
「
集
団
的
自
衛
権
の
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
閣

議
決
定
に
関
す
る
抗
議
（
論
旨
説
明
）」

福
音
に
よ
る
和
解
委
員
会

こ
の
ほ
ど
政
府
が
閣
議
決
定
で
集
団
的
自

衛
権
を
容
認
し
た
こ
と
に
対
し
、
日
本
ホ
ー

リ
ネ
ス
教
団
は
、
安
倍
首
相
宛
て
に
八
月
十

五
日
付
け
で
抗
議
文
を
送
付
し
ま
し
た
。

そ
の
論
旨
説
明
を
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、

前
提
と
し
て
二
つ
の
事
を
認
識
し
て
い
ま
す
。

前
提
一
、
教
団
の
戦
争
責
任
告
白

わ
た
し
た
ち
は
、
戦
時
下
の
弾
圧
と
い
う

受
難
と
共
に
、
信
仰
告
白
の
不
徹
底
や
戦
争

協
力
と
い
っ
た
加
害
責
任
を
自
覚
し
て
い
る

教
団
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
九
九
七

年
の
第
三
十
四
回
教
団
総
会
に
お
い
て
戦
争

責
任
告
白
を
採
択
し
ま
し
た
。
神
と
人
と
の

前
に
表
明
し
た
こ
の
罪
責
告
白
は
、
現
在
と

将
来
に
お
い
て
も
真
実
な
も
の
と
な
る
こ
と

を
願
う
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
抗
議
文
も
そ

う
し
た
思
い
の
中
で
作
り
ま
し
た
。

前
提
二
、
安
全
保
障
の
意
見
の
多
様
性

今
回
の
課
題
を
め
ぐ
る
多
く
の
議
論
の
背

景
に
は
、
近
年
の
複
雑
な
国
際
情
勢
と
そ
の

危
機
意
識
が
あ
り
ま
す
。『
り
ば
い
ば
る
』
紙

八
月
号
の
平
和
特
集
「
教
会
史
に
お
け
る
平

和
主
義
の
変
遷
と
悲
劇
」
で
概
観
し
た
よ
う

に
、
絶
対
平
和
主
義
を
貫
い
た
初
代
教
会
が
、

国
家
や
公
権
力
と
密
接
に
な
る
過
程
で
限
定

的
武
力
容
認
や
、
あ
る
い
は
十
字
軍
の
よ
う

に
異
教
徒
に
対
す
る
軍
事
行
動
を
す
る
よ
う

な
悲
劇
に
も
変
容
し
ま
し
た
。
歴
史
上
の
戦

争
に
対
す
る
教
会
の
多
様
な
立
場
に
対
し
て

は
、
個
別
に
批
判
的
に
検
証
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
現
代
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
の

間
で
も
、
安
全
保
障
に
関
す
る
意
見
に
は
多

様
性
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
自
己
批
判
や
他
者

と
の
対
話
に
よ
る
相
互
批
判
を
通
し
て
、
戦

争
を
め
ぐ
る
倫
理
観
の
対
話
が
深
め
ら
れ
続

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
理
解
の
多
様
性
を

前
提
と
し
た
上
で
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
平

和
と
和
解
を
祈
り
求
め
る
文
章
と
な
っ
て
い

ま
す
。

上
記
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
ど
の
よ
う

な
視
点
で
抗
議
し
た
の
か
説
明
し
ま
す
。

抗
議
一
、
立
憲
主
義
尊
守
の
訴
え

こ
の
閣
議
決
定
は
、
法
治
国
家
の
原
則
に

反
し
て
い
ま
す
。
憲
法

99
条
に
よ
る
と
為
政

者
は
『
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務

を
負
ふ
』
存
在
で
す
。
憲
法
を
尊
守
す
べ
き

総
理
大
臣
と
閣
僚
が
、
長
く
積
み
重
ね
て
き

た
憲
法
９
条
の
解
釈
を
強
引
に
変
え
、
憲
法

の
基
本
理
念
で
あ
る
平
和
主
義
を
変
質
さ
せ

る
こ
と
は
、
立
憲
主
義
に
反
す
る
行
為
で
す
。

そ
し
て
立
憲
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の

中
で
培
わ
れ
て
き
た
知
恵
で
も
あ
り
ま
す
。

抗
議
二
、
状
況
倫
理
の
危
う
さ

「
近
隣
諸
国
を
敵
視
す
る
よ
う
な
言
動
を

し
つ
つ
、
そ
れ
を
積
極
的
平
和
主
義
と
称
す

る
の
は
、
詭
弁
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
…
い
た

ず
ら
に
危
機
感
を
煽
り
、
自
ら
の
主
張
を
正

当
化
し
て
見
せ
る
手
法
は
、
愚
民
政
策
と
で

も
い
う
べ
き
姑
息
な
も
の
で
す
」
。
歴
史
上
、

国
家
が
戦
争
に
向
か
う
常
套
手
段
が
、
危
機

感
を
煽
り
、
多
様
な
意
見
を
「
愛
す
る
者
と

国
を
守
る
目
的
」
に
集
約
す
る
手
法
で
す
。

危
機
的
状
況
へ
の
対
応
と
し
て
、
国
民
を
考

え
さ
せ
な
い
よ
う
に
促
す
手
法
を
「
愚
民
政

策
」
と
い
う
強
い
言
葉
で
表
現
し
ま
し
た
。

ま
る
で
国
民
を
愚
か
者
扱
い
し
て
い
る
こ
と

に
等
し
い
手
法
と
言
え
る
か
ら
で
す
。

抗
議
三
、
平
和
憲
法
の
実
質
的
貢
献
の
軽
視

「
武
力
を
紛
争
解
決
の
手
段
と
せ
ず
、
憲

法
９
条
に
よ
っ
て
培
っ
て
き
た
日
本
の
平
和

ブ
ラ
ン
ド
と
い
う
国
際
社
会
に
お
け
る
信
頼

と
評
価
の
イ
メ
ー
ジ
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
、

日
本
国
民
に
何
ら
益
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
」
。
実
際
に
紛
争
地
で
平
和
活
動
に
尽
力

し
て
い
る
方
た
ち
や
人
道
的
奉
仕
者
が
、
日

本
の
平
和
憲
法
が
認
知
さ
れ
て
い
る
お
か
げ

で
、
信
頼
を
得
て
奉
仕
活
動
に
従
事
で
き
る

状
況
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
平
和
憲
法

の
実
質
的
効
能
を
日
本
の
「
平
和
ブ
ラ
ン
ド
」

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

戦
後
約
七
十
年
か
け
て
培
っ
た
「
平
和
憲
法

を
持
つ
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
な
財
産

で
あ
り
、
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
の
多
く
は
、

主
イ
エ
ス
の
愛
敵
の
教
え
と
平
和
憲
法
と
を

重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
信
仰
的
倫
理
観
と

し
て
捉
え
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。


