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談話室

　

近
年
、
日
本
国
憲
法
を
改
正
す
べ
き
か
否
か
を
巡
っ
て
、
改
憲
派
と
護
憲
派
と
の
間
で
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ど
ち
ら
を
良

し
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
今
は
判
断
を
留
保
す
る
と
し
ま
し
て
、ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
て
仕
方
の
な
い
論
調
が
、一
部
の
護
憲
派
か
ら
始
ま
っ

て
じ
わ
じ
わ
と
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
は
権
力
者
の
手
足
を
縛
る
こ
と
と
趣
旨
と
し
て
お
り
、
国
民
（
そ
う
し

た
人
達
は
ど
う
し
て
も
「
市
民
」
と
い
い
た
が
る
よ
う
で
す
が
）
に
は
何
の
義
務
も
責
務
も
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
す
。

上
野
千
鶴
子
氏
あ
た
り
が
そ
も
そ
も
の
言
い
出
し
っ
ぺ
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
ま
し
て
。

　

日
本
国
憲
法
の
「
憲
法
」
は
、
英
語
で
言
え
ばconstitution

、「
組
織
や
構
造
物
を
造
り
上
げ
る
こ
と
」
を
原
義
と
し
て
い
ま
す
。
で
は

造
り
上
げ
る
主
体
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
が
主
権
在
民
（Sovereignty rests w

ith the people.

）
を
ベ
ー
ス
と
す
る
民
主

主
義
の
根
幹
を
成
す
問
題
で
す
。

　

南
北
戦
争
の
最
中
、
奴
隷
解
放
を
訴
え
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
が
行
っ
た
演
説
は
有
名
で
す
ね
。

T
he governm

ent of the people, by the people (and)for the people

、
訳
せ
ば
「
国
民
（「
人
民
」「
市
民
」
と
い
う
訳
は
誤
解
の

元
で
す
）
自
ら
を
統
治
す
る
、
国
民
自
ら
の
手
に
成
る
、
国
民
自
ら
を
益
す
る
機
構
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
主
権
在
民
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
日
本
国
憲
法
の
骨
格
は
、
何
ら
の
特
権
も
持
た
な
い
平
の
日
本
国
民
が
自
分
た
ち
を
統
治

す
る
機
構
（
立
法
府
、
行
政
府
、
司
法
府
）
を
自
分
た
ち
の
手
で
自
分
た
ち
を
益
す
る
も
の
と
し
て
造
り
上
げ
る
手
順
を
、
地
域
、
文
化
、

時
代
に
叶
う
と
い
う
制
約
の
下
、
可
能
な
限
り
正
確
に
示
し
た
も
の
な
の
で
す
。

　

そ
う
や
っ
て
造
り
上
げ
ら
れ
た
統
治
機
構
を
構
成
す
る
人
び
と
は
、
公
正
な
手
順
で
国
民
か
ら
選
ば
れ
た
人
び
と
、
国
民
の
信
任
を
得
た

宮
元
啓
一

日
本
国
憲
法
と
国
民
の
責
務
を
巡
っ
て
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人
び
と
、
国
民
の
監
視
の
目
に
原
則
的
に
は
い
つ
も
曝
さ
れ
て
い
る
人
び
と
で
あ
り
、
然
る
べ
き
手
順
を
踏
め
ば
平
の
国
民
自
ら
が
そ
う
な

り
得
る
人
び
と
な
の
で
す
。
国
民
自
ら
が
自
ら
の
手
で
自
身
を
統
治
す
る
機
構
を
造
り
上
げ
る
の
で
す
か
ら  

統
治
機
構
を
巡
る
責
任
は
、

当
然
な
が
ら
そ
れ
を
造
る
国
民
が
全
て
を
負
う
も
の
で
す
。

　

憲
法
は
権
力
者
の
手
足
を
縛
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
と
い
う
発
想
は
、
今
日
私
た
ち
が
知
る
様
な
民
主
主
義
が
全
く
無

か
っ
た
一
二
一
五
年
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
特
権
階
級
で
あ
る
貴
族
た
ち
の
意
向
を
無
視
し
て
こ
れ
ま
た
そ
の
上
を
行
く
超
特
権
階
級
で
あ
る
国

王
が
独
断
専
行
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
い
う
こ
と
を
、
時
の
国
王
が
認
め
た
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
（
大
憲
章
）
の
発
想
の
域
か
ら
一
歩
も
出
な

い
も
の
で
す
。
今
の
日
本
の
統
治
機
構
に
、
天
か
ら
降
っ
て
来
た
様
な
不
可
解
な
特
権
を
有
す
る
「
権
力
者
」
な
ど
、
ど
こ
に
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

先
般
の
東
京
都
知
事
選
挙
で
「
反
権
力
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
る
立
候
補
者
が
、
記
者
会
見
で
「
都
知
事
に
選
ば
れ
た
ら
巨
大
な
権
力
を

握
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
」
と
質
問
さ
れ
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

一
九
世
紀
の
半
ば
、
論
理
学
で
も
経
済
学
で
も
政
治
学
で
も
目
を
見
張
る
活
躍
を
し
、
自
ら
も
国
会
議
員
に
選
出
さ
れ
た
Ｊ
．
Ｓ
．
ミ
ル

は
、
幕
末
維
新
の
日
本
に
も
多
大
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
『
自
由
論
』O

n Liberty

（
一
八
五
九
年
）
に
次
の
様
に
書
き
記
し
て
い
ま
す
。

　
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
政
治
史
上
の
特
別
の
事
情
に
基
づ
い
て
、
世
論
の
軛
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
大
多
数
の
国
々
に
お
け
る
よ
り

も
恐
ら
く
重
い
け
れ
ど
も
、
法
律
の
軛
は
む
し
ろ
軽
い
。
そ
し
て
、
立
法
権
力
ま
た
は
行
政
権
力
が
私
的
行
為
に
直
接
の
干
渉
を
加
え
よ
う

と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
著
し
く
警
戒
的
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
こ
と
は
、
個
人
の
独
立
に
対
す
る
正
当
な
尊
重
に
も
と
づ
い
て
い
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
政
府
を
も
っ
て
公
衆
に
反
対
の
利
益
を
代
表
す
る
も
の
と
看
す
習
慣
が
い
ま
も
な
お
存
続
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ

く
の
で
あ
る
。
多
数
者
は
、
政
府
の
権
力
を
自
己
の
権
力
と
感
じ
、
ま
た
政
府
の
意
見
を
自
分
た
ち
の
意
見
と
感
ず
る
こ
と
を
、
ま
だ
習
得

し
て
い
な
い
。」（
岩
波
文
庫
、
塩
尻
公
明
・
木
村
健
康
訳
、
二
二
ペ
ー
ジ
）

　

今
も
な
お
褪
せ
る
と
こ
ろ
の
な
い
こ
と
ば
だ
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
如
何
。

（
イ
ン
ド
思
想
史
・
仏
教
史
・
日
本
思
想
史
）


