
１．

安
倍
首
相
は
「
国
体
」
理

論
を
唱
え
て
い
る
！

安
倍
首
相
は
、
２
０
１
４
年
２
月
３

日
の
衆
議
院
予
算
員
会
の
質
疑
で
、

「
憲
法
は
日
本
と
い
う
国
の
形
・
理
想

と
未
来
を
語
る
も
の
」
と
述
べ
た
。
こ

れ
は
、
改
憲
論
者
の
共
通
し
た
認
識
で

あ
り
、
自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案
の
基

本
的
哲
学
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
安
倍
首
相
の
発
言
の

本
質
を
理
解
で
き
た
も
の
は
、
野
党
に

も
い
な
か
っ
た
し
、
マ
ス
コ
ミ
内
に
も

い
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
大
し
て
反

響
も
無
く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
発
言
の
本
質
を
理
解
す
れ
ば
、

首
相
解
任
を
迫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ほ
ど
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
日
本
と
い
う
国
の
形
・
理
想

と
未
来
を
語
る
も
の
」
と
は
、
明
治
憲

法
の
「
国
体
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
日

本
国
憲
法
は
、
以
下
に
説
明
す
る
通
り
、

こ
れ
と
は
全
く
逆
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
基

づ
く
の
だ
が
、
よ
く
考
え
る
と
、
日
本

人
の
国
民
性
は
む
し
ろ
こ
の
「
国
体
」

理
論
に
馴
染
む
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

２．

１
０
０
人
の
中
で
、
自
分

だ
け
が
違
っ
て
い
る
時
ど
う
す

る
か１

０
０
人
の
人
間
が
い
て
、
自
分
が
、

そ
の
「
良
心
」
に
し
た
が
っ
て
判
断
し

た
結
果
が
、
周
り
の
99
人
と
違
っ
て
い

た
時
に
ど
う
す
べ
き
か
。

周
り
に
合
わ
せ
る
生
き
方
は
、
今
の

日
本
文
化
の
主
流
で
あ
ろ
う
。
若
者
が

よ
く
使
う
、
Ｋ
Ｙ
、
つ
ま
り
「
空
気
」

を
読
む
と
い
う
は
、
周
り
の
「
空
気
」

に
合
わ
せ
て
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
周
り
の

雰
囲
気
に
合
わ
せ
、「
和
」
を
優
先
す

る
世
界
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
国
憲
法
の
前
提
と

す
る
人
間
像
は
、
こ
の
日
本
人
の
平
均

的
な
人
間
像
と
は
逆
で
あ
り
、
周
り
の

99
人
と
違
っ
て
い
て
も
、「
良
心
」
に

し
た
が
っ
て
判
断
す
る
こ
と
を
理
想
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
、「
良
心
の
自
由
」

を
最
も
重
要
で
基
本
的
な
人
権
と
と
ら

え
て
い
る
。
そ
れ
故
、
思
想
・
良
心
の

自
由
を
規
定
す
る
19
条
は
、「
こ
れ
を

侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
別
格
に
扱

っ
て
い
る
。

信
教
の
自
由
の
20
条
、
表
現
に
自
由

の
21
条
、
学
問
の
自
由
の
23
条
で
は
、

単
に
「
保
障
す
る
」
と
し
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
人
の
平
均
的
な
生
き
方

で
あ
る
、
周
り
の
99
人
に
合
わ
せ
、

「
空
気
」
を
読
ん
で
行
動
す
る
場
合
の
、

そ
の
「
空
気
」
は
、
そ
れ
が
社
会
全
般

の
「
空
気
」
と
な
れ
ば
「
公
」
で
あ
り
、

国
レ
ベ
ル
で
考
え
る
時
の
「
空
気
」
と

な
る
と
「
国
体
」
と
な
る
。
そ
し
て
、

「
国
体
」
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
安
倍

首
相
が
言
っ
た
「
日
本
と
い
う
国
の

形
・
理
想
と
未
来
を
語
る
も
の
」
で
あ

る
。改

正
草
案
は
、
国
民
自
身
に
「
国
の

形
・
理
想
と
未
来
」
を
語
ら
せ
る
の
で

な
く
、
憲
法
で
初
め
か
ら
国
民
の
前
に

掲
げ
て
お
く
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

国
民
は
考
え
る
存
在
で
な
く
、
掲
げ
ら

れ
た
「
国
体
」
に
従
順
に
従
う
存
在
だ

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
、
こ
れ
と
は
全
く
異

な
る
。
各
人
が
、
自
分
の
「
良
心
」
に

従
っ
て
、「
国
の
形
・
理
想
と
未
来
を

語
る
」
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
多

様
な
「
国
の
形
・
理
想
と
未
来
」
が
登

場
す
る
が
、
そ
の
「
多
様
性
」
こ
そ
重

要
で
あ
り
、
そ
の
多
様
性
が
ぶ
つ
か
り

合
い
な
が
ら
民
主
的
手
法
で
国
が
進
む

べ
き
方
向
を
見
出
し
て
い
く
の
が
、
近

代
的
民
主
主
義
国
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
日
本
国
憲
法
の
理
想
と
す
る
人

間
像
は
、
99
人
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
理

想
と
す
る
今
の
日
本
人
の
国
民
性
と

は
、
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
端
的

に
言
え
ば
、
基
本
的
人
権
の
面
で
は
、

日
本
人
は
日
本
国
憲
法
を
消
化
し
き
っ

て
は
い
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
、「
国
体
」

理
論
に
戻
ろ
う
と
す
る
自
民
と
の
憲
法

改
正
草
案
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。

今
の
日
本
人
は
、
基
本
的
人
権
の
面

で
、
消
化
し
き
っ
て
い
な
い
日
本
国
憲

法
を
消
化
で
き
る
よ
う
に
前
進
す
る

か
、
む
し
ろ
、
も
っ
と
馴
染
み
や
す
い

「
国
体
」
理
論
の
自
民
党
改
正
草
案
に

戻
る
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

３．

東
洋
の
理
想
は
日
本
国
憲

法
と
共
通
す
る

私
は
、
中
学
・
高
校
時
代
、
学
校
が

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
だ
っ
た
の
で
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
士
か
ら
、
繰
り
返

し
「
人
は
、
周
り
の
99
人
と
違
っ
て
い

て
も
、
自
分
の
良
心
が
正
し
い
と
命
じ

る
こ
と
に
従
う
の
で
す
」
と
教
わ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
学
校
を
一
歩
出
る
と
、

「
99
人
の
周
り
が
そ
う
だ
と
言
っ
て
い

る
の
な
ら
、
そ
れ
に
合
わ
せ
る
の
が
正

し
い
生
き
方
だ
」
と
い
う
世
界
観
が
待

第63回　自民党の改正草案検証（その21）

日本人はいつ「お天道さま」（おてんとさま）を忘れたのか

「「 甘甘 ええ 」」 がが 日日 本本 をを 滅滅 ぼぼ すす
どうすれば強い日本を作れるのか

弁護士　金子博人

The Lawyers April 2015 1

随想



2 The Lawyers April 2015

■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
良
心
」
に
従
う
こ

と
を
理
想
と
す
る
世
界
観
は
、
キ
リ
ス

ト
教
社
会
だ
け
で
な
く
、
東
洋
の
理
想

で
も
あ
る
の
だ
。
と
い
う
よ
り
も
、
東

洋
の
ほ
う
が
も
っ
と
過
激
で
あ
る
。

孟
子
は
、「
自
ら
反
み
て
（
か
え
り

み
て
）
縮
け
れ
ば
（
な
お
け
れ
ば
）、

千
万
人
と
雖
も
吾
往
か
ん
（
良
心
に
問

う
て
正
し
い
と
思
っ
た
ら
、
１
０
０
０

万
人
の
敵
が
あ
っ
て
も
、
自
分
の
意
志

を
貫
き
通
す
）」（
孟
子
巻
第
三
、
公
孫

丑
章
句
上
）
と
い
っ
て
い
る
。
孟
子
で

は
、
99
人
ど
こ
ろ
か
、
千
万
人
と
な
っ

て
い
る
。
実
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
教

え
だ
。

王
陽
明
は
、
宋
学
を
代
表
す
る
哲
学

者
で
あ
り
、
陽
明
学
の
始
祖
で
あ
る
が
、

そ
の
陽
明
学
の
言
行
録
で
あ
る
「
伝
習

録
」
中
卷
に
は
、「
之
を
心
に
求
め
て

非
な
れ
ば
、
其
の
言
の
孔
子
に
出
ず
と

雖
ど
も
、
敢
え
て
持
っ
て
是
と
為
さ
ざ

る
な
り
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
こ

れ
は
、「
自
分
の
良
知
に
従
っ
て
正
し

い
と
思
え
ば
、
孔
子
の
教
え
と
違
っ
て

い
て
も
自
分
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
従

え
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

日
本
人
に
馴
染
む
「
国
体
」
理
論

は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
と
相
い
れ
な
い

だ
け
で
な
く
、
東
洋
の
理
想
と
も
相
容

れ
な
い
、
日
本
固
有
の
孤
立
し
た
世
界

観
な
の
だ
。

４．

か
つ
て
、「
お
天
道
さ
ま
」

（
お
て
ん
と
さ
ま
）
が
あ
っ
た

昔
、
日
本
人
の
心
の
基
軸
に
「
天
道
」

が
あ
っ
た
。「
天
道
」
は
、
当
時
の
日

本
人
に
と
っ
て
ど
う
決
断
し
ど
う
生
き

る
か
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。「

天
道
」
は
、
庶
民
に
と
っ
て
は
、

「
お
天
道
さ
ま
」（
お
て
ん
と
さ
ま
）
で

あ
っ
た
。
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、「
お

天
道
さ
ま
に
筒
抜
け
だ
」、「
お
天
道
さ

ま
が
見
て
い
る
」、「
お
天
道
さ
ま
が
お

見
通
し
だ
」、「
お
天
道
さ
ま
に
申
し
訳

な
い
」
と
自
分
を
た
し
な
め
、
人
を
諭

し
た
。

「
お
天
道
さ
ま
が
見
て
い
る
」
と
い

う
時
、
自
分
の
判
断
の
基
準
は
「
天
」

で
あ
り
、
周
り
の
者
が
何
を
し
て
い
る

か
、
何
を
考
え
る
か
で
は
な
く
、
人
間

の
世
界
を
超
越
し
た
「
天
」
と
い
う
観

念
が
、
そ
の
人
の
是
非
の
判
断
の
基
準

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
１
０
０
人
の
中

で
、
周
り
の
99
人
が
違
う
こ
と
を
や
っ

て
い
て
も
、「
天
」
の
命
ず
る
と
こ
ろ

に
従
う
と
い
う
、
個
人
が
自
己
の
「
良

心
」
に
従
っ
て
、
自
己
の
責
任
で
判
断

す
る
世
界
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
も
、
か
つ
て

は
「
良
心
」
に
従
っ
て
判
断
す
る
こ
と

を
理
想
と
す
る
時
代
が
あ
っ
た
の
だ
。

で
は
い
つ
日
本
人
が
「
お
天
道
様
」
を

忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
で
も
、
戦
国
時
代
ま
で
は
「
天

道
」
と
い
う
観
念
が
あ
り
、
真
理
の
源

と
し
て
の
天
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た

と
、
丸
山
真
男
は
言
う
。
そ
の
説
明
を

引
用
す
れ
ば
、「
武
士
の
エ
ー
ト
ス
の

概
念
的
な
合
理
化
は
」、「
そ
の
最
も
典

型
的
な
表
現
が
、『
道
理
』
の
観
念
お

よ
び
天
道
思
想
で
あ
っ
た
」、
こ
れ
は

「
一
種
の
自
然
法
思
想
と
い
っ
て
よ
い
」

（
丸
山
真
男
講
義
録
・
第
五
刷
１
０
１

頁
。
東
京
大
学
出
版
会
）
と
い
う
。

こ
の
時
ま
で
は
、
武
士
だ
け
で
な
く

庶
民
も
、「
お
天
道
様
」
に
恥
じ
な
い

よ
う
に
生
き
よ
う
と
、
あ
の
青
空
を
見

上
げ
な
が
ら
堂
々
と
生
き
て
い
た
は
ず

だ
。江

戸
初
期
の
儒
学
者
で
あ
る
林
羅
山

や
伊
藤
仁
斎
に
も
「
天
」
が
あ
っ
た
。

宋
学
に
お
け
る
根
元
的
な
真
理
は
、

「
天
理
」
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
個
人
が
「
理
」
を
求
め
真
理

を
求
め
る
と
、
そ
の
個
人
は
、
な
ぜ
人

は
生
ま
れ
で
身
分
の
差
が
出
る
か
と
、

封
建
体
制
そ
の
も
の
に
疑
問
を
感
じ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
封
建

的
身
分
制
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
幕
藩
体
制
に
と
っ
て
、
朱

子
や
王
陽
明
で
は
権
力
維
持
に
障
害
と

な
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、

丸
山
真
男
が
「
儒
教
思
想
の
革
命
的
転

換
」
と
称
し
た
出
来
事
が
必
然
的
に
起

こ
る
こ
と
に
な
る
。

荻
生
徂
徠
（
１
６
６
６
〜
１
７
２
８

年
）
と
い
う
大
学
者
は
、
個
人
が
「
天
」

と
い
う
真
理
を
求
め
る
と
い
う
、
個
人

に
よ
る
自
己
の
内
面
の
追
求
を
止
め
、

極
め
る
対
象
を
個
人
の
心
の
外
に
求

め
、「
天
」
の
代
わ
り
に
、「
聖
人
」
に

置
き
換
え
た
。
こ
の
「
聖
人
」
が
、

「
生
ま
れ
な
が
ら
の
身
分
を
甘
受
し
て
、

従
順
に
権
力
者
に
服
従
す
る
こ
と
が
人

の
道
だ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
す
れ

ば
、
幕
藩
体
制
は
安
泰
と
な
る
の
だ
っ

た
。徂

徠
以
降
の
日
本
の
儒
学
者
は
、

「
お
前
ら
は
バ
カ
な
の
だ
か
ら
天
の
真

理
な
ど
わ
か
る
わ
け
が
な
い
。
判
る
の

は
偉
い
聖
人
だ
け
だ
か
ら
、
お
前
ら
は

聖
人
が
言
う
こ
と
を
学
ん
で
、
大
人
し

く
そ
れ
に
従
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
だ
」

と
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

庶
民
の
意
識
か
ら
も
、「
お
天
道
さ
ま
」

が
消
え
て
い
っ
た
の
だ
。

徂
徠
が
没
し
た
２
６
０
年
後
の
１
８

９
０
年
、
教
育
勅
語
が
導
入
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
徂
徠
学
の
「
聖
人
」
が
、

「
皇
祖
皇
宗
」、
つ
ま
り
天
皇
の
祖
先
に

入
れ
替
わ
り
、
臣
民
は
、「
皇
祖
皇
宗
」

が
残
し
た
「
遺
訓
」
に
従
順
で
、
そ
の

深
く
厚
い
「
徳
」
を
し
た
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
天
道
を
忘

れ
た
教
育
勅
語
が
成
立
し
、
そ
れ
で
育

っ
た
日
本
人
は
、「
天
道
」
に
真
実
を

求
め
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
が
「
皇
祖

皇
宗
」
の
遺
訓
だ
と
し
て
呈
示
さ
れ
た

も
の
に
黙
従
し
、「
国
体
」
を
護
持
し
、

国
民
精
神
総
動
員
の
も
と
国
を
滅
ぼ
す

方
向
に
邁
進
し
て
い
っ
た
の
だ
。

自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案
の
「
前
文
」

は
、
ど
う
見
て
も
、
教
育
勅
語
を
書
き

直
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
倍
首
相
を
筆

頭
に
、
彼
ら
は
、「
お
天
道
様
」
を
忘

れ
た
こ
の
時
代
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る

の
だ
。

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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