
１．

自
民
党
の
憲
法
草
案
は
天
賦

人
権
論
を
排
除

自
民
党
は
、
２
０
１
２
年
４
月
27
日
、

日
本
国
憲
法
改
正
草
案
を
発
表
し
、
そ
の

後
成
立
し
た
阿
部
政
権
は
改
憲
に
向
け
動

い
て
い
る
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
て
い
る

の
は
、
改
正
手
続
き
の
96
条
の
手
直
し
と

国
防
軍
を
保
持
す
る
た
め
の
９
条
の
改
正

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
議
論
は
し
な

い
。気

付
い
て
い
る
人
は
少
な
い
が
、
実
は

こ
れ
と
共
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
同
改

正
案
で
は
天
賦
人
権
論
を
排
除
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
思
想
が
世

界
の
潮
流
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
宣
言
す

る
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
重
要
性

を
理
解
す
る
者
は
少
な
い
。

改
正
案
で
は
、
天
賦
人
権
論
を
宣
言
し

た
97
条
を
全
面
削
除
し
た
。
現
行
の
97
条

で
は
、「
こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す

る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た

る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
練
に

堪
え
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し

て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
基
本
的
人
権
を
多
大
な
犠
牲
を

払
っ
て
獲
得
し
た
諸
外
国
と
と
と
も
に
、

日
本
も
そ
の
犠
牲
と
努
力
を
承
継
し
、
将

来
に
向
け
て
維
持
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る

重
要
な
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
削

除
す
る
の
が
改
正
案
で
あ
る
。

11
条
で
は
基
本
的
人
権
が
「
永
久
の
権

利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
与

え
ら
れ
る
」
と
あ
る
が
、
改
正
案
は
、
こ

の
「
与
え
ら
れ
る
」
を
排
除
し
て
、「
永
久

の
権
利
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

現
行
憲
法
で
は
、
基
本
的
人
権
は
こ
の

よ
う
に
「
与
え
ら
れ
る
」
と
か
、「
信
託
さ

れ
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。
何
か
ら
与
え

ら
れ
た
か
と
い
え
ば
「
天
」
か
ら
で
あ
り
、

「
天
」
と
は
「
真
理
の
根
源
」
と
し
て
、
人

間
の
存
在
以
前
に
存
在
す
る
。
人
間
は
、

こ
の
真
理
を
追
究
で
き
る
存
在
と
し
て
生

を
受
け
、
そ
れ
が
「
人
間
の
尊
厳
」
で
あ

る
。
こ
の
真
理
を
追
究
す
る
「
自
由
」
は
、

何
も
の
か
ら
も
妨
げ
ら
れ
な
い
と
す
る
の

が
天
賦
人
権
論
で
あ
る
。
英
語
で
は
、「
天

賦
」
に
は
端
的
にin

m
ate 

（
生
来
の
）
や

n
atu

ral

の
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
97
条

の
排
除
は
、
こ
の
天
賦
人
権
論
を
排
除
す

る
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
。

２．

な
ぜ
、
守
旧
派
は
天
賦
人
権

論
を
排
除
す
る
の
か
。

個
人
が
有
す
る
こ
の
基
本
的
人
権
は
、

個
人
が
自
ら
真
理
を
追
究
す
る
権
利
で
あ

る
か
ら
、
権
力
者
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
を

認
め
て
は
個
人
が
自
分
に
従
う
の
で
な
く
、

真
理
追
究
に
向
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、

こ
れ
を
抑
制
す
る
こ
と
が
自
己
の
権
力
を

維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の

権
力
者
の
圧
力
を
排
除
し
、
多
大
の
犠
牲

を
払
っ
て
獲
得
し
た
の
が
民
主
主
義
で
あ

り
、
自
由
で
あ
っ
た
。

日
本
の
守
旧
派
は
、
人
間
が
「
個
人
」

と
し
て
真
理
追
究
を
す
る
の
で
な
く
、「
人
」

と
し
て
伝
統
や
秩
序
に
忠
実
で
あ
る
こ
と

を
強
く
望
む
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
に
と

り
天
賦
人
権
論
は
、
吐
き
気
を
催
す
ほ
ど

気
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、「
個
人
主
義
」

は
、
伝
統
や
既
存
秩
序
を
破
壊
し
よ
う
と

す
る
「
利
己
主
義
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、

ど
う
し
て
も
排
除
し
た
い
の
で
あ
る
。

第
13
条
は
、「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と

し
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で

は
、「
個
人
主
義
」
と
い
う
「
利
己
主
義
」

が
は
び
こ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
守
旧

派
は
改
正
案
で
、
こ
の
「
個
人
」
と
あ
る

の
を
わ
ざ
わ
ざ
「
人
」
と
言
い
換
え
て
い

る
。
彼
ら
に
と
っ
て
人
間
は
「
個
人
」
と

し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、「
人
」
と
し

て
集
団
の
中
で
伝
統
や
秩
序
に
忠
実
で
あ

っ
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。

「
自
由
」
が
個
人
と
し
て
真
理
を
追
究

す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
嫌
で
も
そ
の
結
果

は
自
分
だ
け
が
負
う
。「
自
由
」
に
は
責
任

が
当
然
に
内
在
し
て
い
る
の
で
、
権
利
や

自
由
に
わ
ざ
わ
ざ
義
務
や
責
任
を
加
え
る

必
要
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
守
旧
派
に
と
っ
て
こ
れ
は
理

解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
真
理

追
究
の
代
わ
り
に
伝
統
や
秩
序
に
従
う
こ

と
を
第
一
と
信
じ
て
い
る
の
で
、
伝
統
や

秩
序
に
従
う
義
務
や
、
伝
統
や
秩
序
に
対

す
る
責
任
を
憲
法
に
書
き
足
さ
な
い
と
心

配
で
し
ょ
う
が
な
い
。
そ
の
結
果
、
12
条

で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
、「
自
由
及
び
権
利
に
は

責
任
及
び
義
務
が
伴
う
こ
と
を
自
覚
し
」

と
書
き
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
守
旧
派

の
心
配
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

基
本
的
人
権
の
根
本
は
、
個
人
が
誰
に

も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
真
理
を
追
究
す

る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
思
想
・
良
心
の
自

由
が
、
基
本
的
で
最
も
重
要
で
あ
る
。
現

行
の
第
19
条
が
「
思
想
及
び
良
心
の
自
由

は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
表

現
し
て
、
そ
の
上
で
、
20
条
の
信
教
の
自

由
、
21
条
の
表
現
の
自
由
、
23
条
の
学
問

の
自
由
を
「
保
障
す
る
」
と
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
表
現
の
違
い
は
、
19
条
を
他
の

人
権
保
障
の
規
定
の
基
本
と
な
る
特
別
の

規
定
と
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
自
民
党
案
は
、
わ
ざ
わ
ざ
19

条
を
他
の
人
権
規
定
と
同
じ
表
現
に
し
、
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
保
障
す
る
」
と

し
た
。
こ
れ
は
個
人
が
真
理
を
追
究
す
る

な
ど
生
意
気
で
、
特
別
扱
い
を
し
た
く
な

い
と
い
う
守
旧
派
の
強
い
気
持
ち
の
表
れ

で
あ
ろ
う
。

３．

日
本
は
思
想
で
世
界
的
に
孤

立
す
る

前
々
回
（
41
回
）
で
、
私
が
中
高
校
時

代
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
士
か
ら
、「
良
心

に
従
っ
て
行
動
し
な
さ
い
。
１
０
０
人
の

中
で
自
分
が
他
の
99
人
と
違
っ
て
も
、
良

心
に
従
う
の
が
正
し
い
の
で
す
」
と
教
え

ら
れ
た
が
、
学
校
か
ら
一
歩
出
れ
ば
、
99

人
と
違
っ
て
い
れ
ば
周
り
や
伝
統
に
合
わ

せ
る
の
が
人
と
し
て
正
し
い
生
き
方
だ
と

い
う
の
が
日
本
文
化
だ
っ
た
と
い
う
話
を

し
た
。

良
心
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
良
心
に

よ
り
何
が
正
し
い
か
、
何
が
真
実
か
、
正

義
か
、
公
平
か
を
判
断
し
て
い
く
こ
と
で

あ
り
、「
個
人
」
と
し
て
真
理
を
追
究
す
る

こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。
真
理
を
追
究
す

る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
を
止
め
周
り
や

伝
統
に
合
わ
せ
る
心
的
作
用
は
全
く
相
反

す
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
は
真
理
の
根
源

で
あ
る
。
人
が
個
人
と
し
て
真
理
を
追
究

す
る
こ
と
は
、
神
に
近
付
く
こ
と
で
あ
り
、

人
と
し
て
当
然
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
様
な
考
え
は
キ
リ
ス
ト
教
だ

け
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
な

ど
同
じ
神
を
信
じ
る
文
化
圏
で
も
同
じ
な

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
実
は

仏
教
で
も
儒
教
で
も
同
じ
で
あ
る
。

仏
教
の
本
質
は
悟
り
に
よ
り
真
理
を
体

得
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
悟
り
は
個
人
の

絶
え
間
な
い
修
行
に
よ
り
目
指
す
も
の
で

極
め
て
個
人
主
義
的
で
あ
り
、
目
指
す
は

真
理
で
あ
る
。
仏
教
の
有
名
な
理
論
書
で

あ
る
「
大
乗
起
信
論
」
で
は
、
真
理
は

「
真
如
」
と
表
現
さ
れ
、
人
が
個
人
と
し
て

真
理
を
追
究
す
る
こ
と
が
仏
教
の
本
質
と

し
て
い
る
。

儒
教
の
理
論
で
い
え
ば
、
こ
こ
で
い
う

真
理
は
「
天
理
」
で
あ
る
。
朱
子
は
心
を

性
と
情
に
分
け
、
性
は
形
而
上
の
も
の
と

し
て
「
性
即
理
」
と
し
、
明
代
の
王
陽
明

で
は
、
性
と
情
に
分
け
る
こ
と
な
く
「
心

即
理
」
と
し
た
違
い
は
あ
る
が
、
共
通
す

る
の
は
、
個
人
と
し
て
「
理
」
を
極
め
る

こ
と
に
よ
り
、
最
高
の
真
理
で
あ
る
「
天

理
」
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
文

化
圏
、
イ
ス
ラ
ム
圏
、
仏
教
圏
、
儒
教
圏

は
、
共
通
し
て
「
個
人
」
が
真
理
を
求
め

る
文
化
な
の
だ
。

４．

日
本
人
は
い
つ
か
ら
思
想
的

に
孤
立
し
た
の
か

実
は
日
本
で
も
、
戦
国
時
代
ま
で
は

「
天
道
」
と
い
う
観
念
が
あ
り
、
真
理
の
源

と
し
て
の
天
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
。
丸

山
眞
男
の
説
明
を
引
用
す
れ
ば
、「
武
士
の

エ
ー
ト
ス
の
概
念
的
な
合
理
化
は
」、「
そ

の
最
も
典
型
的
な
表
現
が
、『
道
理
』
の
観

念
お
よ
び
天
道
思
想
で
あ
っ
た
」、
こ
れ
は

「
一
種
の
自
然
法
思
想
と
い
っ
て
よ
い
」
と

い
う
（
丸
山
眞
男
講
義
録
・
第
五
冊
、
１

０
１
頁
）。

江
戸
初
期
の
儒
学
者
で
あ
る
林
羅
山
や

伊
藤
仁
斎
に
も
「
天
」
が
あ
っ
た
。
し
か

し
、
個
人
が
「
理
」
を
求
め
、
真
理
を
求

め
た
ら
、
そ
の
個
人
は
な
ぜ
人
は
生
ま
れ

で
身
分
の
差
が
出
る
か
と
、
封
建
体
制
そ

の
も
の
に
疑
問
を
感
じ
て
し
ま
い
、
封
建

的
身
分
制
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
幕
藩
体
制
に
と
っ
て
朱
子
や

王
陽
明
で
は
権
力
維
持
に
障
害
と
な
る
こ

と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、
丸
山
眞
男

が
、「
儒
教
思
想
の
革
命
的
転
換
」
と
称
し

た
出
来
事
が
、
必
然
的
に
起
こ
る
こ
と
に

な
る
。

荻
生
徂
徠
（
１
６
６
６
〜
１
７
２
８
）

と
い
う
大
学
者
は
、
個
人
が
「
天
」
と
い

う
真
理
を
求
め
る
と
い
う
、
個
人
に
よ
る

自
己
の
内
面
の
追
求
を
止
め
、
求
め
る
対

象
を
個
人
の
心
の
外
に
求
め
、
対
象
を
天

の
代
わ
り
に
「
聖
人
」
に
置
き
換
え
た
。

こ
の
「
聖
人
」
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
身

分
を
甘
受
し
て
、
従
順
に
権
力
者
に
服
従

す
る
こ
と
が
人
の
道
と
言
っ
て
い
る
こ
と

に
す
れ
ば
、
幕
藩
体
制
は
安
泰
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
日
本
の
思
想
の

主
流
は
、
本
来
の
儒
教
と
は
似
て
も
似
つ

か
な
い
も
の
と
な
る
と
と
も
に
、
世
界
の

思
想
か
ら
完
全
に
孤
立
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。陽

明
学
の
入
門
書
た
る
「
伝
習
録
」
で

は
、「
良
知
」
に
従
っ
て
真
理
を
追
究
す
る

こ
と
を
求
め
、
そ
の
中
卷
に
は
、「
之
を
心

に
求
め
て
非
な
れ
ば
、
其
の
言
の
孔
子
に

出
ず
と
雖
ど
も
、
敢
え
て
持
っ
て
是
と
為

さ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
自
分
の
良
知
に
従
っ
て
正
し

い
と
思
え
ば
孔
子
の
教
え
と
違
っ
て
い
て

も
自
分
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
従
え
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
来
の
陽
明
学
で

あ
る
。
し
か
し
徂
徠
は
、
逆
に
、
自
分
が

正
し
い
と
思
う
こ
と
に
従
う
代
わ
り
に
、

「
聖
人
」
の
言
う
こ
と
に
従
え
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
徂
徠
学
は
、
そ
の
後
の
日

本
の
思
想
の
基
軸
と
な
っ
て
い
っ
た
。

徂
徠
学
の
最
大
の
問
題
点
は
、
で
は
何

が
「
聖
人
」
の
教
え
で
あ
る
か
で
あ
る
。

そ
れ
を
孔
子
に
依
存
し
た
と
こ
ろ
で
、
現

代
の
個
別
の
問
題
に
解
答
を
与
え
て
く
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
、
自
分
が
聖
人

に
な
り
か
わ
っ
て
、
自
分
の
道
徳
観
を
他

人
押
し
つ
け
る
こ
と
に
終
わ
っ
て
し
ま
う

の
だ
。

教
育
勅
語
で
は
、
徂
徠
学
の
「
聖
人
」

が
、「
皇
祖
皇
宗
」、
つ
ま
り
天
皇
の
祖
先

に
入
れ
替
わ
り
、
臣
民
は
、「
皇
祖
皇
宗
」

が
残
し
た
「
遺
訓
」
や
、
そ
の
深
く
厚
い

「
徳
」
に
従
順
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
教
育
勅
語
に
は
何
が
「
皇
祖
皇

宗
」
の
「
遺
訓
」
か
が
具
体
的
に
書
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
結
果
、
レ
ベ
ル
の
低
い
指
導
者
連

中
が
自
分
の
ケ
チ
な
道
徳
観
を
真
理
で
あ

る
が
ご
と
く
押
し
つ
け
る
こ
と
に
終
始
し
、

そ
の
結
果
最
後
は
国
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ

た
。今

回
の
自
民
党
改
正
案
は
、
徂
徠
学
の

思
想
の
流
れ
と
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
教
育

勅
語
文
化
を
忠
実
に
承
継
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
結
果
天
賦
人
権
論
は
排
除
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
。
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