
☆
五
月
は
憲
法
の
誕
生
月

ー
六
七
歳
に
な
っ
た
憲
法
、
そ
の
行
方
は
？
ー

最
近
の
世
論
調
査
に
見
る
憲
法
に
対
す
る
国
民
の
意
識

◇
「
憲
法
っ
て
、
権
力
を
縛
り
国
民
を
守
る
法
律
だ
っ
た
ん
で
す
ね
」
・
・
・
「
立
憲
主
義
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
知
っ
た
あ
る
主
婦
の
声
で
す
。
立
憲
主
義
を
軽
視
す
る
安
倍
さ
ん

の
数
少
な
い
功
績
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◇
一
方
、
自
民
党
の
改
憲
草
案
に
対
す
る
国
民
の
警
戒
感
が
こ
こ
に
来
て
非
常
に
高
ま
っ
て

い
ま
す
。
あ
る
新
聞
の
世
論
調
査
で
は
、
昨
年
に
比
べ
て
憲
法
を
変
え
な
い
方
が
良
い
が

３
７
％
か
ら
５
０
％
に
、
９
条
を
変
え
な
い
方
が
良
い
が
５
２
％
か
ら
６
４
％
に
増
加
し

て
い
ま
す
。
他
の
新
聞
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
調
査
で
も
同
じ
傾
向
で
す
。

新
た
に
出
て
き
た
「
解
釈
改
憲
」
「
限
定
容
認
」

◇
昨
年
、
憲
法
改
正
の
発
議
要
件
を
国
会
の
賛
成
３
分
の
２
か
ら
２
分
の
１
に
し
よ
う
と
し

た
安
倍
政
権
は
「
裏
口
入
学
と
同
じ
だ
」
と
批
判
さ
れ
、
な
ら
ば
今
度
は
「
解
釈
に
よ
り

憲
法
を
変
え
よ
う
」
と
い
う
新
た
な
知
恵
を
絞
り
出
し
て
き
ま
し
た
。

◇
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に
国
民
の
６
割
以
上
が
反
対
し
て
い
る
と
見
る
や
、
範
囲
を

限
定
し
て
認
め
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
知
恵
を
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
批
判
が

高
い
と
み
る
や
今
度
は
個
別
的
自
衛
権
の
範
囲
を
拡
大
す
る
知
恵
を
出
し
て
き
ま
し
た
。

◇
ア
リ
の
一
穴
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
堅
い
堤
防
も
崩
れ
る
の
で
す
。
政

府
は
こ
こ
に
来
て
、
と
に
か
く
解
釈
で
法
律
を
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
既
成
事

実
作
り
に
軸
足
を
移
し
て
き
た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

国
民
の
健
全
な
感
覚
こ
そ
改
憲
阻
止
の
防
波
堤

◇
憲
法
を
変
え
た
い
人
た
ち
は
、
裏
口
入
学
・
解
釈
改
憲
・
限
定
容
認
・
範
囲
拡
大
な
ど
次

か
ら
次
へ
と
知
恵
を
絞
っ
て
迫
っ
て
き
ま
す
。
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
、
つ
い
そ
れ
な
ら

い
い
の
で
は
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

◇
一
点
突
破
さ
れ
る
と
こ
の
国
は
、
あ
と
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
戦
争
や
格
差
社
会
に
落
ち

て
ゆ
く
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

◇
六
七
歳
に
な
っ
た
憲
法
、
ま
だ
ま
だ
元
気
で
働
い
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
み
な
さ
ん
の
健

全
な
感
覚
と
愛
情
こ
そ
頼
み
の
綱
で
す
。
幸
い
こ
こ
に
来
て
よ
う
や
く
改
憲
意
図
の
危
険

性
が
国
民
に
わ
か
っ
て
来
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
し
っ
か
り
見
は
っ
て
ゆ
き
ま
し
ょ

う
。

二
〇
一
四
年
五
月
十
一
日(

日
）

第
五
六
七
回
憲
法
を
守
る
平
和
行
進

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

◆憲法の基本原則：基本的人権、国民主権、平和主義◆
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〔
こ
と
ば
解
説
〕

・
解
釈
改
憲

＝
憲
法
の
読
み
方
を
変
え
て
実
質
的
に
憲
法
を
変
え
て
し
ま
お
う
と
い
う
方
法
。
正
規

の
手
続
き
で
の
改
憲
が
難
し
い
の
で
編
み
出
さ
れ
た
方
法
。
こ
れ
を
「
解
釈
壊
憲
」

と
言
う
人
も
い
る
。

・
集
団
的
自
衛
権
＝
自
分
の
国
が
攻
め
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
同
盟
国
が
攻
め
ら
れ
た
ら
、
出
か
け
て
行

っ
て
武
力
攻
撃
す
る
権
利
。
国
民
の
６
割
以
上
が
反
対
し
て
い
る
。
政
府
は
範
囲
を

狭
め
て
理
解
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る(

＝
限
定
容
認)
。
し
か
し
範
囲
は
不
透
明
。

・
個
別
的
自
衛
権
＝
実
際
に
日
本
が
武
力
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
他
に
防
ぐ
方
法
が
な
い
な
ら
最
小
限
の
武

力
で
自
衛
す
る
権
利
。
こ
れ
は
９
条
が
あ
っ
て
も
国
民
の
多
く
は
認
め
て
い
る
。
最

近
政
府
は
、
こ
の
権
利
を
拡
大
し
て
攻
撃
さ
れ
て
い
な
く
て
も
そ
う
だ
と
思
っ
た
ら

攻
撃
す
る
よ
う
解
釈
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。


