
立
憲
民
主
党
は
先
ご
ろ
、
衆
院

選
で
訴
え
る
外
交
・
安
全
保
障
公

約
を
発
表
し
た
。
枝
野
代
表
は

「
わ
が
国
の
外
交
安
全
保
障
の
王

道
に
戻
す
」
と
言
っ
て
い
る
が
、

「
政
権
を
取
る
」
と
豪
語
し
て
い

る
割
に
は
、
そ
こ
に
は
国
際
関
係

の
中
で
日
本
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
移

り
変
わ
り
な
ど
時
代
観
を
感
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
も

〝
い
い
と
こ
取
り
〟
〝
つ
ま
み
食
い
〟

の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
、
だ
か
ら

国
民
か
ら
支
持
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。

公
約
は
「
平
和
を
守
る
た
め
の

現
実
的
外
交
」
と
銘
打
ち
、
①
健

全
な
日
米
同
盟
を
基
軸
と
し
た
現

実
的
な
外
交
・
安
全
保
障
政
策
②

地
球
規
模
の
課
題
へ
の
積
極
的
な

取
り
組
み
③
対
等
で
建
設
的
な
日

米
関
係
④
経
済
安
全
保
障
・
食
の

安
全
保
障
の
確
立
の
4

項
目
を
柱

と
し
て
い
る
。
1

つ
の
項
目
ご
と

に
複
数
の
政
策
を
示
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
は
外
交
・
安
全
保
障

の
公
約
と
言
え
る
よ
う
な
代
物
で

は
な
い
。
枝
野
代
表
は
発
表
に
あ

た
っ
て
「
外
交
安
全
保
障
に
は
継

続
性
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
側
面

も
あ
る
。
む
し
ろ
、
安
倍
、
菅
政

権
の
9

年
近
く
の
間
に
壊
さ
れ
て

き
た
も
の
を
従
来
の
わ
が
国
の
外

交
安
全
保
障
の
王
道
に
戻
す
と
い

う
側
面
も
含
ま
れ
て
い
る
」
な
ど

と
説
明
し
て
い
る
。
「
安
倍
、
菅

政
権
の
9

年
近
く
の
間
に
壊
さ
れ

て
き
た
も
の
」
が
何
を
示
し
て
い

る
の
か
明
示
的
で
は
な
い
が
、
日

本
が
、
日
米
安
保
は
も
ち
ろ
ん
、

域
内
外
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
信
頼

関
係
や
協
力
関
係
を
深
め
て
日
本

の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
こ
と
、

見
直
す
た
め
の
交
渉
を
開
始
す

る
」
と
盛
り
込
ん
で
い
る
。
そ
も

そ
も
辺
野
古
に
建
設
し
て
い
る
の

は
、
普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設

で
あ
っ
て
〝
新
基
地
〟
で
は
な
い
。

か
つ
て
の
民
主
党
政
権
が
辺
野
古

移
設
を
決
め
た
日
米
安
全
保
障
協

議
委
員
会
（
2

＋
2

）
の
共
同

声
明
で
も
「
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
ｐ
ｌ
ａ
ｃ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

ｆ
ａ
ｃ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

辺
野
古
の
施
設
建
設
を
中
止
す
る

と
い
う
主
張
は
分
か
る
が
、
「
中

止
す
る
」
と
い
う
の
は
子
ど
も
で

も
言
え
る
。
問
題
は
、
中
止
し
た

場
合
に
、
普
天
間
基
地
の
返
還
を

ど
う
進
め
る
の
か
、
日
米
安
保
体

制
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
日
本
の

安
全
や
、
ア
ジ
ア
の
米
軍
の
活
動

を
確
保
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
を
示
さ
な
け
れ

ば
公
約
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、

公
約
と
称
す
る
も
の
に
は
、
一
言

も
具
体
策
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

中
国
や
北
朝
鮮
、
韓
国
に
つ
い
て

も
、
具
体
的
な
〝
政
策
〟
は
皆
無
。

ま
さ
に
立
憲
民
主
党
に
政
権
担
当
能
力

が
無
い
こ
と
を
示
し
た
「
公
約
」
と
言
え
る
。

つ
ま
り
安
保
法
制
な
ど
を
指
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
安
保
法
制
は
、

国
際
社
会
全
体
、
日
本
周
辺
の

安
全
保
障
環
境
が
厳
し
さ
を
増

し
て
い
る
こ
と
や
、
経
済
大
国
と

し
て
の
国
際
社
会
で
の
日
本
の
ポ

ジ
シ
ョ
ン
の
変
化
な
ど
に
対
応
す

る
も
の
だ
が
、
枝
野
氏
に
は
、
そ

う
し
た
時
代
観
は
ま
っ
た
く
欠
如

し
て
い
る
。
公
約
で
は
「
専
守
防

衛
に
徹
し
つ
つ
、
領
土
・
領
海
・

領
空
を
守
る
」
と
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
は
「
国
民
生
活
」
と
い
う

概
念
は
な
い
ら
し
い
。
例
え
ば
、

国
民
の
生
活
を
支
え
る
シ
ー
レ
ー

ン
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
日
本
は
何
も
行
動
を
し
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
「
領
土
・
領
海
・

領
空
を
守
る
」
こ
と
が
防
衛
と

思
っ
て
い
る
の
な
ら
あ
ま
り
に
も

稚
拙
だ
。
ま
た
、
枝
野
氏
は
「
日

米
同
盟
が
基
軸
で
あ
る
と
い
う
、

従
来
の
わ
が
国
の
基
本
政
策
を
変

え
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
が
、
日
米
関
係
に
つ
い
て
は

「
沖
縄
県
民
の
民
意
を
尊
重
し
て

辺
野
古
新
基
地
建
設
を
中
止
し
、

沖
縄
に
お
け
る
基
地
の
あ
り
方
を


