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パネリストとして発言する、佐々木憲昭
衆院議員（３日、名古屋市内） 

憲
法
記
念
日
の
５
月
３
日
、
日
本
青
年

会
議
所(

JC)

愛
知
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
が

主
催
す
る
「
憲
法
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」

が
名
古
屋
市
内
で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
日
本
共
産
党
の

佐
々
木
憲
昭
衆
議
院
議
員
、
自
民
党
の
馬

渡
龍
治
衆
議
院
議
員
、
民
主
党
の
大
塚
耕

平
参
議
院
議
員
、
半
田
女
性
活
動
連
絡
協

議
会
の
加
藤
美
幸
氏
、
名
城
大
学
学
生
の

岩
瀬
理
恵
氏
が
参
加
し
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
は
08
年
度
日
本
青
年
会
議
所
副
会

頭
の
中
島
和
生
氏
が
つ
と
め
ま
し
た
。 

佐
々
木
憲
昭
議
員
は
最
初
に
、
次
の
よ

う
に
の
べ
ま
し
た
。 

「
憲
法
と
は
、
国
が
し
た
が
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
決
ま
り
で
す
。 

 

政
治
を
行
う
ひ
と
が
勝
手
に
権
力
を
使

う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
定
め
た
基
本
原
理

で
、
国
家
権
力
の
側
を
制
限
し
国
民
の
人

権
を
守
る
、
そ
う
い
う
性
格
を
も
っ
て
い

る
の
で
す
。 

 

天
皇
制
政
府
の
起
こ
し
た
あ
の
侵
略
戦

争
で
、
日
本
国
民
310
万
人
、
ア
ジ
ア
で
２

千
万
人
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
反
省
か
ら
、
前
文
で
は
『
政
府
の
行
為

に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
』

『
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言

し
』
と
う
た
っ
て
お
り
、
『
国
民
主
権
原

理
』
『
恒
久
平
和
主
義
』
『
平
和
的
生
存

権
』
な
ど
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

平
和
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
人
々
の
人

権
と
生
存
を
維
持
し
保
障
す
る
た
め
の
条

件
と
な
る
の
で
す
」
。 

 

そ
の
後
、
現
在
の
憲
法
論
議
を
ど
う
見

て
い
る
か
、
国
民
の
幸
福
と
基
本
的
人
権

に
つ
い
て
、
新
し
い
人
権
に
つ
い
て
、
平

和
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
議
論
の
あ
り

方
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
見
解
を

表
明
し
ま
し
た
。 

 

憲
法
９
条
で
は
、
日
本
共
産
党
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
民
主
党
の
パ
ネ
リ
ス
ト
も
、

女
性
活
動
家
も
、
学
生
も
「
変
え
る
べ
き

で
な
い
」
と
い
う
立
場
を
表
明
。
会
場
の

参
加
者
に
意
見
を
「
赤
」
「
青
」
の
紙
を

上
げ
る
形
で
き
い
た
と
こ
ろ
、
「
変
え
る

べ
き
で
な
い
」
と
い
う
意
見
が
６
割
ぐ
ら

い
を
占
め
、
憲
法
９
条
を
守
れ
と
い
う
世

論
が
多
数
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

 
日
本
青
年
会
議
所
は
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
、
改
憲
の
運
動
の
一
翼
を
担
っ
て
い
ま

す
が
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
が
成
功
し
て

い
る
と
は
言
え
ず
、 

憲
法
改
悪
を
許
さ

な
い
と
い
う
世
論
が
、
大
き
な
力
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
示
す
討
論
に
な
り
ま
し

た
。 

  

 

日
本
国
憲
法
が
な
ん
の
留
保
も
つ

け
ず
に
基
本
的
人
権
を
保
障
し
て
い

る
の
は
、
明
治
憲
法
下
で
は
法
律
に
よ

っ
て
、
い
く
ら
で
も
人
権
が
制
限
さ
れ

た
と
い
う
反
省
か
ら
来
て
い
ま
す
。 

 

明
治
憲
法
の
も
と
で
は
、
国
民
は
す

べ
て
臣
民
と
さ
れ
、
個
人
と
し
て
の
自

由
は
保
障
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

た
と
え
ば
、
政
治
を
変
え
よ
う
と
す

る
考
え
や
運
動
は
、
治
安
維
持
法
と
い

う
法
律
を
作
り
弾
圧
し
ま
し
た
。
最
高

刑
は
死
刑
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

『
蟹
工
船
』
を
書
い
た
小
林
多
喜
二

（1903

～1933

年
）
も
、
あ
の
当
時
、

人
権
を
抑
圧
す
る
体
制
を
批
判
し
、
国

民
が
主
権
者
だ
と
訴
え
た
た
め
、
治
安
維

持
法
違
反
で
特
高
警
察
に
捕
ま
り
、
東
京

の
築
地
警
察
署
で
拷
問
を
受
け
、
そ
の
日

の
う
ち
に
命
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。
29
歳
と

い
う
若
さ
で
し
た
。 

明
治
憲
法
と
そ
の
も
と
で
作
ら
れ
た
法

律
に
よ
っ
て
、
人
々
の
心
の
な
か
に
ま
で

支
配
を
及
ぼ
し
、
国
家
権
力
に
服
従
し
な

い
と
い
う
だ
け
で
、
逮
捕
し
て
拷
問
し
命

ま
で
奪
っ
た
の
で
す
。 

 

二
度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
、

人
権
を
制
約
し
な
い
と
誓
っ
た
の
が
、
現

在
の
日
本
国
憲
法
で
す
。 

 

「
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
」
と

い
う
条
件
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
唯
一
、

人
権
と
人
権
が
ぶ
つ
か
り
合
う
場
面
を
想

定
し
て
、
そ
の
「
調
整
」
の
た
め
に
「
公

共
の
福
祉
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
の

で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
い
ま
、
こ
の
「
公
共
の
福
祉
」

を
い
う
言
葉
を
ね
じ
曲
げ
て
、
人
権
よ
り

も
高
い
価
値
が
あ
る
か
の
よ
う
に
い
う
動

き
が
あ
り
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
、
軍
事
が
人
権
よ
り
優
先
す

る
な
ど
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
、
憲
法
の
「
公
共
の
福
祉
」

の
意
味
を
ま
っ
た
く
理
解
し
な
い
も
の
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

（
佐
々
木
憲
昭
衆
院
議
員
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
） 


