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メ
デ
ィ
ア
が
関
心
を
持
た
ず
、
ま
と

も
に
報
道
も
し
な
い
た
め
、国
会
の「
憲

法
審
査
会
」
で
憲
法
「
改
正
」
の
大
合

唱
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
多
く

の
国
民
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
。

憲
法
審
査
会
っ
て
何
？

　

憲
法
改
正
を
一
番
の
使
命
と
し
た
安

倍
元
首
相
が
第
一
次
安
倍
内
閣
の
と

き
、
２
０
０
７
年
国
会
法
改
正
を
強
行

し
て
設
置
さ
れ
た
憲
法
審
査
会
。「
与

野
党
の
合
意
で
運
営
す
る
」
な
ど
の
取

り
決
め
も
あ
る
。
何
年
も
機
能
し
て
こ

な
か
っ
た
が
２
０
２
１
年
以
後
、
維

新
、
国
民
民
主
党
が
、
そ
れ
ま
で
の
野

党
ポ
ー
ズ
を
や
め
て
改
憲
を
主
張
し
始

め
、
自
公
と
改
憲
ブ
ロ
ッ
ク
を
組
ん
で

以
来
激
し
く
動
き
始
め
て
い
ま
す
。

議
員
任
期
延
長
改
憲
と
は
？

　

昨
年
12
月
自
民
党
は
憲
法
改
正
の
条

文
案
作
り
を
提
案
。
具
体
的
に
求
め
た

の
が
「
議
員
の
任
期
延
長
改
憲
」。
災

害
な
ど
緊
急
事
態
が
発
生
し
、
選
挙
が

困
難
な
場
合
任
期
を
延
長
し
よ
う
と
い

う
も
の
。

　

改
憲
５
会
派
の
主
張
す
る
国
会
議
員

の
任
期
延
長
と
は

①
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力

攻
撃

②
内
乱
等
に
よ
る
社
会
秩
序
の
混
乱

③
地
震
等
大
規
模
自
然
災
害

④
感
染
症
の
ま
ん
延
、
そ
の
他
こ
れ
に

匹
敵
す
る
事
態
に
お
い
て
適
正
な
選
挙

実
施
が
困
難
な
場
合
に
内
閣
の
判
断
に

よ
り
、
半
年
、
ま
た
は
１
年
、
国
会
議

員
の
任
期
延
長
を
認
め
る
改
憲
を
す

る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　

こ
れ
は
「
武
力
攻
撃
」
な
ど
を
憲
法

に
書
き
込
む
な
ど
、
改
憲
の
本
丸
で
あ

る
９
条
改
憲
へ
の
呼
び
水
に
し
よ
う
と

い
う
も
の
で
す
。
ま
た
任
期
延
長
自
体

が
、
乱
用
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
危
険
な

も
の
で
す
。
本
来
な
ら
４
年
に
一
度
あ

る
衆
議
院
選
挙
で
議
員
を
選
ぶ
権
利
が

国
民
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
権
利
を
制
限

す
る
も
の
で
す
。
外
国
で
も
ト
ル
コ
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
、
大
地
震
の
時
も

選
挙
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

岸
田
首
相
は
退
陣
表
明
直
前
に
「
憲

法
９
条
へ
の
自
衛
隊
明
記
、
緊
急
事
態

条
項
の
設
置
」
な
ど
の
改
正
案
提
出
を

党
に
求
め
ま
し
た
。

　

自
民
党
総
裁
選
に
む
け
て
９
条
改
憲

を
競
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
審
査
委
員
か

ら
は
「
９
条
に
つ
い
て
は
憲
法
審
査
会

で
ま
っ
た
く
話
さ
れ
て
い
な
い
」
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
（
東
久
留
米
九
条
の
会
事
務
局
）

国
民
の
知
ら
な
い

国
民
の
知
ら
な
い

「
憲
法
審
査
会
」
？

「
憲
法
審
査
会
」
？
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南
京
爆
撃

　

日
本
軍
が
中
国
軍
と
衝
突
し
た

の
は
１
９
３
７
年
（
昭
和
12
年
）

７
月
７
日
、北
京
郊
外
盧
溝
橋
（
ろ

こ
う
き
ょ
う
）
で
し
た
。
現
地
で

停
戦
協
定
が
で
き
た
も
の
の
、
華

北
で
日
本
軍
が
総
攻
撃
、
８
月
13

日
に
は
上
海
で
両
軍
が
戦
闘
開
始
、

そ
し
て
15
日
に
日
本
海
軍
機
が
当

時
の
中
国
の
首
都
南
京
に
渡
洋
爆

撃
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
日
、
在
南
京
日
本
大
使
館

員
、
居
留
民
が
中
国
政
府
の
用
意

し
た
特
別
列
車
で
護
衛
の
40
名
の

憲
兵
を
つ
け
て
青
島
へ
向
け
発
車

し
て
い
ま
し
た
。
爆
撃
は
そ
の
３

時
間
後
で
し
た
。
日
本
海
軍
機
は

20
機
、
５
０
０
メ
ー
ト
ル
の
低
空

か
ら
市
内
各
所
を
爆
撃
、
飛
行
場
、

公
園
、
住
宅
密
集
地
に
60
キ
ロ
爆

弾
を
投
下
。
40
分
続
い
た
爆
撃
で

図
書
館
、
生
物
研
究
所
な
ど
の
蔵

書
の
大
半
が
焼
失
し
、
軍
人
、
市

民
の
死
傷
者
数
十
名
の
犠
牲
を
出

し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
日
本
海
軍
は
夜
間
爆

撃
を
繰
り
返
し
南
京
市
民
を
苦
し

め
ま
し
た
。
８
月
27
日
に
は
午
前

１
時
40
分
、
２
時
20
分
、
４
時
ご

ろ
と
真
夜
中
か
ら
明
け
が
た
、
市

内
３
ケ
所
で
火
災
が
発
生
、
お
よ

そ
１
０
０
人
の
市
民
が
死
亡
し
ま

し
た
。

　

連
夜
の
空
襲
は
夕
食
後
、
真
夜

中
、
深
い
眠
り
に
入
る
２
時
ご
ろ
、

さ
ら
に
未
明
の
４
時
ご
ろ
と
定
期

的
に
襲
来
す
る
爆
撃
機
に
南
京
市

民
の
眠
り
は
奪
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
、
ガ
ザ
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ

ル
の
空
爆
が
世
界
か
ら
非
難
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
同
じ
こ
と
を
日
本

が
や
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

上
海
攻
撃
直
後
、
南
京
へ
の
渡

洋
爆
撃
を
行
っ
た
の
は
日
本
海
軍

が
早
い
時
期
か
ら
想
定
、
訓
練
を

行
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

宣
戦
布
告
な
き
爆
撃

　

戦
時
国
際
法
の
「
開
戦
に
関
す
る

条
約
」（
日
本
、
中
国
も
批
准
）
は

「
理
由
を
付
し
た
る
開
戦
宣
言
の
形

式
ま
た
は
条
件
付
き
開
戦
宣
言
を

含
む
最
後
通
牒
の
形
式
を
有
す
る

明
瞭
か
つ
事
前
の
通
告
な
く
し
て
、

そ
の
相
互
間
に
、
戦
争
を
開
始
す

べ
か
ざ
る
こ
と
」
と
定
め
て
い
ま

し
た
。
ま
た
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
（
い

ず
れ
も
１
９
０
７
年
）
は
「
防
守
せ

ざ
る
都
市
、
村
落
、
住
宅
ま
た
は

建
物
は
い
か
な
る
手
段
に
よ
る
も
、

こ
れ
を
攻
撃
ま
た
は
砲
撃
す
る
こ

と
を
得
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
日
本

海
軍
の
南
京
爆
撃
は
非
戦
闘
員
殺

　

戦
後
79
年
の
今
年
、
今
で
は
多

く
の
人
が
実
際
の
戦
争
を
体
験
し

て
い
ま
せ
ん
。

　

終
戦
特
集
の
テ
レ
ビ
な
ど
を
見

て
い
る
と
過
去
の
戦
争
と
言
え
ば

太
平
洋
戦
争
の
こ
と
で
、
真
珠
湾

攻
撃
か
ら
始
ま
っ
た
と
、
錯
覚
さ

せ
ら
れ
ま
す
。

　
「
台
湾
が
中
国
に
攻
め
ら
れ
た

ら
、
戦
う
覚
悟
が
必
要
だ
」
と
麻

生
副
総
理
が
叫
び
ま
し
た
。
す
で

に
沖
縄
の
島
に
は
島
民
よ
り
多
い

人
数
の
自
衛
隊
員
が
配
備
さ
れ
た

り
、
ミ
サ
イ
ル
基
地
化
が
進
め
ら

れ
、
戦
争
準
備
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
今
か
ら
87
年
前
、
日
本
と
中

国
と
の
戦
争
が
ど
う
始
ま
っ
た
の

か
、
改
め
て
考
え
て
み
ま
す
。

日
本
と
中
国
の

日
本
と
中
国
の

戦
争
を
考
え
る

戦
争
を
考
え
る

南京の城壁
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傷
、
非
武
装
地
域
へ
の
爆
弾
投
下

に
よ
り
同
法
違
反
で
も
あ
り
ま
し

た
。南

京
攻
撃　

大
殺
戮

　

上
海
で
日
本
陸
軍
が
攻
撃
を
始

め
た
の
が
８
月
13
日
（
第
２
次
上

海
事
変
）。
上
海
を
制
圧
し
た
の
が

11
月
中
旬
。
日
本
の
大
本
営
が
南

京
攻
略
を
正
式
命
令
し
た
の
は
12

月
１
日
で
す
。　

　

南
京
攻
撃
を
命
じ
ら
れ
た
主
力

は
上
海
派
遣
軍
で
す
。
上
海
攻
略

戦
は
、
中
国
軍
の
激
し
い
抵
抗
に

あ
い
予
想
以
上
に
苦
戦
し
ま
し
た
。

３
ヶ
月
に
わ
た
る
戦
闘
で
疲
れ

切
っ
た
兵
士
を
南
京
に
向
か
わ
せ

た
の
で
す
。
上
海
か
ら
南
京
ま
で

は
東
京
か
ら
名
古
屋
ぐ
ら
い
の
距

離
で
し
た
。
し
か
も
軍
の
補
給
は

な
く
食
料
な
ど
は
現
地
調
達
と
い

う
こ
と
で
途
中
の
村
落
か
ら
略
奪

し
な
が
ら
進
み
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
が
南
京
大
虐
殺
と
言
わ
れ
る
日

本
軍
の
行
動
に
つ
な
が
っ
た
、
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
日
本
軍
は
重
慶
な
ど

奥
地
へ
奥
地
へ
と
追
撃
、
戦
闘
が

続
い
て
ゆ
き
ま
す
。

誰
が
戦
争
を

拡
大
さ
せ
た
の
か

　

北
京
で
の
衝
突
が
起
き
た
と
き

日
本
の
政
府
、
参
謀
本
部
は
不
拡

大
の
方
針
で
、
現
地
で
停
戦
協
定

も
で
き
て
い
ま
し
た
。
陸
軍
内
部

で
も
拡
大
派
と
不
拡
大
派
の
対
立

が
あ
り
ま
し
た
が
、
盧
溝
橋
事
件

を
き
っ
か
け
に
拡
大
派
が
指
導
権

を
握
っ
て
い
き
ま
し
た
。
内
閣
や

参
謀
本
部
の
中
に
は
不
拡
大
派
も

い
ま
し
た
が
、
近
衛
首
相
や
広
田

外
相
ら
は
、「
こ
の
さ
い
中
国
に
強

大
な
一
撃
を
与
え
て
懸
案
を
一
挙

に
解
決
」
し
よ
う
と
い
う
拡
大
派

で
し
た
。
天
皇
も
ソ
連
の
動
き
を

気
に
し
つ
つ
も
拡
大
派
の
立
場
に

立
っ
て
い
ま
し
た
。

　

７
月
27
日
、
内
地
の
３
個
師
団

に
、
北
支
へ
の
派
遣
命
令
が
出
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
命
令
は
支
那
（
中

国
）
派
遣
軍
に
対
し
「
平
津
地
方

の
支
那
（
中
国
）
軍
を
膺
懲
」
せ

よ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
の
支
那
（
中
国
）
派

遣
軍
の
任
務
は
北
京
と
海
港
と
の

交
通
の
確
保
と
居
留
民
保
護
で
し

た
が
、
こ
の
命
令
で
中
国
軍
の
撃

滅
お
よ
び
、
北
京
、
天
津
な
ど
華

北
要
地
の
占
領
が
任
務
と
さ
れ
た

の
で
す
。

　

上
海
陥
落
、
南
京
陥
落
の
た
び

に
銀
座
で
は
勝
利
を
祝
う
ち
ょ
う

ち
ん
行
列
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
軍

部
だ
け
で
な
く
一
般
庶
民
も
戦
争

拡
大
の
流
れ
に
飲
み
込
ま
れ
て
い

き
、
日
本
中
が
戦
争
一
色
に
な
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。　
　
　
（
鈴
木
）

平和の花「柴金草」
　
「
膺
懲
（
よ
う
ち
ょ
う
）」
と
は

「
敵
に
大
打
撃
を
与
え
、
二
度
と
戦

争
が
で
き
な
い
よ
う
、
こ
ら
し
め

る
こ
と
」（
新
明
解
国
語
辞
典
）

笠
原
十
九
司
「
南
京
事
件
」（
岩

波
新
書
）、
藤
原
彰
「
昭
和
天
皇
の

十
五
年
戦
争
」（
青
木
書
店
）
な
ど

を
参
照
し
ま
し
た
。
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私
の
子
ど
も
時
代

　
　
　
　
　
　

相
沢
康
之
（
南
沢
）

　

私
は
太
平
洋
戦
争
の
始
ま
る
一
ケ

月
前
の
一
九
四
一
年
十
一
月
に
母
の

実
家
、
静
岡
県
下
田
市
で
誕
生
、
二

ケ
月
後
父
の
実
家
、
新
潟
県
柏
崎
市

に
転
居
し
ま
し
た
。
父
の
祖
父
が
肺

結
核
に
感
染
し
、
そ
の
看
病
と
家
業

の
手
伝
い
に
母
が
行
く
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
出
産
後
二
ケ
月
の
乳
飲

み
子
を
含
め
子
ど
も
四
人
を
連
れ
て

の
行
動
は
今
考
え
る
と
無
謀
と
い
う

ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
祖
父
の
看

病
が
そ
の
後
の
私
の
人
生
を
大
き
く

変
え
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
母
の
看

病
の
甲
斐
も
な
く
二
年
後
に
祖
父
が

死
亡
し
、
再
び
下
田
市
に
戻
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
私
を
除
く
家
族
四
人

が
結
核
に
感
染
。
母
は
重
病
で
、
私

が
四
歳
の
時
に
三
十
四
歳
で
亡
く
な

り
ま
し
た
。
戦
時
中
の
た
め
大
流
行

だ
っ
た
結
核
を
防
ぐ
こ
と
も
、
結
核

の
薬
も
、
栄
養
と
な
る
食
料
も
乏
し

く
散
々
な
時
代
で
し
た
。

　

そ
の
後
家
族
で
埼
玉
県
浦
和
市
に

転
居
。
戦
後
の
混
乱
の
中
、
衣
食
住

の
確
保
が
大
変
な
時
代
で
し
た
。

　

一
九
四
八
年
、
私
が
小
学
校
一
年

生
の
時
、
二
番
目
の
姉
も
結
核
で
死

亡
。
父
と
長
女
は
結
核
に
侵
さ
れ
た

肺
の
手
術
で
、
兄
は
要
注
意
な
ど
、

私
以
外
す
べ
て
肺
結
核
で
し
た
。
私

が
小
学
校
四
年
に
な
っ
た
と
き
、
病

弱
だ
っ
た
父
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者

だ
っ
た
女
性
と
再
婚
。
我
が
家
に
も

新
し
い
母
親
が
来
た
の
で
す
。

　

四
月
に
入
っ
て
、
新
し
い
女
性
担

任
、
菅
先
生
の
家
庭
訪
問
は
忘
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
せ
、
私

の
学
校
で
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
る

と
思
い
、
反
抗
し
て
外
に
出
て
行
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
母
と
担
任
と
の

話
し
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
、
家
に
戻
る

と
二
人
は
涙
を
流
し
な
が
ら
ま
だ
話

を
し
て
い
ま
し
た
。
私
が
戻
る
な
り

す
ぐ
担
任
は
帰
り
ま
し
た
。
話
の
内

容
は
聞
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

一
九
五
四
年
私
が
中
学
生
に
な
っ

た
と
き
に
、
初
め
て
母
親
が
自
分
の

経
歴
と
あ
の
時
の
話
を
し
て
く
れ
ま

し
た
。「
私
は
結
婚
し
夫
、
娘
二
人

息
子
と
生
活
し
て
い
ま
し
た
が
、
夫

は
結
核
で
亡
く
な
り
、
三
人
の
子
ど

も
も
結
核
で
次
々
亡
く
な
っ
た
」「
菅

先
生
も
夫
が
戦
死
、
子
ど
も
も
結
核

で
亡
く
な
り
独
り
身
に
」
と
い
う
話

で
し
た
。
こ
の
時
か
ら
私
は
、
周
り

の
人
々
の
話
も
よ
く
聞
き
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

母
は
、
い
つ
も
「
戦
争
は
絶
対
に

起
こ
し
て
は
い
け
な
い
。
戦
争
は
あ

ら
ゆ
る
面
で
、
正
常
な
日
常
生
活
を

壊
し
て
し
ま
う
。
大
流
行
の
結
核
も

防
げ
ず
、
徴
兵
制
で
一
家
の
大
黒
柱

も
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
戦
争
は
天
災

で
な
く
人
災
」と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
、
国
民
の
中
に
二
度
と
あ
の

悲
惨
な
戦
争
を
起
こ
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
世
論
が
で
き
て
い
ま
し

た
。
文
部
省
か
ら
「
新
し
い
憲
法
の

は
な
し
」
の
冊
子
も
（
一
九
四
七
年
）

発
行
さ
れ
ま
し
た
。「
教
え
子
を
戦

場
に
送
る
な
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

も
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　（
年
金
者
組
合
東
久
留
米
支
部
発
行

「
戦
争
を
語
り
つ
ぐ
」
か
ら
転
載
、

短
く
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）

　
　

◆
平
和
を
考
え
る
本
◆

『
女
の
国
会
』

（
新
川
帆
立
・
著
／
幻
冬
舎
）

　
　
　
　
　

定
価
１
８
０
０
円
＋
税

　

与
党
第
一
党
の
国
会
議
員
、「
お
嬢
」

こ
と
朝
沼
侑
子
が
自
殺
し
た
。

　

彼
女
と
は
何
か
と
敵
対
し
、「
憤
慨

お
ば
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
野
党
第

一
党
の
高
月
磬
は
、
朝
沼
の
死
の
責
任

を
云
々
さ
れ
る
が
、
実
は
、
あ
る
法
案

に
関
し
て
は
思
い
を
同
じ
く
し
て
い

た
。
―
―
性
同
一
性
障
害
特
例
法
の
改

正
案
を
通
す
こ
と
。

　

朝
沼
に
は
遺
書
の
よ
う
な
メ
モ
が
残

さ
れ
て
い
た
が
、
高
月
は
納
得
で
き
な

い
。
高
月
と
新
聞
記
者
の
和
田
山
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
か
ら
朝
沼
の
死
の
真

相
を
探
り
始
め
る
。
さ
ら
に
、
高
月
の

秘
書
と
地
方
議
員
も
巻
き
込
ん
で
、
女

性
４
人
に
よ
る
真
実
の
探
求
が
始
ま

る
。

　

そ
れ
に
つ
れ
て
、
大
物
政
治
家
の
死

や
古
め
か
し
い
後
継
者
争
い
の
真
相
等

が
次
々
に
暴
か
れ
て
行
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
田
桂
子
）


