
国
家
を
縛
る
礎
知
る
こ
と
か
ら

　　　　　　　　憲法は今

　　　　

立立憲憲主主義義のの精精神神

　
一
国
の
最
高
法
規
の
条
文
が
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
候
補
に
推
薦
、
受
理
さ

れ
た
ケ
ー
ス
は
他
に
な
か
ろ
う
。
受

賞
対
象
者
は
「
国
民
」
全
体
。
受
賞

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
全
世
界
に
そ

の
存
在
と
価
値
を
知
ら
し
め
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

　
推
薦
さ
れ
た
の
は
日
本
国
憲
法
の

第
９
条
だ
。
１
項
で

戦
争
放
棄
を
、
２
項

で
戦
力
不
所
持
を
宣

言
し
て
い
る
。
戦
力

を
持
た
な
い
規
定
ま

で
設
け
て
い
る
こ
と
が
平
和
へ
の
願

い
と
決
意
の
大
き
さ
を
示
し
、
他
国

と
の
違
い
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
現
実
に
は
自
衛
隊
と
９
条
の
整
合

性
へ
の
疑
問
が
完
全
に
払
拭
さ
れ

し
ょ
く

ふ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
後

年
近

く
に
わ
た
っ
て
１
人
の
戦
死
者
も
出

さ
な
い
重
し
と
な
っ
て
き
た
の
は
間

違
い
な
い
。

　
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
推
薦
し
た
市
民
団

体
代
表
は
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

容
認
論
議
で
平
和
主
義
が
危
機
に
さ

ら
さ
れ
る
中
で
、
９
条
の
素
晴
ら
し

さ
を
国
内
外
の
多
く
の
人
に
訴
え
た

い
」
と
強
調
す
る
。
文
化
人
類
学
者

中
沢
新
一
さ
ん

山
梨
市
出
身

ら

が

憲
法
九
条
を
世
界
遺
産
に

集

英
社
新
書

と
提
言
す
る
の
も
同
じ

思
い
か
ら
だ
ろ
う
。

　
き
ょ
う
５
月
３
日
は
、
施
行
か
ら

年
の
憲
法
記
念
日
だ
。

国
民
主

権

基
本
的
人
権
の
尊
重

平
和
主

義
―
を
基
本
原
則
と
し
、
戦
後
復
興

と
民
主
主
義
社
会
の
発
展
の
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
と
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
い

ま
や
９
条
を
含
む
憲
法
自
体
が
揺
さ

ぶ
ら
れ
て
い
る
。

　
北
朝
鮮
や
中
国
の
動
向
な
ど
東
ア

ジ
ア
の
安
保
情
勢
が
緊
迫
化
す
る

中
、
安
倍
政
権
は
平
和
憲
法
下
で
こ

れ
ま
で
認
め
て
こ
な
か
っ
た
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
へ
か
じ
を
切
り
出
し

た
。
改
憲
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る

条
の
先
行
改
正
は
頓
挫
し
た
も
の

の
、
今
度
は
９
条
の
条
文
を
い
じ
ら

ず
に
憲
法
解
釈
を
見
直
す
こ
と
で
、

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
を
目
指

す
。
だ
が
そ
れ
は
平
和
主
義
、
ひ
い

て
は
憲
法
の
根
幹
を
変
え
る
こ
と
に

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
憲
法
は
「
不
磨
の
大
典
」
で
は
な

く
、
改
正
を
一
概
に
否
定
す
る
つ
も

り
は
な
い
。
た
だ
そ
の
前
に
触
れ
て

お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
憲
法
の
精

神
や
中
身
を
熟
知
し
て
い
る
国
民
が

多
い
と
は
言
い
難
い
。
ま
ず
は
条
文

に
接
し
、
趣
旨
を
学
び
、
身
近
な
生

活
に
ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
知

る
こ
と
か
ら
始
め
て
も
遅
く
は
な
い

は
ず
だ
。

　
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
憲
法

が
他
の
法
律
と
違
っ
て
、
国
民
を
縛

る
の
で
は
な
く
、
国
家
権
力
や
為
政

者
を
縛
る
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
国

民
の
自
由
や
権
利
を
勝
手
に
侵
害
し

な
い
よ
う
国
家
に
歯
止
め
を
か
け
て

い
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
こ
れ
が
立
憲
主
義
と
呼
ば
れ

て
い
る
も
の
だ
。

　
そ
の
点
を
踏
ま
え
、
憲
法
と
い
う

理
想
と
、
社
会
の
現
実
を
見
比
べ
て

み
よ
う
。
東
日
本
大
震
災
で
今
な
お

続
く
避
難
生
活
が

条

生
存
権

と
乖
離
し
な
い
か
。
非
正
規
な
ど
雇

り

か
い

用
の
格
差
は

条

勤
労
の
権
利
と

義
務

に
反
し
な
い
か
。
国
家
秘
密

へ
の
接
触
を
禁
じ
る
秘
密
保
護
法
は

条

表
現
の
自
由
と
知
る
権
利

を
侵
さ
な
い
か

。
何
よ
り
優
先
す

べ
き
は
、
現
実
を
よ
り
理
想
に
近
づ

け
る
政
治
の
努
力
で
は
な
い
か
。

　
安
倍
晋
三
首
相
は
し
ば
し
ば
「
憲

法
を
国
民
の
手
に
取
り
戻
す
」
と
強

調
。
一
方
で
首
相
が
総
裁
を
務
め
る

自
民
党
は
憲
法
改
正
草
案
に
、
自
衛

隊
の
国
防
軍
化
や
家
族
規
定
を
盛

り
、
表
現
の
自
由
に
「
公
益
」
の
制

限
を
設
け
て
い
る
。

　
だ
が
憲
法
が
国
民
で
は
な
く
国
家

権
力
を
縛
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照

ら
す
と
、
改
正
や
解
釈
拡
大
を
図
る

今
の
姿
勢
に
は
、
憲
法
を
国
民
か
ら

国
家
の
も
と
に
奪
い
取
ろ
う
と
い
う

思
惑
と
危
う
さ
が
透
け
て
見
え
る
気

が
し
て
な
ら
な
い
。

向
山
文
人

５
月
３
日

　 スーパーのオギノを設立した同社会長の
荻野浩氏が死去。 歳（ 年 平成 年）
　 兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に目出
し帽姿の男が侵入、散弾銃を撃ち小尻知博記
者が死亡、もう１人の記者が重傷。未解決の
まま 年に時効成立（ 年 昭和 年）
　 国鉄 現ＪＲ 常磐線三河島駅構内で、脱
線した貨物列車に上り、下りの電車が衝突し
た。死者 人、重軽傷者 人

（ 年 昭和 年）
　 第２次世界大戦時、 アンネの日記 をつ
づったユダヤ人少女、アンネ・フランクがナ
チスの迫害を逃れオランダ・アムステルダム
で一家と約２年間暮らしていた隠れ家が記念
館として開館した （ 年）
　 日本国憲法が施行。県会議事堂で県主催
の記念式典 （ 年 昭和 年）

国
民
投
票
法
改
正
の
成
立
確
実
選
挙
権
年
齢
が
「
宿
題
」

改憲各党異なる狙い党内割れる民主、共社は護憲
　
安
倍
晋
三
首
相
が
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認

を
提
唱
し
た
こ
と
を
受
け
、
憲
法
論
議
が
活
発
化

し
て
い
る
。
改
憲
や
憲
法
解
釈
変
更
は
国
の
根
幹

を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
を
は
ら
み
、
慎
重
論
も

根
強
い
。
首
相
の
思
惑
や
与
野
党
の
主
張
な
ど
、

３
日
に
施
行

年
を
迎
え
た
憲
法
を
取
り
巻
く
現

状
を
探
っ
た
。

揺
れ
る
憲
法
き
ょ
う
記
念
日

憲法とは何か再確認が必要

１
面
か
ら
続
く

　
集
団
的
自
衛
権
行
使
が
容
認

さ
れ
れ
ば
、自
国
が
攻
め
ら
れ

な
く
て
も
他
国
を
攻
め
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。そ
う

な
れ
ば
、日
本
に
よ
る
先
制
攻

撃
と
な
り
、日
本
も
報
復
の
対

象
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。日

本
が
軍
事
力
を
増
強
す

れ
ば
、近
隣
国
の
軍
拡

を
あ
お
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
だ
ろ
う
。

　
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派

遣
で
、犠
牲
者
が
一
人

も
出
な
か
っ
た
こ
と

は
、
９
条

の
意
味
を

強
く
示
す
出
来
事
だ
。

武
力
行
使
が
で
き
ず
給

水
や
学
校
補
修
の
活
動

を
行
っ
て
い
た
自
衛
隊

に
対
し
て
、イ
ラ
ク
の

武
装
勢
力
の
指
導
者
が

自
衛
隊
を
攻
撃
し
な
い

よ
う
命
令
し
て
い
た
こ

と
も
分
か
っ
て
い
る
。

９
条
の
規
範
力
は
な
お

大
き
く
、今
の
日
本
の

対
外
関
係
は
９
条
を
軸

に
築
か
れ
て
き
て
い

る
。し
か
し
、集
団
的
自

衛
権
行
使
が
容
認
さ
れ

れ
ば
、日
本
は
、海
外
で

武
力
行
使
を
す
る
国
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　
ヒ
ロ
シ
マ

ナ
ガ
サ
キ
の
核

体
験
は
、手
段
が
目
的
を
破
壊

す
る
こ
と
で
、そ
れ
ま
で
の
戦

争
像
に
転
換
を
も
た
ら
し
た
。

軍
事
力
を
ほ
ん
の
少
し
で
も
持

っ
て
し
ま
う
と
歯
止
め
が
き
か

な
く
な
り
、最
終
的
に
核
兵
器

に
至
る
。だ
か
ら
軍
事
力
に
対

す
る
否
定
の
論
理
を
徹
底
し
た

憲
法
９
条
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

　
そ
の
９
条
で
戦
力
不
保
持
を

う
た
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、１
９
５
０
年
に
警
察
予
備

隊

、

年
に
保
安
隊
、そ
し
て

年
に
自
衛
隊
と
な
っ
た
。自

衛
隊
の

年
近
い
歴
史

は
、解
釈
改
憲
の
歴
史

だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ

ろ
う
。そ
れ
で
も
、こ
れ

ま
で
政
府
は
、日
本
が

攻
め
ら
れ
た
と
き
の

自
衛
の
た
め
の
必
要

最
小
限
度
の
実
力

と

い
う
理
由
で
、自
衛
隊

を

合
憲

と
し
て
き

た
。同
時
に
、
わ
が
国

が
攻
め
ら
れ
て
い
な
い

の
に
他
国
を
攻
撃
す
る

集
団
的
自
衛
権
行
使
は

違
憲
と
解
釈
し
て
き

た
。

　
安
倍
晋
三
首
相
は
長

年
に
わ
た
る
こ
の
政
府

解
釈
を
変
え
よ
う
と
し

て
い
る
。自
分
の
都
合

よ
く
憲
法
の
鎖
を
壊
そ

う
と
し
て
い
る
。今
、政

治
家
に
も
戦
争
を
知
る

世
代
が
減
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
も
、戦
争
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
が
薄
れ
た
こ
ろ
に
戦
争

が
起
き
て
い
る
。こ
の
危
機
的

状
況
が
ま
だ
十
分
認
識
さ
れ
て

い
な
い
。分
か
っ
て
い
る
の
は
、

現
地
に
赴
く
か
も
し
れ
な
い
自

衛
官
で
あ
る
。彼
ら
の
命
を
政

治
の
道
具
に
し
て
は
な
ら
な

い
。

　
憲
法
を
変

え
る
、
変
え

な
い
と
い
う

場
合
、
一
番

大
切
に
な
る

の
は
そ
の
理

由
、根
拠
だ
。憲
法
は
変
え
よ
う

と
す
る
側
に
高
い
説
明
責
任
が

あ
る
。変
え
る
理
由
が
明
確
に

で
き
な
け
れ
ば
、変
え
な
い
と

い
う
現
実
が
残
る
。平
和
と
安

全
保
障
の
問
題
で
も
、守
る
べ

き
も
の
を
守
る
た
め
の
適
切
な

手
段
の
問
題
を
考
え
て
い
く
。

軍
事
力
で
世
界
平
和
を
つ
く
る

こ
と
を
目
指
す
の
か
。そ
れ
と

も
憲
法
９
条
に
基
づ
き
、軍
事

の
最
小
化
を
目
指
し
て
、日
本

の
得
意
と
す
る
医
療
や
教
育
な

ど
の
技
術
の
面
を
磨
き
、世
界

と
平
和
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か

―
。い
ま
、重
要
な
転
機
に
あ

る
。

　
Ｉ
Ｔ
化
が
進
み
、結
果
を
急

ぐ
時
代
、怖
い
の
は
民
意
の
暴

走
だ
。政
治
家
は
民
主
主
義
を

強
調
す
る
が
、民
意
も
間
違
う
。

だ
か
ら
多
数
決
で
も
決
め
ら
れ

な
い
こ
と
が
憲
法
に
は
書
い
て

あ
る
。
民
意
だ
か
ら

が
民

主
主
義
だ
と
す
れ
ば
、
民
意
に

も
か
か
わ
ら
ず

が
立
憲
主

義
で
あ
る
。そ
れ
に
気
づ
か
せ
、

立
ち
止
ま
ら
せ
る
仕
組
み
と
し

て
憲
法
が
あ
る
。当
た
り
前
の

よ
う
に
あ
っ
た
自
由
が
次
第
に

制
限
さ
れ
、息
苦
し
い
社
会
に

な
り
つ
つ
あ
る
な
か
で
、憲
法

の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る

と
き
だ
ろ
う
。

　
確
か
に
憲
法

条
に
改
正
手

続
き
が
定
め
て
あ
る
以
上
、憲

法
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、憲
法
に
は
変
え
て
は

な
ら
な
い
も
の

国
民
主
権
、

人
権
、平
和
主
義

が
あ
り
、改

正
に
は
限
界
が
あ
る
。
改
憲

護
憲

と
い
う
議
論
が
あ
る

が
、い
ま
必
要
な
こ
と
は
、何
で

も
憲
法
改
正
に
つ
な
げ
る
議
論

を
や
め
て
、憲
法
と
は
何
か
と

い
う
議
論
か
ら
始
め
る
こ
と
だ

ろ
う
。

田
中
麻
里
子

安
倍
政
権
下
、
憲
法
め
ぐ
る
こ
の
１
年
の
動
き
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み
ず
し
ま
・
あ
さ
ほ
さ
ん
　
１
９
５
３
年
東
京
都
生
ま
れ
。
早
稲
田

大
法
学
学
術
院
教
授
。
法
学
博
士
。

は
じ
め
て
の
憲
法
教
室
／
立
憲

主
義
の
基
本
か
ら
考
え
る
」
集
英
社
新
書

ほ
か
、
著
書
多
数
。
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
は
　

　
憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
各
党
の
立

場
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。
安
倍
晋
三
首

相

自
民
党
総
裁

が
自
衛
隊
の

「
国
防
軍
」
へ
の
改
称
を
含
む
党

改
憲
草
案
の
実
現
を
目
指
す
の
に

対
し
、
公
明
党
は
「
環
境
権
」
新

設
を
提
唱
。
民
主
党
は
賛
否
両
論

を
抱
え
、
改
憲
に
前
向
き
な
日
本

維
新
の
会
や
み
ん
な
の
党
な
ど
も

重
点
項
目
は
異
な
る
。
共
産
、
社

民
両
党
は
護
憲
を
主
張
し
て
い

る
。

　
自
民
党
が
２
０
１
２
年
４
月
に

発
表
し
た
改
憲
草
案
は
全
体
で

章
、１
１
０
カ
条
で
構
成
さ
れ
る
。

首
相
を
最
高
指
揮
官
と
す
る
「
国

防
軍
」
を
保
持
し
「
自
衛
権
の
発

動
を
妨
げ
な
い
」
と
明
記
。
改
憲

の
発
議
要
件
を
衆
参
両
院
で
総
議

員
の
過
半
数
に
緩
和
す
る

条
改

正
も
盛
り
込
む
。
改
憲
機
運
を
醸

成
す
る
た
め
、
４
月
か
ら
党
の
対

話
集
会
を
各
地
で
始
め
た
。

　
公
明
党
は
、
環
境
権
や
地
方
自

治
の
拡
充
な
ど
新
た
な
理
念
を
条

文
に
加
え
る

加
憲

を
主
張
し
、

自
民
党
と
一
線
を
画
す
。
昨
年
の

参
院
選
公
約
で
は
戦
争
放
棄
と
戦

力
不
保
持
を
定
め
た
９
条
１
項
、

２
項
を
堅
持
し
た
上
で
、
自
衛
隊

の
存
在
を
新
た
に
明
記
す
る
か
ど

う
か
を
議
論
の
対
象
に
す
る
と
し

た
。

　
党
内
が
護
憲
派
と
改
憲
派
に
割

れ
る
民
主
党
は
、
明
確
な
方
向
性

を
打
ち
出
せ
て
い
な
い
。
参
院
選

の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

政
権
公
約

に
は

条
の
先
行
改
正
反
対
を
盛

り
込
ん
だ
も
の
の
、
選
挙
戦
で
惨

敗
。

憲
法
の
補
う
べ
き
点
、
改

め
る
べ
き
点
を
議
論
し
、
必
要
と

思
わ
れ
る
条
項
に
つ
い
て
は
具
体

的
な
改
正
条
文
を
作
成
し
て
国
民

に
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
」
と
総
括
し
た
。

　
日
本
維
新
は

条
改
正
で
は
自

民
党
に
賛
同
す
る
も
の
の
、
最
優

先
の
改
憲
項
目
は
統
治
機
構
改
革

と
し
て
い
る
。
首
相
公
選
制
の
ほ

か
、
参
院
の
廃
止
も
視
野
に
入
れ

た
抜
本
的
改
革
を
唱
え
る
。
自
民

党
が
改
正
を
目
指
す
９
条
に
つ
い

て
は
「
変
え
る
か
否
か
の
国
民
投

票
」
を
実
施
す
る
と
し
た
。

　
み
ん
な
の
党
も

条
改
正
や
将

来
的
な
首
相
公
選
制
の
導
入
な
ど

に
前
向
き
だ
。
結
い
の
党
は
現
行

憲
法
を
尊
重
す
る
立
場
だ
が
、
江

田
憲
司
代
表
は
「
憲
法
を
不
磨
の

大
典
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
」
と

の
考
え
も
示
し
て
い
る
。

　
共
産
、
社
民
両
党
は
「
改
憲
勢

力
の
狙
い
は
９
条
を
変
え
て
日
本

を
海
外
で
戦
争
を
す
る
国
に
つ
く

り
変
え
る
こ
と
だ
」

共
産
党
の

参
院
選
公
約

な
ど
と
、
改
憲
に

真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
。

　
生
活
の
党
は
、
自
衛
隊
が
国
連

平
和
維
持
活
動

Ｐ
Ｋ
Ｏ

に
参

加
す
る
根
拠
規
定
を
設
け
る
見
直

し
に
前
向
き
だ
。
新
党
改
革
も
改

憲
の
必
要
性
を
訴
え
る
。

　
憲
法
改
正
手
続
き
を
確
定
さ
せ

る
国
民
投
票
法
改
正
案
に
は
与
野

党
８
党
が
賛
同
し
て
お
り
、
今
国

会
中
の
成
立
は
確
実
だ
。
公
布
と

と
も
に
施
行
さ
れ
、
改
憲
に
必
要

な
国
民
投
票
が
法
的
に
は
実
施
可

能
と
な
る
。
だ
が
、
改
憲
の
是
非

や
改
正
条
項
の
優
先
順
位
を
め
ぐ

る
各
党
の
議
論
に
時
間
を
要
す
る

の
は
必
至
。
当
面
は
公
選
法
の
選

挙
権
年
齢
引
き
下
げ
な
ど
「
新
た

な
宿
題
」
に
取
り
組
む
こ
と
に
な

り
そ
う
だ
。

　
国
民
投
票
の
投
票
年
齢
や
投
票

方
法
な
ど
具
体
的
な
手
続
き
は
未

整
備
の
状
況
が
続
い
た
が
、
２
０

０
７
年
に
国
民
投
票
法
が
成
立
し

た
。
同
法
付
則
は
、
選
挙
権
年
齢

の
引
き
下
げ
や
公
務
員
の
政
治
的

行
為
の
制
限
緩
和
も
実
施
す
る
よ

う
求
め
て
い
た
。

　
改
正
案
で
は
、
国
民
投
票
年
齢

は
選
挙
権
年
齢
や
民
法
の
成
人
年

齢
と
は
連
動
せ
ず
、
改
正
法
施
行

４
年
後
に
「

歳
以
上
」
か
ら
自

動
的
に
「

歳
以
上
」
に
引
き
下

げ
ら
れ
る
。
選
挙
権
年
齢
な
ど

の
引
き
下
げ
は
「
法
施
行
後
、

速
や
か
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置

を
講
じ
る
」
と
期
限
を
切
っ
て
い

な
い
。

　
公
選
法
改
正
が
進
ま
な
け
れ

ば
、４
年
後
に
国
民
投
票
と
国
政

地
方
選
挙
の
年
齢
が
食
い
違
い
、

混
乱
が
生
じ
か
ね
な
い
。
与
野
党

８
党
は
「
施
行
後
２
年
以
内
に
選

挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
を
目
指

す
」
と
の
合
意
文
書
を
交
わ
し
た

が
、
自
民
党
に
は
消
極
論
が
根
強

い
。
成
人
年
齢
の
引
き
下
げ
は
関

連
法
令
が
３
０
０
本
近
く
あ
り
、

選
挙
権
年
齢
よ
り
難
航
し
そ
う

だ
。

　
公
務
員
が
改
憲
の
賛
否
を
働
き

掛
け
る
「
勧
誘
運
動
」
は
警
察
官

な
ど
を
除
き
、
容
認
さ
れ
た
。
組

織
的
な
勧
誘
運
動
に
つ
い
て
は
自

民
党
が
禁
止
を
目
指
し
た
が
、
官

公
労
を
支
持
母
体
と
す
る
民
主
党

が
難
色
を
示
し
、
付
則
で
「
今
後

の
検
討
課
題
」
に
と
ど
ま
っ
た
。

決
着
は
容
易
に
つ
き
そ
う
に
な

い
。


