
１．

家
族
依
存
と
「
甘
え
」
社

会
で
あ
る
こ
と
を
憲
法
の
基
本

原
理
と
す
る

自
民
党
の
憲
法
改
正
案
は
、
24
条
１

項
に
新
た
な
規
定
を
新
設
し
た
。
そ
こ

に
は
、「
家
族
は
、
社
会
の
自
然
か
つ
基

礎
的
な
単
位
と
し
て
、
尊
重
さ
れ
る
。

家
族
は
互
い
に
助
け
あ
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
あ
る
。「
家
族
」
が
登
場
す

る
の
は
こ
こ
だ
け
で
な
い
。
前
文
で
は
、

「
和
を
尊
び
、
家
族
や
社
会
全
体
が
互
い

に
助
け
合
っ
て
国
家
を
形
成
す
る
」
と

あ
る
。

改
正
案
は
13
条
で
、「
全
て
国
民
は
、

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
あ
る

「
個
人
」
を
、「
人
」
と
書
き
替
え
、「
個

人
」
を
基
礎
単
位
と
す
る
こ
と
を
否
定

し
た
こ
と
は
、
前
回
と
前
々
回
で
指
摘

し
た
が
、
こ
れ
を
受
け
て
、
基
礎
的
単

位
は
、「
個
人
」
で
な
く
、「
家
族
」
で

あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
守
旧
派
が
わ
ざ
わ
ざ
24

条
１
項
を
新
設
し
た
の
は
、
今
の
日
本

で
は
家
族
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る

と
感
じ
、
家
族
の
助
け
合
い
を
憲
法
に

書
き
込
ま
な
い
と
不
安
で
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
今
の
日
本
は
、
家
族
関
係

が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
全

く
逆
に
「
親
離
れ
」、「
子
離
れ
」
で
き

な
い
と
い
う
現
象
が
加
速
し
て
い
る
。

私
が
大
学
に
入
っ
た
70
年
代
、
大
学
の

入
学
式
に
参
加
し
た
が
る
親
は
ほ
と
ん

ど
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
小
学
校
の
入
学

式
の
よ
う
に
、
親
が
大
学
の
入
学
式
に

参
加
す
る
の
は
当
た
り
前
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
大
学
の

卒
業
式
も
当
然
の
よ
う
な
顔
を
し
て
親

が
参
加
し
て
い
る
。

大
学
の
先
生
に
聞
け
ば
、「
今
は
親
の

た
め
に
、
就
職
説
明
会
を
開
か
な
い
と
、

親
は
納
得
し
な
い
の
で
す
よ
。
開
催
す

る
と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
ま
で
一
緒
に
き
ま
す
よ
」
な
の
だ
そ

う
だ
。

普
通
の
国
で
は
、
16
才
く
ら
い
か
ら

親
離
れ
が
始
ま
り
、
自
分
は
将
来
社
会

で
何
が
で
き
る
か
、
真
剣
に
考
え
る
よ

う
に
な
る
。
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
出
れ
ば
、

親
か
ら
独
立
し
て
自
分
の
道
を
歩
み
始

め
る
。
親
も
そ
れ
を
当
然
と
し
て
、
社

会
に
送
り
出
す
。
そ
れ
が
親
の
責
務
と

考
え
て
い
る
の
だ
。

社
会
も
18
歳
に
な
れ
ば
大
人
扱
い
で
、

選
挙
権
も
与
え
る
。
若
者
も
積
極
的
に

投
票
し
、
独
立
票
と
し
て
選
挙
結
果
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
子
供
は
20
歳
に
な
っ
て
も
ま
る

で
子
供
で
、
ろ
く
に
投
票
に
い
か
な
い
。

投
票
権
な
ど
20
歳
で
も
持
て
あ
ま
し
て

い
る
の
に
、
18
歳
で
投
票
な
ど
と
ん
で

も
な
い
と
い
う
の
が
日
本
で
あ
る
。

あ
て
が
い
ぶ
ち
の
受
験
勉
強
だ
け
し

て
自
分
探
し
な
ど
し
た
こ
と
も
な
く
、

親
が
買
っ
て
く
れ
た
就
活
ル
ッ
ク
で
面

接
に
走
り
回
る
。
会
社
は
、
世
界
で
日

本
に
し
か
な
い
新
卒
一
括
採
用
主
義
で

迎
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
会
社
で
新

人
教
育
を
し
て
も
ら
い
、
や
っ
と
社
会

人
ら
し
く
な
る
。
日
本
人
の
精
神
的
成

熟
度
は
、
23
歳
が
諸
外
国
の
17
歳
く
ら

い
だ
。

最
近
、
大
手
企
業
の
人
事
部
長
か
ら

聞
い
た
話
で
あ
る
が
、
新
入
社
員
の
母

親
が
、「
息
子
が
上
司
か
ら
い
じ
め
ら
れ

て
い
る
の
で
、
何
と
か
し
ろ
」
と
ね
じ

込
ん
で
く
る
例
が
、
年
に
一
度
や
二
度

は
あ
る
と
い
う
。

結
婚
式
も
「
親
に
オ
ン
ブ
に
ダ
ッ
コ
」

だ
し
、
家
を
買
う
と
な
れ
ば
、
資
金
援

助
を
す
る
の
は
当
た
り
前
で
、
日
本
人

は
い
く
つ
に
な
っ
て
も
親
離
れ
が
で
き

な
い
。
親
は
親
で
老
い
れ
ば
、
子
供
に

面
倒
を
見
て
も
ら
う
の
が
当
た
り
前
と

思
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
親
に
対
す
る
「
甘
え
」

が
大
人
に
な
っ
て
も
残
る
の
が
、
日
本

人
の
「
甘
え
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
甘

え
」
は
、
今
の
日
本
で
は
ま
す
ま
す
増

殖
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
の
守
旧
派
は
、
こ
の

様
な
現
状
を
み
て
も
ま
だ
不
安
で
、
そ

れ
ゆ
え
、
憲
法
に
「
家
族
の
助
け
合
い
」

を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
入
れ
よ
う
と
す
る
の

だ
。
彼
ら
の
「
甘
え
度
」
は
相
当
な
も

の
で
あ
る
。

２．

日
本
の
「
甘
え
」
教
育
が

固
定
し
て
し
ま
う
！

親
に
は
母
親
だ
け
で
な
く
父
親
も
い

る
。
父
親
は
子
供
を
親
離
れ
さ
せ
て
、

「
個
人
」
と
し
て
一
人
で
も
生
き
て
い
け

る
よ
う
、
危
な
い
こ
と
に
ど
ん
ど
ん
挑

戦
さ
せ
る
。
親
が
い
な
く
て
も
、
逞
し

く
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
の
だ
。

他
方
、
母
親
は
反
対
に
子
供
を
守
ろ

う
と
す
る
。「
危
な
い
こ
と
を
し
て
は
だ

め
よ
」
と
言
っ
て
、
子
供
の
先
回
り
を

し
て
守
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
父

権
と
母
権
は
本
来
逆
の
機
能
を
有
し
、
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

こ
の
両
者
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
提
供
さ
れ

て
初
め
て
子
供
は
健
や
か
に
育
つ
。

と
こ
ろ
が
日
本
は
、
本
稿
の
第
一
回

で
強
調
し
た
と
お
り
、
母
権
絶
対
で
あ

り
、
父
権
不
在
で
あ
る
。
逞
し
く
育
て
、

一
人
で
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
社

会
に
送
り
出
す
と
い
う
父
権
を
行
使
す

る
者
が
い
な
い
。
逆
に
、
父
親
は
母
親

と
一
緒
に
、
子
供
に
一
生
懸
命
受
験
勉

強
さ
せ
て
、
い
い
大
学
に
入
れ
、
い
い

会
社
に
入
れ
る
こ
と
を
目
標
に
す
る
。

父
親
は
ま
る
で
母
親
の
補
助
者
で
あ
る
。

学
校
教
育
で
は
、
第
一
ス
テ
ッ
プ
は

知
識
を
詰
め
込
む
こ
と
、
第
二
ス
テ
ッ

プ
は
、
あ
た
え
ら
れ
た
問
題
に
対
し
て
、

自
分
で
考
え
て
答
え
を
出
す
こ
と
、
第

三
ス
テ
ッ
プ
は
、
さ
ら
に
問
題
点
を
自

分
で
見
つ
け
出
し
て
、
解
答
を
考
え
る

ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
第
二
、

第
三
ス
テ
ッ
プ
は
、
子
供
を
独
り
立
ち

さ
せ
、「
個
人
」
と
し
て
の
確
立
を
目
指

す
父
権
型
教
育
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

第
一
ス
テ
ッ
プ
は
、
先
生
が
先
回
り
し

て
、
覚
え
る
べ
き
知
識
を
用
意
す
る
母

権
型
教
育
で
あ
る
。

日
本
の
中
学
、
高
校
の
教
育
は
、
徹

底
し
て
第
一
ス
テ
ッ
プ
だ
け
で
あ
り
、

先
生
が
一
方
通
行
で
知
識
を
詰
め
込
む

教
育
で
あ
る
。
こ
れ
が
教
育
勅
語
時
代

か
ら
延
々
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
日

本
の
学
校
教
育
の
際
だ
っ
た
特
徴
だ
。

さ
ら
に
受
験
勉
強
が
こ
れ
を
徹
底
さ
せ

る
。
受
験
勉
強
は
、
出
題
範
囲
も
科
目

も
あ
て
が
わ
れ
た
一
方
通
行
教
育
の
極

致
で
あ
る
（
こ
の
点
は
、
本
稿
の
41
回

で
説
明
し
た
）。

日
本
で
、「
ゆ
と
り
教
育
」
が
取
り
入

れ
ら
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、

｢

ゆ
と
り｣

に
よ
り
、
第
二
、
第
三
の
ス

テ
ッ
プ
を
導
入
し
よ
う
も
の
な
ら
改
革

の
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
実
際
は
、

単
に
第
一
ス
テ
ッ
プ
の
中
で
「
ゆ
と
り
」

を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
だ
け
だ
っ
た
。

そ
れ
故
、
生
徒
の
学
力
が
低
下
し
た
だ

け
で
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
日

本
の
教
育
界
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ど
う

し
て
も
第
一
ス
テ
ッ
プ
に
固
執
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。

生
徒
が
「
個
人
」
と
し
て
確
立
す
る

こ
と
を
嫌
悪
す
る
学
校
教
育
は
、
家
族

に
過
度
に
依
存
し
よ
う
と
す
る
、
自
民

党
の
改
正
草
案
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
軌
を

一
に
す
る
。
自
民
党
の
改
正
草
案
は
、

今
の
日
本
の
病
弊
を
そ
の
ま
ま
固
定
し

よ
う
と
す
る
、
極
め
て
保
守
的
、
復
古

的
な
も
の
で
あ
る
。

３．

憲
法
で
「
和
を
尊
ぶ
」
こ

と
を
要
求

守
旧
派
は
家
庭
を
重
視
す
る
が
、
同

時
に
「
和
を
尊
び
」
と
言
っ
て
、「
和
」

を
重
視
す
る
。「
和
」
と
は
、「
家
族
が

互
い
に
依
存
し
あ
い
、
も
た
れ
合
う
こ

と
に
よ
り
、
安
心
感
を
享
受
す
る
心
的

状
況
」
で
あ
る
。

前
文
で
は
、「
基
本
的
人
権
を
尊
重
す

る
と
と
も
に
、
和
を
尊
び
、
家
族
や
社

会
全
体
が
互
い
に
助
け
合
っ
て
国
家
を

形
成
す
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本

的
人
権
の
尊
重
と
和
の
尊
重
を
セ
ッ
ト

に
し
、
人
権
の
尊
重
は
一
応
認
め
て
や

る
が
、「
和
を
尊
ぶ
」
こ
と
を
忘
れ
る
な

と
強
く
警
告
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
和
を
尊
び
」、「
社
会
全
体

が
互
い
に
助
け
合
っ
て
」
と
宣
言
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「
も
た
れ
合
っ
た

家
庭
の
居
心
地
の
良
い
状
態
」
が
社
会

生
活
の
な
か
に
も
あ
る
こ
と
を
理
想
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
違
い
や
個
性
、
変
化
、

競
争
は
「
和
」
の
大
敵
で
あ
る
。「
和
」

が
強
調
さ
れ
る
世
界
は
、
個
性
や
競
争
、

変
化
を
嫌
う
変
わ
れ
な
い
世
界
で
あ
る
。

「
和
」
の
社
会
で
は
、「
個
」
を
排
除
し

責
任
は
み
ん
な
で
負
う
の
で
、
責
任
は

分
散
し
、
結
局
無
責
任
が
は
び
こ
る
。

「
赤
信
号
、み
ん
な
で
渡
れ
ば
怖
く
な
い
」

の
世
界
が
展
開
す
る
。
こ
の
様
な
社
会

か
ら
は
責
任
感
あ
る
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー

も
出
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

憲
法
の
な
か
で
わ
ざ
わ
ざ
「
和
を
尊

び
」
な
ど
と
い
っ
て
い
れ
ば
、
日
本
は

保
守
思
想
の
下
で
安
定
す
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
文
化
的
に
も
経
済
的
に
も
政

治
的
に
も
変
わ
れ
な
い
社
会
に
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

４．

世
界
は
ど
の
方
向
に
進
ん

で
い
る
の
か

ア
メ
リ
カ
の
35
代
大
統
領
ジ
ョ
ン
・

Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
は
１
９
６
０
年
、
そ
の

就
任
式
で
、「
国
が
何
を
し
て
く
れ
る

の
か
を
求
め
る
の
で
な
く
、
君
た
ち
が

国
に
対
し
て
何
が
で
き
る
か
を
問
え
」

と
い
っ
た
。（A

sk n
o
t w

h
a
t yo

u
r

c
o
u
n
try

 c
a
n
 d

o
 fo

r y
o
u
 -a

sk

w
h
at yo

u
 can

 d
o
 fo

r yo
u
r co

u
n
-

try

）こ
の
歴
史
に
残
る
名
言
は
、
社
会
が

良
い
か
悪
い
か
、
国
が
良
い
か
悪
い
か

は
、
国
民
一
人
一
人
の
責
任
で
あ
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、「
君
た
ち
」
と
い

う
「
個
人
」
に
問
い
か
け
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、「
個
人
」
が
社
会
の

形
成
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
こ
と
を
強

く
求
め
る
の
が
、
い
ま
世
界
が
目
指
し

て
い
る
共
通
の
方
向
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
民
党
の
守
旧
派
は
、
こ

の
様
な
、
一
人
一
人
の
「
個
人
」
が
国

を
築
き
あ
げ
る
と
い
う
発
想
が
最
も
嫌

い
で
あ
る
。
国
民
は
、「
伝
統
や
秩
序
」

や
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」
に
従
順
で

あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
だ
。
そ
も
そ

も
社
会
の
基
礎
単
位
は
、「
個
人
」
で

な
く
「
家
庭
」
で
あ
り
、
国
民
は
、
家

族
と
助
け
合
え
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で

あ
る
。

そ
し
て
こ
の
家
族
の
助
け
合
い
の
集

合
が
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
国
家

が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
発
想
は
、
社
会
全
体
を
世
界
の
潮

流
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
に
向
か
せ

て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
。
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