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改憲の声は年々高まって来た

な
ぜ
今

の
憲
法
は
改

正
さ
れ
ね
ば

 

な
ら
な

い
か
?

 

長
年
に
わ
た
り
、
憲
法
を
修

 

改

正
し
な
い
こ
と
の
弊
害

 

日
本
国
憲
法

は
、
昭
和
二
十

一
年
十

一
月
三

日
公
布

、
翌
二
十
二
年

五
月
三
日
施
行
さ
れ
た

が

、
実

に
そ
れ
か
ら
四
十
五
年

間
、

一
度
も
改

正
さ
れ
て

い
な

い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
諸
外
国
は
、
同
じ
期
間
内

に
頻
繁
に
憲
法
を
改
正

し

て

い

る
。
た
と
え

ば
、
ド
イ

ツ
三
十
七

回
、

ス
イ

ス
三
十
三

回
、

旧

ソ
連
五
十
五
回
、
英
米
法

で
判
例
重
視

の
ア

メ
リ
カ
で
も

六
回
改

正
し
て

い
る
。

諸
外

国
は
な
ぜ
頻
繁

に
憲
法

を

改

正

す
る

の
か
。
そ

の
理
由
は
、
二
十
世
紀
に
入

っ
て
の

十
年

は
、

そ
れ
以
前

の
百
年

に
も
相
当
す

る
と

い
わ
れ
る
ほ
ど

、
世
界
情
勢

の
変
化
が
激

し

い

こ
と
に
あ

る
。

そ
の
故
に
、
作

ら
れ
た
時

に
静

止
す

る
法
と
日
進
月
歩

の
現
実
と

の
ギ

ャ

ッ
プ

が
拡

大
す

る
。
欧
州
で
は
、
憲

法
は
そ

の
時

々

の
国
民

の
た
め
に
あ
る
。

制
定
時

の
国
民
が
後

の
時

代

の
国
民
を
縛

っ
て
は

い
け
な

い
と

い
う

観
念

が
あ
り
、
憲

法
改
正
に
要
す

る
条
件
を
緩

和

し
、
頻
繁

に
改

正
し
て

い
る
わ
け

で
あ
る
。

他
方

、
日
本
で
は
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
か
な

り
厳

し

い
改

正

に
関
す

る
手
続
規
定
を
置

い
て

い

っ
た
。

す
な
わ

ち
、
現
行
憲
法

九
十
六
条

で
は
、
憲

法
改

正
の
た
め
に
は
、
衆
参

両
議
員

の
三
分

の

二
に
よ
る
発

議
を
必
要

と
し
、
さ
ら
に
国
民
の

過

半
数

の
同
意

を
条
件

と
し
て

い
る
。
学
問
的

ー

-

、

¥

～
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に
、
改
正
の
む
ず
か
し

い
憲

法
を
硬
性
憲
法
と

い
い
、
改
正
が
比
較
的

や
さ
し

い
憲
法

を
軟

性

憲

法
と

い
う
が
、
日
本
国
憲
法

は
世
界

で
も

指

折
り

の
硬
性
憲
法

で
あ

る
。

そ

の
た

め
、
日
本

で
は
、
野
党

の
認
識

不
足

も
あ

っ
て
憲
法
改
正
が

で
き

な
い
た
め
に
、
政

府

は
や
む
な
く
解
釈

で
補

っ
て
実
際

の
運
用

を

せ
ざ
る
を
得
な

い
。

い
わ
ゆ
る

「
解
釈
改
憲
」

と
も

い
わ
れ
る

こ
と

に
な
る
。
し

か
し
、
私
ど

も
は
、
法

は
厳
格
に
解
す
べ
き

で
、
政
府

み
ず

か
ら
が
解

釈

で
補

う

こ
と
は
、
国
民
が
法

に
従

わ
な

い
風
潮

、

つ
ま
り
遵

法
精
神
を
害
す
る
風

潮

を
生
み
、
そ
れ
が
世

の
中
を
荒
廃

せ
し

め
て

い
る
原

因
に
な

っ
て

い
る

こ
と
を
、
憂

え
る
も

の
で
あ

る
。

現
憲
法
の
成
立
上
の
欠
陥

 

今

の
憲
法

は
、

そ
の
制
定
過

程
上
、
国
際

法

違

反
の
疑

い
が
あ

る
。

と
い
う

の
は
、

一
九
〇

七
年

に
欧
州
各
国

が
オ
ラ

ソ
ダ

の

ハ
ー
グ
で
締

結

し
た

「
陸
戦

ノ
法
規
慣
例

二
関

ス
ル
条

約
」

(
俗
称

ハ
ー
グ
条
約
)

は
、
そ

の
第

四
十

三
条

で

「
占
領
者

は
…
…
、
占
領
地

の
現
行
法
規

を

尊
重
す

べ
し
」
と

の
趣
旨

の
規
定

を
置

い
て
い

る
。こ

れ
は
、
十
九
世
紀
中
、
欧
州

で
は
戦
争
が

繰

り
返
さ
れ
、
勝

っ
た
り
負
け

た

り

し

た
結

果
、
勝

っ
た
国

か
負
け
た
国

の
法
制
を
変
え

る

こ
と

の
不
都
合
が
自
覚
さ
れ
、
被
占
領
地

の
法

制
を
尊
重
し

て
や
た
ら

に
変
え
な

い
こ
と
を
申

し
合
わ

せ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
理
論
的

に

も

、
占
領

下
に
制
定

さ
れ
た
法
律
は
、
占
領
者

の
意

思
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
被

占
領
地

の
国

民
の
自
由
意

思
を
反
映
し
て

い
な

い
と
考
え
ら

れ

た
こ
と
に
よ
る
。

な
お
、
日
本

も
、

一
九

一

一
年

に
批
准
書

を
寄

託
し
て

こ
の

ハ
ー
グ
条
約

に
加
盟

し
て
お
り
、

ア

メ
リ
カ
も
そ

の
頃

こ
れ

に
加
盟

し
て
い
る
。

先

の
世
界
大
戦

で
、
枢
軸

を
形
成
し
た
ド
イ

ッ
、

イ
タ
リ
ア
、
日
本

が
敗

れ
た
が
、
連

合
国

に
よ

る
憲
法
改
正

の
対
応

は
異
な
る
。

ま
ず
最

初

に
敗
れ
た

イ
タ
リ
ア
は
、
当
時

の

い
わ
ゆ
る

ム

ヅ
ソ
リ
ー

二
憲
法

の
改

正
を

求

め

ら

れ
た

が
、
前
記

の

ハ
ー
グ
条
約

の
存
在

を
盾

に
改

正

を
拒
否
。
実
際

に
イ
タ
リ
ア
が
新
憲
法

を
制
定

し
た

の
は
、
講
和
条
約
発
効

の
六
か
月
後

で
あ

っ
た
。

ま

た
、
ド

イ
ッ
も

、
連
合
国

か
ら
い
わ
ゆ
る現行憲法は誤りが多い

ヒ
ト
ラ
ー
憲
法

の
改
正
を
求

め
ら
れ

た
が
、
や

は
り
、

ハ
ー
グ
条
約

の
存
在

と
東
西

に
分
割
さ

れ

た
こ
と
を
理
由

に
憲
法

の
改

正

は

拒

否

し

た
。
た
だ

し
、
連
合
国

の
強

い
要
求
も
あ

っ
た

の
で
妥
協
と
し

て
、
憲
法

で
は
な
く
、
被
占
領

下

で
の
基
本
法
と

い
う

こ
と

で

「
ド
イ
ッ
連
邦

共
和
国
基
本
法
」
を
制
定

し
た
。

し

か
し
、
そ

の
第

一
六
四
条

に
は
、

こ
の
基

本
法

は
や
が

て

「
ド
イ
ツ
国
民

が
自
由

の
意
思

で
決
定
す

る
憲
法

が
施
行

さ
れ

た

日

に

は
、

(
こ
の
基
本
法

の
)
効
力

を
失
う
」
と

の
規
定

を
置
き
、
筋
を
通

し
て
い
る
。

他
方
、
わ
が
国

に

つ
い
て
は
、

ド
イ
ッ
、

イ

タ
リ
ア
と
異
な
り
、
敗
戦
直
後
、
連
合
軍

に
よ

っ
て
強
引

に
憲
法
を
変
え
さ

せ
ら

れ
た
。
そ
れ

は
、
日
本
も
始

め
て
の
敗
戦

で
為
政
者

の
気
持

ち
も
動
転
し

て
い
て
、
と

て
も

ハ
ー
グ
条
約
を

持
ち
出
す
余
裕
が
な

か

っ
た

こ
と
。

そ
し
て
ま
た
、
陛

下

の
身
柄
と
皇
室

の
存
続

を
質

に
と
ら
れ
た
た
め
、
や
む
を
え
ず

マ
ヅ
カ

ー

サ
ー
憲
法
を
飲
ま
ざ

る
を
得
な

か

っ
た
事
情

も
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
占
領
下

に
出
来
た
憲
法

は
、
本
来
、
昭
和
二
十
七
年

の
サ
ソ
フ
ラ
ン
シ

ス

コ
講

和
条
約
発
効
後

に
、
国
民
投
票

で
も
し

て
国
民

の
信

を
問
え
ば
良
か

っ
た

の

で

あ

る

が
、

そ
れ
も

し
な

い
ま
ま
今

日
に

い
た

っ
て
い

る
。そ

の
点

で
も
、
現
行

日
本

国
憲
法

は
、

ハ
ー

グ
条
約
違
反

の
疑

い
が
あ

り
、
ま
た
、
国
民
投

票

に
か
け

て
い
な
い
点

で
も
、
国

民
に
認
知

さ

れ

て
い
な

い
い
わ
ば

「
私
生
児
憲
法

」
と
い
う

こ
と
も

で
き

る
。

形
式
上

の
欠
陥
に
つ
い
て

 

現

行
憲
法

は
、

マ
ッ
ヵ
ー
サ
ー
草

案
を
た
た

き
台

と
し
て
連

合
軍

総
司
令
部

で
作
ら
れ
、
国

会

で
も
僅

か
な
審
議
期
間

で
可

決

さ

れ

た
た

め
、
文
章

が
翻
訳
調

で
あ
り
、
ま
た
法
律

用
語

の
誤
り
も
調

べ
て
み
る
と
、
実

に
二
十

か
条
、

二
十

八
か
所

も
あ
る
。

そ

の
主
な
も

の
に
議
決

と
可

決

の

取
り
違

え
、
予
算
案

と
予
算

と

の
間
違

い

な

ど

が
あ

る
。

ま
た
、
第

二
章

は

「
戦
争

の
放
棄
」
と

い

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も

「
戦
争

の
否

認
」
が

正

し
い
。

な
ぜ

な
ら
ば
、
「
放
棄
」

と
は
、
「
相
続

の
放
棄
」

と
い
う
用
語

で
も
分

か
る
よ
う

に
、

す

で
に
正
当
な
権
利
が
あ

る
の
に
捨

て
る
場
合

で
あ

る
。

こ
れ
に
対

し
て
、

「
否
認
」
と

は
、

法
律
用
語
上
、
正
当

な
権
利

の
あ

る
な

し
に
か

か
わ
ら
ず
、
認

め
な

い
こ
と
を

い
う
。
特

に
、
戦

争

の
放
棄
と

い
う
と
き

は
、
そ

の
中

心
を
な
す

の
は
、
侵
略
戦
争
を
放
棄
す

る
趣
旨

で
あ
り
、

侵
略
戦
争
を
す

る
こ
と

は
正
当
な
権
利
と

は
い

え
な

い
か
ら
、

こ
こ
は
、

「
戦
争

の
否
認
」
と

い
う

の
が
正
し

い
。
諸
外
国

の
憲
法

は
ほ
と

ん

ど
が

「戦

争

の
否
認
」
と

い
う
用
語
に
な

っ
て

い
る
。

さ
ら
に
、
第
九
条
に
関
連

し
て
、
独
立
国
で

あ

れ
ば

当
然
あ
る
べ
き

「
国
家

緊
急
事
態

に
対

処
す
べ
き
規
定

」
が
、
現
行
憲

法
に
な

い
こ
と

も

、
形
式

上

の
欠
陥

の

一
つ
に
数

え
る
こ
と
も

出
来

よ
う
。
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内
容
上
の
欠
陥

 

現
行
憲
法

の
内
容
上

の
欠
陥

に

つ
い
て
は
た

く
さ

ん
挙
げ

ら
れ

る
が
、

と
り
あ

え
ず

三

つ
ほ

ど
挙
げ

て
お

こ
う
。
ま
ず
第

一
は
、
権

利

.
義

務

規
定

の
ア
ン
バ

ラ
ソ
ス
で
あ
る
。
現
行
憲
法

第
三
章

に
は
、

「
個
人

の
権
利
」
が

さ
か
ん
に

う

た
わ
れ

て
い
る
が
、

そ
の
反
面
、
義
務

に

つ

い
て
は
現

行
憲

法
内
に
わ
ず
か
三
か
条
し
か
な

い
。そ

し
て
、

こ
う

し
た
権
利

・
義
務
規
定

の

ア

ン
バ

ラ

ソ
ス
が
教
育

の
分

野
に
も
反
映
し
て

い

る
。
例
え
ば
、
中
学
校

の
主
要
七
社

の
公
民
教

科
書
を
調

べ
て
み
る
と
、
権
利

の
記
述

は
二
十

頁
以

上
も
あ

る
の
に
、
義
務

の
記
述

は
、

一
頁

ど

こ
ろ
か
せ
い
ぜ

い
数

行
し
か
な

い
。
権
利
と

義
務

と
は
本
来
、
盾

の
両
面

で
あ

る
の
に
、
現

行
憲
法

の
権
利

・
義
務

の
ア

ン
バ

ラ

ン
ス
が
教

育

に
反
映

し
て
、

「
権
利
偏
重

」
の
教
育

が
現

場

で
行

な
わ
れ
て
い
る
。

そ

の
た
め
に
、
国
民

は
児
童

・
生
徒

の
年
代

か
ら
、
自
分

の
気
持

ち

の
赴
く

ま
ま
言
動
す

る
の
が

「
個
人

の
権
利
」

で
あ

る
と
思

い
違

し
、
自

己
中

心
的

.
独
善

的

な
観
念

に
支
配

さ
れ

て
、
毎
日

の
報
道

に
も
現

れ
て
い
る
校
内

暴
力

・
い
じ

め
の
現
象
、
さ
ら

に
は
、
冷

酷
殺
人

・
誘
拐
な
ど
異
常

な
社
会
現

象
を
多
発
さ

せ
る
原
因

と
な

っ
て
い
る
。

-

次
に
、
憲
法
八
十
九
条
も
実
際

に
適

用
さ
れ

て
い
な

い
条
文

で
あ

る
。

こ
の
規
定
は
、
公
金

そ

の
他

の
公
の
財
産

を
、
宗
教
や
公

の
支
配

に

属

せ
ぬ
慈
善

・
博
愛
事
業

や
私

の
教
育
事
業

に

支
出

・
提
供

し
て
は

い
け
な

い
旨
を
定

め
て

い

る
。

し
か
し
、

私
立
学
校
に

つ
い
て
み

て
も
、

国
か
ら

の
助
成
金
な

し
に
は
や

っ
て
い
け

な
い

の
が
実
情

で
す
。

こ
の
規
定

は
、

欧
米

の
教
育

事
情
を
踏

ま
え
て
連

合
国
総
司
令
部

に
よ
り
発

案

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
日
本

の
実
情

に
あ

わ
ず

、
政

府
は
や
む
な
く
、
現
行
憲
法
施
行
後

数
年

に
し
て
、
私
学
教
育

の
崩
壊

を
避

け
る
た

め
、
私
立
学
校

の
助
成

に
踏

み
切

ら
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。

た
だ
、
そ

の
場
合
、
国

(
文
部
省
)

か
ら

ス

ト
レ
ー
ト
に
助
成
す

る
と

こ
の
第

八
十

九
条

に

抵
触
す

る
の
で
、
国

は
ま
ず
私

学
振

興
財
団
な

る
も
の
を
作
り
、

こ
こ
に
私
学

へ
の
助
成
金
を

一
括
し
て
提
供
し
、

こ
の
私
学
振
興
財

団
が
各

学
校

に
配
分
す

る
方
式

を
と
り
、

ま
た
文

部
省

が
私

立
学

校
を
監
督
し
て

い
る
か
ら

「
公

の
支

配
に
属
す
る
」
と
し

て
、
合
憲

性

を

主

張

し

た
。し

か
し
、
間

に
私
学
振
興

財
団
と

い
う

ワ
ソ

ク
ッ
シ
ョ
ソ
を
置

い
た

か
ら
と

い

っ
て
、
違
憲

の
疑

い
は
免
れ
な

い
。
ま

た
、
国
が
監
督
す

る

か
ら

「
公

の
支
配

に
属
す

る
」

と

い
う

の
も
、

私
立
学

校
の
精
神

に
反
す
る
。

こ
の
第
八
十
九

条

な
ど

は
、
占
領
軍
が
欧
米

の
教
育

シ
ス
テ
ム

を
そ

の
ま
ま
導
入

し
た
も

の
の
日
本

の
実
情

と

あ
わ
ず
、
矛
盾
を
生

じ
た
よ

い
例

と

い
え
る
。

そ

し
て
、
第

九
条

(戦

争
否
認
規
定
)
も
困

っ
た
規
定

で
あ

る
。
御
承
知

の
と

お
り
、

こ
の

第

九
条
は
そ

の
表
現
が
あ

い
ま
い
な
た
め
、
文

中

の
そ
れ
ぞ
れ

の
用
語

の
意
味

や
、
第

二
項
冒

頭

の

「
前
項

の
目
的

を
達

す
る
た

め
」
な

る
文

言
が
、
前
項

の
ど

こ
に
か
か
る
か
な
ど
を

め
ぐ

り
、
研
究
者

の
調
べ

に
よ
る
と
、
十

八
通

り
に

も
解
釈
が
分

か
れ

る
と
い
う
。
本
来
、
憲

法
は

国

の
基

本
と
な
る
法
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
小

学
校

の
高
学
年
程
度

の
学
力
を
有
す

る
も

の
が

読

ん
で
素
直

に
分

か
る
も

の
で
な
け
れ
ぽ

な
ら

な

い
。
学
者
が
集

ま

っ
て
十

八
通
り
に
も
解

釈

が
分

か
れ
る
と

い
う

こ
と
自

体

ナ
ソ
セ
ソ
ス
な

話

し
で
あ
る
。

憲
法
問
題
を
取
り
扱
う

 

ル
ー
ル
の
欠
如

 

ド
イ

ッ
人

の
記
者
が
訪

ね
て
来

て
、
日
本
は

不
思
議

な
国
だ
と

い
う
。

日
本

で
は
憲
法
改
正

を
国
会
で
論
議
し
よ
う
も

の
な

ら
大
騒
ぎ

に
な

る
。
西
ド
イ

ツ
で
は
法

と
現
実

に
食

い
違

い
が

あ

る
と
思
え
ば
争

っ
て
見

つ
け
出
し
、
与

野
党

と
も
改
憲

を
に
提
起

す
る
。
提
起
す

る
こ
と
を

む
し

ろ
誇
り

に
し
て

い
る
。
日
本

で
は
逆

に
、

憲
法
改
正
を
再
軍
備
、
徴
兵
制
、
軍
国
主
義
復

活

と
い
う
ワ

ソ
パ
タ
ー

ソ
の
宣
伝
が

な
さ
れ
、

そ

の
た
め
戦
後

四
十
年

こ
の
あ
り
え
な

い
ワ
ソ

パ

タ
ー
ソ
宣
伝

に
乗

せ
ら
れ
て
憲
法
改
正
が
出

来

な
か

っ
た
。

さ
ら
に
お
か
し
い
こ
と
は
、
改
憲
論
議

を
す

る
と
す
ぐ
に
叩
か
れ
る

こ
と
だ
。
過
去
に
も
稲

葉
法
相
や
奥
野
法
相
が
謝
罪
さ

せ
ら
れ

た
り
、

栗
栖
統
幕
議

長
も
専
守
防

衛
が

お
か
し
い
と
い

う
発
言
を
問
題

に
さ
れ
、
任

期
前

に
や
め
さ
せ

ら
れ
た
。

こ
う

い
う
発
言
は
外
国
な
ら
問
題

に

な
ら
な

い
。
稲
葉
氏
ら
も
決

し
て
自
分

は
現
憲

法

を
守

ら
な

い
と
は
言

っ
て

い
な
い
し
、
た
だ

立
法
論
と
し
て
変
え
る
べ
き
と

こ
ろ
は
変
え
よ

う
と
言

っ
て
い
る
も

の
で
こ
れ

は
当
り
前

の
こ

と
で
あ

る
。
ど

ん
な
法
律

で
も
欠
陥
が
あ

れ
ば

直

し
た
方
が

良

い
の
は
し
ご
く
当
然
で
あ
る
。

憲

法
だ
け
を
特
別
扱

い
す

る
理
由

は
な

い
。

「第
九
条
」
の
改

正
問

題

に
つ
い
て

 

日
本
国
憲
法
は
植
民
地
憲
法

 

フ
ィ
リ
ピ

ン
憲
法
と
の
対
比

 

憲

法
と

い
う
と
、

日
本
人

は
独

立
国
だ
け
が

憲
法
を
も

っ
イ、
い
る
と

一
般

に
錯
覚
し
て

い
る

が
、
第

二
次
大
戦

前

の
植
民
地
も
憲
法
を
も

っ

て

い
た
。
英

国

で
は
植
民
地

に
総
督

を
送

り
、

直

接
施
政
権
を
握

っ
て

い
た
が
、
そ

の
他

の

ヨ

e--.　pt　
ッ
パ
の
大
国
や
ア

メ
リ
ヵ
な
ど

は
独

立
の

意

欲
を
抑
え
る
た
め
に
も
、
植

民
地
に

一
応
憲

法
を
も
た

せ
て

い
た
。
し
か
し
植
民
地
に
は
外

交
権
と
軍
事
権

は
も
た

せ
な

い
。
外
交
権
と
軍

事
権
を
も

つ
の
は
宗
主
国

で
あ

る
。
植
民
地

に

は

一
定

の
自
治
権

し
か
与

え
ず
、
間
接
支

配
が

行
わ
れ
て

い
た
。

学
者

は
こ
の
よ
う
な
植
民
地

の
憲
法
を
半
独

立

国
憲
法

と
呼

ぶ
が
、
私

は

「
植

民
地
憲
法
」

「
非
独
立
国

の
憲
法
」
と
は

っ
き
り
言
う
べ
き
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だ
と
思
う
。
今

の
日
本
国
憲
法

は
、
私

に

い
わ

せ
れ
ば
非
独
立
国
憲
法
、
植

民
地
憲
法

の
体
裁

の
も

の
で
あ

る
。

憲

法
第
九
条
が
植
民
地
憲

法
で
あ
る

こ
と
を

論
証
す

る
た
め
に
、
第

二
次
大
戦

下
の

フ
ィ
リ

ピ

ソ
憲
法
を
と
り
上
げ

て
み
よ
う
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が

一
九
四
五

(
昭
和
20
)
年

日
本

に
占
領
軍
最
高
司
令
官

と
し
て
着

任
し
た

時
、
彼

の
頭

の
中

に
あ

っ
た
の
は

フ
ィ
リ
ピ

ソ

の
憲
法

で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

植
民
地
下

の

フ
ィ
リ
ピ

ン
憲

法
を
抜
粋
し
て

み
る
と

(
旧

フ
ィ
リ
ピ

ソ

・
コ
モ
ソ
ウ

ェ
ル
ス

憲
法
、

一
般

に
第

三

フ
ィ
リ
ピ

ソ
憲
法
と
呼
ば

れ
て
い
る
)

そ
の
第
二
条
第
三
節

に
は

「
フ
ィ

リ
ピ

ン
は
、
国
策
遂
行

の
手
段
と
し
て

の
戦
争

を
放
棄

し
、

一
般
に
承
認
さ
れ
た
国
際
法

の
諸

原
則
を

国
内
法

の

一
部

と
し
て
採
用
す

る
」
と

あ

る
。

こ

の
文

章
は
前
段

は
日
本
国
憲
法
九
条

に
通

じ
、
後

段
も
前
文
や
第
九
十

八
条

の
規
定

に
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。

さ
ら
に
付

則
第

一
は

「
フ
ィ
リ
ピ

ソ
市
民

は

米
国
に
対
し
忠
誠
を

つ
く
す
義
務
が
あ

る
」

と

明
記
し
て

い
る
。
ま
た
、
付
則
第
十

二
の
中

に

は

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領

の
命
令
が
あ

れ

ば

、

フ
ィ
リ
ピ

ソ
連
邦
政
府

の
組
織
す

る
当
該

武
装

部
隊

お
よ
び
軍
隊
を
動
員
す

る
権
利

を
認

め

る
」
と
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
フ
ィ
リ
ピ

ン
植
民
地
憲
法

は
外

交
権
と
軍
事
権
が
宗

主
国
に
あ

る
こ
と
を
明
確

に
し
て

い
る
。
独
立
国

た
る
要
件

は
、
他

国
に

従
属

し
な

い
外
交
権

を
持

つ
こ
と
、
自
分

の
国

は
自
分

で
守

る
態
勢

を
有
す

る

こ
と
、

の
二

つ

で
あ

る
。

日
本
国
憲
法

は
特

に
軍
事

権
が
明
瞭

で
は
な
く
、
そ

の
点

で
植
民
地
憲
法

の
体

裁
と

い
え

る
の
で
、
独
立
国

に
ふ
さ

わ
し
く
第

九
条

を
改

め
る
ぺ
き

で
あ

る
。

現
憲
法
九
条
の
問
題
点

㎜

 

第

一
項

は

「
日
本

国
民
は
…
…
、
国
際

平
和

を
誠
実

に
希
求

し
」

と
書

い
て
あ

る
が
、
裏

か

ら
読
む
と
、

日
本

は
こ
れ
ま
で
正
義
と
秩
序

に

反
す

る
行
為
を

し
て
国
際

平
和
を
乱
し
て
き
た

か
ら
、
そ

れ
を
反
省

し
て
い
る
、
と
と
れ
る
詑

状
的
要
素

が
強

い
。

詑
状
的
要
素
が
憲

法
に
あ
る
と
国
民
を
卑
屈

に
す

る
。

こ
れ
は
戦
争
終

結
後
ま
も
な
く
、
米

国

の
草
案

に
基
づ

い
て
憲

法
を

つ
ぐ

っ
た
事
情

を
反

映
し
て

い
る
。

次

に

「
国
権

の
発
動
た
る
戦
争
」

の
表
現

で

あ

る
が
、

英

語

で

は
国
権
A
J
は
　
s
o
v
e
r
e
ig
n

r
ig
h
t　
o
f　
n
a
t
io
n
　
と
書
か
れ
て

い
る
。
直
訳

す

る
と
、

国
家

の
基
本
的
権
利

で
あ

る
。
国
際

法

で
は
国
家

の
基
本
的
権
利

に
関

し

「
国
家

は

国
際

法

の
定

め
る
手
続

に
従
う
限
り

一
般

に
戦

争

が
出
来
る
と
さ
れ
、

こ
の
戦
争
を
行
う
権
利

は
、
独
立
国
家

の
持

つ
権
利

の
中

で
も
、
特

に

基
本
的
な
権
利

で
あ

る
」
と
さ

れ
て
い
る
。

し

た
が

っ
て
日
本
国
憲
法

は
国
家

の
こ
の
基
本
的

権
利
を
放
棄

し
た
こ
と
に
な

り
、

こ
れ
は
ま
さ

に
植
民
地
憲
法
、
属
領
憲
法

と
い
わ
ざ

る
を
え

な

い
。

次

の

「
国
際
紛
争

を
解

決
す
る
手
段
と
し
て

は
永
久

に
こ
れ
を

放
棄
す

る
」
。

こ
れ

に
つ
い

て
、
左
翼
学
者

は
自
衛
戦
争

や
制

裁
戦
争
も
出

来

な
い
、

と
解

釈
す

る
が
、

こ
れ
に
関
し
て
は

一
九

二
八
年

に
締
結

さ
れ
た
不
戦
条
約

の
第

一

条

に

「
締
約

国
は
国
際

紛
争
解
決

の
た

め
に
戦

争

に
訴

え
る
こ
と
を
不
法
と
し
、

か
つ
そ

の
相

互

の
関
係

に
お
い
て
国
家
的
政
策

の
手
段
と
し

て
の
戦
争

を
放
棄
す
る
」
と
あ
る
。
不
戦
条
約

に
加
盟

し
た
六
十
三
か
国

の
ほ
と

ん
ど
が
、

こ

こ
で
い
う

「
国
際
紛

争
解
決

の
た

め
の
戦
争
」

は
、
侵
略
戦
争

だ
け
を
意
味
し
、
自
衛
戦
争

・

制
裁
戦
争

を
含

ま
な

い
、
と

の
留
保

つ
き

で
批

准

し
て
い
る
。

現
在

の
国
連
憲
章

の
中
に
も

「
国
際
紛
争
を

解
決
す

る
た
め
の
戦
争
」

と
い
う
表
現
が
何
個

所

か
あ

る
が
、

こ
の
表
現

は
侵

略
戦
争
だ
け
に

限

る
こ
と
は
、
世
界

各
国

の
常

識
に
な

っ
て

い

る
。

い
ま
さ
ら
我
が

国
だ
け
が
特

別

の
解
釈
を

と
る
必
要

は
な
く
、

国
際
常

識
に
従
え
ば
良

い

こ
と
だ
。

次

は
第

九
条
二
項

の
前
半

「
陸
海
空
軍
そ

の

他

の
戦

力
は
、

こ
れ
を
保
持
し
な

い
」
。
こ
こ
で

い
う

「
そ

の
他

の
戦
力
」
と
は
軍
と

い
う
名
称

を
も

た
な

い
が
、
必
要
と
あ
れ
ば
陸
海
空
軍

に

転
化

し
う
る
実
力
、

い
わ
ば
潜
在
的
軍
隊
を

い

う
。
政
府

は
か

つ
て
第
九
条

で
い
う

「
戦
力
」

と
は

「
近
代
戦
争
を
遂
行
出
来

る
能
力
」

と
説

明
、
自
衛
隊
は
そ

の
水
準

に
達

し
な
い
か
ら
戦

力
に
当
た
ら
な

い
。
し
た
が

っ
て
自
衛
隊

は
合

憲
で
あ
る
ー

と
苦
し
い
言
い
逃
れ
を
し
て
い

る
。我

が
国

は
独
立
国
と

し
て
国
際
常
識

に
従

っ

て
自
衛
隊
を
持

つ
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
は
当
時

は
為
政
者

の
見
識

で
あ

っ
た
が
、
そ

の
後

の
政

治
家
が
憲

法
改
正
を
す
べ
き
だ

っ
た
の
に
、
そ

れ
を
怠

っ
て
き
た

こ
と
が
非
常

に
嘆

か
れ
る
。

第

九
条
二
項
後
半

の

「
国

の
交
戦
権

は
こ
れ

を
認
め
な

い
」
。

こ
れ
は

ま
さ
に

日
本
が
独
立

国

で
な

い
こ
と
を
証
明

し
た
も

の
で
あ

る
。
交

戦
権

に
つ
い
て
左
翼
学
者

は

「
戦
争
を
行
う
権

利
」
と
解
釈
す

る
が

こ
れ

は
お
か
し

い
。
憲
法

は
国
際
法

に
立
脚

し
て
解
釈
す

べ
き

で
あ

る
。

国
際
法

で

「
交
戦
権
」
と

は
、
交
戦
国

の
諸
権

利
、

つ
ま
り
戦
時
国
際
法
規

に
よ
り
独
立
国

に

認
め
ら
れ
る
、
例
え
ば
攻
撃
、
臨
検
、
章
捕
と

い

っ
た
権
利
だ
と
さ
れ

て
お
り
、

こ
う

し
た
国

際
法
上

の
権
利
が
認

め
ら
れ
な

い
と

い
う

こ
と

は
、
日
本
が
独
立
国

で
な

い
こ
と
を
証
明

し
た

よ
う
な
も

の
で
あ

る
。

ど
う
改

正
す
べ
き
か

 

1

清
原
試
案
ー

 

私
は
憲
法
学
者
と
も
検
討

し
た
結
果
、
第

九

条
を
ど
う
改
正
す

ぺ
き

か

〃
私
案
"

を
示
し
て

い
る
。
す
な
わ

ち
、

第

一
項

「
わ
が
国

は
独

立
国
と
し
て
自
衛

の

た
め
陸
海
空
軍

そ
の
他

の
戦
力

を
保
持
す

る
」
。

独
立
国

で
あ
れ
ば
陸
海
空

軍
を
持

つ
の
は
当
り

前

な
の
で
そ
れ

を
明
言
し
た
。

第

二
項

「
わ
が

国
は
、
侵
略
戦
争

を
否
認
す

る
」
。

第
三
項

「
国
際
連

合
が
、
特
定

国

の
行

動
を

侵
略

と
認
定

し
た
と
き

は
、
加
盟
国

の
義
務

と

し
て
、
制
裁

の
た
め
陸
海

空
軍
そ

の
他

の
戦
力

を
海
外

に
派
遣
す

る
こ
と
が

で
き
る
」
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こ
れ
は
国
連

に
加
盟
し
て

い
る
国
家
な
ら
当

然

の
規
定

で
あ

る
。

第

四
項

「
国
際
連

合
に
よ
り
停
戦
監
視

、
救

援

、
輸

送
、
医
療

、
難

民
救
済

な
ど
に

つ
き
要

請

の
あ

っ
た
と
き

も
、
そ

の
目
的

の
た
め
、
陸

海

空
軍
そ

の
他

の
人
員
を
海
外

に
派
遣
す
る

こ

と
が

で
き

る
」
。

第
五
項

「
わ
が
国

の
自
衛
権

は
、
世
界

の
通

例

に
従

い
、

個
別
的

自
衛
権

は
も
ち
ろ
ん
集
団

的

自
衛
権
も
含
ま
れ
る
」
。

国
連
憲
章
五

一
条

で
は
、
加
盟
国
は

「
・:
:
・

個
別
的
又

は
集
団
的
自
衛

の
固
有

の
権
利

を
害

す

る
も

の
で
は
な
い
」

と
し
て
、
個
別
的

自
衛

権

、
集

団
的
自
衛
戦

の
双
方
を
認
め
て

い
る
。

そ

の
点

で
、
日
本

の
認
識
は
世
界
か
ら
乖
離
(
ヵ

イ
リ
)
し
て

い
る

の
で
あ
え
て

〃
世
界

の
通
例

に
従

い
"
と

い
う
文
言
を
挿

入
し
、
集
団
的
自

衛
権
も
行
使

で
き

る

こ
と
を
明
確

に
し
た
。

さ
ら
に
第

九
条
に
関
し
て
、
新

た

に
三
か
条

を

追
加
す

る
。

こ
れ
は
独
立
国

の
憲
法
な
ら
当

然
あ

る
ぺ
き

条
文

だ
が
、
現
憲
法

に
は
欠
除

し

て

い
る
も

の
だ
。

第
九
条

の
二

〈
陸
海
空
軍

の
指
揮
権

〉

第

一
項

「
内
閣
総

理
大

臣
は
、
陸
海
空

軍
そ

の
他

の
戦
力

の
最
高

指
揮
官

で
あ
る
。
」

第

二
項

「
前
条

の
規
定

に
よ
り
軍
事
行
動
ま

た
は
治
安
出
動
が
必
要
と
な

っ
た
場
合
も
、
内

閣
総
理
大
臣
が
、
陸
海
空
軍
そ

の
他

の
戦
力

を

指
揮
す

る
。」

第
三
項

「
内
閣
総

理
大

臣

は
、

必

要

に
応

じ
、
当
担
国
務

大
臣
そ

の
他

の
者

に
現
地

の
指

揮

を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

政
治
改
革

に
関
す
る
現
行
憲
法

の
諸
問
題

 

政
治
改
革
は
問
題
の
す
り
か

 

え
根
本
は
政
治
倫
理
の
確
立

 

佐
川
急
便
事
件
が
起

こ
り
、

い
ま
政

治
改
革

が
大
き

な
問
題

に
な

っ
て

い
る
。
し

か
し

こ
う

し
た
不
祥
事
件

は
過
去

(
ロ
ヅ
キ
ー
ド
、

リ
ク

ル
ー
ト
等

々
)
数

々
起

こ

っ
て
い
る
。

こ
れ
は

す

べ
て
政
治
家

の
倫
理
観

の
欠
如

に
原

因
が
あ

る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
対
応

は
選
挙
制
度

や
政
治
資

金
規
正
法

の
若
干

の
見
直

し
と

い
う

こ
と
に
問
題
点
が
す
り

か
え
ら
れ

て
い
る
。
も

ち
ろ

ん
制
度

や
形
式

に
も
問
題

は
あ

る
が
、
根

本
は
政
治
家

の
倫

理
に
あ

る
。
日
本

の
場
合
、

憲
法

に
政
治
倫

理
規
定
を
設
け
な

い
限
り
真

の

政
治
倫

理

の
確
立
は
な

い
と
考
え

る
。
政
治
改

革
に
関
す
る
以
下

の
案

文
は
、
過
去

に

「
自
主

憲
法

」

の
団
体
が
ま
と

め
た
も

の
で
あ

る
。

権
力
の
腐
敗
防
止
の
試
み

 

こ
の
件

に
関
し

て
は
諸
外
国

の

例

を

み
る

と
、
英

国

で
は
、
選
挙
権

の
拡
大

に
伴

い
十

九

世
紀
前
半

か
ら

か
な
り
の
政
治

腐

敗

が

始
ま

り
、

一
八
八
三
年

に

「
腐
敗

お
び
不
正
行

為
防

止
法
」

を
制
定

し
た
。
そ
の
柱

は
厳
し

い
資
金

の
チ

ェ
ッ
ク
と
罰
則

の
強
化

で
あ

っ
た
。

一
方

、
米
国

で
も
十

九
世
紀

末
か
ら
二
十
世

紀

に
か
け
て
政
治
腐
敗

が
起

こ
り
、

一
九
二
五

年

「
腐
敗
行
為

防
止
法

」
を

制

定

、

四

十

年

「
ハ
ッ
チ

(議

員
名
)
政
治
活
動
法
」
を
、
そ

の
後
、
四
五
年

に
上
下
両
院
が

「
倫
理
規
則
」

を
制
定

し
、
七

一
年

に
は

「
連

邦

選

挙

運
動

法
」

を

つ
く

っ
て

い
る
。

し
か
し
ウ

ォ
ー
タ

ー

ゲ
ー
ト
事
件

が
発
生
、
議

員

ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
も

頻

発
、
民
主
主
義

の
危
機
が
全
米
中

で
叫
ば
れ

た
。
そ

の
た

め
七

八
年

に
は

「
政
治
倫
理
法
」

を
制
定
。
そ

の
内
容

は
、
立
法
府
、
行
政
府

、

司
法
府

の
高
官

の
資
産

公
開

、
政
府
倫

理
局

の

設
置

、
公
務

員

の
退
職
後

の
ビ
ジ
ネ

ス
活
動

の

制

約
、
あ
る

い
は

こ
れ
を
監
視
す

る
た
め
の
特

別
検
察
官

の
任
命
と

い
う
も

の
で
あ

る
。

一
方
、
我
が
国

で
は
昭
和

六
十
年

「
政
治
倫

理
綱
領

」
を
衆
参
両
院

で
決
議

。
自
民
党
で
も

政
治
改

革
委

員
会

が

「
政
治
改

革
大
綱
」
を
発

表

し
た
。

例
え
ば

「
政
治
倫
理
綱
領
」

の
冒
頭
部
分

に

は

「
我

々
は
国
民

の
信
頼

に
値
す

る
よ
り
高

い

倫
理
的
義
務

に
徹

し
、
政
治

不
信

を
招

く
公
私

混
交
を
絶

ち
、
清
廉

を
持

し
、
か
り
そ
め
に
も

国

民
の
非

難
を
受

け
な

い
よ
う
政
治
腐
敗

の
根

絶

と
政
治
倫
理

の
向
上

に
努

め
な
け
れ
ぽ
な
ら

な

い
ー

」
と
立
派
な
文
章

に

な

っ

て

い
る

が
、

こ
れ
ら
は
、
法
的
拘
束
力

の
な

い
言
わ
ば

宣
言
文

で
あ

る
か
ら
、
実
際

に
守

ら
れ
な
け

れ

ぽ
何

に
も

な
ら
な
い
。
公
職
選
挙
法

や
、
政

治

資
金
規

正
法

の
手
直

し
だ
け
で
は
、

も
は
や
問

題

は
解

決
さ
れ
な
い
の
が
現
状

で
あ

る
。

 

憲
法
に
政
治
倫
理
規
定
を

 

盛
込
む
べ
し

政
治
家

の
政
治
倫

理
を
確

立
し
法
的
拘
束
力

を
も

た
せ
る
に
は
、
諸
外

国

の

例

に
倣

い
、

憲

法

の
条
項

の
中

に
次

の
よ
う
な
各
種

の
政
治

倫
理
規
定
を
置
く

こ
と
が
必
要

で
あ

る
と
考
え

る
。
そ

の
た

め
に
、
以
下

の
三

か
条

の
新
設
を

提

唱
す

る
。

具
体
的

に
は
、
ま
ず
第

四
十

八
条

の
二
と
し

て

「
両
院
議

員

の
就
任
宣
誓
義
務
」
を
置
く
。

す
な
わ
ち
、

第

一
項

「
両
議
院

の
議
員
は
、
そ

の
就
任

に

際

し
、
左

の
宣
誓

を
行

わ
ね
ば

な
ら
な

い
。」

と
し
て

「
私

(氏
名
)

は
憲
法

及
び
法
律

を
尊

重
擁
護

し
、
何
人
か
ら
も
職
務

に
関

し
て
贈
与

を
受
け
ず
ま
た
不
正
な
約
束
も

せ
ず
、

つ
ね
に

全
力
を
尽
く
し
、
日
本
国

の
発
展
と
国
民

の
利

福

の
増
進

に
努

め
る
こ
と
を
誓

い
ま
す
」

第

二
項

「
右

の
宣
誓
を
行
う

こ

と

を

拒
否

し
、
又
は
条
件
付

の
宣
誓

を
行

う
場

合
は
議
員

の
地
位

を
放
棄
し
た
も

の
と
見

な
す
ー

」

 次
に
四
十

四
条

の
二
と
し
て
、
被
選

挙
資
格

に
制
限
を
新
設
す
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
刑
事
法
上
、
有
罪

の
確
定
判
決
を
受
け

た

者
、
並
び

に
民
事
法
上
、
偽
造
、
詐
欺
横
領
、

背
任
、
及
び
詐
欺
的
破
産

な
ど

で
有
罪

の
確
定

判
決

を
受
け

た
者

は
、
議
員

と
し
て
の
被
選
挙

権

を
有
し
な

い
」

次
に
議
員

に
な

っ
て
か
ら

の
問
題
が
あ
る
。

20
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こ
れ
が
最
大

の
問
題

だ
が
、
議
員

が
不
正
な
行

為
を
行

っ
た
ら
ど
う
す

る
か
。

こ
れ
ま
で
は
過

去
不
正
行
為
を

し
た
議
員
も
党

を
離
党

す
る

ケ

ー
ス
は
あ

っ
て
も
、
議
員
辞
職
す

る
例
は
少
な

か

っ
た
。

そ
こ
で
五
十

五
条

二
と
し
て

「議

員

の
欠
格
事
由
」

を
列

挙
す
る

こ
と

に
し
た
。

第

五
十

五
の
二
条

(議
員

の
欠
格

事
由
)

両
議
院

の
議
員

は
、
左

に
掲
げ

る
事

由

に
よ

り
、
そ

の
地
位

を
失
う
。

①

公
有
財
産

を
購

入
又
は
賃

借
す
る

こ
と
。

②
国

又
は
そ

の
機
関

と
、
土
木
請

負
契
約
、

物

品
納

入
契

約
、
又
は
そ

の
他

法
律
が
禁
ず
る

契
約

を
結

ぶ

こ
と
。

③

国
又
は
そ

の
機

関
と
契
約
関
係

に
あ

る
営

利

企
業

の
役
員
又
は
法
律
顧
問
と
な

る
こ
と
。

④

国
又
は
そ

の
機

関
を
相
手
と
す

る
訴
訟
事

件

に
お

い
て
、
訴
訟
代
理
人
又

は
弁
護
人

と
な

る

こ
と
。

⑤
第
三
者

の
利
益
を
図

る
た
め
に
、
国

又
は

そ

の
機
関

の
事
務

の
負
担
と
な

る
べ
き
交
渉

を

な
し
、
又
は
交
渉
を
な
さ

し
め
る
こ
と
。

⑥
正
当

の
理
由
な
く
し

て
、
会
期
中
三
分

の

一
以
上
欠
席
す

る
こ
と
。

こ
の
中

で
⑤

は
過
去

に
し
ぼ

し
ば
あ

っ
た
蔭

に
隠
れ

て
第
三
者

の
便
宜

を
図

る
ケ
ー

ス
を
念

頭

に
お
い
た
も

の
で
あ

る
。

ま
た
⑥

に

つ
い
て

は
国
民

の
負

託
を
受

け
て
国
会

に
で
て
い
る

の

だ

か
ら
、
会
期

を
三
分

の

一
以
上
も
長
期

欠
席

す

る
の
は
、
欠
格
事

由
に
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

議
員

の
政
治
倫

理
に
反
し
た
行
為

や
腐

敗
行

為

に
対
し
て
、
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
規
定
を
置

い

た
か
で
あ

る
が
、
現
行
憲

法
は
、

国
会
議
員

の

地
位

は
十

分

に
保

障
し
て

い
る
が
、
不
正
が
あ

る
場
合

に
直
接
的

に
止

め
さ

せ

る

規

定

が

な

い
。
国

の
基
本
法

に
止

め
さ

せ
る
規
定
が
な

い

の
に
、
下
位
法
た

る
法
律

で
止

め
さ
せ
る
こ
と

は
実
効
を
期
し
が
た

い
の
で
、
政
治
倫

理
の
実

効
を
保
障
す

る
た
め
に
は
、

不
正
事
項

を
具
体

的

に
挙
げ
、

こ
れ

に
該
当
す

る
場

合
は
止

め
さ

せ
る
規
定
を
新
設
す

る
必
要
が
あ

る
と
考

え
た

わ
け

で
あ

る
。

天
皇
の
位
置
づ
け

 

ー

元
首
問
題
ー

 

国
家

に
は
、
そ

の
国

を
代
表

す
る
者
、

一
般

に

コ
兀
首
」
「
h
e
a
d
　
o
f　
t
h
e　s
t
a
t
e
」
と
呼
ぼ

れ

る
者
が

お
り
、
諸
外

国
で
は
、
誰
が
元
首

で

あ

る
か
、
憲
法

上
、
明
確

に
さ
れ
て

い
る

の
が

通
常

で
あ

る
が
、
わ
が
国
で
は
、
現
行
憲
法
上

天
皇

が

「
象
徴
」

と
書

か
れ
て
い
る
た

め
、
学

説

上
、
元
首

に

つ
い
て
、
内

閣
、
内

閣
総
理
大

臣
、
国
会

な
ど

と
す

る
説

も
か
な
り
優
勢

で
あ

る
。

こ
の
際
、
誰

れ
が
日
本

の
元
首
で
あ
る
か

を

明
ら
か
に
し
、
こ
う
し
た
疑
義

を
な
く
す
ぺ

き

で
あ

る
。
改

正
案

は
、

昭
和
五
十

八
年

に
私

た
ち
が
作

成
し
た
も

の
だ
が
、
現

憲
法
は

「
天

皇

は
、
日
本

国
の
象
徴

で
あ
り
、
…
…

こ
の
地

位

は
…
…
日
本

国
民

の
総
意

に
基
く
」
と
し
て

い
る
が
、

そ
れ
を

「
天
皇

は
日
本
国

の
元
首
で

あ

り
…
…
日
本

国
民

の
伝
統

的
総

意

に

基

づ

く
」
と
し
た
。

「
象
徴
」
は
元
首

の
属
性

で
は
あ
る
が
、
本

来

、
法
律
用
語

で
は
な
く
、
い
わ
ば

「
社
会
的
な

意

味

の
属
性
」
と
も

い
う
べ
き
も

の
。
憲
法

の

中

で
社
会
的
用
語

で
あ

る

「
象
徴
」
と

い
う
言

葉

を
使
う

の
は
ま
ず

い
と

い
う
議

論
も
あ
る
。

次

の
元
首

と

い
う
概

念
も
時

代
と
共
に
変
化

し
て

い
る
。
十

九
世
紀
く
ら

い
ま
で
は
元
首

は

三

つ
の
権
能
を
も

っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
統

治

権

の
総
撹

、
二
、
三
軍

の
統
帥
、
三
、
対
外

代

表

で
あ
る
。
し
か
し
民
主
主
義

の
進
展

に
ょ

り
三

つ
の
権
能

の
う
ち
前
二
者
は
次
第

に
名
目

的
な
も

の
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
統
治
権

や
統
帥

権
は
立
法
府
や
行
政
府

に
そ

の
実
質
的
権
限
が

移

っ
て
い
き
、
今
日

の
立
憲
君
主
制
国
家

の
元

首

の
実
質
的
権
能

は
対
外
代
表
権

に
し
ぼ
ら
れ

て
き
て

い
る

の
が
現
状
だ
。

こ
の
よ

う
に
元
首

の
内
包
的
概
念
が
変
わ

っ

て
き

て
お
り
、
そ
れ
を

ふ
ま
え
た
上

で
、
天
皇

を

「
元
首
」
と
し

て
対
外
的
代
表
権
を
認

め
る

こ
と
は
、
何

ん
ら
問
題

は
な

い
。

こ
の
よ
う
な

時

代

の
推
移
を
知
ら
な

い

一
部

の

左

翼

学

者

が
、
も
し

「
元
首
」
と

い
う
用
語
が
復
活
す
れ

ば

、
天
皇
が
絶

対
的
権
限
を
行
使

し
、
再
び
戦
争

の
時

代
が
来
る
ー

と

い

っ
て
い
る
が
、
ま

っ

た
く
不
勉
強
も
は
な

は
だ
し

い
論
議

で
あ

る
。

最
後

に
改
正
案

の
中

で

「
伝
統
的
」
総
意

と

い
う
文
言
を
挿
入
し

た
の
は
、
現
行
法
が

「
総

意

に
基
く
」
と
な

っ
て
い
る
た

め
に
、

か
つ
て

共
産
党
や
社
会
党
が
国
会

の
決
議
や
、
国
民
投

票

で
過
半
数
が
賛
成
す
れ
ば
、
天
皇
制
が
廃
止

で
き
る
と
主
張
し
た

こ
と
が
あ

る
。
し

か
し
、

我

々
は
天
皇
制

は
古
代

か
ら
連
綿
と
存
続
し

て

い
る
も

の
で
、

一
時
期

の
国
民

の
多
数
決

の
意

志

で
廃
止
す

る
こ
と
な
ど
出
来
な

い
と
考
え

て

い
る
。
そ
う
し
た
社

・
共

の
暴
論
を
排
除
す

る

た

め
に
も

「
伝
統
的
総
意
」

と
い
う
表
現

に
改

め
る
こ
と

に
し
た

の
で
あ

る
。
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