
憲
法
問
題
講
演
会
を
開
催

～
戸
田
清
長
大
教
授
が
講
演
～

十
月
十
九
日
、
城
山
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
信
徒
会
館
に

お
い
て
、
戸
田
清
長
崎
大
学
環
境
科
学
部
教
授
を
お
招

き
し
、
「
原
発
や
憲
法
で
民
意
に

逆
ら
う
安
倍
政
権
を
問
う
」
と
題

し
て
、
城
山
憲
法
九
条
の
会
の
学

習
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

十
七
名
の
参
加
者
を
前
に
、
先

生
の
お
話
は
、
立
憲
主
義
と
い
う

言
葉
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。

「
自
民
党
の

改
憲
案
を
作

っ
た
議
員
の

言
葉
『
立
憲
と

い
う
の
は
最

近
の
言
葉
で

す
か
？
』
こ
う

い
う
人
た
ち

に
、
憲
法
を
論

じ
る
資
格
が

果
た
し
て
あ

る
の
で
し
ょ

う
か
。
」

そ
も
そ
も

憲
法
は
、
国
家

（
政
府
）
に
対

す
る
国
民
の

命
令
（
立
憲
主
義
）
と
し
て
あ
る
の
に
、
自
民
党
案
で

は
、
憲
法
が
逆
に
国
民
を
縛
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
表
参
照
）

安
倍
政
権
は
、
憲
法
を
改
正
し
や
す
く
す
る
た
め
に

第
九
十
六
条
の
改
正
を
訴
え
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ

「
三
分
の
二
の
発
議
」
と
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
っ
て
い

る
か
と
い
う
と
、

①

時
の
政
権
が
コ
ロ
コ
ロ
と
憲
法
を
勝
手
に
変
え

な
い
よ
う
に
。

②

現
在
の
国
民
が
、
軽
は
ず
み
に
憲
法
を
変
え
て
、

将
来
の
国
民
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
。

と
い
う
二
つ
の
理
由
が
あ
る
そ
う
で
す
。
現
憲
法
の
す

ば
ら
し
さ
・
大
切
さ
、
そ
し
て
私
た
ち
一
人
一
人
の
生

存
を
保
障
し
て
く
れ
る
憲
法
を
簡
単
に
変
え
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
仕
組
み
に
、
な
る
ほ
ど
と
唸
り
ま
し
た
。

様
々
な
基
本
的
人
権
を
侵
す
改
憲
案

改
憲
案
で
は
、
九
条
を
改
憲
し
、
国
防
軍
を
創
設
し

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
重
要
な
条
項
の
改

正
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
十
三
条(

個
人
の
尊

重)
と
二
十
五
条
（
生
存
権
）
が
改
悪
さ
れ
れ
ば
、
健
康

保
険
証
の
取
り
上
げ
や
生
活
保
護
法
の
改
悪
等
に
繋

が
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
二
十
一
条
（
表
現
の
自
由
、

検
閲
禁
止
）
を
改
悪
さ
れ
れ
ば
、
国
が
子
供
を
都
合
の

よ
い
よ
う
に
教
育
・
洗
脳
す
る

こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い

と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

民
意
と
国
会
の
ズ
レ

朝
日
新
聞
と
福
島
放
送
の
共

同

世

論

調

査

に

よ

る 
 
 

 
 

と
、
国
民
の
七
割
以
上
が｢

即
時

ま
た
は
段
階
的
原
発
ゼ
ロ｣

を
支

持
し
て
い
る
の
に
対
し
、
国
会
で

は
「
原
発
ゼ
ロ
」
が
少
数
意
見
に

と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
「
ね
じ
れ
」

は
、
『
小
選
挙
区
制
の
弊
害
』
と

の
こ
と
。
原
発
に
限
ら
ず
、
民
意

が
国
会
に
反
映
さ
れ
る
選
挙
制
度
を
求
め
、
訴
え
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
以
前
は
原
発
の
福
島
原
発
級
の
シ
ビ
ア

ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
起
こ
る
の
は
世
界
的
に
み
て
二
五

万
年
に
一
回
と
計
算
さ
れ
て
い
た
が
、
福
島
原
発
事
故

後
の
内
閣
府
発
表
の
資
料
に
は
、
「
十
年
以
内
に
」
日

本
国
内
で
同
級
の
原
発
事
故
が
起
こ
り
う
る
と
訂
正

さ
れ
た
と
の
こ
と
！

日
本
は
今
後
も
、
狭
い
国
土
を
放
射
能
に
汚
染
さ
せ

て
失
い
、
原
発
難
民
を
増
や
す
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
。

講
義
の
後
は
三
十
分
ほ
ど
、
参
加
者
と
の
活
発
な
質

疑
応
答
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
戸
田
先
生
は
、
資
料
の
中
で
た
く
さ
ん
の
推

薦
図
書
を
列
挙
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
憲
法
に
関

す
る
良
書
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

○

伊
藤
真
二
〇
一
三
『
憲
法
は
誰
の
も
の
？
』
岩

波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

自
民
改
憲
問
題
の
入
門
書

と
し
て
最
適

○

ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス

二
〇
一
三
『
増
補

憲

法
は
、
政
府
に
対
す
る
命
令
で
あ
る
』
平
凡
社
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー

○

樋
口
陽
一

二
〇
一
一
『
い
ま
憲
法
は｢

時
代

遅
れ｣

か
』
平
凡
社 

 
 

 

（
楠
田
昌
子
記
）
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憲
法
問
題
講
演
会
に
参
加
し
て

～
憲
法
は
誰
の
も
の
？
改
憲
で
ど
う
な
る
我
が
国
～

伊
藤
真
弁
護
士
が
講
演

十
一
月
二
日
、
伊
藤
真
弁
護
士
を
講
師
に
、
憲
法
を
考
え

る
講
演
会
「
憲
法
は
誰
の
も
の
？
～
改
憲
で
ど
う
な
る
我
が

国
～
」
（
主
催
・
長
崎
県
保
険
医
協
会
）
が
長
崎
県
立
体
育

館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
約
二
百
人
。
本
田
孝
也
会

長
は
あ
い
さ
つ
の
な
か
で
、
憲
法
改
正
を
肯
定
す
る
声
が
少

な
く
な
い
が
、
憲
法
改
正
で
何
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
か

を
考
え
て
も
ら
う
た
め
に
開
い
た
と
述
べ
ま
し
た
。

伊
藤
氏
は
、
憲
法
改
正
は
重
要
な
段

階
に
来
て
い
る
と
し
て
、
自
民
党
の

「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
が
め
ざ
す

と
こ
ろ
に
つ
い
て
講
演
し
ま
し
た
。

最
高
法
規
で
あ
る
日
本
国
憲
法
は
、

国
家
権
力
を
制
限
し
、
人
権
保
障
を
は

か
る
と
い
う
立
憲
主
義
の
理
念
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
多
数

意
見
が
常
に
正
し
い
わ
け
で
は
な
く
、
多
数
意
見
に
も
歯
止

め
を
か
け
、
奪
え
な
い
価
値(

人
権
、
平
和
な
ど)

を
守
る
の

が
憲
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
米
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
ほ

と
ん
ど
の
国
で
、
憲
法
改
定
に
は
国
会
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
が
必
要
と
定
め
て
い
る
。

憲
法
は
国
家
権
力
を
制
限
し
国
民
を
守
る
も
の

法
律
は
国
民
の
自
由
を
制
限
し
て
社
会
秩
序
を
維
持
す

る
た
め
の
も
の
（
国
民
に
対
す
る
歯
止
め
）
。
憲
法
は
国
家

権
力
を
制
限
し
て
、
国
民
の
人
権
を
保
障
す
る
も
の(

国
家

に
対
す
る
歯
止
め)

。
現
憲
法
は
、
国
民
主
権
、
基
本
的
人

権
の
尊
重
、
恒
久
平
和
主
義
を
基
本
理
念
と
し
て
戦
争
を
し

な
い
国
、
政
教
分
離
、
差
別
の
な
い
国
、
福
祉
を
充
実
さ
せ

る
国
な
ど
を
め
ざ
し
て
い
る
。
憲
法
に
人
権
規
定
ば
か
り
な
の

は
当
た
り
前
で
あ
る
。

自
民
改
憲
案
が
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
も
の

自
民
党
改
憲
草
案
で
は
、
国
を
し
ば
る
憲
法
か
ら
、
国
民
を

し
ば
る
憲
法
に
か
え
る
。
日
本
古
来
の
伝
統
を
ふ
ま
え
自
主
憲

法
を
制
定
し
た
い
、
集
団
的
自
衛
権
を
容
認
し
て
国
防
軍
を
創

設
し
、
日
米
同
盟
を
強
化
し
て
、
米
国
の
期
待
に
応
え
た
い
、

軍
事
力
に
よ
っ
て
国
際
貢
献
し
た
い
、
軍
事
的
経
済
的
に
「
強

い
国
」
づ
く
り
＝
戦
前
回
帰
・
富
国
強
兵
を
め
ざ
す
も
の
に
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
現
憲
法
の
「
す
べ
て
の
国
民
は
個
人
と
し
て
尊
重
さ

れ
る
」
「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
の
自
由
、
出
版
一
切
の
表
現

の
自
由
は
保
障
す
る
」
な
ど
が
、
曖
昧
で
、
条
件
付
き
の
人
権
・

自
由
に
変
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

現
実
を
理
想
に
近
づ
け
る
憲
法
の
改
悪
阻
止
を

こ
う
し
た
自
民
党
の
め
ざ
す
改
憲
の
危
険
性
に
つ
い
て
述

べ
て
、
最
後
に
憲
法
が
め
ざ
す
社
会
は
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
個

性
を
尊
重
さ
れ
、
お
互
い
に
違
い
を
認
め
合
っ
て
、
と
も
に
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
め
ざ
し
て
い
る
。
憲
法
は
現
実
を

理
想
に
近
づ
け
る
た
め
に
あ
る
。
憲
法
を
使
い
こ
な
す
力
を
つ

け
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
指
摘
し
、
憲
法
改
悪
の
阻
止
を
よ

び
か
け
ま
し
た
。

講
師
の
紹
介

伊
藤
氏
は
弁
護
士
で
、
伊
藤
塾
を
主
催
し
、

三
十
年
間
法
律
家
・
公
務
員
の
養
成
、
憲
法
の
伝
道
者
と
し
て

講
演
活
動
や
、
一
人
一
票
運

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

（
深
町
孝
郎
記
）

編
集
後
記

 
 

今
国
会
に
上
程
さ
れ
て
い
る
特
定
秘
密
保
護
法
案
に

つ
い
て
は
、
「
秘
密
の
内
容
は
秘
密
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉

が
示
す
よ
う
に
、
戦
前
の
防
諜
法
を
彷
彿
と
さ
せ
、
国
民
を

「
見
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
・
聞
か
ざ
る
」
に
追
い
や
り
、
国
民

の
知
る
権
利
を
侵
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
研
究
者
、
法
律

家
、
文
化
人
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
、
労
働
組
合
、
平
和

団
体
等
、
国
民
の
各
界
各
層
か
ら
こ
ぞ
っ
て
反
対
の
声
が
上

が
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
世
論
調
査
に
お
い
て
も
大
半
の
国
民
が

反
対
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
民
の
中
に
は
、
法
案
の
中
身
も

良
く
知
ら
な
い
と
い
う
方
々
も
相
当
数
い
る
と
の
報
道
も

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
無
視
し
て
、
法
案
は
先

の
衆
院
の
特
別
委
員
会
に
お
い
て
強
行
採
決
の
上
、
去
る
十

一
月
二
十
六
日
、
本
会
議
に
お
い
て
自
民
、
公
明
、
み
ん
な

の
各
党
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
国
の
民
主
主
義
は
こ
の

先
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

現
在
法
案
は
、
参
議
院
に
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
国
会
の
動
き
と
連
動
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
や

辺
野
古
へ
の
基
地
移
転
問
題
、
憲
法
改
定
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
胸
に
刻
み
、
何
か
し
な
け
れ
ば
と
思

い
、
県
選
出
の
国
会
議
員
に
法
案
へ
の
反
対
又
は
慎
重
審
議

の
要
請
を
出
し
た
。
こ
の
法
案
は
国
会
の
国
政
調
査
権
を
も

侵
す
内
容
を
含
ん
で
い
る
だ
け
に
、
良
識
の
府
た
る
参
院
の

審
議
を
祈
る
ば
か
り
だ
が
…
。

（
十
一
月
二
十
九
日
記
）


