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新
聞
に
、
憲
法
改
正
草
案
が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
一
番
奇
妙
に
感
じ
た
こ
と
は
、
「
主
権
在
民
」
と
特

別
カ
ッ
コ
の
別
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
に
、
天
皇
と
い
う
項
が
あ
っ
て
、
そ
の
唯
一
人
の
者
が
九

つ
の
大
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
短
い
小
説
一
つ
に
し
ろ
、
そ
れ
が
小
説
で
あ
る
か
ら
に
は
、
テ
ー
マ
が
一
貫
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

が
第
一
条
件
で
あ
る
。
ど
ん
な
通
俗
作
家
で
も
、
小
説
の
主
人
公
が
、
突
然
中
途
か
ら
す
り
か
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
分
裂
し
た
作
品
は
、
通
用
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

　
憲
法
は
一
国
の
政
治
の
基
準
を
な
す
重
大
な
も
の
だ
の
に
、
草
案
の
起
草
者
た
ち
は
、
常
識
か
ら
も
明

白
な
こ
の
誤
り
・
失
敗
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
平
気
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
当
に
奇
怪
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

　
草
案
第
十
三
条
に
「
す
べ
て
国
民
は
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
・
信
条
・
性
別
・
社
会
的
身
分

・
又
は
門
地
に
よ
り
政
治
的
・
経
済
的
・
又
は
社
会
的
関
係
に
於
て
差
別
を
受
け
な
い
。
云
々
」
と
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
尤
も
っ
と
もな
こ
と
だ
と
し
て
読
ん
だ
私
ど
も
は
、
翻
っ
て
、
第
一
、
天
皇
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
そ
の
特
権
の
身
分
が
世
襲
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
資
質
如
何
を
条
件
と
も
せ
ず
に
、
天
皇
た
る
世

襲
者
が
、
憲
法
改
正
か
ら
法
律
・
政
令
・
条
約
の
公
布
以
下
、
政
治
上
の
実
権
の
重
要
な
点
を
押
え
て
い

る
こ
と
を
発
見
し
て
、
お
ど
ろ
き
を
深
め
た
。
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婦
人
に
参
政
権
が
与
え
ら
れ
、
民
主
日
本
の
成
長
の
た
め
に
、
と
、
表
面
に
ぎ
や
か
に
啓
蒙
が
さ
れ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
婦
人
の
二
千
九
十
一
万
余
票
を
加
え
て
代
議
士
を
選
出
し
、
成
立
し
た
議
会
を
、
天
皇

と
い
う
身
分
の
人
が
、
そ
の
意
志
で
解
散
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
し
た
ら
、
何
と
選
挙
そ
の
も
の

が
一
場
の
苦
々
し
い
猿
芝
居
で
あ
る
だ
ろ
う
。
天
皇
は
衆
議
院
を
解
散
さ
せ
る
大
権
も
与
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
す
べ
て
国
民
は
」
と
、
堂
々
発
言
し
た
人
権
、
或
は
民
権
の
主
張
は
、
ど
う
い
う
論
理
の
間
違
い
か
ら

か
「
人
」
の
規
定
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
筈
の
世
襲
の
特
権
・
門
地
・
特
権
地
位
者
を
、
引
出
し

て
来
て
、
肝
心
の
主
権
を
そ
っ
く
り
人
民
の
手
の
中
か
ら
其
方
へ
握
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
主
権
在
民
と
い
う
こ
と
は
、
最
少
限
に
考
え
て
、
人
民
自
身
が
、
行
政
、
司
法
、
立
法
の
全
権
を
有
す

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
し
、
議
会
の
権
能
も
、
当
然
人
民
の
内
か
ら
選
ば
れ
た
代
表
　
　
議
員
に
よ
っ
て

掌
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
草
案
の
発
表
さ
れ
た
三
月
七
日
の
新
聞
紙
上
に
は
、
い
っ
せ
い
に
「
マ
元
帥
、
全
面
的
に
承
認
」

と
い
う
記
事
が
、
あ
わ
せ
て
の
せ
ら
れ
て
い
た
。
「
交
戦
権
抛
棄
の
特
点
指
摘
」
と
い
う
小
見
出
し
も
つ

い
て
い
た
か
ら
、
世
界
平
和
の
確
立
の
た
め
に
、
と
も
か
く
そ
の
点
だ
け
で
も
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

と
思
っ
た
。
訓
練
あ
る
民
主
精
神
が
、
こ
の
奇
妙
な
改
正
草
案
の
矛
盾
の
甚
し
さ
を
見
出
さ
な
い
筈
は
な
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い
の
で
あ
る
か
ら
。

　
共
産
党
以
外
の
各
政
党
が
、
こ
れ
迄
発
表
し
た
草
案
は
、
主
権
在
民
と
い
う
外
見
を
と
り
つ
く
ろ
う
こ

と
さ
え
出
来
か
ね
る
保
守
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
細
か
く
目
を
と
め
て
ゆ
く
と
「
国
民
は
総
て
勤
労
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
」
と
あ
っ
て
も
、
生
活
安
定

の
た
め
の
勤
労
報
酬
の
こ
と
、
休
養
の
権
利
、
失
業
の
保
険
、
養
老
の
保
険
、
現
在
の
よ
う
な
生
産
手
段

の
独
専
所
有
に
た
い
す
る
制
限
の
な
い
こ
と
も
手
落
ち
で
あ
る
し
、
男
女
平
等
と
い
う
、
婦
人
の
心
に
つ

よ
く
訴
え
る
規
定
の
な
か
に
、
社
会
的
平
等
の
地
盤
と
な
る
同
一
労
働
に
対
す
る
同
一
賃
金
の
必
要
や
、

ま
だ
日
本
に
決
め
ら
れ
て
い
な
い
婦
人
の
公
民
権
の
こ
と
な
ど
が
明
確
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、

不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

　
あ
れ
こ
れ
の
点
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
は
草
案
で
あ
っ
て
、
決
定
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
と
思
っ
て

い
る
う
ち
に
、
総
選
挙
が
迫
っ
て
来
た
。

　
選
挙
運
動
が
は
じ
ま
っ
て
、
乱
立
し
た
各
党
が
一
票
を
我
党
へ
、
の
活
動
を
開
始
し
は
じ
め
る
や
否
や
、

こ
の
憲
法
草
案
が
、
ど
れ
ほ
ど
日
本
の
民
主
化
の
た
め
に
害
悪
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
が
誰
の
目
に
も

明
ら
か
に
な
っ
て
来
て
い
る
。

　
今
日
、
共
産
党
以
外
の
政
党
は
、
悉
く
、
天
皇
制
護
持
と
い
う
点
を
売
り
も
の
と
し
て
、
民
心
に
こ
び
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よ
う
と
し
て
い
る
。
ラ
ジ
オ
放
送
、
演
説
で
く
り
か
え
す
ば
か
り
で
な
く
、
茨
城
県
の
或
る
と
こ
ろ
で
は
、

元
校
長
の
某
氏
が
立
候
補
し
て
、
立
会
演
説
が
あ
っ
た
。
国
民
学
校
で
あ
る
会
場
へ
ゆ
く
と
、
各
教
室
か

ら
ワ
ラ
ワ
ラ
と
馳
け
出
し
て
来
た
児
童
ら
が
、
両
手
を
メ
ガ
フ
ォ
ン
に
し
て
「
ゴ
ジ
！
」
「
ゴ
ー
ジ
イ
！
」

と
叫
ん
だ
実
例
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
ゴ
ジ
」
が
如
何
に
真
心
な
き
政
略
で
あ
る
か
と
い
う
実
例
も
、
公
然
と
あ
ら
わ
に

さ
れ
て
来
て
い
る
。
や
は
り
立
会
演
説
の
公
開
の
席
上
で
、
社
会
主
義
即
時
断
行
と
天
皇
制
護
持
と
、
決

し
て
両
立
し
得
な
い
二
つ
の
こ
と
を
並
べ
て
綱
領
と
し
て
い
る
一
政
党
の
立
候
補
者
、
執
行
委
員
の
某
氏

は
、
聴
衆
の
面
前
で
、
個
人
と
し
て
の
見
解
は
必
ず
し
も
自
分
の
属
す
政
党
の
意
見
と
は
一
致
し
て
い
な

い
が
、
党
代
表
と
し
て
語
る
党
の
立
場
は
、
云
々
と
護
持
論
を
発
表
し
、
大
衆
に
今
更
そ
の
政
党
の
ヌ﹅
エ﹅

じ
み
た
性
質
を
痛
感
さ
せ
た
実
例
が
あ
る
。

　
こ
の
実
例
の
意
義
は
深
刻
だ
と
思
う
。
某
氏
の
理
性
の
判
断
は
、
ゴ
ジ
が
民
主
を
阻
害
す
る
こ
と
を
知

り
ぬ
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
の
に
何
故
、
そ
の
判
断
と
反
す
る
政
党
に
隷
属
し
て
、
一
応
に
し
ろ
言
論
の
自

由
の
あ
る
今
日
、
心
な
ら
ず
も
、
と
汗
を
拭
き
つ
つ
そ
の
党
の
ゴ
ジ
論
を
や
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
明

瞭
で
あ
る
。
目
先
の
分
別
で
は
、
今
日
彼
の
属
す
る
ゴ
ジ
政
党
は
、
そ
の
社
会
主
義
と
の
盛
り
合
わ
せ
で
、

多
数
党
の
一
つ
と
な
れ
そ
う
に
見
え
て
い
る
。
代
議
士
に
な
り
、
政
権
を
と
る
た
め
に
は
、
多
数
が
好
都
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合
だ
か
ら
、
本
当
は
、
民
主
日
本
の
進
路
を
妨
げ
る
反
動
勢
力
と
知
り
つ
つ
、
そ
れ
に
属
し
、
ゴ
ジ
論
を

流
布
し
て
、
当
選
を
当
て
こ
ん
で
い
る
次
第
で
あ
ろ
う
。

　
憲
法
と
い
う
も
の
は
、
明
治
の
日
本
で
も
、
自
由
民
権
の
論
と
そ
の
運
動
と
を
つ
ぶ
し
て
、
つ
い
先
頃

ま
で
の
、
人
権
な
き
お
そ
ろ
し
い
日
本
の
政
治
の
発
端
を
な
し
た
。
明
治
の
開
化
期
で
は
、
ほ
ん
と
に
婦

人
も
男
子
と
等
し
い
学
力
を
も
っ
て
勉
強
し
た
の
に
、
憲
法
発
布
の
後
は
、
政
談
演
説
さ
え
婦
人
は
き
い

て
は
い
け
な
い
こ
と
と
な
っ
て
、
今
日
に
及
ん
だ
。

　
歴
史
の
よ
り
前
進
し
た
今
日
の
段
階
の
日
本
で
、
そ
の
民
主
化
に
は
全
く
国
運
が
賭
さ
れ
て
い
る
。
失

わ
れ
た
数
百
万
の
人
民
の
生
命
が
そ
の
人
柱
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ジ
政
党
が
、
所
謂
政
治
的
な

政
略
上
、
私
た
ち
の
お
く
れ
た
感
情
を
足
場
と
し
て
、
自
党
の
政
権
欲
の
満
足
の
た
め
、
不
具
な
憲
法
改

正
草
案
に
よ
っ
て
反
動
性
を
正
当
化
さ
れ
な
が
ら
、
再
び
こ
の
私
た
ち
を
虐
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
い

か
に
お
人
好
し
の
私
た
ち
で
も
、
そ
れ
が
天
皇
制
の
功
徳
で
あ
る
と
、
跪
き
か
ね
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
総
選
挙
が
迫
っ
た
こ
の
頃
、
連
合
国
司
令
部
に
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
は
議
会
の
再
解
散
す
る
意
嚮
が

あ
る
こ
と
、
対
日
理
事
会
と
し
て
、
当
選
議
員
の
資
格
審
査
も
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
い
る
の
は
、

肯
け
る
。
国
際
的
な
注
目
は
、
今
度
の
総
選
挙
の
日
本
の
民
主
化
に
対
す
る
危
険
性
を
見
ぬ
い
て
い
た
。

そ
の
深
い
危
険
の
温
床
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
憲
法
改
正
草
案
の
欺
瞞
性
に
在
る
の
で
あ
る
。
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天
皇
に
、
拒
否
権
の
無
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
い
の
は
、
臨
機
応
変
的
解
釈
の
危
険
が
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
頃
自
由
党
は
、
却
っ
て
天
皇
に
拒
否
権
を
与
え
よ
う
と
大
い
に
努
力
し
て
い
る
。
そ
の
自
由

党
の
鳩
山
一
郎
氏
は
、
日
本
を
救
う
人
民
戦
線
は
拒
絶
し
て
、
反
共
戦
線
と
い
う
も
の
を
宣
言
し
た
。
四

月
六
日
の
『
読
売
報
知
』
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
、
ム
ッ
ソ
リ
ニ
礼
讚
の
自
著
『
世
界
の
顔
』
に
つ
い
て
の
、

外
人
記
者
と
の
対
談
で
、
「
武
士
道
は
日
本
精
神
の
精
髄
で
、
ナ
チ
ス
精
神
と
の
間
に
は
多
分
の
近
似
性

が
あ
る
」
と
、
心
あ
る
全
国
民
を
戦
慄
さ
せ
る
断
言
を
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
家

た
ち
は
、
「
反
共
戦
線
」
の
培
養
が
ど
ん
な
流
血
と
犠
牲
と
破
壊
と
を
よ
び
お
こ
す
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
、
タ
ン
ノ
ウ
す
る
ま
で
学
び
つ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ジ

ュ
ー
ル
・
ロ
マ
ン
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
七
つ
の
謎
』
一
冊
よ
め
ば
、
そ
れ
は
わ
か
り
す
ぎ
る
ほ
ど
よ
く
わ

か
る
。

　
自
由
党
そ
の
他
反
動
政
党
が
、
幣
原
内
閣
と
連
結
し
て
、
天
皇
に
拒
否
権
を
与
え
た
と
き
、
そ
れ
が
ど

う
発
動
す
る
か
は
天
日
の
よ
う
に
明
か
で
あ
る
。
議
会
は
、
そ
し
て
全
日
本
は
、
再
び
黒
雲
に
閉
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
供
出
に
対
す
る
強
権
発
動
に
よ
っ
て
、
地
方
で
は
首
を
吊
る
者
が
出
て
い
る
。
米
が
な
け
れ

ば
身
ぐ
る
み
剥
ぐ
と
い
わ
れ
、
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
勅
令
」
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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主
権
在
民
の
憲
法
が
、
偽
り
な
く
主
権
を
人
民
の
上
に
保
証
す
る
も
の
で
な
く
て
は
日
本
は
立
ち
ゆ
か

な
い
の
で
あ
る
。
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