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い
ま
目
前
の
課
題
・
・
憲
法
改
正
、
国
防
軍
、
靖
国
参
拝
、
尖
閣
・
竹

島
な
ど
で
国
民
世
論
の
振
り
子
が
大
戦
後
の
熱
烈
な
「
平
和
国
家
」
の
側

か
ら
強
力
な
「
軍
事
国
家
」
の
側
へ
と
戻
ろ
う
（
向
か
お
う
）
と
す
る
時
、

こ
の
国
の
将
来
（
平
和
の
継
承
）
を
見
通
す
た
め
に
「
歴
史
を
ど
う
使
う

か
」
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
悲
惨
な
歴
史
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 

歴
史
学
者
で
あ
る
加
藤
さ
ん
は
「
歴
史
か
ら
学
ぶ
」
と
は
い
わ
な
い
で
、

「
歴
史
を
使
う
」
と
い
う
。
用
具
な
ら
、
特
に
優
れ
た
用
具
ほ
ど
「
使
う
」

に
は
機
能
を
熟
知
し
熟
練
し
た
技
術
を
必
要
と
す
る
。
包
丁
一
本
ま
ま
な

ら
ぬ
身
に
「
歴
史
を
使
う
」
こ
と
な
ど
で
き
そ
う
に
な
い
。
そ
の
域
に
達

し
て
い
る
歴
史
調
理
の
鉄
人
で
あ
る
加
藤
さ
ん
か
ら
歴
史
調
理
法
を
う
か

が
お
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

一
九
三
〇
年
代
を
専
門
と
す
る
加
藤
さ
ん
が
こ
の
日
の
俎
上
に
の
せ
た

の
は
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
九
月
一
八
日
の
「
柳
条
湖
事
件
」
に
は

じ
ま
る
「
満
州
事
変
」
。 

そ
の
後
、
満
州
国
建
国
（
三
二
年
三
月
）
、
国
際
連
盟
脱
退
（
三
三
年
三

月
）
、
日
中
戦
争
（
三
七
年
七
月
）
、
太
平
洋
戦
争
（
四
一
年
一
二
月
八
日
）

そ
し
て
敗
戦
（
四
五
年
八
月
一
五
日
）
へ
と
、
振
り
子
が
行
き
着
く
と
こ

ろ
ま
で
行
っ
た
軍
部
独
断
・
侵
略
戦
争
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
一
四
年
に

わ
た
っ
た
軍
国
主
義
の
時
代
へ
の
潮
目
を
示
す
事
件
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

革
命
期
の
ロ
シ
ア
と
日
露
戦
、
革
命
期
の
中
国
と
日
中
戦
、
そ
し
て
海

洋
へ
の
西
部
戦
線
で
は
開
拓
期
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
日
米
戦
と
い
う
三

つ
の
大
国
を
敵
に
し
て
戦
っ
た
日
本
を
、
加
藤
さ
ん
は
「
驚
く
べ
き
お
も

し
ろ
い
国
」
と
評
す
る
。 

た
し
か
に
地
球
儀
で
み
れ
ば
、
三
つ
の
大
国
に
対
し
て
島
国
「
小
日
本
」

が
四
つ
に
組
ん
で
ま
と
も
に
戦
え
る
相
手
と
は
思
え
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

が
可
能
だ
っ
た
の
は
、「
世
界
的
規
模
に
お
け
る
経
済
危
機
」
の
も
と
で
の

英
米
ソ
な
ど
列
強
が
角
逐
し
た
「
極
東
の
軍
事
的
危
機
」
の
時
期
で
あ
っ

た
ゆ
え
と
指
摘
す
る
。 

現
代
に
は
「
欧
州
を
中
心
と
し
た
経
済
的
危
機
」
の
も
と
で
の
「
ア
ジ

ア
太
平
洋
を
中
心
と
し
た
軍
事
的
危
機
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
す

国
内
事
情
に
一
九
三
〇
年
代
と
類
似
し
た
経
緯
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
大

き
な
違
い
は
、
中
国
が
自
立
し
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
で
、

「
中
国
の
台
頭
と
日
米
と
の
対
立
」
が
今
後
の
経
済
的
・
軍
事
的
動
向
を

み
る
軸
に
な
る
と
い
う
。 

い
ま
や
ロ
シ
ア
も
中
国
も
革
命
期
の
ロ
シ
ア
や
中
国
で
は
な
い
大
国
で

あ
る
し
、
ア
メ
リ
カ
は
な
お
超
大
国
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
も

う
ひ
と
つ
の
大
き
な
違
い
は
、
か
つ
て
は
強
力
な
「
天
皇
の
軍
隊
」
を
保

持
し
て
い
た
日
本
が
軍
事
的
動
向
に
関
し
て
は
自
立
し
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
と

し
て
で
は
な
く
、「
日
米
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
非
軍
事
国
に
な
っ
て
い
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る
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
戦
争
の
惨
禍
を
体
験
し
て

「
平
和
を
守
る
意
思
」
を
胸
中
に
内
在
さ
せ
て
い
た
世
代
が
戦
後
六
五
年

の
あ
い
だ
に
去
り
、
戦
争
を
知
ら
ず
国
を
守
る
意
識
を
胸
中
に
持
た
な
い

世
代
が
現
役
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
で
あ
る
。「
驚
く
べ
き
お
も
し
ろ

い
国
」
と
い
う
加
藤
さ
ん
の
時
代
評
に
、
ど
う
驚
き
、
ど
う
お
も
し
ろ
が

れ
ば
い
い
か
に
と
ま
ど
う
多
数
派
の
人
び
と
で
あ
る
。 

か
つ
て
の
強
力
な
軍
隊
の
不
在
と
い
う
現
実
。
そ
の
も
と
で
そ
の
軍
隊

が
独
断
専
行
し
た
ゆ
え
に
引
き
起
こ
し
た
一
九
三
〇
年
代
の
歴
史
を
省
み

て
、
平
和
維
持
の
た
め
に
「
う
ま
く
使
う
」
に
は
、
「
外
交
」
と
「
世
論
」

の
か
か
わ
り
を
よ
く
知
る
こ
と
、
問
題
の
本
質
と
国
民
へ
の
説
明
に
乖
離

を
起
こ
さ
な
い
こ
と
だ
と
加
藤
さ
ん
は
言
い
切
る
。
当
時
を
省
み
て
「
国

家
の
安
全
に
関
す
る
外
交
交
渉
の
あ
り
方
」
と
「
国
民
世
論
の
築
き
方
」

を
デ
リ
ケ
ー
ト
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 

「
満
州
事
変
」 

事
変
を
引
き
起
こ
し
た
軍
人
、
関
東
軍
参
謀
石
原
莞
爾

の
現
場
で
下
し
た
判
断
は
「
き
わ
め
て
単
純
明
解
」
だ
っ
た
。 

日
露
戦
争
後
の
中
国
東
北
部
（
満
州
）
で
の
日
本
と
ソ
連
の
勢
力
「
分

割
線
」
が
あ
ま
り
に
も
人
工
的
で
あ
り
、
地
図
で
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

大
地
の
真
ん
中
に
引
い
た
一
本
の
線
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
を
挟
ん

で
兵
力
・
物
量
の
移
動
に
勝
る
ロ
シ
ア
を
相
手
に
戦
っ
て
、
勝
ち
目
は
な

い
。
来
た
る
べ
き
対
ソ
ビ
エ
ト
戦
に
そ
な
え
て
作
戦
的
に
有
利
な
軍
の
位

置
ど
り
は
、
黒
竜
江
省
の
北
、
大
興
安
嶺
と
い
う
本
来
の
中
ソ
国
境
線
ま

で
を
抑
え
た
う
え
で
対
峙
す
る
し
か
な
い
。 

当
時
、
列
国
の
利
害
が
複
雑
に
錯
綜
し
て
い
た
満
蒙
の
諸
問
題
を
解
決

す
る
に
あ
た
っ
て
、
現
地
の
関
東
軍
が
独
断
で
起
こ
し
た
き
わ
め
て
単
純

明
解
な
発
想
に
よ
る
「
満
州
事
変
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
わ
ず
か

五
カ
月
と
い
う
短
時
日
に
東
北
全
域
を
掌
握
す
る
と
い
う
形
で
成
功
し
た

が
、「
事
変
」
を
正
当
化
す
る
に
は
「
外
交
交
渉
」
に
よ
る
国
際
法
上
の
整

合
性
と
国
民
世
論
の
強
力
な
支
持
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

世
相
は
大
恐
慌
、
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
、
大
学
は
出
た
け
れ
ど
・
・

と
い
っ
た
閉
塞
期
。
国
中
に
と
ど
こ
お
る
閉
塞
感
を
払
拭
す
る
に
は
、
日

露
戦
争
後
に
日
本
が
得
た
条
約
上
の
権
利
に
対
す
る
中
国
側
の
侵
害
、
土

地
や
家
屋
に
対
す
る
「
商
租
権
」
の
不
履
行
、「
満
鉄
併
行
線
」
の
敷
設
継

続
、「
鉄
道
守
備
兵
」
を
置
く
権
利
に
対
す
る
反
日
活
動
を
除
去
す
る
こ
と
。

そ
し
て
「
日
本
製
品
ボ
イ
コ
ッ
ト
」
を
す
る
「
支
那
は
ニ
ク
イ
」
と
い
う

国
民
感
情
に
訴
え
て
、「
中
国
不
当
で
す
よ
」
と
い
う
世
論
の
醸
成
を
す
す

め
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
演
説
会
や
ラ
ヂ
オ
放
送
や
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
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て
増
幅
し
、
圧
倒
的
な
反
中
華
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
国
中
に
広
が
る
。
外
交

的
に
「
時
局
不
拡
大
」
を
主
張
す
る
幣
原
（
喜
重
郎
）
外
相
と
若
槻
（
礼

次
郎
）
首
相
を
支
え
る
側
の
世
論
は
動
か
ず
、
軍
の
意
向
と
事
変
支
援
に

有
利
な
世
論
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。 

三
〇
年
代
の
日
本
人
が
体
験
し
た
相
手
ニ
ク
シ
の
国
民
感
情
と
軍
隊
の

連
動
は
、
今
、
中
国
の
側
の
「
日
本
は
ニ
ク
イ
」
と
い
う
感
情
と
尖
閣
を

め
ぐ
る
軍
事
行
動
を
重
ね
あ
わ
せ
る
と
よ
く
わ
か
る
。
支
那
を
日
本
に
置

き
替
え
て
「
想
像
力
」
を
働
か
せ
る
こ
と
で
国
民
感
情
の
現
わ
れ
方
を
理

解
す
る
こ
と
、
こ
れ
も
「
歴
史
を
使
う
」
手
法
の
ひ
と
つ
。
そ
れ
が
も
た

ら
す
も
の
も
そ
の
先
に
想
定
さ
れ
る
。 

石
原
（
慎
太
郎
）
暴
走
老
人
の
独
断
専
行
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

昨
年
九
月
の
尖
閣
列
島
（
中
国
側
は
釣
魚
島
）
国
有
化
。
そ
れ
以
降
に
中

国
各
地
で
起
き
た
「
日
本
は
ニ
ク
イ
」
の
破
壊
活
動
。「
釣
魚
島
」
が
昨
年

の
「
十
大
流
行
語
」
の
ひ
と
つ
に
入
り
、
「
今
年
の
漢
語
（
漢
語
盤
点
）
」

の
詞
（
語
は
夢
）
に
も
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
日
本
批
判
の
国
民

感
情
の
根
深
さ
と
広
が
り
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
ど
こ
ま
で
軍

（
解
放
軍
）
が
関
わ
っ
て
い
る
か
は
将
来
の
歴
史
的
論
点
で
あ
る
。 

「
外
交
交
渉
」
で
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
法
律
的
吟
味
を
要
す
る
。 

日
本
側
は
事
変
と
出
兵
の
理
由
を
中
国
側
の
条
約
違
反
と
し
た
が
、
そ

れ
に
対
す
る
国
際
連
盟
に
よ
る
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
「
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
」

（
三
二
年
一
〇
月
）
は
、
日
本
の
経
済
的
要
求
は
認
め
た
も
の
の
、「
満
鉄

併
行
線
」
禁
止
は
条
約
文
に
は
な
く
議
事
録
中
の
文
言
で
あ
っ
た
こ
と
、

「
鉄
道
守
備
兵
」
を
置
く
権
利
は
鉄
道
沿
線
に
対
す
る
警
察
権
を
拒
否
す

る
権
利
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
報
告
書
の
こ
の
部
分
の

吟
味
を
お
こ
な
っ
た
国
際
法
の
専
門
家
（
Ｗ
・
ヤ
ン
グ
）
の
学
問
的
出
自

に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
加
藤
さ
ん
は
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

「
欧
州
的
正
義
の
常
識
」（
吉
野
作
造
の
こ
と
ば
）
の
う
ち
で
あ
っ
た
裁
定

に
対
し
て
、
世
論
は
沸
騰
し
、
新
聞
の
論
調
は
険
悪
で
さ
え
あ
っ
た
。 

若
槻
民
政
党
内
閣
は
閣
内
不
一
致
に
よ
り
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
、
犬

養
（
毅
）
政
友
会
内
閣
が
登
場
（
三
一
年
一
二
月
）
す
る
。
デ
ノ
ミ
脱
却

に
安
倍
政
権
が
前
例
と
す
る
高
橋
蔵
相
に
よ
る
積
極
財
政
へ
の
転
換
は
こ

の
時
の
こ
と
。
苦
し
か
っ
た
各
財
閥
へ
と
資
金
が
集
中
し
、
格
差
は
拡
大

し
た
。
そ
の
後
、
優
柔
な
犬
養
首
相
に
対
す
る
五
・
一
五
暗
殺
事
件
、「
リ

ッ
ト
ン
報
告
書
」
を
も
と
に
し
た
国
際
連
盟
の
勧
告
案
で
国
際
世
論
か
ら

孤
立
し
た
日
本
は
翌
年
に
は
「
国
際
連
盟
脱
退
」（
三
三
年
三
月
）
に
い
た

る
。
も
は
や
振
り
子
は
戻
ら
な
い
。「
国
際
的
孤
立
」
へ
の
経
緯
は
、
仔
細

に
学
ん
だ
う
え
で
、
「
使
わ
な
い
」
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 

軍
事
に
直
結
し
な
い
国
防
意
識
の
醸
成
は
可
能
か 

日
本
は
今
、
周

辺
諸
国
か
ら
歴
史
認
識
を
問
わ
れ
て
い
る
。「
外
交
的
案
件
」
と
し
て
問
題

の
本
質
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
、
国
民
へ
の
説
明
で
乖
離
を
き
た
さ
な

い
こ
と
。「
国
民
世
論
」
の
醸
成
で
は
、
先
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
し

て
の
政
治
家
と
学
者
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
「
戦
争
の
歴
史
体
験
を
使

う
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
ざ
る
国
民
が
知
ら
ざ
る
う
ち
に
育
て
る
戦
争

へ
の
芽
を
ど
う
摘
む
か
に
対
す
る
回
答
を
得
て
、
独
断
専
行
で
は
な
し
に

伝
え
る
こ
と
こ
そ
歴
史
的
要
請
で
あ
ろ
う
。 

「
尖
閣
・
竹
島
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
の
論
拠
と
と
も
に
中
国
・

韓
国
側
の
論
拠
を
正
確
に
明
解
に
対
比
し
て
、
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
説

明
を
す
る
こ
と
。
そ
の
上
で
外
交
交
渉
を
積
み
上
げ
て
い
く
。
繰
り
返
し

丹
念
に
国
民
へ
の
説
明
を
お
こ
な
っ
て
乖
離
を
き
た
さ
な
い
こ
と
。 
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「
相
手
ニ
ク
シ
」
の
国
民
感
情
や
独
断
専
行
の
立
場
か
ら
の
行
動
か
ら
で

は
解
決
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
っ
て
国
民
が
国
防
意
識
を
持
た
な
い
か
ぎ

り
国
家
も
「
平
和
憲
法
」
も
守
れ
な
い
。
軍
事
に
直
結
し
な
い
国
防
意
識

の
醸
成
も
政
治
の
側
の
課
題
で
あ
る
。「
歴
史
を
使
い
」
つ
つ
「
歴
史
を
越

え
る
」
新
た
な
時
代
へ
の
契
機
と
な
る
。
日
本
は
か
つ
て
の
よ
う
に
紛
争

解
決
の
手
段
と
し
て
「
軍
隊
」
は
使
わ
な
い
で
、
戦
争
を
知
ら
な
い
国
民

に
対
し
て
強
い
国
防
意
識
を
育
て
て
い
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
必
要
な

の
で
あ
る
。 

「
靖
国
参
拝
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
戦
っ
た
す
べ
て
の
英
霊
を
祀
る
と
い

う
日
本
的
死
生
観
は
、
中
国
・
欧
米
側
に
は
通
用
し
な
い
。「
戦
争
犯
罪
人
」

は
歴
史
の
舞
台
か
ら
抹
消
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
わ
か
り
や
す
い
例

で
い
え
ば
、
戦
闘
の
場
を
遊
技
に
し
た
チ
ェ
ス
・
象
棋
と
日
本
将
棋
と
を

比
べ
れ
ば
よ
い
。
前
者
は
敵
対
者
を
盤
か
ら
排
除
す
る
の
に
対
し
て
、
日

本
将
棋
で
は
コ
マ
（
兵
）
を
や
り
と
り
し
て
活
か
し
て
使
う
。
日
本
将
棋

の
ほ
う
が
人
道
的
戦
闘
と
い
え
な
く
は
な
い
が
、
お
互
い
の
ル
ー
ル
を
崩

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
本
質
的
な
違
い
を
正
確
に
国
民
に
説
明
し
、

そ
の
上
で
外
交
的
な
対
処
を
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
麻
生
（
太
郎
）
副
総

理
は
問
題
の
本
質
を
と
ら
え
て
い
な
い
し
、
国
民
を
説
得
も
し
て
い
な
い

し
、
外
交
的
な
対
処
も
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
問
題
を
こ
じ
ら
せ
る

ば
か
り
で
あ
る
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 

「
戦
争
は
避
け
得
な
か
っ
た
の
か
」 

最
後
に
質
問
者
が
「
石
原
莞
爾

な
か
り
せ
ば
」
と
い
う
質
問
を
し
た
。「
い
ず
れ
戦
争
に
は
な
っ
た
で
し
ょ

う
が
」
と
前
置
き
し
た
が
、
加
藤
さ
ん
は
「
戦
争
は
避
け
得
な
か
っ
た
の

か
」
と
置
き
換
え
て
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
セ
ミ
ナ
ー
一
回
分

の
テ
ー
マ
を
数
分
で
答
え
る
の
は
ム
リ
で
あ
る
。 

中
国
側
の
リ
ー
ダ
ー
の
ひ
と
り
蒋
介
石
は
、
「
日
中
関
係
は
四
分
六
分
」

と
い
っ
て
い
た
し
、
理
性
あ
る
軍
人
と
し
て
平
和
交
渉
の
可
能
性
は
あ
っ

た
と
み
る
。
平
和
主
義
者
の
江
田
（
五
月
）
さ
ん
の
発
言
に
即
し
て
い
え

ば
、
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
戦
争
は
ど
こ
で
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
を
検
証
し
、
平
和
を
危
う
く
す
る
戦
争
へ
の
芽
は
ど
う
摘
め
ば
い
い

の
か
に
回
答
を
得
る
こ
と
で
も
あ
る
。
加
藤
さ
ん
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、

会
場
で
議
論
す
べ
き
今
日
的
テ
ー
マ
の
よ
う
に
推
察
さ
れ
た
。 

講
演
を
終
え
て
質
問
の
手
が
あ
が
ら
な
い
。
こ
の
沈
黙
が
何
に
起
因
す

る
か
を
講
師
が
理
解
す
る
の
に
や
や
時
間
が
か
か
っ
た
。 

講
演
者
と
し
て
の
加
藤
さ
ん
は
、
三
十
分
余
の
講
演
を
抑
揚
豊
か
に
淀

み
な
く
語
り
終
え
た
。
し
か
し
手
と
指
の
動
き
は
仔
細
に
す
ぎ
、
繰
り
返

さ
れ
る
抑
揚
は
次
第
に
耳
に
触
り
、
早
口
の
こ
と
ば
は
押
し
つ
け
が
ま
し

く
さ
え
聞
こ
え
て
、
聴
衆
と
し
て
は
つ
い
て
い
け
ず
に
伴
走
（
伴
奏
）
を

止
め
て
ひ
と
し
き
り
聞
き
流
す
。
書
き
手
と
し
て
明
晰
で
あ
る
こ
と
と
語

り
手
と
し
て
明
解
で
あ
る
こ
と
と
は
違
う
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か

く
、
講
演
を
聞
き
な
が
ら
、
憲
法
改
正
、
国
防
軍
、
国
際
的
孤
立
、
格
差

拡
大
と
い
っ
た
世
情
の
中
で
の
「
国
民
世
論
の
築
き
方
」
に
つ
い
て
は
い

く
つ
も
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 
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