
憲
法
違
反
の
戦
争
法（
安

全
保
障
関
連
法
）
を
廃
止

す
る
た
め
に
、
総
が
か
り

行
動
実
行
委
員
会
は
「
戦

争
法
の
廃
止
を
求
め
る
統

一
署
名
」
を
２
０
０
０
万

人
以
上
集
め
る
こ
と
を
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。

藤
島
地
域
で
は
、「
庄
内

医
療
生
協
藤
島
支
部
」
や

「
藤
島
九
条
の
会
連
絡
会
」

が
、
署
名
目
標
を
２
０
０

０
人
と
し
て
運
動
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

２
月

日
現
在
の
藤
島

21

地
域
の
署
名
数
は
１
０
８

３
筆
と
な
り
、
目
標
の
半

数
に
達
し
ま
し
た
。

ご
協
力
に
心
か
ら
感
謝

し
ま
す
。

全
国
で
は
、
集
約
日
は

４
月

日
と
し
、
５
月
３

25

日
憲
法
集
会
で
発
表
を
め

ざ
し
て
い
ま
す
。

署
名
を
封
筒
に
入
れ
郵

便
受
け
な
ど
に
テ
ー
プ
で

貼
っ
て
あ
る
と
、
頂
い
て

く
る
の
に
便
利
で
す
。

ま
だ
の
方
は
ぜ
ひ
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
鳥

越
俊
太
郎
さ
ん
は
、
正
直

な
か
ば
諦
め
、
参
院
選
は

与
党
勢
力
に
押
し
切
ら
れ

る
と
悲
観
的
に
な
っ
て
い

た
が
、
合
意
は
そ
れ
を
吹

き
飛
ば
し
て
く
れ
た
と
率

直
に
語
っ
て
い
る
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
進
ま

な
い
と
す
る
報
道
が
目
立

ち
、
同
じ
よ
う
に
悲
観
的

な
見
方
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
鳥
越
さ
ん
同

様
「
願
っ
て
い
た
」「
大
歓

迎
」
の
声
が
上
が
っ
て
い

る
。「

民
報
藤
島
に
後
押
し

さ
れ
て
」
と
い
う
仙
台
の

Ｋ
さ
ん
か
ら
「
今
朝
の
し

ん
ぶ
ん
赤
旗
見
て
万
歳
を

叫
ん
だ
」
と
い
う
メ
ー
ル

が
来
た
。

野
党
５
党
が
４
項
目

を
確
認日

国
会
内
で
民
主
党

19
岡
田
代
表
、
維
新
の
党
松

野
代
表
、
共
産
党
志
位
委

員
長
、
社
民
党
吉
田
党
首
、

生
活
の
党
小
沢
代
表
が
会

談
し
、
次
の
４
項
目
を
確

認
し
た
。

①
安
保
法
制
の
廃
止
と

集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認

の
閣
議
決
定
撤
回
を
共
通

の
目
標
と
す
る
。

②
安
倍
政
権
の
打
倒
を

目
指
す
。

③
国
政
選
挙
で
現
与
党

お
よ
び
そ
の
補
完
勢
力
を

少
数
に
追
い
込
む
。

④
国
会
に
お
け
る
対
応

や
国
政
選
挙
な
ど
あ
ら
ゆ

る
場
面
で
で
き
る
限
り
の

協
力
を
行
う
。

そ
し
て
今
後
、
幹
事
長

・
書
記
局
長
間
で
具
体
化

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

会
談
後
、
志
位
委
員
長

は
、
国
民
連
合
政
府
の
問

題
は
賛
否
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
状
況
を
リ
ア
ル
に
見
て
、

国
民
連
合
政
府
は
引
き
続

き
主
張
し
て
い
く
が
、
こ

の
問
題
は
横
に
お
い
て
選

挙
協
力
の
協
議
に
入
る
と

い
う
柔
軟
な
姿
勢
を
示
し

た
。あ

く
ま
で
も
「
野
党
共

闘
を
」
と
い
う
国
民
の
願

い
に
一
歩
ず
つ
応
え
、
党

提
案
に
硬
直
に
こ
だ
わ
ら

ず
に
進
め
て
い
く
と
い
う

真
摯
さ
で
あ
る
。（
青
山
）
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な
っ
た
。

奉
公
先
は
隣
村
の
素
封

家
日
向
政
治
様
（
村
人
た

ち
は
さ
ま
と
呼
ん
で
い
る
）

で
あ
る
。

主
人
は
庄
内
藩
主
酒
井

家
と
も
親
交
が
あ
り
村
会

議
長
を
は
じ
め
農
業
団
体

な
ど
要
職
を
務
め
て
お
ら

れ
た
。

稲
の
品
種
改
良
や
農
作

業
の
省
力
化
に
力
を
入
れ

て
い
た
の
で
、
農
作
業
は

勿
論
、
酒
田
の
本
間
農
場

や
鶴
岡
酒
田
の
親
戚
周
り

の
小
間
使
い
が
多
か
っ
た
。

お
蔭
で
酒
田
弁
や
殿
様

言
葉
を
使
う
こ
と
も
覚
え

た
し
、
礼
儀
作
法
も
身
に

つ
け
た
。

日
向
家
に
は
「
日
向
文

庫
」
が
あ
り
世
界
文
学
全

集
、
明
治
文
学
全
集
、
名

曲
の
レ
コ
ー
ド
が
あ
り
、

自
由
に
貸
し
出
し
て
く
れ

る
。雨

で
急
に
休
み
と
な
る

と
隣
の
壘
敷
き
で
音
楽
を

聴
い
た
り
、
本
を
読
む
の

が
楽
し
か
っ
た
。

私
の
読
書
好
き
や
音

楽
に
関
心
あ
る
の
も
こ

の
頃
の
影
響
で
あ
る
と

思
い
感
謝
し
て
い
る
。

若
勢
奉
公

わ
か

ぜ私
は
昭
和

年
３
月
、

17

国
民
学
校
第
１
回
卒
業
で

あ
る
。
前
年

月
８
日
、

12

日
本
海
軍
が
ハ
ワ
イ
真
珠

湾
で
ア
メ
リ
カ
艦
隊
を
奇

襲
攻
撃
し
太
平
洋
戦
争
が

始
ま
っ
た
。
高
等
科
２
年

生
の
時
で
あ
る
。

忘
れ
も
し
な
い
朝
か
ら

み
ぞ
れ
が
降
り
、
体
操
場

の
窓
か
ら
も
み
じ
の
枝
に

少
し
づ
つ
積
も
っ
て
い
く

濡
れ
雪
が
心
に
残
る
。

ラ
ジ
オ
か
ら
軍
艦
マ
ー

チ
（
軍
歌
行
進
曲
）
が
流

れ
て
い
た
が
、
喜
び
で
な

く
悲
し
み
で
も
な
い

月
12

の
鉛
色
の
空
の
よ
う
な
気

持
で
あ
っ
た
。

満
州
事
変
か
ら
日
中
戦

争
、
太
平
洋
戦
争
と
長
い

戦
時
体
制
に
入
っ
た
。

農
村
の
働
き
手
の
多
く

が
軍
隊
に
徴
兵
さ
れ
、
次

三
男
も
満
蒙
開
拓
義
勇
軍

か
海
軍
に
志
願
し
て
行
き

人
手
不
足
が
深
刻
と
な
っ

た
。男

子
同
級
生
は
進
学
す

る
人
も
な
く
就
農
か
就
職

し
た
。

長
男
で
あ
る
私
は
進
学

の
す
す
め
も
あ
っ
た
が
、

若
勢
と
し
て
働
く
こ
と
に

（写真）５野党党首会談に臨む（右２人目から
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１
９
５
７
（
昭
和

)

年

32

２
月
、「
庄
内
農
民
と
ワ
ッ

パ
騒
動
」
と
い
う
小
冊
子

が
出
版
さ
れ
た
。
著
者
は

羽
黒
仙
道
出
身
で
当
時
衆

議
院
議
員
だ
っ
た
上
林
与

一
郎
。

ワ
ッ
パ
騒
動
の
「
ワ
」

の
字
も
知
ら
な
か
っ
た
多

く
の
庄
内
の
人
達
が
、
明

治
初
年
に
起
こ
っ
た
ワ
ッ

パ
騒
動
と
い
う
大
事
件
を

初
め
て
知
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

１
８
７
３
（
明
治
６)

年

末
～
明
治

年
末
ま
で
７

13

年
間
も
続
い
た
庄
内
農
民

に
よ
る
反
対
闘
争
で
あ
る
。

明
治
５
年
、
新
政
府
は

年
貢
の
「
金
納
」
を
全
面

的
に
許
可
し
た
が
、
旧
庄

内
藩
士
に
よ
っ
て
固
め
ら

れ
た
第
２
次
酒
田
県
は
こ

の
こ
と
を
農
民
に
知
ら
せ

ず
、
税
制
は
藩
政
時
代
そ

の
ま
ま
の
政
治
を
続
け
て

い
た
。

御
用
商
人
と
役
人
は
結

託
し
て
米
の
売
買
に
よ
る

差
益
金
で
大
い
に
懐
を
肥

や
し
て
い
た
。

こ
の
事
実
を
知
っ
て
怒

っ
た
農
民
達
の
抵
抗
運
動

が
「
ワ
ッ
パ
騒
動
」
で
あ

る
。前

半
は
「
一
揆
的
な
暴

力
」
も
伴
っ
た
闘
争
だ
っ

た
が
、
後
半
は
主
と
し
て

裁
判
で
争
う
法
廷
戦
術
へ

と
移
行
し
た
。

極
め
て
合
理
的
、
近
代

的
な
闘
争
で
、「
自
由
民
権

運
動
」
の
先
駆
け
と
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。

当
時
の
酒

田
県
政
に
批

判
的
な
反
主

流
派
の
士
族

や
酒
田
の
商

人
、
森
藤
右

衛
門
な
ど
が

指
導
的
役
割
を
担
っ
た
。

騒
動
の
鎮
圧
と
西
南
戦

争
の
絡
み
か
ら
、
西
郷
隆

盛
に
心
酔
す
る
御
家
禄
派

を
牽
制
す
る
策
略
で
、
中

け
ん
せ
い

央
政
府
は
三
島
通
庸
を
酒

み

し
ま
み
ち
つ
ね

田
県
令
に
任
命
し
た
。

こ
れ
に
対
し
庄
内
農
民

は
一
歩
も
引
か
ず
強
く
抵

抗
し
た
。

１
８
７
４(

明
治
７)

年

９
月

日
の
黒
崎
研
堂
日

11

記
に
、「
各
地
に
蜂
起
し
た

農
民
は
い
よ
い
よ
増
長
し

て
役
人
に
刃
向
か
っ
て
お

る
。
維
新
以
来
、
下
民
も

一
律
に
自
由
で
あ
る
と
の

布
告
が
あ
っ
て
か
ら
は
士

族
や
役
人
を
軽
ん
じ
不
逞

の
輩
の
詭
弁
に
そ
そ
の
か

さ
れ
て
、
士
族
も
百
姓
も

平
等
と
思
い
込
み
、
今
更

武
士
だ
っ
た
人
に
頭
を
下

げ
る
必
要
な
ど
毛
頭
な
い

と
ぬ
か
し
、
頑
民
の
極
ま

る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
」
と

あ
る
。（
つ
づ
く
）

性
務
活
動

・

・多
数
を
驕
り
の
自
民
党

か
ら
は
色
々
出
て
き
ま
し

た
で
す
ナ
ー
。
大
臣
に
な

る
と
存
在
感
を
出
し
た
く

て
変
な
こ
と
を
言
い
出
す

も
ん
で
す
が
、
あ
ん
が
い

本
音
な
ん
で
し
ょ
う
ヨ
。

▲
放
射
能
の
基
準
に
は
何

の
根
拠
も
な
い
の
で
す
と

は
、
だ
か
ら
放
射
能
は
あ

ま
り
気
に
し
な
い
で
く
れ

と
言
う
こ
と
か
。
狙
い
は
、

指
定
廃
棄
物
の
一
時
集
積

場
所
が
決
ま
ら
ず
野
積
み

の
状
況
に
文
句
が
出
な
い

よ
う
に
し
た
い
か
ら
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
い
よ
い
よ

廃
炉
に
巨
額
の
経
費
が
必

要
だ
と
は
っ
き
り
し
て
き

た
か
ら
サ
。
し
か
し
、
基

準
に
従
い
国
民
が
安
心
で

き
る
環
境
に
す
る
の
が
あ

ん
た
の
仕
事
で
シ
ョ
ウ
。

▲
放
送
法
の
電
波
停
止
は

本
気
で
す
ゼ
。
自
分
ら
の

悪
政
批
判
は
許
さ
な
い
と

い
う
ん
だ
。
こ
の
流
れ
は

戦
争
法
の
成
立
に
伴
う
も

の
で
、
反
対
派
の
封
じ
込

め
と
見
る
。
か
つ
て
は
戦

争
に
反
対
と
か
日
本
は
負

け
る
ん
じ
ゃ
な
い
、
な
ど

と
言
え
ば
、
特
高
に
捕
ま

り
警
官
に
殴
ら
れ
た
と
い

う
あ
の
流
れ
で
す
よ
。
戦

争
法
反
対
の
２
千
万
人
署

名
の
成
功
で
、
私
達
の
意

思
を
見
せ
つ
け
よ
う
ゼ
。

▲
許
せ
な
い
の
は
、
男
の

産
休
の
ヤ
ツ
だ
ぜ
。
１
月

４
日
は
国
会
の
初
日
。
羽

織
袴
姿
で
の
登
院
だ
っ
た

が
、
着
付
け
は
、
テ
レ
ビ

で
３
回
ア
レ
を
し
た
と
発

表
し
た
彼
女
だ
と
い
う
ぜ
。

▲
記
者
会
見
で
「
他
に
は

な
い
の
か
」
と
聞
か
れ
て

否
定
を
せ
ず
、
ほ
か
に
差

し
障
り
が
あ
る
か
ら
と
答

え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も

週
刊
誌
が
面
白
い
こ
と
を

発
掘
す
る
だ
ろ
う
が
、
性・

務
活
動
は
忙
し
い
人
だ
っ

・た
よ
う
で
す
ナ
。
鶴
岡
の

衆
議
院
と
は
３
年
程
、
ご

夫
婦
だ
っ
た
と
か
。
な
ん

で
こ
ん
な
ヤ
ツ
が
公
認
さ

れ
、
俺
た
ち
の
税
金
を
食

う
ん
で
す
か
。
ア
ベ
首
相

に
も
責
任
を
執
っ
て
辞
め

て
も
ら
わ
な
く
て
は
。
な

ー

み
ん
な
。（
石
川
）

義
務
で
は
な
い
し
、
違
反

し
て
い
る
と
電
波
を
止
め

る
な
ど
は
も
っ
て
の
ほ
か
、

と
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
２
月
17

日
付
で
語
っ
て
い
る
。
そ

の
他
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら

の
記
事
が
あ
る
。

連
載
が
始
ま
っ
た
「
放

送
の
自
由
と
は
何
か
？
」。

放
送
法
は
、
戦
前
、
政
府

が
電
波
を
独
占
し
国
民
に

真
実
を
知
ら
せ
ず
戦
争
に

総
動
員
す
る
た
め
に
使
わ

れ
た
こ
と
の
反
省
・
自
己

批
判
か
ら
放
送
の
言
論
の

自
由
を
保
障
す
る
た
め
に

成
立
し
た
の
だ
と
い
う
。

２
年
前
、
籾
井
勝
人
Ｎ

しんぶん赤旗２月17日付

で
「
政
治
的
に
公
平
で
な

い
放
送
を
す
る
放
送
局
の

電
波
を
止
め
る
可
能
性
が

あ
る
」
と
暴
言
し
安
倍
首

相
も
追
認
し
た
。
こ
の
と

こ
ろ
多
数
と
い
う
驕
り
か

ら
か
大
臣
の
失
言
・
暴
言

が
つ
づ
い
て
い
る
。

野
川
さ
ん
（

）
は
、

65

放
送
法
第
４
条
の
政
治
的

公
平
な
ど
の
規
定
は
、
放

送
局
の
倫
理
規
範
で
法
的

Ｈ
Ｋ
会
長
が
「
政
府
が
右

と
言
う
こ
と
を
左
と
言
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と

の
暴
言
か
ら
、
安
倍
政
権

の
放
送
局
へ
の
さ
ま
ざ
ま

な
干
渉
と
懐
柔
が
始
ま
っ

た
。私

は
戦
中
、
ラ
ジ
オ
・

新
聞
の
大
本
営
発
表
を
信

じ
込
ま
さ
れ
軍
国
少
年
に

育
て
ら
れ
た
。
今
、
テ
レ

ビ
は
世
論
形
成
に
絶
大
な

力
を
持
っ
て
い
る
。「
再
び

政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
」

（
憲
法
前
文
）
戦
争
体
制

が
進
む
こ
と
は
絶
対
に
許

し
て
は
な
ら
な
い
。
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