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先人の生き様が今の憲法に

反映している

コラム

堀井 正子 さん

（日本文学研究者 )

革新懇の３つの共同目標
①日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが

豊かになる日本をめざします。
②日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主

義が発展する日本をめざします。
③日米安保条約をなくし、非核・非同盟・中

立の平和な日本をめざします。

更
埴
・
森
の
杏
に
憧
れ

◇
日
本
文
学
を
志
し
た
理
由
や

信
州
と
の
関
わ
り
は
？

　

実
は
初
め
か
ら
は
っ
き
り
し

た
決
意
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
仕
事
に
直
結
す
る

よ
う
な
分
野
に
進
む
べ
き
か
な

あ
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た

が
、
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
あ

り
、
自
分
に
馴
染
む
の
は
日
本

文
学
だ
と
い
う
思
い
か
ら
12
月

に
急
遽
理
系
か
ら
文
系
に
進
路

変
更
し
、学
部
を
選
び
ま
し
た
。

　

東
京
の
白
鴎
高
校
で
5
年

間
、
教
壇
に
立
ち
ま
し
た
が
、

夫
の
転
勤
で
沖
縄
へ
2
年
半
ほ

ど
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後

信
州
に
来
ま
し
た
が
、
非
常
に

い
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
両
親
も

呼
び
寄
せ
、
落
ち
着
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
実
は
、
信
州

へ
の
最
初
の
憧
れ
は
、
更
埴
の

森
の
杏
だ
っ
た
ん
で
す
。
大
学

時
代
、
知
り
合
い
の
ご
夫
婦
か

ら
最
終
の
上
野
発
の
夜
行
に
乗

れ
と
い
う
指
令
が
あ
っ
て
翌
朝

森
へ
行
っ
た
ん
で
す
が
、
本
当

に
桃
源
郷
っ
て
あ
る
ん
だ
と
胸

が
躍
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。

　

と
は
言
え
、
信
州
は
な
ん
の

繋
が
り
も
な
い
、
ほ
と
ん
ど
未

知
の
土
地
で
し
た
か
ら
、
し
ば

ら
く
は
県
立
図
書
館
に
足
繁
く

通
っ
て
、
郷
土
資
料
室
で
地
元

に
か
か
わ
り
の
あ
る
小
説
な
ど

読
み
、
信
州
の
過
去
か
ら
現
在

を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
当
時
、

家
庭
の
事
情
も
あ
り
、
特
に
決

ま
っ
た
仕
事
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
求
め
が
あ

れ
ば
対
応
で
き
る
よ
う
に
蓄
積

を
し
て
お
こ
う
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
読

む
中
で
、
信
州
の
先
生
た
ち
、

特
に
白
樺
派
の
先
生
た
ち
が
、

い
か
に
子
ど
も
た
ち
に
向
か
い

合
っ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で

「
小
説
探
求 

信
州
の
教
師
た

ち
」
は
書
い
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
製
糸
の
女
工
に
つ
い

て
も
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し

た
。
彼
女
た
ち
に
つ
い
て
は
、

「
女
工
哀
史
」
な
ど
の
影
響
も

あ
り
、
悲
惨
な
働
き
方
が
思
い

起
こ
さ
れ
る
の
で
す
が
、
実
は

草
創
期
に
は
む
し
ろ
貧
し
い
農

家
の
子
女
が
製
糸
工
場
で
自
ら

稼
ぎ
、
新
し
い
道
を
切
り
拓
い

て
い
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
り

ま
す
。
世
界
遺
産
に
な
っ
た
富

岡
製
糸
場
に
は
当
時
、
松
代
の

士
族
の
子
女
が
伝
習
工
女
と
し

て
行
き
、
製
糸
技
術
を
習
得
し

て
き
ま
し
た
。
松
代
で
操
業
さ

れ
た
「
六
工
社
」
で
技
術
指
導

し
た
横
田
英
は
そ
の
一
人
で
、

彼
女
は
「
富
岡
日
記
」
で
母
へ

の
感
謝
と
と
も
に
自
分
で
稼
い

だ
お
金
で
自
分
の
好
き
な
物
を

買
う
と
い
う
人
生
初
め
て
の
喜

び
な
ど
、
考
え
方
を
含
め
自
立

し
て
い
く
様
子
を
綴
っ
て
い
ま

す
。
製
糸
業
と
い
う
と
工
女
が

連
想
さ
れ
ま
す
が
、実
は
“
工

男
”
も
た
く
さ
ん
い
て
、
松

代
の
工
男
も
先
端
技
術
を
学
ん

で
持
ち
帰
り
、
自
力
で
蒸
気
機

関
の
「
六
工
社
」
を
つ
く
る
礎

に
な
り
ま
し
た
。

普
通
の
言
葉
で
文
学
を
語
る

◇
日
本
文
学
の
魅
力
は
？

　

改
ま
っ
て
日
本
文
学
の
魅
力

は
何
か
と
尋
ね
ら
れ
る
と
答
え

づ
ら
い
の
で
す
が
、
信
毎
の
連

載
や
、
武
田
徹
さ
ん
と
の
対
談

の
中
で
心
掛
け
て
い
る
の
は
、

普
段
小
説
を
読
む
時
間
が
な
い

皆
さ
ん
に
日
常
の
言
葉
で
小
説

の
一
端
を
紹
介
し
た
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
生
活
の
一
部
と
し

て
存
在
す
る
人
の
気
持
ち
、
社

会
や
歴
史
の
一
コ
マ
を
普
通
の

言
葉
で
語
り
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
言
う
な
れ
ば
、
文
学
の

世
界
を
日
常
の
糧
に
す
る
と

言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
源
氏
物
語
で
す

が
、
千
年
も
前
の
も
の
で
す

が
、
今
日
に
通
ず
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
光
源
氏
は
今
で
い
う

プ
レ
イ
ボ
ー
イ
で
す
が
、
だ
か

ら
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
と
関

係
を
も
ち
、
身
分
が
高
い
ほ
ど

行
動
の
自
由
の
な
い
個
性
豊
か

な
女
性
た
ち
を
登
場
さ
せ
ら
れ

ま
す
。
千
年
た
っ
て
も
人
間
の

基
本
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
、

家
族
愛
や
す
れ
違
う
夫
婦
の
苦

し
み
、
友
情
や
主
従
の
愛
、
権

力
の
争
奪
戦
も
あ
れ
ば
、
勝
ち

組
に
追
随
し
て
い
く
な
ど
、
千

年
た
っ
て
も
人
間
の
基
本
は
同

じ
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
だ
か
ら
、
日
本
文
学
論
と

い
う
の
で
は
な
く
、
普
通
の
言

葉
で
語
る
こ
と
で
、
日
本
文
学

に
親
し
み
を
も
っ
て
も
ら
え
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

知
の
巨
人
、
漱
石
・
鴎
外

◇
心
に
残
っ
た
作
家
は
？

　

特
定
の
作
家
は
い
ま
せ
ん
。

学
ん
で
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
大

好
き
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
た

だ
、
漱
石
と
鴎
外
は
別
格
で
、

明
治
の
文
豪
は
巨
大
な
知
、
桁

外
れ
に
大
き
な
知
の
持
ち
主

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
木
下
杢

太
郎
が
鴎
外
を
「
テ
エ
ベ
ス
百

門
の
大
都
」
と
評
し
た
こ
と
は

有
名
で
す
が
、
鴎
外
に
し
て
も

漱
石
に
し
て
も
漢
文
を
学
び
、

漢
詩
、
漢
文
を
自
由
に
操
る
、

さ
ら
に
英
語
、
ド
イ
ツ
語
に
も

精
通
し
て
い
ま
し
た
。
単
に
文

学
だ
け
で
な
く
、
自
然
科
学
に

も
深
い
造
詣
が
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
や
ド

イ
ツ
の
異
文
化
、
文
明
の
嵐
の

中
で
自
ら
ど
う
生
き
る
べ
き
か

を
根
源
的
に
問
い
な
が
ら
、
自

分
の
た
め
だ
け
で
な
く
未
来
の

人
々
の
た
め
に
何
か
を
す
べ
き

と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
ま
し

た
。
漱
石
は
「
私
の
個
人
主

義
」
で
、
お
金
持
ち
や
権
力
者

ほ
ど
他
者
の
自
我
を
押
し
つ
ぶ

す
力
を
持
つ
、
だ
か
ら
、
権
力

者
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
、
自

千
葉
県
に
生
ま
れ
、
東
京
、
横
浜
で
育
ち
、
東
京
教
育
大
学
文
学
部
卒
業
。
東
京
、
沖
縄
、
中
国
を
へ
て
、
長

野
市
在
住
。
高
校
教
員
を
勤
め
、
そ
の
後
、
短
大
や
高
専
、
信
大
等
で
非
常
勤
講
師
を
勤
め
る
。
現
在
、
長
野

県
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
、
八
十
二
文
化
財
団
教
養
講
座
の
講
師
等
の
か
た
わ
ら
、
信
越
放
送
ラ
ジ
オ
「
武
田

徹
の
つ
れ
づ
れ
散
歩
道
」
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
を
つ
と
め
て
24
年
、
信
濃
毎
日
新
聞
の
「
ク
レ
ソ
ン
」
の
「
こ
と
ば

の
し
お
り
」（
２
０
０
１
年
よ
り
、
毎
月
15
日
、
朝
刊
の
2
面
）、
長
野
市
民
新
聞
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ
「
こ
だ
ま
」

の
執
筆
等
を
担
当
。
主
な
著
書
に
「
ふ
る
さ
と
は
あ
り
が
た
き
か
な
―
―
女
優
松
井
須
磨
子
」「
戸
隠
の
絵
本
」

「
源
氏
物
語　

お
ん
な
た
ち
の
世
界
」「
こ
と
ば
の
し
お
り
」「
こ
と
ば
の
し
お
り　

其
の
弐
」
な
ど
。

【
２
面
に
続
く
】

木
曽
の
御
嶽
山
は
、
木

曽
節
に
も
歌
わ
れ
、「
御

嶽
」
を
冠
し
た
バ
ス
会

社
、
製
薬
会
社
等
々
地

域
に
密
着
し
た
山
で
あ

る
。
こ
の
御
嶽
山
が
噴
火
し
戦

後
最
悪
の
火
山
災
害
と
な
っ

た
。
火
山
噴
火
の
予
知
は
難
し

い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、「
小

さ
な
政
府
」
を
言
い
公
務
員
削

減
を
す
る
中
、
気
象
庁
職
員
の

減
少
、
観
測
所
の
統
廃
合
と
無

人
化
…
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
惨

事
に
な
っ
た
背
景
に
な
か
っ
た

か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
こ
う
し
た
い
た
ま
し
い
被

害
と
と
も
に
、
御
嶽
山
東
側
の

開
田
高
原
周
辺
で
農
作
物
に
も

被
害
が
発
生
し
て
い
る
。
一
帯

に
は
野
菜
直
売
所
が
点
在
し
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
白
菜
、
小
松

菜
な
ど
が
並
ん
で
い
る
が
、
葉

物
は
灰
を
洗
い
、
外
葉
を
外
し

て
売
ら
れ
て
い
る
。
直
売
所
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
「
風
評
被
害

で
お
客
が
来
な
く
な
る
か
心
配

に
な
る
」
と
不
安
げ
な
表
情
で

語
っ
て
い
る
。
特
産
の
「
御
嶽

は
く
さ
い
」
は
収
穫
が
終
わ
っ

て
い
な
い
18
㌶
に
降
灰
し
た
た

め
、
農
協
に
は
、
灰
を
洗
い
流

し
等
級
を
落
と
し
て
出
荷
し
て

い
る
と
い
う
。
白
菜
農
家
は

「
洗
っ
て
出
荷
す
る
た
め
に
通

常
の
３
～
４
倍
の
時
間
と
労
力

が
か
か
っ
て
い
る
。
等
級
も
下

が
り
経
済
的
負
担
な
ど
今
後
の

こ
と
が
心
配
に
な
る
」
と
疲
労

感
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
今
後
、

魚
養
殖
や
酪
農
へ
の
影
響
も
心

配
さ
れ
る
。
長
期
的
な
視
野
で

被
害
状
況
を
把
握
し
、
被
害
軽

減
の
た
め
に
多
様
な
支
援
を
続

け
る
必
要
を
強
く
感
じ
る
。【Ｍ

】


