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治
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か
？　

だ
が
東
京
新
聞
（
４

月
30
日
）
の
世
論
調
査
報
道
に
よ
れ
ば
、
憲
法
９
条

改
憲
反
対
が
58
％
（
昨
年
６
月
）
か
ら
62
％
に
増
え
、

賛
成
は
33
％
（
同
）
か
ら
24
％
に
激
減
。
他
の
世
論

調
査
も
同
様
の
結
果
だ
。
多
く
の
人
た
ち
が
、
よ
う

や
く
極
右
政
治
に
Ｎ
Ｏ
を
突
き
つ
け
始
め
た
、
と
見

る
の
は
私
の
希
望
的
観
測
だ
ろ
う
か
…
…
。

若
者
た
ち
の
改
憲
反
対
派
は
増
加
の
傾
向
？

学
生
た
ち
が
利
用
す
る
就
職
情
報
会
社
マ
イ
ナ
ビ

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
社
会
人
デ
ビ
ュ
ー
を
応
援
す
る

「
フ
レ
ッ
シ
ャ
ー
ズ
」
と
い
う
サ
イ
ト
が
あ
る
。
そ
の

フ
レ
ッ
シ
ャ
ー
ズ
が
２
０
１
４
年
２
月
に
実
施
し
、
19

歳
か
ら
29
歳
の
男
女
４
５
６
名
が
回
答
し
た
「
憲
法

９
条
に
つ
い
て
」
の
調
査
に
よ
る
と
、「
変
え
る
べ
き

で
は
な
い
」
は
52
・
２
％
と
半
数
を
超
え
、「
部
分
的

に
変
え
る
べ
き
」
が
24
・
６
％
、「
す
べ
て
変
え
る
べ

き
」
は
７・２
％
、「
条
文
は
そ
の
ま
ま
に
、
解
釈
を

考
え
な
お
す
べ
き
」
が
16
・
０
％
と
い
う
結
果
で
あ
っ

た
。
安
倍
が
強
行
す
る
「
解
釈
改
憲
」
の
内
容
を
質

問
に
採
り
入
れ
た
調
査
の
、
興
味
深
い
結
果
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
と
こ
ろ
の
各
新
聞
社
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
世

論
調
査
で
も
改
憲
反
対
は
、
あ
ま
り
の
安
倍
の
暴
走

ぶ
り
へ
の
懸
念
か
、
全
体
の
半
数
近
く
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
ず
っ
と
改
憲
派
が
多
か
っ
た
読

売
の
世
論
調
査
で
す
ら
２
０
１
４
年
３
月
の
調
査
で

は
、
改
憲
賛
成
４
割
に
対
し
て
反
対
も
４
割
と
拮
抗

し
て
い
る
。

こ
の
読
売
調
査
で
は
、
30
代
か
ら
60
代
で
改
憲
賛

成
が
改
憲
反
対
を
５
～
10
㌽
上
回
っ
た
も
の
の
、
改

憲
反
対
の
値
が
20
代
で
５
㌽
改
憲
賛
成
の
値
を
上

回
っ
た
と
い
う
か
ら
、
一
概
に
「
若
者
は
保
守
化
し

て
い
る
」
と
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

学
生
に
課
し
た
５
月
３
日
の
新
聞
社
説
分
析
か
ら

勤
め
先
の
女
子
大
学
で
新
聞
・
出
版
論
と
い
う
授

業
を
講
じ
て
お
り
、
学
生
た
ち
に
、
こ
の
５
月
の
連

休
中
の
課
題
と
し
て
、
５
月
３
日
の
新
聞
い
ず
れ
か

３
紙
を
選
び
、
憲
法
記
念
日
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

社
説
を
表
に
整
理
し
比
較
分
析
せ
よ
と
い
う
レ
ポ
ー

ト
を
求
め
、
Ｇ
Ｗ
明
け
に
提
出
さ
せ
た
。

若
い
世
代
の
９
条
観

―
―
学
生
の
５
月
３
日
新
聞
社
説
分
析
を
中
心
に
―
―諸

橋
泰
樹

レ
ポ
ー
ト
提
出
者
43
人
が
分
析
対
象
と
し
た
新
聞

３
紙
は
、
朝
日
32
、
読
売
29
、
毎
日
21
、
日
本
経
済

14
、
神
奈
川
10
、
産
経
６
、
東
京
３
、
中
国
２
、
下

野
２
、
山
陽
２
、
西
日
本
、
河
北
新
報
、
新
潟
日
報
、

信
濃
毎
日
、
山
梨
日
日
、
長
野
日
報
、
北
日
本
、
し

ん
ぶ
ん
赤
旗
が
各
１
で
、
延
べ
１
２
９
紙
。
同
日
に

朝
日
と
東
京
に
載
っ
た
意
見
広
告
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
学
生
が
、
１
名
だ
け
い
た
。

改
め
て
全
国
紙
３
紙
の
社
説
の
論
点
を
分
析
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
表
（
次
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
に
な
っ
た
。

朝
日
と
毎
日
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
歯
止
め
の
な
さ

に
よ
る
危
険
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
解
釈
改
憲

は
立
憲
主
義
に
反
す
る
と
批
判
し
、
ほ
ぼ
同
様
の
ス

タ
ン
ス
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
読
売
は
真
逆
で
、

集
団
的
自
衛
権
の
必
要
性
を
声
高
に
述
べ
、
憲
法
解

釈
の
変
更
は
立
憲
主
義
に
反
す
る
と
い
う
批
判
は
理

解
に
苦
し
む
と
ま
で
書
い
て
い
る
。

大
方
の
認
識
だ
ろ
う
が
、
学
生
た
ち
の
レ
ポ
ー
ト

か
ら
他
紙
の
分
析
結
果
を
見
る
と
、
日
経
と
産
経
で

比
較
的
読
売
的
な
立
場
、
東
京
や
地
方
紙
は
比
較
的

朝
日
・
毎
日
に
近
い
立
場
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
一
見
「
メ
デ
ィ
ア
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘

争
」
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
朝
日
も
毎
日
も
、
解

釈
改
憲
は
立
憲
主
義
に
も
と
る
と
主
張
す
る
あ
ま

り
、
集
団
的
自
衛
権
を
採
り
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
正

規
の
改
憲
手
続
き
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
に

嵌
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く

政
府
の
戦
略
は
、
解
釈
改
憲
に
対
す
る
批
判
は
百
も

承
知
で
、
解
釈
改
憲
の
よ
う
な
姑
息
な
手
段
で
は
な

く
堂
々
と
改
憲
を
行
な
う
べ
し
と
主
張
す
る
産
経
や

（
す
ず
き
・
こ
う
／
編
集
者
・
ラ
イ
タ
ー
。
社
団
法
人
「
マ

ガ
ジ
ン
９
」
代
表
理
事
、
市
民
ネ
ッ
ト
「
デ
モ
ク
ラ
Ｔ
Ｖ
」

同
人
。
元「
週
刊
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
」「
イ
ミ
ダ
ス
」編
集
長「
集

英
社
新
書
」編
集
部
長
。
著
書
に『
ス
ク
ー
ル・ク
ラ
イ
シ
ス
』

〈
角
川
文
庫
〉、『
目
覚
め
た
ら
、
戦
争
』〈
コ
モ
ン
ズ
〉、『
沖

縄
へ
』『
原
発
か
ら
見
え
た
こ
の
国
の
か
た
ち
』〈
と
も
に
リ

ベ
ル
タ
出
版
〉
な
ど
）
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タ
カ
派
な
ど
と
同
じ
土
俵
に
、
人
び
と
を
乗
せ
る
こ

と
に
あ
る
（
ち
な
み
に
、
産
経
の
社
説
に
あ
た
る
「
主
張
」

の
タ
イ
ト
ル
は
「
９
条
改
正
あ
く
ま
で
目
指
せ
」
で
あ
っ

た
）。
解
釈
改
憲
も
改
憲
も
ノ
ー
を
主
張
す
る
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
は
な
い
も
の
か
。

我
わ
れ
と
同
レ
ベ
ル
の
若
い
人
た
ち
、
首
相
た
ち

学
生
た
ち
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
感
想
を
求
め
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
大
多
数
の
学
生
が
３
紙
の
違
い

を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
中
に
は
自
分
の

考
え
を
述
べ
る
者
も
い
て
興
味
深
い
。

《
読
売
も
日
経
も
国
内
外
の
現
実
を
見
据
え
た
正

論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
朝
日
は
、
考

え
方
は
一
見
正
論
に
見
え
る
が
、
国
内
外
の
情
勢
を

見
据
え
た
現
実
的
な
視
点
と
は
到
底
思
え
な
い
。
国

が
滅
ん
で
、
憲
法
だ
け
が
残
っ
て
も
何
に
も
な
ら
な

い
。「
平
和
主
義
」
を
唱
え
て
い
れ
ば
、
平
和
が
訪

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
安
全
保
障
上
の
喫
緊
の
問
題

に
ど
う
取
り
組
む
か
と
い
う
姿
勢
に
欠
け
て
い
る
》

《
私
は
、
今
、
こ
の
瞬
間
に
隣
国
か
ら
攻
め
ら
れ

て
き
て
も
お
か
し
く
な
い
現
状
の
中
で
、
無
防
備
で

い
る
方
が
か
な
り
危
な
い
と
感
じ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
問
題
で
、
戦
争
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
風
な
議

論
が
テ
レ
ビ
な
ど
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
私

は
考
え
る
べ
き
論
点
は
そ
こ
で
は
な
い
と
考
え
る
。

今
、
隣
国
に
攻
め
ら
れ
た
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
助

け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？　

世
界
が
味
方
に
な
っ
て

く
れ
る
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
は
１
０
０
％
確
実
に
信

用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
母
国
を
守
る
の
は
、
自

分
た
ち
し
か
い
な
い
の
だ
》

一
方
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
記
し
た
学
生
た
ち
も

い
る
。

《
私
は
憲
法
改
正
に
反
対
だ
。
な
ぜ
な
ら
憲
法
改

正
に
よ
っ
て
日
本
が
他
国
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る

可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
今
ま
で
日
本
は
憲
法
に

よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

加
え
て
、
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
、
韓
国
な

ど
の
隣
人
諸
国
か
ら
の
強
い
反
発
を
受
け
る
か
も
し

れ
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
時
に
争
い
ご

と
を
増
や
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
か
ら
だ
》

《
こ
の
憲
法
は
日
本
国
民
の
幸
福
と
平
和
を
願
っ

た
も
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
憲
法
は
幸
福
と
平
和

の
結
晶
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
憲
法
を
国
民
の

意
思
と
は
関
係
な
く
手
を
つ
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら

を
踏
み
に
じ
る
行
為
で
あ
る
》

《
今
回
の
よ
う
に
簡
単
に
憲
法
を
改
正
し
て
し
ま
っ

て
は
、
次
か
ら
次
へ
と
憲
法
を
改
正
し
て
し
ま
い
、

憲
法
の
重
要
性
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
今
回
の
集

団
的
自
衛
権
は
特
に
危
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
歩
間

違
え
れ
ば
、
戦
争
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
憲
法
改

正
に
は
も
っ
と
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
》

《
私
自
身
は
憲
法
改
正
に
つ
い
て
反
対
派
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
憲
法
そ
の
も
の
を
改
正
す
る
こ
と
自
体

が
違
法
行
為
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
憲
法

の
中
で
も
日
本
と
し
て
特
色
の
高
い
９
条
が
改
正
さ

れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
「
自
国
の
防
衛
範
囲
」
に
歯
止

め
が
効
か
な
く
な
る
の
に
加
え
、
他
の
改
憲
の
小
難

し
い
ボ
ー
ダ
ー
は
低
く
な
る
で
し
ょ
う
。
改
憲
の
利

点
は
社
説
を
読
む
前
も
後
も
曖
昧
で
あ
り
、
批
判
意

見
し
か
自
分
の
頭
に
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
》

こ
れ
ら
の
感
想
に
は
、
改
憲
反
対
で
あ
れ
賛
成
で

あ
れ
、
我
わ
れ
首
相
を
含
む
お
と
な
た
ち
が
展
開
し

て
い
る
議
論
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
我
わ
れ
以
上
の

レ
ベ
ル
の
首
相
が
生
ま
れ
得
な
い
の
と
同
じ
く
、
所

詮
我
わ
れ
の
子
ど
も
や
教
え
子
た
ち
だ
。
我
わ
れ
凡

庸
な
お
と
な
た
ち
と
同
様
、
特
に
目
新
し
い
指
摘
や

説
得
力
の
あ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
我
わ
れ
お
と
な
た
ち
は
、
同

レ
ベ
ル
の
若
い
人
び
と
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

凡
庸
な
首
相
た
ち
と
も
対
峙
し
て
い
け
る
は
ず
で
あ

る
。

（
も
ろ
は
し
・
た
い
き
／
大
学
教
員
）

全国紙３紙社説の論点比較
新　聞 朝　日　新　聞 毎　日　新　聞 読　売　新　聞

①見出し 安倍政権と憲法　平和主
義の要を壊すな

集団的自衛権改憲せず行
使はできぬ

憲法記念日集団的自衛権
で抑止力を高めよ

②解釈改憲
についての
評価

・これでは国会の決議さえ
必要ない
・憲法の平和主義は形とし
て残ってもその魂が奪わ
れることになる

・９条の理念を超える集団
的自衛権の行使は政府
解釈の変更でできる話で
はない
・条件をつけた限定容認の
先に何があるのか慎重に
考えてみるべき

・解釈変更は立憲主義に反
しない
・憲法解釈見直しの取り組
みを高く評価したい

③「集団的
自衛権」に
ついて

・集団的自衛権の本質は他
国の防衛
・明確な歯止めを設けるこ
とは困難

・多国籍軍参加や他国領
土での戦闘が可能になり、
他国の軍隊と同じになっ
てしまう
・集団的自衛権は、日本の
平和と安全を守ってきた
９条と日米安保の２つの
柱のうち、憲法を外すこ
とだ

・すべての国に認められて
いる
・集団的自衛権を保有する
が行使しないというのは
国際的に通用しない
・米国に追随し戦争に参加
する道を開くとの批判は、
根拠のない扇動だ

④立憲主義
について

・政府判断で憲法が改正さ
れてしまえば権力を縛る
立憲主義が侵される
・今のやり方は、首相が唱
える「憲法を国民の手に
取り戻す」どころか「憲
法を国民から取り上げ
る」こと

・抑止力が高まり平和が維
持される、と解釈改憲に
走るのは、憲法という国
家の体系を軽んじた政
治の暴走

・内閣には憲法の公権的解
釈権がある
・手順を踏んで解釈変更を
行うことがなぜ立憲主義
の否定になるのか理解に
苦しむ
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