
「
安
保
法
制
違
憲
訴
訟
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
つ
い
て 

 
一
、
日
本
国
は
、
先
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
反
省
の
上
に
憲
法
を
制
定
し
、
そ
の
第
九
条
に
お
い
て
、
国
際
紛
争

を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
放
棄
し
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
戦
力
を
持
た
ず
、
交
戦
権
を
認
め
な

い
こ
と
を
明
確
に
定
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
歴
代
の
日
本
国
政
府
に
お
い
て
も
、
長
期
間
に
わ
た
り
、
専
守
防
衛

に
徹
し
、
個
別
的
自
衛
権
は
認
め
ら
れ
る
が
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
憲
法
九
条
に
反
す
る
と
の
解
釈
を
堅
持

し
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
国
の
安
倍
政
権
が
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
に
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の
閣

議
決
定
を
行
い
、
二
〇
一
五
年
九
月
一
九
日
の
未
明
に
強
行
採
決
に
よ
っ
て
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
可
能
と
し

た
新
安
保
法
制
を
成
立
さ
せ
る
歴
史
的
暴
挙
を
犯
し
て
か
ら
八
年
半
が
経
過
し
ま
し
た
。
憲
法
改
正
と
い
う
正

規
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
、
戦
争
へ
の
道
を
切
り
拓
く
憲
法
九
条
の
実
質
的
改
定
が
内
閣
に
よ
る
「
解
釈
改
憲
」

と
い
う
、
前
例
の
な
い
政
治
的
手
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
す
。 

角
田
禮
次
郎
内
閣
法
制
局
長
官
は
一
九
八
三
年
二
月
二
二
日
に
国
会
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
内
閣
は
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
を
認
め
た
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
憲
法
改
正
と
い
う
手
段
を
当
然
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
」
な
ど
、
憲
法
九
条
の
条
文
を
変
え
な
い

限
り
集
団
的
自
衛
権
行
使
は
不
可
能
で
あ
る
と
答
弁
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
当
時
の
安
倍
内
閣
は
解
釈
変
更

だ
け
で
可
能
と
し
た
の
で
す
。 

私
た
ち
は
、
安
倍
政
権
に
よ
る
憲
法
改
正
へ
の
策
動
が
集
団
的
自
衛
権
容
認
の
閣
議
決
定
と
い
う
形
で
具
体

化
し
て
か
ら
は
、
安
保
法
制
を
違
憲
と
す
る
憲
法
訴
訟
を
提
起
で
き
な
い
か
、
真
剣
に
検
討
を
始
め
ま
し
た
。
し

か
し
、
違
憲
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
法
曹
界
、
と
り
わ
け
弁
護
士
界
に
お
い
て
、「
こ
の
テ
ー
マ
を
現
在
の

司
法
の
場
に
お
い
て
た
た
か
う
の
は
危
険
で
は
な
い
か
」「
も
し
安
保
法
制
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
合
憲
と
認
定
さ

れ
れ
ば
安
倍
政
権
を
利
す
る
だ
け
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
、
わ
が
国
司
法
が
戦
後
果
た
し
て
き
た
経
過
に
大
き
く
由
来
し
て
い
ま
す
。
日
本
国
憲

法
は
司
法
の
独
立
を
明
記
し
、
司
法
権
に
違
憲
立
法
審
査
権
を
与
え
、
政
治
部
門
か
ら
独
立
し
た
裁
判
所
に
「
憲

法
の
番
人
」
た
る
重
要
な
役
割
を
期
待
し
た
の
で
す
。
然
る
に
裁
判
所
は
憲
法
九
条
を
め
ぐ
る
「
平
和
訴
訟
」
に

お
い
て
は
一
九
五
九
年
の
砂
川
事
件
最
高
裁
判
決
以
降
、
ご
く
一
部
の
下
級
審
判
決
を
除
い
て
一
貫
し
て
時
の

政
権
の
意
向
に
従
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
忖
度
判
決
」
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
特
に
二
〇
一
五
年
に
安
保
法
制
が
強

行
採
決
さ
れ
て
以
来
の
わ
が
国
司
法
の
政
治
部
門
へ
の
「
す
り
寄
り
」
は
き
わ
め
て
顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す
。
二

〇
一
六
年
の
厚
木
基
地
訴
訟
で
自
衛
隊
機
の
飛
行
差
し
止
め
を
一
部
認
容
し
た
東
京
高
裁
判
決
を
覆
し
た
最
高

裁
判
決
、
同
月
に
沖
縄
辺
野
古
基
地
建
設
訴
訟
で
沖
縄
県
と
住
民
側
を
敗
訴
さ
せ
た
最
高
裁
判
決
は
そ
の
典
型

で
あ
り
ま
す
。
先
輩
同
僚
の
弁
護
士
ら
が
安
保
違
憲
訴
訟
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
た
背
景
に
は
そ
う
し
た

事
情
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
私
た
ち
は
三
権
の
一
翼
を
担
う
司
法
が
、
一
見
し
て
明
白
な
違
憲
状
態
を
看
過
す
る
よ
う
な
こ
と
に

な
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
三
権
分
立
制
度
の
自
殺
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ま
し
た
。
平
和
憲
法
そ
の
も
の
の
破

壊
を
座
視
す
る
よ
う
な
司
法
は
、
と
う
て
い
民
主
国
家
に
お
け
る
司
法
と
は
呼
べ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
最
終
的
に

は
国
民
の
信
頼
を
も
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
考
え
、
心
あ
る
仲
間
と
と
も
に
「
安
保
法
制

違
憲
訴
訟
」
を
真
正
面
か
ら
提
起
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
り
ま
し
た
。 



「
過
去
に
目
を
閉
ざ
す
者
は
現
在
に
お
い
て
も
盲
目
で
あ
る
」
と
の
言
葉
は
ド
イ
ツ
の
元
大
統
領
ワ
イ
ツ
ゼ

ッ
カ
ー
氏
の
演
説
文
で
す
が
、
私
た
ち
は
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
を
崩
壊
さ
せ
て
わ
ず
か
三
ヶ
月
で
平
和
と
人
間
の

尊
厳
を
奪
い
去
っ
た
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
登
場
と
十
二
年
間
に
及
ぶ
裁
判
所
も
加
担
し
た
恐
怖
の
時
代
の
こ
と
を
決

し
て
忘
却
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

二
、
手
作
り
・
手
弁
当
で
始
め
ら
れ
た
こ
の
違
憲
訴
訟
の
道
の
り
は
、
決
し
て
平
坦
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
想
像
を
は
る
か
に
超
え
た
苦
難
の
連
続
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
人
間

の
自
主
的
な
立
ち
上
が
り
に
よ
る
手
探
り
の
仕
事
と
し
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
う
し
た
状
況
下
で
、
安
保
法
制
違
憲
訴
訟
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
の
東
京
を
皮
切
り
と
し
て
き
わ
め
て
短
期

間
の
う
ち
に
、
提
訴
順
に
福
島
、
高
知
、
長
崎
、
大
阪
、
岡
山
、
埼
玉
、
長
野
、
神
奈
川
、
広
島
、
福
岡
、
京
都
、

山
口
、
大
分
、
札
幌
、
宮
崎
、
群
馬
、
釧
路
、
鹿
児
島
、
沖
縄
、
山
梨
、
愛
知
の
二
二
地
方
裁
判
所
で
二
五
件
の

訴
訟
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
原
告
は
七
六
九
九
名
、
代
理
人
弁
護
士
は
一
六
八
五
名
に
な
り
ま
し
た
。 

愛
知
県
で
違
憲
訴
訟
の
原
告
に
な
ら
れ
た
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
の
益
川
敏
英
京
都
大
学
名
誉
教
授
は
「
憲
法

九
条
を
守
ろ
う
。
ど
ん
な
小
さ
な
声
で
も
集
ま
れ
ば
大
き
な
声
に
な
る
。
戦
争
が
で
き
る
国
に
な
っ
て
か
ら
で
は

遅
い
、
戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
憲
法
九
条
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法

九
条
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
が
贈
ら
れ
る
日
を
ぜ
ひ
見
て
み
た
い
も
の
で
す
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
全
国
に
送
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
全
国
の
仲
間
に
よ
る
経
験
交
流
と
闘
い
の
展
望
を
切
り
拓
い
て
い
く
た
め

「
安
保
法
制
違
憲
訴
訟
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
結
成
し
て
闘
い
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 三
、
安
保
法
制
違
憲
訴
訟
の
意
義
に
つ
い
て
私
た
ち
は
、
ま
ず
、
八
一
年
前
の
わ
が
国
の
第
二
次
世
界
大
戦
へ
の

参
戦
、
二
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
る
と
も
言
わ
れ
る
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
命
を
奪
い
、
わ
が
国
だ
け
で
も
三
一
〇
万
人

以
上
の
犠
牲
者
を
出
し
た
侵
略
戦
争
、
そ
し
て
広
島
、
長
崎
の
原
爆
や
東
京
大
空
襲
な
ど
の
暗
黒
の
戦
争
の
時
代

を
決
し
て
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
強
い
思
い
を
司
法
の
場
で
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
と
位
置
づ
け
ま
し

た
。
こ
の
戦
争
で
筆
舌
に
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
方
々
の
苦
痛
の
叫
び
は
現
在
に
お
い
て
も

し
っ
か
り
心
に
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
解
釈
改
憲
を
以
っ
て
戦
争
容
認
へ
の
道
を
突
き
進
む
、
不
誠

実
で
無
責
任
な
安
倍
政
権
と
そ
れ
に
追
随
す
る
菅
、
岸
田
政
権
の
平
和
憲
法
を
破
壊
す
る
政
策
を
許
さ
な
い
闘

い
が
全
国
各
地
で
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、
違
憲
訴
訟
は
、
こ
れ
ら
の
運
動
と
し
っ
か
り
連
帯
し
て
、
わ
が
国
の
立

憲
主
義
と
知
性
を
取
り
戻
す
た
め
の
狼
煙
の
一
つ
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
は
こ
の
松
明
を

高
く
掲
げ
て
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歴
史
的
責
務
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
次
に
、
消
極
的
司
法

＝
国
の
政
策
を
唯
々
諾
々
と
追
認
す
る
司
法
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
問
い
、
三
権
分
立
の
一
翼
を
担
う
役
割
を

一
人
一
人
の
裁
判
官
に
自
覚
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
裁
判
所
が
自
己
規
制
を
重
ね
つ
つ
「
司
法
の
独
立
」
を

辛
う
じ
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
は
制
度
上
仕
方
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た

状
態
を
い
つ
ま
で
も
黙
認
し
て
い
て
は
わ
が
国
の
三
権
分
立
制
度
は
根
底
か
ら
瓦
解
し
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
の
安
保
法
制
違
憲
訴
訟
で
は
わ
が
国
に
お
い
て
憲
法
に
定
め
る
司
法
の
独
立
と
三
権
分
立
が
機
能
し
て
い
る

の
か
ど
う
か
が
根
本
的
に
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。
更
に
、
わ
が
国
を
戦
争
が
で
き
る
国
に
し
よ
う
と
暴

走
し
て
い
る
日
本
国
政
府
を
許
さ
な
い
力
が
日
本
国
民
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
確
信
を
持
ち
、
そ
れ
を
結



集
し
て
い
く
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
平
和
へ
の
大
き
な
不
安
、
貧
困
、
差
別
、
格
差
へ
の
怒
り

を
結
集
し
、
多
く
の
人
々
の
心
と
力
を
一
つ
に
し
て
、
人
間
の
尊
厳
と
人
権
を
無
視
し
続
け
て
き
た
強
権
政
治
に

抗
し
て
、闘
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
信
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
の
観
点
か
ら
、

戦
争
が
政
治
の
延
長
に
あ
る
暴
力
と
差
別
の
究
極
の
形
で
あ
り
、
格
差
と
貧
困
を
構
造
化
し
た
社
会
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
こ
と
を
事
実
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
、
安
保
法
制
が
平
和
的
生
存
権
を
侵
害
す
る
こ
と
を
訴
え
て
い

る
女
性
の
訴
訟
は
、
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

四
、
と
こ
ろ
で
今
回
の
安
保
法
制
違
憲
訴
訟
は
弁
護
士
が
中
心
と
な
っ
て
動
き
出
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
待
ち
望

ん
で
原
告
に
加
わ
っ
た
方
々
は
、
私
た
ち
弁
護
士
が
当
初
思
い
も
及
ば
な
い
よ
う
な
被
害
を
こ
の
安
保
法
制
に

よ
っ
て
蒙
っ
て
い
る
こ
と
を
違
憲
訴
訟
の
法
廷
で
口
々
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
空
襲
被
害
や
原
爆
被
害
に
よ
っ
て

直
接
戦
争
被
害
を
受
け
た
方
は
も
と
よ
り
ご
家
族
を
失
っ
た
方
々
は
、
惨
状
を
脳
裏
に
焼
き
つ
け
た
ま
ま
戦
後

を
生
き
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
安
保
法
制
に
よ
る
再
度
の
戦
争
の
危
険
は
、
自
ら
の
恐
怖
を
再
燃
さ
せ
る
ば
か
り
で

な
く
、
平
和
を
願
い
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
方
と
の
約
束
を
果
た
せ
な
く
な
る
と
い
う
無
念
さ
に
繋
が
り
、
そ
の
身

を
さ
い
な
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
外
で
憲
法
九
条
が
果
た
し
て
き
た
平
和
の
旗
印
が
ど
れ
ほ
ど
の
力
を
持
っ

て
い
た
か
も
学
ば
さ
れ
ま
し
た
。
全
船
を
攻
撃
す
る
と
い
わ
れ
た
イ
ラ
ン
イ
ラ
ク
戦
争
の
際
に
は
、
日
の
丸
を
高

く
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
ペ
ル
シ
ャ
湾
を
航
行
し
た
日
本
船
舶
は
攻
撃
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

自
衛
官
を
経
験
さ
れ
た
方
々
や
ご
家
族
の
切
実
な
訴
え
も
深
刻
な
も
の
が
あ
り
、
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
と
い

う
も
の
が
沖
縄
の
人
々
の
犠
牲
の
上
に
あ
っ
た
事
実
も
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
私

た
ち
は
失
う
も
の
の
大
き
さ
を
知
ら
な
さ
過
ぎ
る
と
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。
人
間
の
尊
厳
と
平
和
に

関
わ
る
重
要
な
問
題
を
、
訴
訟
に
携
わ
る
一
部
の
者
だ
け
の
も
の
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
広
く
深
く
、
多
く
の
国

民
・
市
民
の
皆
様
と
共
有
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
と
い
う
国
の
あ
り
方
を
一
緒
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

私
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。 

 

全
国
の
二
五
の
裁
判
で
は
合
計
三
〇
〇
名
を
超
え
る
原
告
が
意
見
陳
述
を
行
い
、
一
五
〇
名
に
及
ぶ
原
告
の

方
々
が
本
人
尋
問
に
応
じ
て
き
ま
し
た
。
原
爆
や
東
京
大
空
襲
の
被
災
者
、
基
地
周
辺
の
住
民
、
障
が
い
を
持
つ

市
民
、
原
子
力
技
術
者
、
元
自
衛
官
、
航
空
機
長
、
鉄
道
員
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
憲
法
学
者
や
教
育
学
者
か
ら

の
生
々
し
い
告
発
は
戦
争
の
恐
る
べ
き
恐
怖
と
再
び
そ
の
悲
惨
な
政
策
の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
へ
の
恐
怖
を
如
実
に
証
明
す
る
も
の
で
し
た
。「
一
瞬
に
し
て
十
五
万
人
も
の
死
傷
者
を
出
し
た
長
崎
原
爆
の

恐
怖
を
、
私
は
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
を
苦
し
め
続
け
た
戦
争
と
核
兵
器
の
被
害
は
、
長

崎
を
最
後
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」。
こ
れ
は
七
八
年
前
に
長
崎
で
被
爆
し
た
牟
田
満
子
さ
ん
が
安
保
法
制

違
憲
訴
訟
の
東
京
地
方
裁
判
所
の
法
廷
で
陳
述
さ
れ
た
言
葉
で
す
。 

 

そ
し
て
、
長
崎
原
爆
被
災
者
協
議
会
の
会
長
で
長
崎
違
憲
訴
訟
の
原
告
団
長
も
つ
と
め
ら
れ
て
二
〇
一
七
年

八
月
三
〇
日
に
逝
去
さ
れ
た
谷
口
稜
曄
さ
ん
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
九
日
の
長
崎
原
爆
犠
牲
者
慰
霊
平
和
祈
念

式
典
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。
谷
口
さ
ん
は
一
六
歳
で
被
爆
し
、「
赤
い
背
中
の
少
年
」
と
呼

ば
れ
、
全
身
を
晒
し
て
原
爆
の
非
人
間
性
を
最
後
ま
で
訴
え
続
け
ら
れ
た
方
で
し
た
。 

 

「
戦
後
、
日
本
は
再
び
戦
争
は
し
な
い
、
武
器
は
持
た
な
い
と
世
界
に
公
約
し
た
『
憲
法
』
が
制
定
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
い
ま
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
を
押
し
付
け
、
憲
法
改
正
を
推
し
進
め
、
戦
争
中
の
時
代
に
逆



戻
り
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
政
府
が
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
戦
争
に
つ
な
が
る
安
保
法
制
は
、
被
爆
者
を
は
じ

め
平
和
を
願
う
多
く
の
人
々
が
積
み
上
げ
て
き
た
戦
争
反
対
と
核
兵
器
廃
絶
の
思
い
と
運
動
を
根
底
か
ら
覆
そ

う
と
す
る
も
の
で
、
絶
対
許
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」 

 

二
〇
一
九
年
一
一
月
二
四
日
に
長
崎
、
広
島
の
被
爆
地
を
訪
問
さ
れ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
教
皇
は
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ

ロ
二
世
の
「
戦
争
は
人
間
の
し
わ
ざ
、
人
間
の
命
の
破
壊
、
死
で
す
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
引
用
し
た
平
和
ア
ピ

ー
ル
を
発
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
戦
争
こ
そ
何
千
万
人
を
殺
戮
し
、
暴
力
や
差
別
、
言
論
弾
圧
を
必
然
的
か

つ
大
量
に
生
み
出
す
最
大
の
人
権
侵
害
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
日
本
国
民
が
戦
後
七
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
憲

法
九
条
の
も
と
で
戦
争
へ
の
道
を
食
い
止
め
続
け
て
き
た
こ
と
、
こ
の
事
実
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
思
い
を
し
っ
か
り
と
胸
に
秘
め
て
平
和
憲
法
を
死
守
す
る
た
め
安
保
法
制

違
憲
訴
訟
を
現
在
も
闘
い
続
け
て
い
ま
す
。 


