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強
権
に
よ
る
「
君
が
代
」
強
制
の
撤
回
を
訴
え
ま
す

脅
し
や
命
令
に
よ
っ
て
教
育
を
左
右
す
る
こ
と
は
誤
り
で
す

５
月
１
７
日
、
橋
下
知
事
は
「
大
阪
維
新
の
会
」
が
府
議
会
で
過
半
数
を
占
め
た
こ
と
を
背
景
に
「
時
の
権
力
に
仕
え
る
こ
と
が

国
民
・
市
民
に
仕
え
る
こ
と
」
「
従
わ
な
い
も
の
は
や
め
さ
せ
る
」
と
し
て
卒
業
式
等
で
の
「
君
が
代
」
斉
唱
に
際
し
教
職
員
の
起
立

を
義
務
づ
け
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

処
分
の
脅
し
を
背
景
と
し
た
「
命
令
」
に
よ
っ
て
教
職
員
の
良
心
を
縛
り
、
生
徒
・
府
民
へ
の
「
君
が
代
強
制
」
を
進
め
よ
う
と
す

る
こ
の
強
権
的
な
や
り
方
は
、
教
育
を
歪
め
る
不
当
な
介
入
そ
の
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
撤
回
を
強
く
要
求
し
ま
す
。

「
時
の
権
力
に
仕
え
る
こ
と
が
国
民
・
市
民
に
仕
え
る
こ
と
」
と
い
う
知
事
の
主
張
は
「
戦
中
は
『
鬼
畜
米
英
』
と
教
え
た
同
じ
先

生
が
終
戦
後
は
豹
変
し
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
を
礼
賛
し
た
」
と
い
う
例
（
朝
日
５
．
１
７
付
投
書
「鬼
畜
米
英
叫
ん
だ
教
師
の
豹
変
」
）

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
無
惨
な
教
員
類
型
を
良
し
と
す
る
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
教
育
や
教
職
員
の
あ

り
方
を
再
び
生
み
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
決
意
こ
そ
が
戦
後
の
新
し
い
教
育
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

学
校
教
育
法
２
８
条
は
「
教
諭
は
（
児
童
の
）
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
」
と
簡
潔
に
教
員
の
職
務
権
限
を
定
め
て
い
ま
す
。
し
か
し

戦
前
の
法
律
は
「
訓
導
ハ
校
長
ノ
命
ヲ
受
ケ
教
育
ヲ
掌
ル
」
（
国
民
学
校
令
第
１
７
条
）
で
し
た
。
真
理
・
真
実
、
良
心
に
基
づ
く
の

で
は
な
く
「
上
が
命
じ
た
こ
と
」
を
無
批
判
に
教
え
さ
せ
る
と
い
う
教
育
政
策
を
す
す
め
た
こ
と
が
つ
い
に
は
国
を
誤
り
、
無
謀
な

戦
争
で
周
り
の
国
の
人
た
ち
に
も
大
変
な
災
厄
を
与
え
る
に
至
っ
た
こ
と
へ
の
深
刻
な
反
省
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
戦
後
教
育
法
制

の
確
立
に
あ
た
っ
て
の
国
会
論
議
で
は
山
本
有
三
氏
（
緑
風
会
参
院
議
員
・
作
家
）
ら
の
こ
う
し
た
提
起
を
受
け
て
学
校
教
育
法

か
ら
「
学
校
長
ノ
命
ヲ
受
ケ
」
が
削
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
を
重
く
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

国
旗
・
国
歌
法
は
義
務
化
、
強
制
を
し
て
い
ま
せ
ん

１
９
９
９
年
、
国
論
を
二
分
す
る
論
議
の
な
か
で
国
会
で
の
多
数
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
た
現
在
の
国
旗
・
国
歌
法
は
「
１
，
国
旗

は
日
章
旗
と
す
る

２
，
国
歌
は
君
が
代
と
す
る
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ
ず
か
２
条
の
こ
の
法
律
に
は
何
ら
義
務
づ
け

や
罰
則
の
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
制
定
の
過
程
で
は
当
時
の
小
渕
首
相
や
野
中
官
房
長
官
、
有
馬
文
部
大
臣
ら
に
よ
っ
て

繰
り
返
し
「
義
務
づ
け
は
し
な
い
」
「
強
制
は
し
な
い
」
こ
と
が
答
弁
さ
れ
、
そ
の
後
も
「
教
育
委
員
会
と
教
職
員
組
合
の
間
で
、
立

つ
、
立
た
ん
、
歌
う
、
歌
わ
ん
で
処
分
ま
で
や
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
制
定
に
尽
力
し
た
私
の
気
持
ち
と
し
て
は
不
本
意
で
、
・
・
残

念
に
思
っ
て
い
ま
す
。
」
（野
中
広
務
氏

日
弁
連
「
自
由
と
正
義
」
２
０
０
７
年
１
２
月
号
よ
り
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

学
習
指
導
要
領
は
教
育
の
内
容
、
方
法
を
学
校
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
て
い
ま
す

卒
業
式
等
で
の
日
の
丸
・
君
が
代
に
関
わ
る
職
務
命
令
や
そ
れ
に
基
づ
く
教
職
員
処
分
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
学
習
指

導
要
領
・
特
別
活
動
の
項
に
あ
る
「
入
学
式
や
卒
業
式
な
ど
に
お
い
て
は
、
国
旗
を
掲
げ
る
と
共
に
国
歌
を
斉
唱
す
る
よ
う
指

導
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
規
定
の
み
で
す
。

し
か
し
、
学
習
指
導
要
領
は
も
と
も
と
が
教
育
の
全
国
な
水
準
を
維
持
す
る
た
め
の
「
大
綱
的
な
基
準
」
で
あ
り
、
「
法
的
拘

束
性
」
を
持
た
せ
る
こ
と
へ
の
疑
義
が
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
育
の
あ
り
方
自
体
と
し
て
、
指
導
要
領
そ
の
も
の
を
廃

止
し
て
学
校
現
場
で
の
実
態
に
則
し
た
教
育
課
程
編
成
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
性
が
自
民
党
政
権
時
に

出
さ
れ
た
経
緯
さ
え
あ
り
ま
す
。

「
教
育
内
容
へ
の
国
の
介
入
は
抑
制
的
で
あ
る
べ
き
」
と
の
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
、
学
習
指
導
要
領
は
具
体
的
な
教
育
の
内

容
や
方
法
に
つ
い
て
は
記
さ
ず
、
個
々
の
学
校
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
て
い
ま
す
。
卒
業
式
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
子
ど
も
た
ち
の
門
出

を
心
か
ら
祝
い
励
ま
す
こ
と
を
主
眼
と
し
た
学
校
独
自
の
創
意
あ
る
実
践
を
次
々
に
つ
ぶ
し
「
日
の
丸
・
君
が
代
の
扱
い
に
つ
い
て

の
望
ま
し
い
形
」
ま
で
押
し
つ
け
て
い
る
現
在
の
教
育
委
員
会
の
や
り
方
は
、
こ
う
し
た
学
習
指
導
要
領
の
あ
り
方
か
ら
さ
え
、
既

に
大
き
く
逸
脱
を
し
て
い
ま
す
。

学
校
教
育
で
国
旗
・
国
歌
を
強
制
す
る
国
は
少
数
で
す

多
く
の
国
で
も
国
旗
・
国
歌
に
対
す
る
尊
重
と
教
育
の
場
で
の
取
り
扱
い
は
別
の
も
の
で
す
。
文
部
科
学
省
調
査
に
も
あ
る
よ

う
に
学
校
教
育
の
場
で
国
歌
・
国
旗
の
強
制
を
行
っ
て
い
る
国
は
天
安
門
事
件
以
降
の
中
国
な
ど
ご
く
少
数
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
の
場
合
、
「
国
旗
・
国
歌
」
そ
の
も
の
が
司
法
の
判
断
で
も
「
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
は
、
政

治
的
・
宗
教
的
に
見
て
、
未
だ
価
値
中
立
的
な
存
在
と
な
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
」
（
東
京
地
裁0

6
.9
.2
1

）
と
さ
れ
る
現
状
で
は

な
お
さ
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

東
京
高
裁
判
決
は
懲
戒
権
の
乱
用
と
断
じ
、
処
分
取
り
消
し
を
命
じ
て
い
ま
す

東
京
都
で
行
わ
れ
た
君
が
代
強
制
に
関
わ
る
１
６
８
人
の
不
起
立
行
為
等
へ
の
処
分
に
つ
い
て
、
３
月
１
０
日
東
京
高
裁
第
二

民
事
部
（
大
橋
寛
明
裁
判
長
）
は
職
務
命
令
の
適
法
性
を
認
め
な
が
ら
も
「
不
起
立
行
為
等
を
理
由
と
し
て
懲
戒
処
分
を
科
す

こ
と
は
、
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
を
欠
き
、
重
き
に
失
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
懲
戒
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫

用
す
る
も
の
と
い
う
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
懲
戒
処
分
を
取
り
消
し
て
い
ま
す
。

判
決
は
「
控
訴
人
等
の
不
起
立
行
為
等
は
、
自
己
の
個
人
的
利
益
や
快
楽
の
実
現
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
、
職
務
怠
慢
や

注
意
義
務
違
反
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
破
廉
恥
行
為
や
犯
罪
行
為
で
も
な
く
、
生
徒
に
対
し
正
し
い
行
為
を
行
い
た
い
な
ど
と
い

う
前
記
の
と
お
り
の
内
容
の
歴
史
観
な
い
し
世
界
観
又
は
信
条
及
び
こ
れ
に
由
来
す
る
社
会
生
活
上
の
信
念
等
に
基
づ
く
真
摯

な
動
機
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
控
訴
人
ら
に
と
っ
て
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
行
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と

述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
バ
カ
教
員
の
思
想
信
条
の
自
由
」
（
橋
下
氏

tw
itter

よ
り
）
の
問
題
に
矮
小
化
す
る
知
事
の
姿
勢
は
大

き
な
間
違
い
に
つ
な
が
り
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
最
善
の
利
益
を
追
求
で
き
る
学
校
を

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
命
令
に
よ
る
強
制
に
よ
っ
て
学
校
教
育

の
内
容
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
」
は
圧
倒
的
多
数
の
教
職
員
が
不
同
意
で
す
。

教
育
の
場
が
「
時
の
権
力
」
に
お
も
ね
て
、
子
ど
も
た
ち
の
最
善
の
利
益
よ
り
も
為
政
者
へ
の
迎
合
を
優
先
す
る
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
は
、
全
て
の
府
民
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

強
権
に
よ
る
「
君
が
代
」
強
制
の
撤
回
を
強
く
訴
え
ま
す
。
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大
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