
も
含
む
わ

け
で
す
。
政
治
は
、『
憲
法
』
に
縛

ら
れ
つ
つ
も
、『
憲
法
』
を
充
実
し

て
い
く
責
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
」
山
本
龍
彦
・
慶
應
大
学

教
授　

７
面
参
照
）

　

論
点
の
ひ
と
つ
、
政
策
プ
ロ
セ
ス

に
つ
い
て
。

　

上
西
充
子･

法
政
大
学
教
授
は
、

安
倍
政
権
の
労
働
政
策
は
「
労
政
審

（
有
識
者
、
労
使
の
三
者
で
構
成
）

で
は
な
く
、
労
働
側
が
加
わ
ら
な
い

官
邸
の
会
議
な
ど
、
官
邸
主
導
で
進

め
ら
れ
る
こ
と
が
目
立
つ
。
裁
量
労

働
制
の
対
象
拡
大
や
『
残
業
代
ゼ
ロ

制
度
（
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

制
度
）』
も
こ
の
手
法
で
法
案
化
さ

れ
た
。
こ
の
や
り
方
を
労
働
側
は
再

三
批
判
し
て
き
た
」
と
、
官
邸
主
導

の
政
策
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
視
し
て
い

る
。

　
「
安
倍
一
強
」
の
下
で
の
政
策
プ

ロ
セ
ス
は
、
従
来
の
よ
う
な
党
や
既

存
の
審
議
会
の
議
論
を
経
る
こ
と
な

く
、
首
相
の
意
向
を
受
け
て
官
邸
主

導
で
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

消
費
税
の
使
途
変
更
、教
育
無
償
化
、

出
国
税
、
企
業
拠
出
金
な
ど
最
近
の

目
玉
政
策
は
、
押
し
な
べ
て
官
邸
主

導
の
決
定
で
あ
る
。

　

首
相
の
意
向
で
政
策
が
決
ま
り
、

国
会
で
は
野
党
の
質
問
に
ま
と
も
に

答
え
ず
、
時
間
が
経
て
ば
「
審
議
は

尽
く
し
た
」
と
し
て
数
の
力
で
押
し

切
る
。
あ
た
か
も
「
選
挙
で
勝
っ
た

の
だ
か
ら
、『
期
限
付
き
独
裁
』
だ
」

と
で
も
い
う
よ
う
な
政
策
プ
ロ
セ
ス

は
、民
主
的
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
。

　

代
議
制
民
主
主
義
の
下
、
国
民
の

声
は
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
議
員
を
通

じ
て
国
会
に
届
け
ら
れ
る
。
国
民
の

声
を
代
弁
す
る
野
党
議
員
の
質
問
に

は
答
え
ず
、
国
民
を
代
表
す
る
は
ず

の
与
党
議
員
も
た
だ
の
頭
数
に
し
て

し
ま
え
ば
、
代
議
制
民
主
主
義
は
ま

す
ま
す
機
能
不
全
に
陥
る
。（
議
院

内
閣
制
に
お
い
て
は
、
野
党
は
主
に

国
会
審
議
を
通
じ
て
、
与
党
は
主
に

政
府
・
与
党
が
一
体
化
し
た
政
策
形

成
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
国
民
の
声

を
代
表
す
る
。）

　

さ
ら
に
安
倍
政
権
の
下
で
は
、
政

府
税
制
調
査
会
、中
央
教
育
審
議
会
、

社
会
保
障
審
議
会
な
ど
も
形
骸
化
し

て
い
る
。「
隠
れ
み
の
」「
官
僚
の
振

り
付
け
ど
お
り
」
と
批
判
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
審
議
会
だ
が
、
時
の
政
権

に
批
判
的
な
委
員
も
含
ま
れ
、
一
応

国
民
を
代
表
す
る
形
と
な
っ
て
い

る
。と
こ
ろ
が
今
や
こ
れ
に
代
わ
り
、

首
相
直
属
の
有
識
者
会
議
が
問
題
ご

と
に
組
織
さ
れ
、
短
期
間
議
論
し
報

告
書
を
作
成
す
る
。

　
「
今
回
の
最
大
の
問
題
は
、
官
邸

の
産
業
競
争
力
会
議
と
い
う
厚
生
労

働
大
臣
も
正
規
メ
ン
バ
ー
で
は
な

く
、
労
働
者
も
入
っ
て
な
い
と
こ
ろ

で
、
裁
量
労
働
制
の
拡
大
を
決
め
て

閣
議
決
定
で
お
ろ
し
て
き
た
。
そ
の

ひ
ず
み
が
デ
ー
タ
問
題
等
の
現
実
無

視
の
も
の
と
し
て
噴
出
し
て
い
る
」

と
長
妻
議
員
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
選
挙
で
勝
っ
た
の
だ
か
ら
、『
期

限
付
き
独
裁
』
だ
」
と
で
も
い
う
よ

う
な
官
邸
主
導
の
行
き
す
ぎ
は
、
容

易
に
行
政
権
の
私
物
化
に
結
び
つ

く
。
国
有
地
、
補
助
金
、
許
認
可
、

特
区
な
ど
を
め
ぐ
る
「
お
友
達
」
案

件
の
疑
惑
の
数
々
、
そ
れ
に
伴
う
公

文
書
管
理
や
情
報
公
開
と
い
っ
た
、

民
主
主
義
の
イ
ン
フ
ラ
の
毀
損
の

数
々
。

　
「
安
倍
一
強
」
の
下
で
進
み
つ
つ

あ
る
の
は
、
立
憲
的
で
は
あ
る
が
独

裁
的
な
政
治
で
あ
り
、「
議
論
に
よ

る
統
治
」「
議
論
を
通
じ
た
合
意
形

成
」
を
す
っ
飛
ば
し
た
「
決
め
ら
れ

ま
っ
と
う
な
働
き
方
が
で
き
る
、
ま
っ
と
う
な
政
治
を

安
倍
政
治
―
立
憲
的
独
裁
に
抗
し
て
、

立
憲
民
主
主
義
を
具
現
化
す
る
糸
口
へ
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２
―
４
面　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー「
冷
戦
後
の
日
本
外
交
」

　
　
　
　
　

宮
城
大
蔵
・
上
智
大
学
教
授

４
―
７
面　

囲
む
会
「
個
人
の
尊
重
と
は
」

　
　
　
　
　

山
本
龍
彦
・
慶
應
大
学
教
授

８
―
12
面　

囲
む
会「
立
憲
民
主
主
義
の
言
論
空
間
」

　
　
　
　
　

福
山
哲
郎
議
員
、
泉
健
太
議
員
ほ
か

12
―
13
面　

囲
む
会
「
現
状
認
識
を
整
え
る
」

　
　
　
　
　

大
島
敦
・
衆
議
院
議
員

13
―
16
面　

囲
む
会
「
市
民
政
治
の
育
て
か
た
」

　
　
　
　
　

佐
々
木
寛
・
市
民
連
合
＠
新
潟

今号の紙面
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る
政
治
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
「（
１
９
３
０
年
代
に
提
唱
さ
れ
た

「
立
憲
独
裁
」
と
い
う
概
念
は
）『
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
は
か
け
離
れ
た
も

の
で
、『「
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。『
立
憲
的

独
裁
』
は
、
政
党
政
治
か
ら
、（
行

政
権
に
直
結
す
る
少
数
の
）
専
門
家

に
よ
る
国
家
支
配
へ
の
移
行
を
目
指

す
考
え
方
で
す
（
引
用
者
／
軍
部
支

配
も
専
門
家
支
配
の
一
形
態
）。
明

治
憲
法
を
変
え
る
こ
と
は
事
実
上
で

き
な
い
の
で
、
明
治
憲
法
の
枠
の
中

で
政
治
の
あ
り
方
を
変
え
る
手
段
で

し
た
」（
三
谷
太
一
郎　

1/22

毎
日
）

　
「
日
本
の
権
力
形
態
は
今
後
、『
立

憲
的
独
裁
』、つ
ま
り『
専
門
家
支
配
』

に
進
む
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て

い
ま
す
。
～
中
略
～
『
議
論
に
よ
る

統
治
』、
言
い
換
え
れ
ば
『
立
憲
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
原
点
に
も
ど
る
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
」（
同
前
）

　

安
倍
政
治
の
検
証
を
通
じ
て
、「
立

憲
的
独
裁
」
に
替
わ
る
「
議
論
に
よ

る
統
治
」
と
し
て
の
立
憲
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
具
現
化
し
て
い
く
糸
口
へ

と
、
ど
う
転
じ
て
い
く
か
。
こ
こ
が

問
わ
れ
て
い
る
。
安
倍
政
治
を
「
反

立
憲
」「
立
憲
的
独
裁
」
と
批
判
す

る
だ
け
で
は
、
立
憲
民
主
主
義
を
支

え
る
意
思
は
生
み
出
さ
れ
な
い
。

　
「
立
憲
主
義
と
い
う
言
葉
が
登
場

す
る
の
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

時
期
、
薩
長
藩
閥
政
治
と
の
関
係
の

第
一
次
護
憲
運
動
で
す
。
そ
の
時
は

明
治
憲
法
で
す
か
ら
天
皇
主
権
。
戦

後
は
国
民
主
権
で
す
か
ら
、
立
憲
主

義
も
『
憲
法
で
権
力
を
し
ば
る
』
の

み
な
ら
ず
、『
主
権
者
国
民
が
権
力

を
構
成
す
る
』
と
。
こ
こ
が
分
か
っ

て
い
な
い
と
、
立
憲
民
主
主
義
は
分

か
ら
な
い
。
単
な
る
反
権
力
に
な
っ

安
倍
政
治
の
検
証
か
ら
、

立
憲
民
主
主
義
を
具
現
化
す
る
糸
口
へ

て
し
ま
う
わ
け
で
す
」（
戸
田
代
表　

11
―
12
面
）

　
「
憲
法
と
い
う
の
は
、
憲
法
制
定

者
が
憲
法
典
を
作
っ
た
ら
そ
れ
で
完

成
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
憲
法

典
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
上

に
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
秩
序
を
建
築

す
る
か
、
で
す
。
政
治
は
、
あ
る
い

は
民
主
主
義
は
、
憲
法
典
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
も
、

憲
法
を
積
極
的
に
建
築
す
る
も
の
で

す
。
そ
こ
に
、
立
憲
『
民
主
主
義
』

の
意
味
が
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

憲
法
に
制
約
さ
れ
た
民
主
主
義
と
い

う
の
は
『
立
憲
民
主
主
義
』
の
一
面

的
な
理
解
で
し
か
な
い
。
よ
り
豊
か

な
憲
法
秩
序
を
積
極
的
に
『
建
築
』

す
る
こ
と
も
、『
立
憲
民
主
主
義
』

の
重
要
な
要
素
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」（
山
本
教
授　

前
出
）

　

労
働
基
準
法
は
第
１
条
で
「
労
働

条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す

る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た

す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
て
い
る
。
憲
法
的
価
値
を

実
現
す
る
た
め
の
憲
法
実
現
法
律
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
同
時
に

労
働
者
と
資
本
の
関
係
に
は
圧
倒
的

な
非
対
称
性
が
あ
る
（
対
等
で
は
あ

り
え
な
い
）
た
め
、
労
働
三
権
の
保

障
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

労
働
者
保
護
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る

（
少
な
く
と
も
形
の
う
え
で
は
）。
こ

の
労
働
者
保
護
の
「
岩
盤
規
制
に
ド

リ
ル
で
穴
を
開
け
」
よ
う
と
い
う
の

が
、
今
回
の
裁
量
労
働
制
の
拡
大
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　

裁
量
労
働
制
と
は
、
実
労
働
時
間

で
は
な
く
「
み
な
し
労
働
時
間
」
で

時
間
管
理
を
す
る
制
度
で
、「
み
な

し
労
働
時
間
」
が
８
時
間
な
ら
、
実

際
に
は
９
時
間
働
こ
う
が
10
時
間
働

こ
う
が
８
時
間
分
の
賃
金
し
か
支
払

わ
れ
な
い
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
８
時

間
を
超
え
る
労
働
に
は
残
業
代
の
支

払
い
が
必
要
で
あ
り
、
な
お
か
つ
労

使
協
定
（
三
六
協
定
）
の
範
囲
内
で

の
残
業
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か

し
裁
量
労
働
制
で
は
、
実
際
に
労
働

者
が
何
時
間
働
い
て
も
「
み
な
し
労

働
時
間
」
に
対
す
る
賃
金
だ
け
払
え

ば
よ
い
。「
定
額
働
か
せ
放
題
」「
残

業
代
ゼ
ロ
円
」と
い
わ
れ
る
所
以
だ
。

　

こ
れ
ま
で
対
象
職
種
は
厳
格
に
絞

り
、
か
つ
手
続
き
を
必
要
と
す
る
こ

と
で
、
そ
の
拡
大
を
抑
制
し
て
き
た

が
、
そ
の
対
象
を
拡
大
し
よ
う
す
る

の
が
今
回
の
法
案
。
ど
の
程
度
の
労

働
者
が
対
象
と
な
り
う
る
の
か
、
政

府
は
具
体
的
に
示
し
て
い
な
い
が
、

い
っ
た
ん
法
改
正
が
行
わ
れ
れ
ば
、

裁
量
労
働
制
が
際
限
な
く
拡
大
し
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
山
井
議
員

の
質
問
主
意
書
へ
の
答
弁
書
に
よ
れ

ば
、
正
社
員
だ
け
で
な
く
、
契
約
社

員
な
ど
の
有
期
契
約
労
働
者
に
も
適

用
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
最
低
賃
金

で
働
く
労
働
者
に
も
適
用
可
能
と
さ

れ
て
い
る
。

　

裁
量
労
働
制
と
い
っ
て
も
、
そ
も

そ
も
働
く
側
に
業
務
量
に
つ
い
て
の

裁
量
は
な
い
。
使
用
者
側
は
め
い
っ

ぱ
い
仕
事
を
与
え
て
、
９
時
間
か
か

ろ
う
が
10
時
間
か
か
ろ
う
が
、「
あ

と
は
ご
自
由
に
」
と
い
う
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。
自
分
で
業
務
を
裁
量
で
き

る
職
位
や
職
種
な
ら
と
も
か
く
、
業

務
量
に
つ
い
て
裁
量
権
の
な
い
普
通

「
働
い
た
分
の
給
与
は
払
っ
て
ほ
し
い
、

残
業
さ
せ
る
な
ら
残
業
代
は
払
っ
て
ほ
し
い
」

ま
っ
と
う
な
働
き
方
を
！

の
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ク

労
働
が
合
法
化
さ
れ
る
に
等
し
い
。

　

月
百
時
間
ま
で
（
過
労
死
ラ
イ

ン
！
）
と
い
う
時
間
外
労
働
の
上
限

規
制
の
一
方
で
、
裁
量
労
働
制
の
実

労
働
時
間
は
上
限
規
制
の
対
象
外
な

の
で
、
む
し
ろ
上
限
規
制
の
抜
け
穴

が
拡
大
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う

に
裁
量
労
働
制
の
拡
大
は
、
憲
法
―

労
働
法
制
を
大
き
く
揺
る
が
す
こ
と

に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
働
い
た
分
の
給

与
は
払
っ
て
ほ
し
い
、
残
業
さ
せ
る

な
ら
残
業
代
は
払
っ
て
ほ
し
い
」
と

い
う
の
は
、
至
極
ま
っ
と
う
な
要
求

だ
。
自
己
責
任
論
が
蔓
延
す
る
世
間

の
な
か
で
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し

て
多
く
の
人
の
当
た
り
前
の
声
に
し

て
い
く
か
。

　

自
己
責
任
論
は
、
将
来
不
安
の
な

か
で
誰
か
を
他
者
化
し
て
バ
ッ
シ
ン

グ
す
る
こ
と
で
蔓
延
し
て
き
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
欧
米
で
は
主
に
ネ

オ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
現
れ

る
「
不
安
」
は
、日
本
で
は
「
弱
者
」

に
「
自
己
責
任
論
」
を
投
げ
つ
け
る

形
を
と
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い

か
。
こ
う
し
た
な
か
で
社
会
活
動
家

の
湯
浅
誠
氏
は
、
子
ど
も
の
貧
困
は

自
己
責
任
論
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
と

言
う
。
選
択
・
責
任
を
問
う
こ
と
が

で
き
な
い
子
ど
も
の
貧
困
か
ら
は
、

自
己
責
任
論
を
乗
り
越
え
る
糸
口
が

見
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
。

　

そ
の
ひ
そ
み
に
な
ら
う
な
ら
、
選

択
の
余
地
の
な
い
労
働
者
を
拡
大
す

る
裁
量
労
働
制
の
拡
大
は
、
こ
れ
ま

で
雇
用
形
態
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て

い
た
働
く
側
が
、「
働
い
た
分
の
給

与
は
払
っ
て
ほ
し
い
、
残
業
さ
せ
る

な
ら
残
業
代
は
払
っ
て
ほ
し
い
」
と

い
う
ま
っ
と
う
な
要
求
を
共
有
す
る

糸
口
と
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
民

主
主
義
が
共
通
の
参
照
点
と
し
う
る

憲
法
秩
序
を
、
暮
ら
し
の
現
場
で
具

体
的
に
獲
得
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
も
、
立
憲
民
主
主
義
を
支
え

る
意
思
を
つ
く
り
だ
そ
う
。



　

今
国
会
で
安
倍
首
相
が
改
憲
と
と

も
に
前
面
に
掲
げ
る
「
働
き
方
改

革
」、
そ
の
柱
で
あ
る
裁
量
労
働
制

を
め
ぐ
っ
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
法
案
の
前
提
・
根
拠

と
さ
れ
る
は
ず
の
デ
ー
タ
が
ま
る
で

デ
タ
ラ
メ
、さ
ら
に
「
な
く
な
っ
た
」

と
さ
れ
て
い
た
デ
ー
タ
の
元
で
あ
る

調
査
票
原
本
が
、
厚
労
省
の
倉
庫
か

ら
段
ボ
ー
ル
32
箱
分
、
野
党
に
よ
っ

て
「
発
見
」
さ
れ
た
。
第
一
次
安
倍

内
閣
（
07
年
）
の
「
消
え
た
年
金
」

問
題
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
事
態

と
も
い
え
る
。

　

こ
こ
に
は
、
安
倍
政
治
の
検
証
に

関
わ
る
二
つ
の
論
点
が
あ
る
と
い
え

る
。
ひ
と
つ
は
「
安
倍
一
強
」
の
下

で
の
政
策
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
。
も
う

ひ
と
つ
は
、
首
相
が
働
き
方
改
革
を

「
戦
後
の
労
働
基
準
法
制
定
以
来
、

70
年
ぶ
り
の
大
改
革
」
と
称
す
る
よ

う
に
、
憲
法
実
現
法
律
（
＊
）
と
も

い
う
べ
き
労
働
法
制
の
改
正
を
め

ぐ
っ
て
、
立
憲
民
主
主
義
を
支
え
る

意
思
を
暮
ら
し
の
現
場
で
ど
う
作
り

出
し
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題
だ
ろ

う
。（
＊
「『
憲
法
』
と
は
、
憲
法
典

だ
け
で
な
く
、
憲
法
典
に
散
り
ば
め

ら
れ
た
理
念
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に

し
て
い
く
憲
法
実
現
法
律
も
含
む
わ

け
で
す
。
政
治
は
、『
憲
法
』
に
縛

ら
れ
つ
つ
も
、『
憲
法
』
を
充
実
し

て
い
く
責
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
」
山
本
龍
彦
・
慶
應
大
学

教
授　

７
面
参
照
）

　

論
点
の
ひ
と
つ
、
政
策
プ
ロ
セ
ス

に
つ
い
て
。

　

上
西
充
子･

法
政
大
学
教
授
は
、

安
倍
政
権
の
労
働
政
策
は
「
労
政
審

（
有
識
者
、
労
使
の
三
者
で
構
成
）

で
は
な
く
、
労
働
側
が
加
わ
ら
な
い

官
邸
の
会
議
な
ど
、
官
邸
主
導
で
進

め
ら
れ
る
こ
と
が
目
立
つ
。
裁
量
労

働
制
の
対
象
拡
大
や
『
残
業
代
ゼ
ロ

制
度
（
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

制
度
）』
も
こ
の
手
法
で
法
案
化
さ

れ
た
。
こ
の
や
り
方
を
労
働
側
は
再

三
批
判
し
て
き
た
」
と
、
官
邸
主
導

の
政
策
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
視
し
て
い

る
。

　
「
安
倍
一
強
」
の
下
で
の
政
策
プ

ロ
セ
ス
は
、
従
来
の
よ
う
な
党
や
既

存
の
審
議
会
の
議
論
を
経
る
こ
と
な

く
、
首
相
の
意
向
を
受
け
て
官
邸
主

導
で
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

消
費
税
の
使
途
変
更
、教
育
無
償
化
、

出
国
税
、
企
業
拠
出
金
な
ど
最
近
の

目
玉
政
策
は
、
押
し
な
べ
て
官
邸
主

導
の
決
定
で
あ
る
。

　

首
相
の
意
向
で
政
策
が
決
ま
り
、

国
会
で
は
野
党
の
質
問
に
ま
と
も
に

答
え
ず
、
時
間
が
経
て
ば
「
審
議
は

尽
く
し
た
」
と
し
て
数
の
力
で
押
し

切
る
。
あ
た
か
も
「
選
挙
で
勝
っ
た

の
だ
か
ら
、『
期
限
付
き
独
裁
』
だ
」

と
で
も
い
う
よ
う
な
政
策
プ
ロ
セ
ス

は
、民
主
的
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
。

　

代
議
制
民
主
主
義
の
下
、
国
民
の

声
は
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
議
員
を
通

じ
て
国
会
に
届
け
ら
れ
る
。
国
民
の

声
を
代
弁
す
る
野
党
議
員
の
質
問
に

は
答
え
ず
、
国
民
を
代
表
す
る
は
ず

の
与
党
議
員
も
た
だ
の
頭
数
に
し
て

し
ま
え
ば
、
代
議
制
民
主
主
義
は
ま

す
ま
す
機
能
不
全
に
陥
る
。（
議
院

内
閣
制
に
お
い
て
は
、
野
党
は
主
に

国
会
審
議
を
通
じ
て
、
与
党
は
主
に

政
府
・
与
党
が
一
体
化
し
た
政
策
形

成
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
国
民
の
声

を
代
表
す
る
。）

　

さ
ら
に
安
倍
政
権
の
下
で
は
、
政

府
税
制
調
査
会
、中
央
教
育
審
議
会
、

社
会
保
障
審
議
会
な
ど
も
形
骸
化
し

て
い
る
。「
隠
れ
み
の
」「
官
僚
の
振

り
付
け
ど
お
り
」
と
批
判
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
審
議
会
だ
が
、
時
の
政
権

に
批
判
的
な
委
員
も
含
ま
れ
、
一
応

国
民
を
代
表
す
る
形
と
な
っ
て
い

る
。と
こ
ろ
が
今
や
こ
れ
に
代
わ
り
、

首
相
直
属
の
有
識
者
会
議
が
問
題
ご

と
に
組
織
さ
れ
、
短
期
間
議
論
し
報

告
書
を
作
成
す
る
。

　
「
今
回
の
最
大
の
問
題
は
、
官
邸

の
産
業
競
争
力
会
議
と
い
う
厚
生
労

働
大
臣
も
正
規
メ
ン
バ
ー
で
は
な

く
、
労
働
者
も
入
っ
て
な
い
と
こ
ろ

で
、
裁
量
労
働
制
の
拡
大
を
決
め
て

閣
議
決
定
で
お
ろ
し
て
き
た
。
そ
の

ひ
ず
み
が
デ
ー
タ
問
題
等
の
現
実
無

視
の
も
の
と
し
て
噴
出
し
て
い
る
」

と
長
妻
議
員
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
選
挙
で
勝
っ
た
の
だ
か
ら
、『
期

限
付
き
独
裁
』
だ
」
と
で
も
い
う
よ

う
な
官
邸
主
導
の
行
き
す
ぎ
は
、
容

易
に
行
政
権
の
私
物
化
に
結
び
つ

く
。
国
有
地
、
補
助
金
、
許
認
可
、

特
区
な
ど
を
め
ぐ
る
「
お
友
達
」
案

件
の
疑
惑
の
数
々
、
そ
れ
に
伴
う
公

文
書
管
理
や
情
報
公
開
と
い
っ
た
、

民
主
主
義
の
イ
ン
フ
ラ
の
毀
損
の

数
々
。

　
「
安
倍
一
強
」
の
下
で
進
み
つ
つ

あ
る
の
は
、
立
憲
的
で
は
あ
る
が
独

裁
的
な
政
治
で
あ
り
、「
議
論
に
よ

る
統
治
」「
議
論
を
通
じ
た
合
意
形

成
」
を
す
っ
飛
ば
し
た
「
決
め
ら
れ

ま
っ
と
う
な
働
き
方
が
で
き
る
、
ま
っ
と
う
な
政
治
を

安
倍
政
治
―
立
憲
的
独
裁
に
抗
し
て
、

立
憲
民
主
主
義
を
具
現
化
す
る
糸
口
へ
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２
―
４
面　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー「
冷
戦
後
の
日
本
外
交
」

　
　
　
　
　

宮
城
大
蔵
・
上
智
大
学
教
授

４
―
７
面　

囲
む
会
「
個
人
の
尊
重
と
は
」

　
　
　
　
　

山
本
龍
彦
・
慶
應
大
学
教
授

８
―
12
面　

囲
む
会「
立
憲
民
主
主
義
の
言
論
空
間
」

　
　
　
　
　

福
山
哲
郎
議
員
、
泉
健
太
議
員
ほ
か

12
―
13
面　

囲
む
会
「
現
状
認
識
を
整
え
る
」

　
　
　
　
　

大
島
敦
・
衆
議
院
議
員

13
―
16
面　

囲
む
会
「
市
民
政
治
の
育
て
か
た
」

　
　
　
　
　

佐
々
木
寛
・
市
民
連
合
＠
新
潟

今号の紙面

（1） 1989 年 7 月 7 日第三種郵便物認可　 日　本　再　生 第４６６号（毎月 1回 1日発行） 2 0 1 8 年 3 月 1 日

る
政
治
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
「（
１
９
３
０
年
代
に
提
唱
さ
れ
た

「
立
憲
独
裁
」
と
い
う
概
念
は
）『
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
は
か
け
離
れ
た
も

の
で
、『「
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。『
立
憲
的

独
裁
』
は
、
政
党
政
治
か
ら
、（
行

政
権
に
直
結
す
る
少
数
の
）
専
門
家

に
よ
る
国
家
支
配
へ
の
移
行
を
目
指

す
考
え
方
で
す
（
引
用
者
／
軍
部
支

配
も
専
門
家
支
配
の
一
形
態
）。
明

治
憲
法
を
変
え
る
こ
と
は
事
実
上
で

き
な
い
の
で
、
明
治
憲
法
の
枠
の
中

で
政
治
の
あ
り
方
を
変
え
る
手
段
で

し
た
」（
三
谷
太
一
郎　

1/22

毎
日
）

　
「
日
本
の
権
力
形
態
は
今
後
、『
立

憲
的
独
裁
』、つ
ま
り『
専
門
家
支
配
』

に
進
む
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て

い
ま
す
。
～
中
略
～
『
議
論
に
よ
る

統
治
』、
言
い
換
え
れ
ば
『
立
憲
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
原
点
に
も
ど
る
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
」（
同
前
）

　

安
倍
政
治
の
検
証
を
通
じ
て
、「
立

憲
的
独
裁
」
に
替
わ
る
「
議
論
に
よ

る
統
治
」
と
し
て
の
立
憲
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
具
現
化
し
て
い
く
糸
口
へ

と
、
ど
う
転
じ
て
い
く
か
。
こ
こ
が

問
わ
れ
て
い
る
。
安
倍
政
治
を
「
反

立
憲
」「
立
憲
的
独
裁
」
と
批
判
す

る
だ
け
で
は
、
立
憲
民
主
主
義
を
支

え
る
意
思
は
生
み
出
さ
れ
な
い
。

　
「
立
憲
主
義
と
い
う
言
葉
が
登
場

す
る
の
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

時
期
、
薩
長
藩
閥
政
治
と
の
関
係
の

第
一
次
護
憲
運
動
で
す
。
そ
の
時
は

明
治
憲
法
で
す
か
ら
天
皇
主
権
。
戦

後
は
国
民
主
権
で
す
か
ら
、
立
憲
主

義
も
『
憲
法
で
権
力
を
し
ば
る
』
の

み
な
ら
ず
、『
主
権
者
国
民
が
権
力

を
構
成
す
る
』
と
。
こ
こ
が
分
か
っ

て
い
な
い
と
、
立
憲
民
主
主
義
は
分

か
ら
な
い
。
単
な
る
反
権
力
に
な
っ

安
倍
政
治
の
検
証
か
ら
、

立
憲
民
主
主
義
を
具
現
化
す
る
糸
口
へ

て
し
ま
う
わ
け
で
す
」（
戸
田
代
表　

11
―
12
面
）

　
「
憲
法
と
い
う
の
は
、
憲
法
制
定

者
が
憲
法
典
を
作
っ
た
ら
そ
れ
で
完

成
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
憲
法

典
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
上

に
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
秩
序
を
建
築

す
る
か
、
で
す
。
政
治
は
、
あ
る
い

は
民
主
主
義
は
、
憲
法
典
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
も
、

憲
法
を
積
極
的
に
建
築
す
る
も
の
で

す
。
そ
こ
に
、
立
憲
『
民
主
主
義
』

の
意
味
が
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

憲
法
に
制
約
さ
れ
た
民
主
主
義
と
い

う
の
は
『
立
憲
民
主
主
義
』
の
一
面

的
な
理
解
で
し
か
な
い
。
よ
り
豊
か

な
憲
法
秩
序
を
積
極
的
に
『
建
築
』

す
る
こ
と
も
、『
立
憲
民
主
主
義
』

の
重
要
な
要
素
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」（
山
本
教
授　

前
出
）

　

労
働
基
準
法
は
第
１
条
で
「
労
働

条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す

る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た

す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
て
い
る
。
憲
法
的
価
値
を

実
現
す
る
た
め
の
憲
法
実
現
法
律
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
同
時
に

労
働
者
と
資
本
の
関
係
に
は
圧
倒
的

な
非
対
称
性
が
あ
る
（
対
等
で
は
あ

り
え
な
い
）
た
め
、
労
働
三
権
の
保

障
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

労
働
者
保
護
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る

（
少
な
く
と
も
形
の
う
え
で
は
）。
こ

の
労
働
者
保
護
の
「
岩
盤
規
制
に
ド

リ
ル
で
穴
を
開
け
」
よ
う
と
い
う
の

が
、
今
回
の
裁
量
労
働
制
の
拡
大
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　

裁
量
労
働
制
と
は
、
実
労
働
時
間

で
は
な
く
「
み
な
し
労
働
時
間
」
で

時
間
管
理
を
す
る
制
度
で
、「
み
な

し
労
働
時
間
」
が
８
時
間
な
ら
、
実

際
に
は
９
時
間
働
こ
う
が
10
時
間
働

こ
う
が
８
時
間
分
の
賃
金
し
か
支
払

わ
れ
な
い
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
８
時

間
を
超
え
る
労
働
に
は
残
業
代
の
支

払
い
が
必
要
で
あ
り
、
な
お
か
つ
労

使
協
定
（
三
六
協
定
）
の
範
囲
内
で

の
残
業
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か

し
裁
量
労
働
制
で
は
、
実
際
に
労
働

者
が
何
時
間
働
い
て
も
「
み
な
し
労

働
時
間
」
に
対
す
る
賃
金
だ
け
払
え

ば
よ
い
。「
定
額
働
か
せ
放
題
」「
残

業
代
ゼ
ロ
円
」と
い
わ
れ
る
所
以
だ
。

　

こ
れ
ま
で
対
象
職
種
は
厳
格
に
絞

り
、
か
つ
手
続
き
を
必
要
と
す
る
こ

と
で
、
そ
の
拡
大
を
抑
制
し
て
き
た

が
、
そ
の
対
象
を
拡
大
し
よ
う
す
る

の
が
今
回
の
法
案
。
ど
の
程
度
の
労

働
者
が
対
象
と
な
り
う
る
の
か
、
政

府
は
具
体
的
に
示
し
て
い
な
い
が
、

い
っ
た
ん
法
改
正
が
行
わ
れ
れ
ば
、

裁
量
労
働
制
が
際
限
な
く
拡
大
し
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
山
井
議
員

の
質
問
主
意
書
へ
の
答
弁
書
に
よ
れ

ば
、
正
社
員
だ
け
で
な
く
、
契
約
社

員
な
ど
の
有
期
契
約
労
働
者
に
も
適

用
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
最
低
賃
金

で
働
く
労
働
者
に
も
適
用
可
能
と
さ

れ
て
い
る
。

　

裁
量
労
働
制
と
い
っ
て
も
、
そ
も

そ
も
働
く
側
に
業
務
量
に
つ
い
て
の

裁
量
は
な
い
。
使
用
者
側
は
め
い
っ

ぱ
い
仕
事
を
与
え
て
、
９
時
間
か
か

ろ
う
が
10
時
間
か
か
ろ
う
が
、「
あ

と
は
ご
自
由
に
」
と
い
う
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。
自
分
で
業
務
を
裁
量
で
き

る
職
位
や
職
種
な
ら
と
も
か
く
、
業

務
量
に
つ
い
て
裁
量
権
の
な
い
普
通

「
働
い
た
分
の
給
与
は
払
っ
て
ほ
し
い
、

残
業
さ
せ
る
な
ら
残
業
代
は
払
っ
て
ほ
し
い
」

ま
っ
と
う
な
働
き
方
を
！

の
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ク

労
働
が
合
法
化
さ
れ
る
に
等
し
い
。

　

月
百
時
間
ま
で
（
過
労
死
ラ
イ

ン
！
）
と
い
う
時
間
外
労
働
の
上
限

規
制
の
一
方
で
、
裁
量
労
働
制
の
実

労
働
時
間
は
上
限
規
制
の
対
象
外
な

の
で
、
む
し
ろ
上
限
規
制
の
抜
け
穴

が
拡
大
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う

に
裁
量
労
働
制
の
拡
大
は
、
憲
法
―

労
働
法
制
を
大
き
く
揺
る
が
す
こ
と

に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
働
い
た
分
の
給

与
は
払
っ
て
ほ
し
い
、
残
業
さ
せ
る

な
ら
残
業
代
は
払
っ
て
ほ
し
い
」
と

い
う
の
は
、
至
極
ま
っ
と
う
な
要
求

だ
。
自
己
責
任
論
が
蔓
延
す
る
世
間

の
な
か
で
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し

て
多
く
の
人
の
当
た
り
前
の
声
に
し

て
い
く
か
。

　

自
己
責
任
論
は
、
将
来
不
安
の
な

か
で
誰
か
を
他
者
化
し
て
バ
ッ
シ
ン

グ
す
る
こ
と
で
蔓
延
し
て
き
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
欧
米
で
は
主
に
ネ

オ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
現
れ

る
「
不
安
」
は
、日
本
で
は
「
弱
者
」

に
「
自
己
責
任
論
」
を
投
げ
つ
け
る

形
を
と
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い

か
。
こ
う
し
た
な
か
で
社
会
活
動
家

の
湯
浅
誠
氏
は
、
子
ど
も
の
貧
困
は

自
己
責
任
論
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
と

言
う
。
選
択
・
責
任
を
問
う
こ
と
が

で
き
な
い
子
ど
も
の
貧
困
か
ら
は
、

自
己
責
任
論
を
乗
り
越
え
る
糸
口
が

見
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
。

　

そ
の
ひ
そ
み
に
な
ら
う
な
ら
、
選

択
の
余
地
の
な
い
労
働
者
を
拡
大
す

る
裁
量
労
働
制
の
拡
大
は
、
こ
れ
ま

で
雇
用
形
態
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て

い
た
働
く
側
が
、「
働
い
た
分
の
給

与
は
払
っ
て
ほ
し
い
、
残
業
さ
せ
る

な
ら
残
業
代
は
払
っ
て
ほ
し
い
」
と

い
う
ま
っ
と
う
な
要
求
を
共
有
す
る

糸
口
と
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
民

主
主
義
が
共
通
の
参
照
点
と
し
う
る

憲
法
秩
序
を
、
暮
ら
し
の
現
場
で
具

体
的
に
獲
得
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
も
、
立
憲
民
主
主
義
を
支
え

る
意
思
を
つ
く
り
だ
そ
う
。


