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平
成
幻
年
9
月
、
集
団
的
自
衛
権
の

行
使
を
容
認
す
る
平
和
安
全
法
制
が
成

立
し
た
。
き
わ
め
て
限
定
的
な
行
使
容

認
だ
が
、
半
歩
の
前
進
で
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
成
立
に
い
た
る
ま
で
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
巻
き
込
ん
だ
激
し
い

論
戦
を
眺
め
て
い
て
、
私
は
ひ
ど
く
む

な
し
い
思
い
を
拭
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
て
一

体
わ
れ
わ
れ
は
何
を
衛
ろ
う
と
い
う
の

か
、
こ
の
肝
心
要
の
一
点
が
議
論
の
対

象
と
な
る
こ
と
が
ま
る
で
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

「何
を
衛
る
か
」
を
論
じ
ず
「
い
か

に
衛
る
の
か
」
の
み
を
、
あ
れ
ほ
ど
ま

で
に
激
し
く
論
じ
合
う
姿
は
異
常
で
あ

る
。
当
事
者
に
問
え
ば
、
衛
る
も
の
は

国
民
の
生
命
と
財
産
だ
と
答
え
る
に
決

ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
民
の
生
命

と
財
産
を
衛
る
と
い
う
の
は
国
家
存
立

の
最
低
限
の
条
件
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で

は
答
え
に
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
衛
る
べ
き
日
本
と
は
何

か
、
少
な
く
と
も
知
識
人
と
い
わ
れ
る

者
が
こ
の
議
論
を
も
っ
て
自
衛
権
論
争

に
加
わ
っ
た
こ
と
を
私
は
寡
聞
に
し
て

知
ら
な
い
。
何
と
著
し
い
思
想
の
劣
化

わ
れ
わ
れ
が
衛
る
べ
き
も
の
と
は
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「
日
本
精
神
」

カ
平
和
安
全
法
制
成
立
の
1
年
後
の
8

月
8
日
、
「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に

つ
い
て
の
天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば
」
の

ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
せ
ら
れ
た
。

一
系
の
天
子
が
世
を
継
い
で
連
綿
と
つ

づ
く
こ
と
、
こ
の
事
実
こ
そ
が
日
本
民

族
の
永
世
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

「
国
体
」
の
こ
と
を
深
く
思
い
見
よ

と
い
う
天
の
声
が
、
天
皇
陛
下
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
る
部
屋
の
向
こ
う
の
方

か
ら
響
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
。政

府
は
陛
下
の
生
前
退
位
に
関
す
る

有
識
者
会
議
な
る
も
の
を
組
織
し
、
は

や
く
も
平
成
却
年
6
月
日
日
に
「
天
皇

の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例

法
」
を
公
布
し
た
。
死
せ
る
者
の
心
の

声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
な
く
、
現
世

に
た
ま
た
ま
生
き
て
在
る
者
の
み
に
よ

る
、
拙
速
と
い
う
べ
き
特
別
立
法
で
あ

っ
た
。
日
本
は
い
つ
か
ら
こ
ん
な
「
そ

の
日
暮
ら
し
」
の
国
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
。

の
丈
夫

利夫

察
氏
は
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
に
生

ま
れ
育
っ
た
。
昭
和
口
年
陸
軍
特
別
志

願
兵
制
度
が
施
行
さ
れ
台
湾
人
に
も
軍

人
へ
の
門
戸
が
聞
か
れ
る
や
、
こ
れ
に

応
募
、
少
年
航
空
兵
に
合
格
、
昭
和
初

年
に
は
岐
阜
陸
軍
航
空
整
備
学
校
奈
良

教
育
隊
に
入
隊
。
終
戦
後
、
帰
国
し
た

禁
氏
を
ま
っ
て
い
た
の
は
国
民
党
の
庄

政
に
苦
し
む
台
湾
で
あ
っ
た
。

白
色
テ
ロ
が
横
桁
七
、

3
万
と
も
5

万
と
も
い
わ
れ
る
無
事
の
台
湾
人
が
国

民
党
軍
に
よ
っ
て
逮
捕
、
処
刑
さ
れ

た
。
察
氏
は
難
を
逃
れ
た
が
実
弟
は
叩

年
の
懲
役
刑
壬
捌
守
れ
た
。
日
本
統
治

時
代
の
痕
跡
を
悉
く
抹
消
し
、
日
本
人

を
「
東
洋
鬼
」

「小
日
本
」
と
蔑
称
す

る
反
日
宣
伝
・
教
育
の
時
代
で
も
あ
っ

た
。
察
氏
は
苦
難
の
時
代
に
あ
り
な
が

ら
も
ビ
ジ
ネ
ス
に
活
路
を
求
め
、
セ
イ

コ
ー
電
子
台
湾
法
人
の
董
事
長
、
次
い

で
半
導
体
の
デ
ザ
イ
ン
会
社
を
創
設
、

経
営
理
念
を
「
日
本
崎
伸
一
「
大
和

魂
」
に
お
き
、
幾
多
の
顛
難
を
乗
り
越

え
て
同
社
を
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
育
て

あ
げ
た
立
志
伝
中
の
人
物
で
あ
る
。

薬
氏
に
接
し
て
い
る
と
、
日
本
人
が

日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
精
神
の
方

位
、
戦
後
の
日
本
人
が
忘
れ
て
き
た
気

概
の
都
知
に
気
づ
か
さ
れ
て
、
は
っ
と

察
焼
燦
氏
逝
く

~ 
面聞百＝

統
治
時
代
に
育
ま
れ
た
精
神
を
体
現

7
月
口
目
、
台
湾
歌
壇
代
表
の
禁
爆

燦
氏
が
逝
去
さ
れ
た
。
享
年
卯
。
縁
あ

っ
て
察
氏
と
長
ら
く
交
誼
を
得
て
き
た

私
は
、
日
本
人
の
「
原
型
」
を
い
つ
も

察
氏
の
言
説
や
立
ち
居
振
る
舞
い
の
中

に
み
て
き
た
。
「
日
本
精
神
（
リ
ッ
プ

ン
チ
ェ
ン
シ
ン
）
」
と
は
、
日
本
の
統

治
時
代
に
始
ま
り
現
在
の
台
湾
に
な
お

残
る
言
葉
で
あ
る
。
勤
勉
で
正
直
に
生

き
約
束
は
守
る
、
と
い
っ
た
語
調
で
あ

ろ
う
か
。
日
本
の
統
治
時
代
に
育
ま
れ

た
こ
の
精
神
を
体
現
し
た
丈
夫
が
察
氏

拓殖大学学事顧問

渡辺

で
あ
る
。

「
日
本
語
の
す
で
に
滅
び
し
国
に
住

み
短
動
詠
み
継
げ
る
人
や
縦
刈
」

「
万
葉
の
流
れ
こ
の
地
に
留
め
む
と

命
の
限
り
短
歌
詠
み
行
か
む
」

一
祭
氏
は
台
湾
歌
壇
の
創
始
者
・
呉
建

堂
氏
の
こ
の
歌
こ
そ
、
台
湾
の
日
本
語

世
代
の
真
情
だ
と
説
く
。
東
日
本
大
震

災
時
の
薬
氏
の
和
歌
は
こ
う
で
あ
る
。

「
困
難
の
ゆ
島
と
津
波
に
襲
は
る
る

祖
国
護
れ
と
若
人
励
ま
す
」

こ
の
祖
国
は
日
本
か
台
湾
か
、
若
人

は
日
本
人
か
台
湾
人
か
。
察
氏
は
い
ず

れ
を
も
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。


