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か
つ
て
な
ら
憲
法
論
や
政
治
理
論
の
世
界
で
の
み
語
ら
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
「
立
憲
主
義
」
が
、
こ
の
と
こ
ろ
一
般
の
議
論
の
俎
上
に

の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
の
最
大
の
理
由
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
に
自
民
党
が
発
表
し
た

「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
が
、「
権
力
に
縛
り
を
か
け
る
も
の
」
と

し
て
の
憲
法
と
い
う
性
格
を
、「
国
民
・
市
民
に
縛
り
を
か
け
る
も
の
」

と
し
て
の
憲
法
へ
と
一
八
〇
度
転
換
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た

（
奥
平
康
弘
・
愛
敬
浩
二
・
青
井
未
帆
編
『
改
憲
の
何
が
問
題
か
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

樋
口
陽
一
は
、
立
憲
主
義
と
は
「
権
力
に
勝
手
な
こ
と
を
さ
せ
な

い
」
こ
と
だ
と
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
（
樋
口
陽
一
『
個
人
と
国
家

―
今
な
ぜ
立
憲
主
義
か
』
集
英
社
新
書
、二
〇
〇
〇
年
、八
四
頁
）。

「
権
力
に
勝
手
な
こ
と
を
さ
せ
な
い
」
役
割
を
憲
法
に
あ
て
が
う
の

を
や
め
て
、
国
民
に
対
し
て
あ
れ
や
こ
れ
や
の
指
示
を
さ
せ
る
役
割

を
憲
法
に
担
わ
せ
る
の
が
、
自
民
党
改
憲
案
の
眼
目
だ
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ま
で
の
平
和
主
義
に
加
え
て
、
立
憲
主
義
が
反
改
憲
論
の
重
要

な
根
拠
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

憲
法
学
者
の
長
谷
部
恭
男
は
、
立
憲
主
義
に
つ
い
て
さ
ら
に
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
長
谷
部
は
、「
民
主
主
義
に
も
と
づ
い

て
行
使
さ
れ
る
国
家
権
力
で
さ
え
制
限
さ
れ
る
と
い
う
点
に
、
立
憲

主
義
の
強
み
と
そ
の
謎
が
あ
る
」
と
い
う
（
長
谷
部
『
憲
法
と
平
和

を
問
い
な
お
す
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
頁
）。「
こ
の

世
の
中
に
は
、
社
会
全
体
と
し
て
の
統
一
し
た
答
え
を
多
数
決
で
出

す
べ
き
問
題
と
、
そ
う
で
な
い
問
題
が
あ
る
…
…
そ
の
境
界
線
を
線

引
き
し
、
民
主
主
義
が
そ
れ
を
踏
み
越
え
な
い
よ
う
に
境
界
線
を
警

備
す
る
の
が
、立
憲
主
義
の
眼
目
」
だ
と
も
述
べ
て
い
る
（
四
一
頁
）。

集
団
的
自
衛
権
に
反
対
す
る
論
理

　—
長
谷
部
恭
男
の
立
憲
主
義
論
・
集
団
的
自
衛
権
論
か
ら
考
え
る

長
谷
部
恭
男

『
憲
法
と
平
和
を
問
い
な
お
す
』

山
口
響

【
特
集
】
リ
ベ
ラ
ル
の
言
説
―
批
判
的
検
証
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こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
民
主
主
義
と
立
憲
主
義
と
の
緊

張
関
係
だ
。
社
会
に
は
、
民
主
主
義
に
よ
っ
て
も
決
め
ら
れ
な
い
領

域
が
あ
る
。
人
び
と
は
し
ば
し
ば
、
長
谷
部
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
比

較
不
能
な
価
値
観
」
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
公
的
決
定
を
通
じ

て
他
人
に
押
し
付
け
て
い
て
は
、
社
会
生
活
が
成
り
立
た
な
い
。
そ

こ
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
思
想
・
良
心
、
信
教
な
ど
を
、
民
主
主
義

に
よ
る
決
定
が
な
さ
れ
る
「
公
」
の
領
域
か
ら
隔
離
し
て
、「
私
」

の
領
域
に
封
じ
込
め
る
。
こ
の
状
況
を
表
す
用
語
が
「
立
憲
主
義
」

で
あ
る
。

立
憲
主
義
と
平
和
主
義
は
矛
盾
す
る
？

こ
こ
ま
で
の
長
谷
部
の
議
論
に
は
何
の
異
論
も
な
い
。
問
題
は
、

立
憲
主
義
と
平
和
主
義
と
の
関
係
に
関
す
る
長
谷
部
の
独
特
な
理
解

の
仕
方
に
あ
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
彼
は
、
自
衛
隊
を
違
憲
と
み
な
す
主
張
（
＝

絶
対
平
和
主
義
）
は
立
憲
主
義
と
両
立
し
え
な
い
と
考
え
て
い

る
。
政
府
に
よ
る
自
衛
力
を
放
棄
す
る
こ
と
が
道
徳
的
に
正
し
い

と
み
な
す
絶
対
平
和
主
義
の
主
張
は
、「
善
き
生
き
方
」
の
他
者

へ
の
強
制
を
憲
法
を
通
じ
て
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
比

較
不
能
な
価
値
観
」
を
私
的
領
域
に
封
じ
込
め
る
立
憲
主
義
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
整
合
し
な
い
、
と
い
う
の
だ
（
同
上
、
一
六
六

〜
六
七
頁
）。

と
な
る
と
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
第
九
条
に
関
す
る
解
釈
と
し

て
は
、
憲
法
学
界
の
多
数
説
で
あ
る
自
衛
隊
違
憲
論
で
は
な
く
、「
自

衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
」
と
し
て
の
自
衛
隊
の
保
有
を

認
め
る
政
府
解
釈
の
方
を
長
谷
部
は
採
用
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交

戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。」
と
い
う
、
素
直
に
み
れ
ば
自
衛
隊

で
す
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
と
し
か
読
め
な
い
条
文
か
ら
自
衛
隊
合
憲

論
を
導
く
た
め
に
、長
谷
部
は
、「
準
則（rule

）と
原
理（principle

）」

と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
て
い
る（
一
七
一
〜
七
三
頁
）。準
則
は「
あ

る
問
題
に
対
す
る
答
え
を
一
義
的
に
定
め
る
」
も
の
で
あ
り
、
原
理

と
は
「
答
え
を
あ
る
特
定
の
方
向
へ
と
導
く
力
と
し
て
働
く
に
と
ど

ま
る
」
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
道
路
が
駐
車
禁
止
か
ど
う

か
は
一
義
的
に
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
「
準
則
」
で
あ
る
。
他

長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』
筑摩書房、2004 年
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方
、「
原
理
」
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
が
一
般
的
に
は
保
障
さ

れ
つ
つ
も
、
名
誉
棄
損
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
例
外
時
に
は

保
障
さ
れ
な
い
こ
と
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

長
谷
部
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
憲
法
九
条
は
「
準
則
」
と
し
て
理

解
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
九
条
の
字
面
だ
け
を
読
ん
で
、
自
衛
隊

は
憲
法
典
に
反
す
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
だ
。
そ
う
で
は

な
く
、
九
条
を
「
原
理
」
と
理
解
す
れ
ば
、
自
衛
の
た
め
の
必
要
最

小
限
の
実
力
を
現
状
で
も
持
て
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

つ
い
で
に
言
う
と
彼
は
、
日
米
安
保
体
制
に
つ
い
て
も
違
憲
と
は

み
な
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。「
冷
戦
下
に
お
い
て
共
産
主
義
の
脅
威

に
対
処
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
核
の
保
護
を
受
け
た
こ
と
は
、
立

憲
主
義
に
基
づ
く
議
会
制
民
主
主
義
国
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る

以
上
は
、
合
理
的
な
選
択
で
あ
っ
た
」
と
語
る
（
長
谷
部
『
憲
法
と

は
何
か
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、
六
〇
頁
）。
こ
こ
で
も
ま
た
、

立
憲
主
義
を
持
ち
出
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
核
の
傘
に
日
本
が
依
存
し

た
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。

二
つ
の
平
和
主
義
―
義
務
論
と
帰
結
主
義

こ
こ
で
長
谷
部
の
議
論
を
一
度
離
れ
て
、
平
和
主
義
そ
の
も
の
に

つ
い
て
考
え
て
お
く
。
松
元
雅
和
の
簡
潔
か
つ
要
領
を
得
た
説
明
に

よ
る
と
、
平
和
主
義
に
は
、
①
義
務
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る

も
の
（
絶
対
平
和
主
義
）
と
、
②
帰
結
主
義
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら

れ
る
も
の
（
平
和
優
先
主
義
）
が
あ
る
と
い
う
（
松
元
『
平
和
主
義

と
は
何
か
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
三
年
）。

義
務
論
の
場
合
、
殺
人
を
回
避
す
る
こ
と
は
無
条
件
の
義
務
で
あ

り
、
そ
れ
が
唯
一
絶
対
に
正
し
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。
暴
力
に
訴
え

な
い
こ
と
で
自
ら
が
死
ぬ
結
果
を
招
く
と
し
て
も
守
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
義
務
で
あ
る
。
他
方
、
帰
結
主
義
の
場
合
、
殺
人
を
回
避
す
る

こ
と
が
自
分
自
身
や
社
会
の
安
全
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
と
い
う
帰

結（
結
果
）の
方
か
ら
、殺
人
回
避
と
い
う
選
択
の
是
非
を
判
断
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
暴
力
を
使
う
こ
と
で
身
を
守
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ

も
時
に
は
許
さ
れ
る
、
と
の
判
断
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

長
谷
部
は
、
自
衛
隊
違
憲
論
の
絶
対
平
和
主
義
は
他
者
に
「
善
き

生
き
方
」
を
強
制
す
る
も
の
だ
と
論
じ
て
い
た
。
こ
の
場
合
彼
は
、

自
衛
隊
違
憲
論
者
が
義
務
論
の
観
点
か
ら
九
条
擁
護
の
論
陣
を
張
っ

て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
衛
隊
を

廃
止
す
る
こ
と
が
日
本
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
）
の
安

全
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
も
、
自
衛

隊
と
い
う
暴
力
装
置
を
な
く
す
る
こ
と
は
我
々
の
義
務
で
あ
り
、
現

行
の
九
条
は
そ
の
線
に
沿
っ
て
解
釈
さ
れ
、
擁
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
護
憲
派
は
考
え
、
そ
の
考
え
を
他
者
に
押
し
付
け
て
い
る
、

だ
か
ら
そ
れ
は
立
憲
主
義
と
反
し
て
い
る
、
と
長
谷
部
は
み
な
す
の

で
あ
っ
た
。

（
１
）
長
谷
部
批
判
―
義
務
論
の
観
点
か
ら

こ
う
し
た
長
谷
部
の
立
論
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。

PP65／066-071／特集／山口.indd   68 14.7.3   6:16:33 PM



69 【特集】リベラルの言説―批判的検証

議
論
を
先
に
進
め
る
た
め
に
、「
絶
対
平
和
主
義
は
他
者
へ
の
価

値
観
の
押
し
つ
け
」
と
い
う
長
谷
部
の
主
張
を
い
っ
た
ん
は
認
め
る

こ
と
と
し
よ
う
。

で
は
、
自
衛
隊
を
合
憲
化
し
、
最
小
限
度
の
実
力
な
ら
持
っ
て
か

ま
わ
な
い
、
と
す
る
こ
と
は
、「
善
き
生
き
方
」
の
強
制
に
は
な
ら

な
い
の
だ
ろ
う
か
。「
最
小
限
度
の
実
力
」
し
か
持
た
な
い
は
ず
の

自
衛
隊
の
存
在
感
が
ま
す
ま
す
強
ま
り
、
北
朝
鮮
や
中
国
の
よ
う
な

「
軍
事
的
脅
威
」
に
対
し
て
軍
事
力
強
化
で
も
っ
て
立
ち
向
か
う
こ

と
を
認
め
な
い
人
び
と
が
ま
る
で
「
非
国
民
」
の
よ
う
な
扱
い
を
受

け
て
し
ま
う
昨
今
の
社
会
的
雰
囲
気
は
、
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て

は
息
苦
し
い
も
の
に
感
じ
る
。
こ
の
息
苦
し
さ
は
、
軍
事
と
い
う
価0

値
の
押
し
つ
け

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
も
の
だ
。
こ
れ
が
「
善
き
生

き
方
」
の
強
制
で
な
く
て
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
そ
う
い
う
感
情

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、「
自
衛
隊
の
規
模
や
役
割

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
公
的
に
（
＝
民
主
主
義
的
に
）
決
め

る
問
題
で
あ
っ
て
、
個
人
の
価
値
観
や
感
じ
方
の
問
題
と
は
次
元
が

ち
が
う
」
と
い
う
よ
う
な
ド
ラ
イ
な
処
理
を
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
か
。

（
２
）
長
谷
部
批
判
―
帰
結
主
義
の
観
点
か
ら

次
に
、
帰
結
主
義
の
観
点
か
ら
も
長
谷
部
の
平
和
主
義
論
を
見
て

お
こ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
自
衛
隊
の
保
持
・
強
化
、
あ
る
い
は
縮

小
・
廃
棄
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
安
全
は
確
保
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う

安
全
保
障
論
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

長
谷
部
が
、
義
務
論
的
な
観
点
か
ら
絶
対
平
和
主
義
と
立
憲
主
義

と
の
折
り
合
い
の
悪
さ
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
た
っ
た
今
み
て
き
た

と
お
り
だ
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
彼
は
、
同
時
に
、
帰
結

主
義
（
安
全
保
障
論
）
の
観
点
か
ら
も
、
自
衛
隊
合
憲
論
に
与
し
て

い
る
。「
第
二
次
大
戦
後
の
歴
史
を
見
て
も
、
朝
鮮
戦
争
や
フ
ォ
ー

ク
ラ
ン
ド
紛
争
の
よ
う
に
、
あ
る
地
域
を
実
力
で
防
衛
す
る
意
思
が

な
い
と
い
う
誤
っ
た
シ
グ
ナ
ル
を
相
手
方
に
送
る
こ
と
で
戦
争
が
引

き
起
こ
さ
れ
た
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
／
徹
底
し
た
平

和
主
義
は
、
そ
の
意
図
せ
ざ
る
効
果
と
し
て
、
国
家
間
の
関
係
を
不

安
定
に
す
る
」（
長
谷
部
『
憲
法
と
平
和
を
問
い
な
お
す
』
一
四
八

〜
四
九
頁
）。
平
た
く
言
え
ば
、
自
衛
隊
が
あ
る
方
が
安
全
だ
か
ら
、

と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

他
方
で
、
絶
対
平
和
主
義
的
な
九
条
解
釈
も
ま
た
、
帰
結
主
義
の

観
点
か
ら
も
一
定
の
層
に
支
持
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

長
谷
部
は
、
自
衛
隊
、
あ
る
い
は
軍
隊
一
般
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て

外
敵
の
存
在
に
も
っ
ぱ
ら
注
目
し
て
い
る
が
、
近
現
代
の
歴
史
、
と

く
に
沖
縄
戦
の
実
態
が
示
し
た
こ
と
は
、「
軍
は
国
民
を
守
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
（
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研
究
所
編
『
九
条
と

民
衆
の
安
全
保
障
』
現
代
企
画
室
、
二
〇
〇
六
年
）。
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
自
国
軍
こ
そ
自
ら
に
と
っ
て
も
っ
と
も
危
険
な
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
存
在
を
憲
法
に
よ
っ
て
禁
じ
て
お
く
こ
と
に
は
合
理

性
が
あ
る
。
数
々
の
戦
争
と
侵
略
の
時
代
を
経
て
、
国
民
に
対
し
て
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す
ら
必
ず
し
も
や
さ
し
い
存
在
で
は
な
か
っ
た
日
本
軍
の
実
態
を

知
っ
た
人
び
と
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
軍
隊
の
廃
絶
こ
そ
も
っ
と
も
現

実
主
義
的
な
選
択
肢
だ
っ
た
の
だ
。

「
国
家
安
全
保
障
」
に
対
抗
す
る
理
念
と
し
て
私
た
ち
が
「
民
衆

の
安
全
保
障
」
を
唱
え
て
き
た
の
は
、
国
家
の
暴
力
装
置
に
私
た
ち

の
身
を
委
ね
る
よ
り
も
、
民
衆
自
身
の
越
境
的
な
交
流
に
よ
っ
て
暴

力
や
紛
争
を
抑
制
し
た
方
が
自
分
に
と
っ
て
も
よ
り
安
全
で
あ
る
、

と
い
う
ク
ー
ル
な
判
断
に
支
え
ら
れ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。
民
衆
の

安
全
保
障

0

0

0

0

と
い
う
言
葉
を
選
択
し
て
い
る
の
が
、
そ
の
端
的
な
表
れ

だ
。長

谷
部
自
身
も
、
国
内
の
平
和
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
立
さ
れ
た
国
家
が
、
当
初
の
目
的
に
反
し
て
か
え
っ
て
は
る
か
に

大
規
模
な
騒
乱
に
人
び
と
を
巻
き
込
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
ジ
レ

ン
マ
に
対
し
て
、国
家
に
対
す
る
社
会
契
約
そ
の
も
の
の
解
消
を
Ｊ
・

Ｊ
・
ル
ソ
ー
が
ひ
と
つ
の
処
方
箋
と
し
て
提
示
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
生
命
・
財
産
に
対
す
る
重
大
な
危
機
を
も

た
ら
す
で
あ
ろ
う
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
に
、
む
し
ろ
国
家
と
い
う

約
束
事
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
合
理
的
な
選
択
と
い
え
る
場
合
も
あ

り
う
る
」
こ
と
を
一
般
的
に
は
認
め
て
い
る
（
長
谷
部
『
憲
法
と
平

和
を
問
い
な
お
す
』
一
二
五
頁
）。

こ
の
よ
う
に
、帰
結
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
自
衛
隊
違
憲
論
に
は
、

何
の
根
拠
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

長
谷
部
の
集
団
的
自
衛
権
批
判

こ
う
し
て
長
谷
部
は
、義
務
論
と
帰
結
主
義
の
両
方
の
観
点
か
ら
、

九
条
に
関
す
る
現
行
の
政
府
解
釈
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ

を
「
穏
和
な
平
和
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
彼
は
こ

う
述
べ
る
。

「
憲
法
九
条
二
項
の
規
定
は
、『
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、

こ
れ
を
保
持
し
な
い
』
と
す
る
。
平
和
に
向
け
た
決
意
表
明
と
し
て

は
尊
い
が
、
現
実
問
題
と
し
て
、
何
ら
の
実
力
組
織
も
備
え
な
い
で

領
土
の
保
全
や
国
民
の
生
命
・
財
産
の
安
全
を
図
れ
る
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
『
戦
力
』
と
言
い
得
る
ほ
ど
の
規

模
・
能
力
の
部
隊
を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
衛
の
た
め

の
必
要
最
小
限
の
実
力
で
あ
れ
ば
、
保
持
は
禁
止
さ
れ
な
い
。
そ
う

で
あ
る
以
上
、
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
と
い
う
一
般
公
益
の
た
め

に
自
衛
隊
が
活
動
す
る
こ
と
も
な
い
。
あ
く
ま
で
、
自
国
の
安
全
が

脅
か
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
行
動
す
る
。
ほ
ど
ほ
ど
の
知
性
と
良

0

0

0

0

0

0

0

0

0

識0

を
備
え
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
、
納
得
の
い
く
理
屈
で
は
な
か
ろ
う

か
」〔
傍
点
引
用
者
〕（
長
谷
部
「
憲
法
・
ア
メ
リ
カ
・
集
団
的
自
衛

権
」
奥
平
・
愛
敬
・
青
井
編
『
改
憲
の
何
が
問
題
か
』
七
六
頁
）。

こ
こ
で
は
、「
こ
れ
ぐ
ら
い
の
規
模
や
能
力
の
自
衛
隊
な
ら
日
本

の
安
全
を
守
る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
」
と
い
う
、
必
ず
し
も
根
拠
の

明
白
で
な
い
国
民
の「
良
識
」が
、現
状
追
認
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
必
要
最
小
限
の
実
力
」
の
な
か
に
集
団
的
自
衛
権
の
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行
使
を
含
め
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
長
谷
部
の
主
張
も
、
現
行
の
政

府
憲
法
解
釈
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。「
自
国
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
て
い

る
と
さ
し
た
る
根
拠
も
な
い
の
に
言
い
張
る
外
国
の
後
を
犬
の
よ
う

に
つ
い
て
行
っ
て
、
と
ん
で
も
な
い
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う

に
、
あ
ら
か
じ
め
集
団
的
自
衛
権
を
憲
法
で
否
定
し
て
お
く
と
い
う

の
は
、
合
理
的
自
己
拘
束
と
し
て
、
充
分
に
あ
り
う
る
選
択
肢
」（
長

谷
部
『
憲
法
と
平
和
を
問
い
な
お
す
』
一
六
二
頁
）
と
述
べ
、
さ
ら

に
そ
の
後
で
、「
合
理
的
な
自
己
拘
束
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

と
も
か
く
ど
こ
か
に
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り

…
…
な
ぜ
そ
こ
に
線
が
引
か
れ
て
い
る
か
に
は
さ
し
た
る
合
理
的
理

由
が
な
い
と
し
て
も
、
い
っ
た
ん
引
か
れ
た
線
を
守
る
こ
と
に
は
、

合
理
的
理
由
が
あ
る
」（
一
六
三
〜
六
四
頁
）
と
論
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
個
別
的
自
衛
権
を
い
っ
た
ん
認
め
て
し
ま
っ
た
ら
、「
集

団
的
自
衛
権
は
憲
法
上
禁
止
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
線
を
引
き
つ
づ
け

る
こ
と
に
は
、「
さ
し
た
る
合
理
的
理
由
が
な
い
」
の
で
あ
る
。「
今

ま
で
そ
う
言
わ
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
線
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。「
ア
メ
リ
カ
が
困
っ
た

時
に
助
け
て
お
け
ば
、将
来
日
本
が
困
っ
た
時
に
助
け
て
も
ら
え
る
」

と
の
期
待
が
帰
結
主
義
的
な
観
点
か
ら
合
理
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら

た
に
世
論
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
れ
ば
、
集
団
的
自
衛
権
は
容

易
に
解
禁
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
い
っ
た
ん
そ
こ
に
合
理
的
な

線
が
引
か
れ
て
し
ま
え
ば
、
長
谷
部
流
の
理
解
で
い
え
ば
、
そ
れ
は

立
憲
主
義
と
も
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
一
要
素
で
あ
る
立
憲
主
義
と
、
集
団
的
自
衛
権

行
使
を
容
認
す
る
こ
と
で
ま
す
ま
す
軍
事
の
要
素
を
社
会
の
中
で
の

さ
ば
ら
せ
、
民
衆
の
自
由
の
領
域
が
蚕
食
さ
れ
て
い
く
状
況
が
共
存

し
う
る
と
い
う
の
は
、
理
論
的
に
は
お
お
よ
そ
理
解
不
能
で
あ
る
。

や
は
り
、「
権
力
の
勝
手
を
許
さ
な
い
」
立
憲
主
義
が
日
本
国
憲

法
の
中
で
も
っ
と
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
、
軍
隊
と
い
う
究

極
の
権
力
形
態
を
認
め
な
い
九
条
で
あ
り
、
個
別
的
自
衛
権
で
あ
れ

「
必
要
最
小
限
の
実
力
」
で
あ
れ
九
条
は
認
め
て
い
な
い
、
と
理
解

す
る
方
が
、
集
団
的
自
衛
権
解
禁
論
と
た
た
か
う
た
め
の
根
拠
と
し

て
は
、
よ
ほ
ど
す
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
や
ま
ぐ
ち 

ひ
び
き
／
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研
究
所
運
営
委
員
）
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