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改憲とどう向き合うか 

――「国民的憲法合宿」の体験から―― 

     水 島 朝 穂 
（早稲田大学法学部教授／憲法再生フォーラム共同代表） 

 

▼
正
月
早
々
の
面
白
い
経
験
▲ 

  

正
月
明
け
、
雪
の
軽
井
沢
で
面
白
い
体
験
を
し

た
。
市
民
が
憲
法
に
つ
い
て
討
論
す
る
「
国
民
的
憲

法
合
宿
」
の
収
録
に
参
加
し
た
の
だ
。
フ
ジ
テ
レ
ビ

系
の
「
ノ
ン
フ
ィ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
番
組
で
、
「
シ

リ
ー
ズ
日
本
国
憲
法
―
―
第
96
条
憲
法
改
正
」
で

あ
る
。
年
齢
も
職
業
も
、
憲
法
に
対
す
る
意
見
も
異

な
る
市
民
が
、
ロ
ビ
ー
に
『
産
経
新
聞
』
し
か
置
い

て
い
な
い
保
養
所
で
、
ま
る
二
日
間
の
合
宿
を
行
な

う
。
そ
こ
で
、
あ
た
か
も
陪
審
員
の
よ
う
に
、
改
憲

に
つ
い
て
一
つ
の
結
論
を
出
す
と
い
う
趣
向
で
あ

る
。
街
頭
で
声
を
か
け
ら
れ
る
な
ど
し
て
集
め
ら
れ

た
「
一
二
人
の
怒
れ
る
男
」
な
ら
ぬ
、
「
六
人
の
浮

世
の
男
女
」（
二
六
歳
か
ら
七
二
歳
ま
で
）
に
対
し
て
、

改
憲
派
の
論
客
・
小
林
節
氏
（
慶
応
大
学
法
学
部
教

授
）
が
検
察
官
役
で
「
冒
頭
陳
述
」
を
行
な
い
、
弁

護
人
役
の
私
が
「
弁
論
」
を
展
開
す
る
。
三
つ
の
セ

ッ
シ
ョ
ン
ご
と
に
二
人
の
意
見
が
戦
わ
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
両
者
の
や
り
と
り
を
参
考
に
し
て
市
民
だ
け

で
討
論
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
は
全
員
一
致
の
結
論

が
出
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
当
初
、
私
は
、
改
憲
論

議
を
刑
事
裁
判
に
見
立
て
た
設
定
に
違
和
感
が
あ

っ
た
が
、
や
っ
て
み
る
と
こ
れ
が
な
か
な
か
面
白
か

っ
た
。 

 

▼
対
立
し
た
意
見
と
一
致
し
た
意
見
▲ 

  

「
合
宿
」
の
冒
頭
で
参
加
者
が
態
度
表
明
を
し
た

が
、
そ
こ
で
は
「
改
憲
」
三
と
「
護
憲
」
三
に
見
事

に
割
れ
た
。
も
っ
と
も
、
「
改
憲
な
感
じ
か
な
」
と

い
う
三
四
歳
の
元
自
衛
官
か
ら
、
「
子
ど
も
の
こ
と

を
考
え
る
と
護
憲
」
と
い
う
主
婦
に
至
る
ま
で
、
参

加
者
の
意
見
は
か
な
り
感
覚
的
な
も
の
だ
っ
た
。 

 

「
今
な
ぜ
憲
法
を
変
え
る
の
か
？
変
え
な
い
の

か
？
」
か
ら
始
ま
る
三
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ

て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
小
林
氏
と
私
の
意
見
は
対

立
し
た
。
「
九
条
を
な
ぜ
変
え
る
の
か
？
変
え
な
い

の
か
？
」
と
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
「
中
国
が
攻

め
て
き
た
ら
ど
う
す
る
の
か
」
と
い
う
議
論
に
入
り

込
み
、
そ
の
時
点
で
は
「
改
憲
」
四
、
「
護
憲
」
二

の
傾
き
に
な
っ
た
。 

 

日
が
沈
み
、
外
が
暗
く
な
っ
た
頃
、
「
憲
法
と
は

何
な
の
か
？
」
と
い
う

後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
入
っ

て
、
小
林
氏
と
私
の
意
見
が
ピ
タ
リ
と
一
致
す
る
場

面
が
生
ま
れ
た
。
「
憲
法
は
権
力
者
を
拘
束
し
、
制

限
す
る
規
範
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
立
憲
主
義
の
常

識
で
あ
る
。
こ
の
点
を
曖
昧
に
し
た
改
憲
派
の
議
論

を
私
が
批
判
す
る
と
、
小
林
氏
も
こ
れ
に
同
意
し
つ

つ
、
改
憲
派
の
な
か
に
あ
る
倒
錯
し
た
発
想
、
例
え

ば
、
家
族
の
あ
り
方
な
ど
を
憲
法
に
書
き
込
み
、
国

家
が
市
民
に
説
教
す
る
か
の
よ
う
な
主
張
を
厳
し

く
批
判
し
た
。
さ
ら
に
小
林
氏
は
、
政
治
家
た
ち
が

憲
法
改
正
手
続
を
容
易
化
（
三
分
の
二
か
ら
過
半
数

へ
）
す
る
た
め
の
改
憲
に
は
反
対
し
た
。
こ
の
ほ
か

に
も
、
立
憲
主
義
を
軽
視
す
る
改
憲
派
の
主
張
に
対

し
て
、
小
林
氏
は
鋭
い
批
判
論
を
展
開
。
自
衛
隊
イ

ラ
ク
派
遣
は
違
憲
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
（
小
林
節

「
タ
カ
派
改
憲
論
者
は
な
ぜ
自
説
を
変
え
た
か
？
」
『
現

代
』
二
〇
〇
五
年
二
月
号
参
照
）
。
お
り
を
み
て
司
会

者
が
、
「
皆
さ
ん
、
憲
法
が
権
力
者
を
拘
束
す
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
知
っ
て
い
ま
し
た
か
？
」
と
問
う

と
、
全
員
が
手
を
挙
げ
ず
に
沈
黙
し
た
。 
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夜
九
時
前
、
小
林
氏
と
フ
ジ
テ
レ
ビ
保
養
所
を
あ

と
に
し
た
。
「
情
報
が
多
す
ぎ
て
大
変
だ
ぁ
」
と
い

う
一
参
加
者
の
つ
ぶ
や
き
が
耳
に
残
っ
た
。
二
人
の

や
り
と
り
か
ら
参
加
者
が
受
け
た
情
報
の
量
は
相

当
な
も
の
だ
ろ
う
。
意
見
の
異
な
る
研
究
者
が
目
の

前
で
渡
り
合
う
の
を
聞
き
な
が
ら
、
直
接
質
問
し
て

確
認
し
つ
つ
比
較
検
討
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
、

参
加
者
が
受
け
た
情
報
の
質
は
高
い
。 

 

残
っ
た
六
人
の
老
若
男
女
は
、
翌
日
の
夜
ま
で
ず

っ
と
議
論
を
続
け
た
。
そ
し
て
、
全
員
一
致
で
、
「
な

か
な
か
素
敵
な
結
論
」（
番
組
ス
タ
ッ
フ
）
に
到
達
し

た
と
い
う
。
本
稿
執
筆
時
点
で
は
、
ま
だ
番
組
が
放

映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
私
も

終
評
決
の
結
果
を

知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
深
夜
番
組
だ
が
、
本
誌
の
読

者
も
、
当
該
テ
レ
ビ
局
の
イ
メ
ー
ジ
で
判
断
せ
ず

に
、
そ
の
内
部
で
頑
張
っ
て
い
る
良
心
的
テ
レ
ビ
マ

ン
た
ち
の
努
力
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
う 

 

▼
96
条
の
改
変
に
は
全
員
反
対
▲ 

  

六
人
の
男
女
が
出
し
た

後
の
結
論
を
推
察
す

る
上
で
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
討
論

途
中
の
中
間
評
決
で
、
「
憲
法
改
正
を
容
易
に
す
る

た
め
の
改
正
手
続
（
第
九
六
条
）
の
改
正
に
は
、
全

員
一
致
で
反
対
」
と
い
う
結
論
が
出
た
と
い
う
の

だ
。
立
憲
主
義
の
基
本
的
な
考
え
方
の
と
こ
ろ
で

は
、
小
林
氏
と
私
の
間
に
大
き
な
違
い
は
な
く
、
市

民
は
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
議
論
を
続
け
た
。
そ
の
結

果
、
九
条
改
憲
で
は
賛
成
・
反
対
の
平
行
線
が
続
い

た
も
の
の
、
九
六
条
改
憲
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
で

反
対
と
い
う
結
論
を
導
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は

と
て
も
意
義
深
い
こ
と
だ
と
思
う
。 

 

各
種
の
世
論
調
査
で
は
、
憲
法
を
変
え
る
こ
と
に

賛
成
か
、
反
対
か
と
い
う
一
般
的
な
問
い
か
け
が
な

さ
れ
る
の
で
、
七
割
以
上
の
人
が
賛
成
と
答
え
る
。

「
古
く
な
っ
た
も
の
を
改
正
し
て
な
ぜ
悪
い
？
」
と

問
わ
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
反
論
す
る
の
に
は
相
当
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
と
な
ろ
う
。
だ
が
、
実
際
に
「
何

を
」
「
ど
の
よ
う
に
」
変
え
る
の
か
と
い
う
具
体
的

な
問
い
方
が
な
さ
れ
れ
ば
、
憲
法
を
積
極
的
に
変
え

る
側
の
説
明
負
担
は
増
大
す
る
。
こ
の
合
宿
の
体
験

は
、
明
確
な
論
点
の
提
示
と
十
分
な
情
報
提
供
が
行

な
わ
れ
、
か
つ
（
こ
こ
が
重
要
！
）
十
分
な
議
論
の

時
間
が
確
保
さ
れ
れ
ば
、
市
民
は
き
ち
ん
と
し
た
判

断
能
力
を
発
揮
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
改
憲
側
は
冷
静
な
議
論
に
時

間
を
か
け
る
こ
と
を
嫌
い
、
「
と
に
か
く
変
え
よ

う
」
と
い
う
〝
改
憲
ム
ー
ド
〟
を
煽
る
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
小
林
氏
と
は
初
対
面
だ
っ
た
が
、
朝
か
ら

夜
半
ま
で
計
一
二
時
間
議
論
し
た
こ
と
に
な
る
。
お

会
い
す
る
前
に
抱
い
て
い
た
誤
解
は
解
消
さ
れ
、
お

互
い
の
認
識
と
見
解
の
違
い
が
ピ
ュ
ア
な
形
で
明

確
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
「
合
宿
」
の
成
果
だ
っ
た
よ

う
に
思
う
。
小
林
氏
の
改
憲
主
張
に
は
賛
成
で
き
な

い
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
思
い
や
問
題
意
識
に
つ
い

て
は
理
解
で
き
た
。
顔
の
見
え
る
距
離
で
、
時
間
を

か
け
て
議
論
を
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
う
。
改
憲

派
と
さ
れ
る
人
び
と
も
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、

主
張
の
背
景
や
意
図
な
ど
も
理
解
し
た
上
で
批
判

す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。 

 

▼
憲
法
に
向
き
合
う
主
体
的
姿
勢
▲ 

  

「
合
宿
」
か
ら
得
た
教
訓
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
こ

こ
で
は
二
点
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
憲

法
問
題
を
論
ず
る
際
の
「
作
法
」
に
関
わ
る
。
も
う

一
つ
は
、
よ
り
一
般
的
に
な
る
が
、
認
識
や
意
見
の

違
い
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
い
く
か
と
い
う
方

法
論
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。 

 

ま
ず
第
一
点
目
。
憲
法
大
臣
と
し
て
知
ら
れ
る
金

森
徳
次
郎
国
務
相
が
、
日
本
国
憲
法
公
布
当
日
の
講

演
で
述
べ
た
言
葉
を
ま
ず
引
用
し
よ
う
。 

 

「
こ
の
憲
法
こ
そ
は
成
程
こ
れ
は
法
文
で
あ
り
ま

す
か
ら
活
字
で
印
刷
し
て
あ
り
、
イ
ン
キ
を
も
っ
て

紙
の
上
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
頭
を
変
え
て
本
体
を
見
よ
、
こ
れ
は
国
民
の

感
情
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
国
民

の
心
の
上
に
刻
み
込
ま
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
し

て
こ
の
憲
法
に
対
し
て
客
観
的
の
批
評
を
す
る
の
が

国
民
の
任
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
民
が
こ
れ
に
よ

っ
て
実
行
に
よ
っ
て
憲
法
を
肉
付
け
る
と
い
う
所
に

国
民
諸
君
の
義
務
が
あ
る
」（
『
新
憲
法
の
解
説
』
兵
庫

県
社
会
教
育
協
会
〔
一
九
四
七
年
三
月
発
行
〕
）
。 

 

こ
こ
に
は
、
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
が
国
民
に
は
課

さ
れ
て
お
ら
ず
（
憲
法
九
九
条
）
、
そ
の
代
わ
り
、
自

由
・
権
利
を
発
展
さ
せ
る
「
不
断
の
努
力
」（
同
一
二

条
）
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
で
、
国
民

に
憲
法
へ
の
主
体
的
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
「
古
く
な
っ
た
か
ら
改
正
し
よ
う
」
と
か

「
環
境
権
が
な
い
か
ら
改
憲
を
」
と
い
う
の
も
、
没
主

体
的
な
態
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
憲
法
規
範
に
反

す
る
現
実
を
、
ど
の
よ
う
に
規
範
に
近
づ
け
て
い
く

か
と
い
う
地
道
な
努
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
人
権
を
め
ぐ
る
新
し
い
状
況
が
生
ま
れ
て
も
、

プ
ラ
ク
シ
ス
（
解
釈
、
運
用
）
に
よ
っ
て
憲
法
を
「
肉
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付
け
る
」
努
力
を
行
な
っ
た
上
で
、
将
来
、
ど
う
し

て
も
規
範
変
更
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
方

の
認
識
に
な
っ
た
時
に
初
め
て
、
市
民
の
側
か
ら
改

憲
の
提
案
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

権
力
担
当
者
が
自
ら
に
対
す
る
「
規
制
」
を
緩
和
す

る
た
め
に
、
「
権
力
に
や
さ
し
い
憲
法
」
を
求
め
て
改

憲
の
提
案
を
し
て
き
た
時
は
、
市
民
は
こ
れ
を
疑
っ

て
か
か
る
の
が
正
し
い
。
「
肉
付
け
る
」
努
力
を
主
体

的
に
行
な
う
市
民
の
側
か
ら
は
、
憲
法
改
正
国
民
投

票
の
フ
ラ
イ
ン
グ
ぎ
み
の
提
起
や
、
安
易
な
改
憲
「
対

案
」
は
、
そ
の
狙
い
や
問
題
意
識
は
理
解
で
き
る
も

の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
力
学
が
錯
綜
す
る
現
実
政

治
の
文
脈
で
は
、
逆
効
果
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

憲
法
へ
の
主
体
的
な
姿
勢
は
、
憲
法
九
条
に
つ
い

て
も
求
め
ら
れ
る
。
憲
法
の
歴
史
は
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ

う
に
展
開
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
れ
か
ら

も
そ
う
で
あ
る
。
事
柄
は
一
般
的
な
政
策
論
議
で
は

な
く
、
憲
法
と
い
う
国
の

高
法
規
に
関
わ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
憲
法
九
条
に
反
す
る
現
実

が
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
る
が
、
こ

の
規
範
と
現
実
の
ズ
レ
な
い
し
乖
離
は
、
歴
史
的
に

形
成
さ
れ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
の
総
和
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
自
衛
の
た
め
の
必
要

小
限
度
の
実
力

（
自
衛
力
）
」
は
合
憲
だ
が
、
そ
れ
を
超
え
る
「
戦
力
」

は
違
憲
と
い
う
政
府
解
釈
（
一
九
五
四
年
）
も
、
憲

法
九
条
と
そ
れ
を
支
え
る
世
論
や
運
動
な
し
に
は

あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
「
矛
盾
」
は
の
っ
ぺ

り
と
作
り
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
さ

ま
ざ
ま
な
力
学
の
総
和
と
し
て
生
ま
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
い
ま
、
権
力
担
当
者
の
な
か
に
、
憲
法
そ
の

も
の
を
軽
視
・
無
視
・
蔑
視
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
危
機
的
状
況
と
言
え
る
。
相
手
が
ど

ん
ど
ん
憲
法
を
無
視
し
て
く
る
と
き
に
、
憲
法
九
条

の
規
範
力
を
弱
め
る
議
論
を
こ
ち
ら
か
ら
用
意
し

て
あ
げ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
憲
法
九
条
は
、

「
普
通
の
憲
法
」
の
「
軍
事
的
合
理
性
へ
の
懐
疑
」

か
ら
、
「
軍
事
的
合
理
性
の
否
定
」
へ
と
一
段
飛
躍

し
た
憲
法
な
の
で
あ
る
。
そ
の
特
質
を
改
め
て
認
識

す
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
。 

 

い
ま
も
昔
も
、
権
力
担
当
者
に
と
っ
て
、
憲
法
の

「
無
害
化
」
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
憲
法
を
ま
と

も
に
守
ろ
う
と
し
な
い
権
力
担
当
者
に
と
っ
て
、

「
権
力
に
や
さ
し
い
憲
法
」
が
生
ま
れ
れ
ば
、
そ
れ

を
守
る
と
い
う
保
証
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ

う
や
っ
て
「
無
害
化
」
さ
れ
た
憲
法
を
誰
が
注
目
す

る
だ
ろ
う
か
。
憲
法
と
い
っ
て
も
「
た
か
が
紙
切
れ
」

で
あ
る
。
が
、
厳
粛
な
言
葉
で
綴
ら
れ
た
条
文
の
背

後
に
は
、
長
年
に
わ
た
る
人
び
と
の
歴
史
的
営
み
が

息
づ
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
歴
史
へ
の
謙
虚
な
眼
差

し
と
態
度
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
憲
法
実

践
（
権
力
者
の
側
だ
け
で
な
く
、
市
民
側
の
憲
法
実
践
の

蓄
積
）
を
ど
う
評
価
す
る
か
。
そ
う
し
た
視
点
な
し

に
、
半
世
紀
の
憲
法
実
践
を
簡
単
に
切
り
捨
て
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
憲
法
九
条
を
厳
格
に
解
釈

す
る
立
場
（
非
武
装
・
無
軍
備
・
恒
久
平
和
主
義
）
の

理
念
と
実
践
に
つ
い
て
、
丁
寧
な
検
証
が
求
め
ら
れ

る
所
以
で
あ
る
。 

 

▼
憲
法
の
背
後
に
あ
る
ア
ジ
ア
の
民
の
声
▲ 

  

「
冷
戦
が
終
わ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
枕
詞
も
、
平

和
論
に
お
け
る
思
考
停
止
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

憲
法
は
、
国
家
権
力
の
対
外
的
発
動
（
自
衛
戦
争
を

含
む
）
に
厳
格
な
制
約
を
課
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

「
禁
止
規
範
」
の
側
面
と
同
時
に
、
憲
法
は
、
軍
事

の
方
向
を
遮
断
し
た
上
で
、
軍
事
力
に
よ
ら
な
い

「
平
和
の
創
り
方
」
を
求
め
て
い
る
。
市
民
の
国
際

的
な
活
動
に
対
し
て
、
常
に
憲
法
は
開
か
れ
て
い

る
。
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
（peoples

）
の
公
正

と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保

持
し
よ
う
と
決
意
し
た
」
（
憲
法
前
文
第
二
段
）
と
い

う
下
り
は
、
よ
く
「
平
和
を
愛
す
る
国
家
ば
か
り
で

は
な
い
」
と
す
り
替
え
ら
れ
、
揶
揄
さ
れ
る
が
、
よ

く
読
ん
で
み
よ
う
。
国
家
で
は
な
く
、
「
平
和
を
愛

す
る
」
複
数
の
人
民
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

私
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
そ
う
し
た
人

び
と
と
の
連
携
・
連
帯
を
生
み
出
し
て
い
く
と
い

う
、
将
来
に
わ
た
る
積
極
的
で
主
体
的
な
平
和
の
営

み
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
軍
事
力
に
代
わ
る
、
「
も

う
一
つ
の
平
和
構
想
」
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る

（
拙
著
『
武
力
な
き
平
和
―
―
日
本
国
憲
法
の
構
想
力
』

岩
波
書
店
参
照
）
。
だ
か
ら
、
日
本
国
憲
法
が
あ
る
か

ら
「
国
際
貢
献
」
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
ま
や
か

し
で
、
憲
法
が
禁
止
・
遮
断
し
た
方
向
と
内
容
こ
そ

問
う
べ
き
だ
ろ
う
（
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
協
力
、
「
不
安
定

な
弧
」
の
軍
事
管
理
な
ど
）
。
そ
う
し
た
憲
法
的
選
択

の
背
後
に
は
、
六
〇
年
前
の
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ

と
ア
ジ
ア
の
無
数
の
「
声
な
き
声
」
が
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
冷
戦
の
終
結
」
に
よ
っ
て

も
、
そ
の
規
範
の
原
点
を
動
か
す
必
要
は
な
い
し
、

九
条
規
範
に
現
実
を
近
づ
け
る
条
件
と
可
能
性
は

今
後
む
し
ろ
高
ま
っ
て
く
る
と
さ
え
言
え
る
。
こ
う

し
た
九
条
厳
格
解
釈
の
立
場
を
維
持
す
る
こ
と
は
、

 ―6― 



2005 年 2 月 1 日 発行               市民の意見 30 の会・東京ニュース  №88               【第 3 種郵便物認可】  

五
四
年
解
釈
を
と
る
立
場
の
人
び
と
（
箕
輪
登
元
防

衛
政
務
次
官
等
々
）
と
の
連
携
を
強
め
こ
そ
す
れ
、

そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 
▼
顔
の
見
え
る
距
離
で
の
議
論
の
重
要
性
▲ 

  

二
つ
目
に
、
「
護
憲
」
を
標
榜
す
る
人
び
と
の
間

で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
の
対
立
が
起
こ
り
う
る

し
、
現
に
起
き
て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
で
詳
し
い
中

身
に
は
立
ち
入
れ
な
い
が
、
何
よ
り
も
顔
の
見
え
る

距
離
で
議
論
す
る
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。
小
林
節
慶

応
大
教
授
と
の
一
二
時
間
に
わ
た
る
議
論
は
、
お
互

い
の
意
見
の
ど
こ
が
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を

き
わ
め
て
鮮
明
に
し
て
く
れ
て
、
実
に
有
益
だ
っ

た
。
運
動
団
体
内
部
で
は
、
む
し
ろ
、
改
憲
に
反
対

す
る
と
い
う
実
践
的
意
識
と
そ
の
勢
い
が
、
微
妙
な

意
見
の
相
違
を
埋
め
て
い
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
省
い

て
し
ま
う
傾
き
が
あ
る
。 

 

だ
か
ら
こ
そ
、
ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
二
つ
の
要
素
で

あ
る
「
距
離
」
と
「
時
間
」
を
応
用
す
る
こ
と
が
大

切
だ
ろ
う
。
「
距
離
」
と
い
う
点
で
は
、
顔
の
見
え

な
い
と
こ
ろ
で
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
直
接
顔
の

見
え
る
と
こ
ろ
で
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

と
っ
て
も
便
利
な
ネ
ッ
ト
世
界
（
掲
示
板
や
メ
ー
リ

ン
グ
リ
ス
ト
〔
Ｍ
Ｌ
〕
な
ど
）
は
、
簡
単
で
距
離
が
近

い
と
思
い
き
や
、
実
は
距
離
は
無
限
大
に
遠
い
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
じ
れ
る
と
や
っ
か
い
で
あ
る
（
直

接
話
し
ま
し
ょ
う
！
）
。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

「
時
間
」
と
い
う
点
で
は
、
ま
ず
過
去
に
経
験
と

教
訓
を
求
め
る
こ
と
。
歴
史
へ
の
誠
実
さ
は
こ
こ
か

ら
生
ま
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
文
字
通
り
時
間
を
か
け

て
議
論
を
す
る
こ
と
。
あ
る
い
は
対
立
し
た
場
合
に

は
、
お
互
い
に
し
ば
ら
く
時
間
を
お
く
と
い
う
「
消

極
的
時
間
」
の
活
用
も
大
切
だ
ろ
う
。
意
見
の
異
な

る
も
の
が
重
要
課
題
で
ギ
リ
ギ
リ
の
一
致
を
得
る

た
め
に
は
、
こ
う
し
た
「
距
離
」
と
「
時
間
」
の
創

造
的
応
用
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。 

 

後
に
一
言
。
自
分
の
戦
争
体
験
や
平
和
運
動
の

経
験
、
平
和
へ
の
思
い
を
語
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
も

大
切
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
体
験
や
思
い
を
そ
の
ま

ま
憲
法
九
条
に
つ
な
げ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
人

び
と
の
心
に
「
届
く
言
葉
」
を
探
す
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
金
森
が
語
っ
た
「
憲
法
を
肉
付
け

る
」
と
い
う
努
力
は
「
届
く
言
葉
」
と
い
う
点
で
も

示
唆
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。
私
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
直
言
」
（http://w

w
w.asaho.com

/ 

）
は
、
そ
の

努
力
の
個
人
的
で
、
さ
さ
や
か
な
継
続
で
も
あ
る
。 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
二
〇
〇
五
年
一
月
一
五
日
稿
） 

-------------------------------------- 
【
編
集
部
注 

フ
ジ
テ
レ
ビ
系
の
「
ノ
ン
フ
ィ
ッ
ク

ス
」
は
毎
週
火
曜
の
深
夜
に
放
映
さ
れ
て
い
る
番
組

で
す
。
水
島
さ
ん
が
参
加
さ
れ
た
討
論
会
記
録
の
放

映
日
時
は
、
3
月
8
日
（
火
）
深
夜
2
時
の
予
定

と
の
こ
と
で
す
が
、
当
日
の
番
組
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。 水

島
さ
ん
の
著
書
は
多
数
あ
り
ま
す
が
、
入
手
容

易
な
も
の
で
は
『
改
憲
は
必
要
か
』
岩
波
新
書
（
編

著
）
、
『
同
時
代
へ
の
直
言
』
高
文
研
、
『
世
界
の
「
有

事
法
制
」
を
診
る
』
法
律
文
化
社
な
ど
。
な
お
、
水

島
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
た
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
と
法
を

考
え
る
会
編
『
き
み
は
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
を
知
っ
て

い
る
か
』
日
本
評
論
社
は
今
絶
版
で
す
が
、
図
書
館

な
ど
で
ぜ
ひ
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
】 

（
28
ペ
ー
ジ
よ
り
つ
づ
く
―
―
山
口
素
明
） 

進
を
し
た
あ
と
、
首
相
が
住
ま
う
五
反
田
の
高
級
住

宅
街
に
向
か
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
準
備
し
た
首
相
へ
の

要
求
書
、
あ
る
い
は
当
日
行
動
で
き
な
い
人
び
と
か

ら
託
さ
れ
た
要
求
書
を
携
え
、
小
泉
首
相
に
面
会
を

求
め
た
の
だ
。
私
た
ち
が
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
発
せ

ら
れ
た
言
葉
を
届
け
る
こ
と
、
責
任
を
負
う
べ
き
者

の
責
任
を
問
う
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
襲
撃
さ
れ

て
い
る
イ
ラ
ク
の
人
び
と
の
暮
ら
し
を
、
襲
撃
を
支

援
す
る
小
泉
純
一
郎
の
暮
ら
し
に
結
び
つ
け
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
首
相
官
邸
で
は
な
く
、

彼
の
暮
ら
し
が
あ
る
公
邸
を
要
求
先
に
選
ん
だ
の
で

あ
る
。
「
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣
延
長
を
中
止
す
る

こ
と
」
「
イ
ラ
ク
か
ら
即
時
撤
退
す
る
こ
と
」
「
占
領

中
止
を
ア
メ
リ
カ
に
要
求
す
る
こ
と
」
「
戦
争
責
任

を
と
っ
て
首
相
を
辞
す
る
こ
と
」
、
実
行
委
員
会
が
掲

げ
た
五
つ
の
要
求
は
、
責
任
者
の
暮
ら
し
の
中
に
こ

そ
届
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。 

戦
争
犯
罪
人
の
休
日
は
一
日
の
始
ま
り
に
空
の
青

さ
を
仰
ぎ
見
て
、
静
謐
な
闇
に
包
ま
れ
て
終
わ
る
。

彼
は
決
し
て
頭
上
を
舞
う
ヘ
リ
へ
の
哨
戒
か
ら
始
ま

る
一
日
を
、
夜
陰
に
眼
を
凝
ら
し
て
終
え
る
こ
と
な

ど
な
い
。
こ
の
圧
倒
的
な
落
差
を
私
た
ち
は
見
つ
め

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
落
差
に
慣
れ
て
し
ま
う
の
で

は
な
く
、
常
に
驚
愕
し
、
慌
て
ふ
た
め
き
怒
り
を
覚

え
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
だ
。
今
回
の
行
動
は
小
泉
を

包
囲
し
て
動
揺
さ
せ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
う
す
る
こ
と
は
絶
対
に
必
要
な
の
だ
。 

（
や
ま
ぐ
ち
・
も
と
あ
き 

海
外
派
兵
を
や
め
ろ
！ 

戦
争
抵
抗
者
の
会
） 
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