
.)00/ー/ア
2001.5.1発行PHP研究所p108-111 

特集・憲法r百年の計」

橋爪大三郎
(東京工業大学教授)

1948年生まれ。東大大学
院社会学研究科博士課程

修了。フリーで執筆活動
を続けたあと、 89年東京'

工大助教授、のち教授。
著書に rはじめての構造
主義~(講談社現代新書)、
r僕の憲法草案J (共著、

ポット出版)などがある。
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日
本
を
世
界
か
ら
隔
て
る
障
壁
と
な
っ
て
い
る

通巻281号

憲!
法 i
の t
教;
科 i
書 i
を i
開 i
く t
と i

憲;
法 i
に i
は 6

慣!
習 i

Tj 
五!
年 1
の 5

イ
ギ
リ
ス
「
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
」
に
代
表
さ
れ
る
)
と
成
文
法
(
ア
メ
リ
カ
合

の
二
種
類
が
あ
り
、
な
ど

で
は
な
ぜ
と
の
二
種
類
な
の
か
、

衆
国
憲
法
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
共
和
制
憲
法
)

と
書
い
て
あ
る
。

そ
の
理
由
が
わ
か

WVoice]5月号

り
に
く
い
。
私
に
い
わ
せ
れ
ば
、
法
の
形
態
は
二
種
類
か
も
し
れ
な
い

が
、
憲
法
の
本
質
は
一
つ
、
「
人
民
が
自
分
た
ち
の
認
め
る
正
統
な
権

力
を
つ
く
り
だ
す
」

こ
と
に
つ
き
る
。

も
と
も
と
王
政
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
国
王
が
人
民
の
権
利
や
自
由

け
方
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を
侵
害
し
な
い
よ
う
、
そ
の
権
力
に
制
限
を
加
え
る
と
い
う
か
た
ち
で

正
統
な
権
力
を
生
み
だ
し
た
。
い
っ
ぽ
う
ア
メ
リ
カ
は
、
社
会
の
伝
統

も
、
正
統
な
権
力
も
何
も
な
い
状
態
で
、
独
立
す
る
と
と
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
契
約
の
か
た
ち
で
成
文
憲
法
を
制
定
す
る
と
と
が
不
可
欠

だ
と
考
え
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
と
れ
を
真
似
し
て
国
王
を
退
位

さ
せ
、
共
和
制
憲
法
を
制
定
し
て
人
民
の
権
力
を
樹
立
し
た
。

と
れ
に
対
し
て
大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
正
統
な
権
力
と
し
て
存
在
し

た
天
皇
が
、
臣
民
の
た
め
に
制
定
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
あ
り
が
た
い
H

恩
恵
。
お
そ
れ
多
く
て
、
少
し
ぐ
ら
い
矛
盾
や
欠
点
が
あ
っ
て
も
、
憲

法
を
改
正
し
ま
し
ょ
う
と
は
誰
も
い
い
だ
せ
・
な
か
っ
た
。
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そ
の
欠
点
の

お
か
げ
で
軍
部
が
暴
走
。
敗
戦
を
ま
ね
い
て
国
家
が
破
滅
し
た
あ
と
、

今
度
は
天
皇
に
か
わ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が

F

理
想
的
d

な
憲
法
を
与
え
て

く
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。

こ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
憲
法
は
な

戦
後
、
社
会
党
な
ど
護
憲
派
は
、

い
と
感
激
し
た
。
改
正
な
ど
お
そ
れ
多
い
と
い
う
の
は
戦
前
と
変
わ
ら

な
い
。
い
っ
ぽ
う
自
民
党
は
、
党
の
綱
領
に
憲
法
改
正
を
掲
げ
た
が
、

本
気
で
取
り
組
む
気
は
・
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
国
民
の
疑

念
を
ま
ね
き
、
政
権
を
失
い
か
ね
な
い
。
理
念
で
は
な
く
軍
事
バ
ラ
ン

ス
で
世
界
の
平
和
が
保
た
れ
て
い
る
現
実
を
み
る
な
ら
、

国
民
が
護
憲
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派
に
政
権
を
任
せ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
憲
法
九
条
を
額
面
ど
お

り
に
受
け
と
り
、
非
武
装
中
立
政
策
を
と
れ
ば
、
日
米
関
係
が
破
壊
さ

れ
て
し
ま
う
。
自
民
党
と
し
て
は
、
憲
法
の
条
文
は
そ
の
ま
ま
に
し
て

自
衛
隊
を
強
化
し
、
「
解
釈
改
憲
」
で
す
ま
せ
る
の
が
得
策
だ
っ
た
。

そ
も
そ
も
日
本
の
戦
後
改
革
は
、
日
本
国
憲
法
を
も
と
に
進
め
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
財
閥
解
体
や
農
地
解
放
な
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

改
革
は
、
占
領
軍
の
手
で
「
超
法
規
的
」
に
実
施
さ
れ
た
。
そ
う
し
た

改
革
の
一
環
と
し
て
、
憲
法
も
制
定
さ
れ
た
の
だ
。

と
れ
が
国
民
の
手
で
な
さ
れ
た
の
な
ら
、
国
民
は
憲
法
に
も
っ
と
関

心
を
も
っ
た
ろ
う
。
戦
後
改
革
が
頭
越
し
に
進
め
ら
れ
て
か
ら
、
「
日

本
国
民
は
自
由
な
主
権
者
で
国
家
の
主
体
で
す
」
と
い
わ
れ
で
も
、
国

民
は
「
二
重
拘
束
(
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
)
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
憲
法
の

内
容
を
信
じ
る
な
ら
、
そ
れ
が
「
押
し
つ
け
ら
れ
た
」
の
は
お
か
し

い
。
そ
れ
が
「
押
し
つ
け
」
な
ら
、
憲
法
の
内
容
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

憲
法
改
正
論
議
が
盛
り
あ
が
り
に
欠
け
る
の
は
、
国
民
が
憲
法
を
自
分

の
も
の
と
考
え
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
歴
史
的
経
緯
の
た
め
だ
。

憲
法
に
は
、
ど
う
い
う
役
割
が
あ
る
の
か
。
第
一
に
そ
れ
は
、
権
力

を
行
使
す
る
正
し
い
手
続
き
や
存
在
す
べ
き
国
家
機
関
を
定
め
、
そ
れ

ら
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
国
家
機
関
が
侵
害
し
て

は
い
け
な
い
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
、
明
記
し
て
お
く
。
基
本
的
人
権

は
、
特
定
の
憲
法
(
制
定
法
)
と
は
無
関
係
に
個
々
の
人
聞
に
そ
な
わ

っ
て
い
る
自
然
権
と
考
え
る
の
が
正
し
い
か
ら
、
憲
法
に
そ
の
条
文
が

あ
っ
て
も
、
憲
法
が
基
本
的
人
権
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

第
三
の
役
割
は
、
国
家
が
国
際
社
会
と
ど
う
い
う
関
わ
り
を
も
つ
の

か
、
明
確
に
規
定
す
る
と
と
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
と
の
点
が
暖

昧
だ
。
制
定
さ
れ
た
当
時
、
日
本
が
い
ま
の
よ
う
に
世
界
第
二
の
経
済

大
固
に
な
る
と
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
結
果
、
海
外
の
人
材
は
日
本
に
も
就
職
の
チ
ャ
ン
ス
を
求
め
て
い

る
。
日
本
の
企
業
が
国
内
の
採
用
に
と
だ
わ
り
、
海
外
に
門
戸
を
閉
ざ

す
な
ら
、
二
十
一
世
紀
に
は
勝
ち
残
れ
な
い
。

日
本
国
憲
法
は
、
日
本
国
民
(
日
本
人
)
の
権
利
を
保
証
す
る
。
誰

が
日
本
国
民
で
あ
る
か
は
、
別
に
国
籍
法
が
定
め
る
。
こ
れ
も
含
め
て

憲
法
な
の
だ
が
、
と
の
国
籍
法
や
そ
の
運
用
が
、
外
国
人
へ
の
壁
に
な

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
帰
化
を
申
請
す
る
に
は
「
日
本
人
に
ふ
さ
わ

し
い
姓
」
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
否
定
に
等
し
い
。
関
連
法
規
の
全
体
を
見
直
し
て
、
日
本
の
社
会
を

世
界
に
聞
い
て
い
く
努
力
が
必
要
だ
。

国
籍
を
取
得
せ
ず
に
、
日
本
で
生
活
す
る
外
国
人
も
苦
労
す
る
。
ピ

ザ
取
得
の
手
続
き
が
煩
雑
(
保
証
人
を
要
求
さ
れ
る
な
ど
)
。
衣
食
住
の

う
ち
、
住
(
ア
パ
ー
ト
契
約
)
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
就
職
し
よ
う
に
も
、

日
本
で
の
学
歴
や
資
格
が
な
い
と
門
前
払
い
に
な
り
が
ち
だ
。

日
本
国
憲
法
は
、
法
の
下
の
平
等
を
誼
ぃ
、
「
人
種
、
信
条
、
性
別
、

社
会
的
身
分
又
は
門
地
」
に
よ
り
差
別
さ
れ
な
い
、
と
宣
言
し
て
い

る
。
だ
が
そ
れ
は
日
本
国
民
に
対
し
て
で
、
外
国
人
は
念
頭
に
な
い
口

外
国
人
が
日
本
に
定
住
し
て
、
日
本
社
会
の
構
成
員
に
な
る
こ
と
を
日

本
国
憲
法
は
想
定
し
て
い
な
い
し
、
そ
う
し
た
外
国
人
を
日
本
社
会
の
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構
成
員
と
し
て
保
護
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
も
な
い
。
外
国
人
は
差
別

や
不
利
益
を
受
け
て
も
仕
方
が
な
い
と
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
事
実
日

本
は
、
留
学
先
、
就
職
先
、
移
住
先
と
し
て
あ
ま
り
魅
力
の
な
い
国
と

外
国
人
に
は
映
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
暮
ら
す
外
国
人
が
、
日

本
国
民
に
準
じ
た
市
民
生
活
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
を
保
証
す
る

よ
う
な
、
「
市
民
権
条
項
」
を
憲
法
に
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
憲
法
を
改
正
す
べ
き
か
、
改
正
す
べ
き
で
な
い
か
。

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
改
正
さ
れ
な
い
よ
う
な
憲
法
は
、
た
だ
の
飾
り

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
現
実
と
密
着
す
る
生
き
た
憲
法
で

は
な
い
と
思
う
。
憲
法
や
法
律
も
、
人
聞
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
欠
点
は
あ
る
し
、
時
代
に
も
遅
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
絶
え
ず
チ
ェ

ッ
ク
し
、
改
め
て
い
く
の
が
「
リ
I
ガ
ル
・
マ
イ
ン
ド
」
で
あ
り
、
人

権
感
覚
だ
。
日
本
国
憲
法
は
、
国
際
化
の
波
に
洗
わ
れ
る
い
ま
、
時
代

遅
れ
と
な
り
、
日
本
社
会
を
世
界
の
人
び
と
か
ら
隔
て
る
障
壁
と
な
っ

て
い
る
。
四
方
を
海
に
閉
ざ
さ
れ
た
日
本
は
、
か
つ
て
鎖
国
を
行
な
っ

た
。
憲
法
が
、
国
際
化
す
る
日
本
を
否
定
し
、
再
び
孤
立
へ
と
導
く
鎖

国
時
代
の
「
海
」
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

与
党
も
野
党
も
特
別
チ

l
ム
を
編
成
せ
よ

憲
法
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
ま
り
し
ば
し
ば
変
わ
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
と
か
ら
社
会
的
な
安
定
が
生
ま
れ
、
将
来
の
予
見
も
可

能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
日
突
然
、
私
有
財
産
権
が
否

-
2
2
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l
a
g
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で
は
具
体
的
に
、
憲
法
改
正
の
実
質
的
な
議
論
を
、
国
民
の
あ
い
だ

で
ど
う
進
め
て
い
け
ば
い
い
の
か
。
憲
法
の
定
め
る
改
正
の
ル

1
ル

は
、
国
会
の
三
分
の
二
の
賛
成
で
発
議
し
、
国
民
の
投
票
の
過
半
数
の

支
持
を
得
る
と
と
で
あ
る
。
国
会
で
三
分
の
二
の
支
持
を
得
る
に
は
、

与
党
が
三
分
の
二
の
議
席
を
得
る
か
、
与
野
党
が
一
致
し
て
賛
成
す
る

か
、
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

の
形
成
が
、
憲
法
改
正
の
前
提
に
な
る
。
現
実
に
は
前
者
よ
り
も
、
後

者
(
与
野
党
の
一
致
)
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
に
は
、
与
野
党
が
別
々
に
、
あ
と
で
互
い
に
歩
み
寄
る
こ
と
の

で
き
る
二
つ
の
改
正
草
案
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
持
ち
寄
っ
て
討
論
す
る

こ
と
で
あ
る
。
与
野
党
は
、
国
会
議
員
の
ほ
か
に
民
間
人
、
有
識
者
な

ど
を
含
む
特
別
チ
!
ム
を
そ
れ
ぞ
れ
編
成
す
る
。
乏
し
て
公
開
の
場
で

双
方
の
改
正
草
案
を
持
ち
寄
り
、
徹
底
討
論
を
行
な
う
。
互
い
の
提
案

の
長
所
や
短
所
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
そ
れ
か
ら
数
カ
月

を
か
け
て
草
案
を
修
正
じ
、
二
回
目
の
討
論
を
行
な
う
。
そ
し
て
ま
た

定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
生
涯
を
か
け
、
営
々
と
築
き
上

げ
て
き
た
資
産
は
、
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
国
民
の
生
活
の
基
盤
が

否
定
さ
れ
、
社
会
は
混
乱
に
見
舞
わ
れ
よ
う
。
そ
ん
な
不
安
定
な
社
会

で
、
誰
が
ま
じ
め
に
働
く
だ
ろ
う
か
。

憲
法
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
、
社
会
に
将
来
の
予
見
性
を
与
え
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
は
や
は
り
、
変
わ
る
と
き
に
は
必
要
な
限
り

で
、
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

憲
法
は
い
わ
ば
、
エ
ピ
や
カ
ニ
の
「
殻
」
の
よ
う
な
も
の
だ
。
殻
が

丈
夫
で
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
事
故
や
外
敵
の
攻
撃
か
ら
身
を
守
れ

る
。
で
も
中
身
は
成
長
・
変
化
を
続
け
て
い
る
の
で
、
し
ば
ら
く
す
る

と
殻
が
か
え
っ
て
邪
魔
に
な
る
。
そ
と
で
今
度
は
ど
ん
な
殻
が
い
い
か

と
知
恵
を
出
し
あ
い
、
す
ば
や
く
新
し
い
殻
に
取
り
換
え
る
の
だ
。

ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
憲
法
で
も
、
「
あ
り
が
た
い
」
と
恐
れ
入
っ

て
改
正
す
る
か
ど
う
か
の
議
論
を
避
け
て
い
る
と
、
国
民
が
思
考
停
止

に
な
り
、
憲
法
が
ひ
か
ら
び
て
し
ま
う
。
人
間
の
思
考
は
本
来
、
停
止

す
る
は
ず
は
な
い
。
ど
の
世
代
の
国
民
も
、
憲
法
を
よ
り
優
れ
た
も
の

に
つ
く
り
か
え
る
能
力
が
あ
る
と
私
は
信
じ
る
。

い
ざ
憲
法
改
正
を
具
体
的
に
論
じ
る
と
な
る
と
、
九
条
の
問
題
を
は

じ
め
、
微
妙
で
や
っ
か
い
な
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
考
え
、
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
パ
ン
ド
ラ
の
匝
」
の
よ
う
な
も
の
だ
。
五
年
、
十
年
か
か
ろ
う

と
も
、
議
論
は
慎
重
に
、
徹
底
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
や
っ
ぱ
り
改
正
し
な
い
と
と
に
し
よ
う
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
本
気
で
議
論
し
た
と
と
が
尊
い
の
で
あ
る
。
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修
正
:
:
・
と
、
必
要
な
だ
け
繰
り
返
し
、
議
論
が
収
束
す
れ
ば
与
野
党

合
同
の
改
正
案
に
す
れ
ば
よ
い
。

国
会
の
投
票
で
は
、
党
議
拘
束
を
い
っ
さ
い
外
し
、
国
会
議
員
個
々

人
の
良
心
に
も
と

a

つ
い
て
、
賛
否
の
自
由
投
票
を
行
な
う
と
と
に
し
て

お
く
。
と
の
結
果
三
分
の
二
の
賛
成
を
得
た
改
正
案
、
な
ら
、
国
民
の
投

票
を
仰
ぐ
価
値
が
あ
る
と
思
う
。

改
正
の
議
論
の
過
程
で
大
事
な
の
は
、
個
人
の
発
案
に
よ
る
ア
イ
デ

ア
を
数
多
く
集
め
る
と
と
だ
。
ア
イ
デ
ア
は
、
討
論
で
相
互
チ
ェ
ッ
ク

や
批
判
を
加
え
ら
れ
、
そ
れ
に
耐
え
た
も
の
が
、
い
わ
ば
公
共
財
へ
と

昇
華
し
て
い
く
。
過
去
、
多
く
の
憲
法
は
、
良
識
あ
る
市
民
が
一
人
か

せ
い
ぜ
い
数
人
で
起
草
し
た
も
の
が
多
い
。
今
後
、
な
か
な
か
そ
う
は

い
か
な
い
と
し
て
も
、
政
治
的
妥
協
の
な
か
で
憲
法
が
わ
け
の
わ
か
ら

な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
ク
リ
ア
な
ア
イ
デ
ア
を
改

正
案
の
起
草
作
業
の
在
か
で
、
ま
す
ま
す
磨
き
あ
げ
て
い
く
と
い
う
姿

勢
が
大
切
で
あ
る
。


