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は
し
が
き

大
学
の
法
学
部
以
外
で
憲
法
を
教
え
て
い
る
が
、
学
生
た
ち
と
接
し
て
い
て
驚
く
こ
と
が
あ
る
。
大
学
に
入
学
す
る
ま
で
の
教
育
課
程
の
な
か

で
、
憲
法
を
学
ぶ
機
会
は
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
前
文
を
読
ん
だ
こ
と
と
、
第
九
条
平
和
主
義
く
ら
い
し
か
知
ら
な
い
と
い
う
学
生
は
少
な
く

な
い
。
そ
れ
で
も
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
原
理
は
、
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
平
和
主
義
で
あ
る
こ
と
は
言
え
る
。
ま
た
、
三
権
分
立

や
議
院
内
閣
制
、
最
高
裁
裁
判
官
の
国
民
審
査
の
統
治
機
構
の
制
度
な
ど
は
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
憲
法
の
条
文
と
は
結
び
付
い
て
い
な
い
こ

と
が
あ
る
。
憲
法
を
尊
重
し
、
擁
護
す
る
義
務
が
あ
る
の
は
誰
か
と
た
ず
ね
る
と
、「
わ
た
し
た
ち
」
と
答
え
る
。
こ
の
数
年
、
憲
法
改
正
に
つ

い
て
話
題
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
是
非
を
た
ず
ね
る
と
、「
古
い
し
時
代
に
あ
わ
な
い
か
ら
、
や
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」と
言
う
。

日
本
国
憲
法
を
支
え
る
基
本
原
理
の
基
礎
に
は
、
次
の
よ
う
な
立
憲
主
義
思
想
が
存
在
し
て
い
る
。
日
本
国
が
人
権
と
平
和
の
保
障
を
目
的
と

し
て
社
会
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
（
前
文
第
一
段
等
）、
日
本
国
憲
法
は
そ
の
契
約
内
容
を
憲
法
規
範
化
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
国
憲
法
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
基
本
的
人
権
の
保
障
を
目
的
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
（
九
七
条
、
第
三
章
）、
そ
の
人
権
は

不
可
侵
・
永
久
の
も
の
で
あ
る
（
九
七
条
・
一
一
条
）。
ま
た
、
同
時
に
、
国
際
社
会
の
な
か
で
の
平
和
の
保
障
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
人
権
と
平
和
を
保
障
す
べ
き
も
の
と
し
て
成
立
し
た
国
家
は
、
そ
れ
に
適
合
し
た
統
治
機
構
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
権
力

の
濫
用
を
防
止
す
る
機
構
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
機
構
は
、
権
力
分
立
原
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
憲
法
を
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
知
っ
て
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら

そ
う
で
は
な
い
学
生
と
日
々
接
し
て
い
る
。
そ
れ
は
学
生
が
悪
い
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
高
等
学
校
ま
で
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
問
題
と
い
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

法
学
部
以
外
の
学
生
に
憲
法
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
学
生
の
人
生
に
と
っ
て
も
う
二
度
と
憲
法
を
体
系
的
に
学
ぶ
機
会
が
無
い
と
い

う
こ
と
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
い
う
な
ら
ば
、
法
学
を
学
ぶ
機
会
が
無
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
主

権
者
と
し
て
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
意
味
、「
解
釈
改
憲
の
政
治
」
の
も
と
、
日
本
が
事
実
上
、
世
界
有
数
の
軍
事
力
を
持
ち
、
安
保
関
連

法
が
成
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
で
の
平
和
主
義
、
人
権
は
そ
も
そ
も
権
力
に
対
抗
す
る
概
念
で
あ
る
の
に
、
国
家
や
権
力
に
抗
う
人
々
を
蔑

む
昨
今
の
風
潮
、
憲
法
の
根
底
に
あ
る
権
力
を
濫
用
さ
せ
な
い
た
め
に
憲
法
に
よ
る
政
治
を
行
う
と
い
う
立
憲
主
義
思
想
な
ど
は
、
憲
法
を
学
ぶ

機
会
が
こ
れ
か
ら
先
に
無
い
で
あ
ろ
う
若
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
教
え
る
責
務
が
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
深
く
感
じ
る
。

一
九
四
六
年
公
布
、
一
九
四
七
年
施
行
の
日
本
国
憲
法
を
め
ぐ
る
国
内
外
の
情
況
は
、
七
〇
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
を
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遂
げ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
憲
法
改
正
を
せ
ず
に
き
た
の
か
、
そ
し
て
憲
法
改
正
の
議
論
が
主
権
者
の
も
の
と
し
て
お
こ
っ
た
と

き
に
、
き
ち
ん
と
し
た
知
識
の
も
と
で
、
自
分
の
軸
で
責
任
を
も
っ
て
意
見
表
明
が
で
き
る
人
を
育
て
る
と
い
う
、
そ
ん
な
教
育
の
一
助
に
本
書

が
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
そ
し
て
、
本
書
の
よ
り
良
い
充
実
の
た
め
に
、
今
後
も
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
本
書
に

対
す
る
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
賜
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

末
筆
で
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
改
め
て
旧
版
を
執
筆
さ
れ
た
諸
先
生
に
最
大
の
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
そ
し
て
、『
新
・
資
料
で
考
え
る
憲

法
』
か
ら
引
き
続
き
、
編
集
会
議
を
は
じ
め
す
べ
て
の
お
世
話
を
お
願
い
し
、
大
変
な
ご
尽
力
を
頂
い
た
法
律
文
化
社
の
野
田
三
納
子
さ
ん
に
深
甚

の
謝
意
を
、
そ
し
て
疋
田
麻
里
さ
ん
、
徳
田
真
紀
さ
ん
、
林
大
雅
さ
ん
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

『
資
料
で
考
え
る
憲
法
』
の
刊
行
に
際
し
て

一
九
九
七
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
『
資
料
で
考
え
る
憲
法
』（
初
版
本
）、
二
〇
一
二
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
『
新
・
資
料
で
考
え
る
憲
法
』
の
流

れ
を
汲
み
（
後
掲
「
新
版
は
し
が
き
」「
は
し
が
き
」
参
照
）、
こ
の
た
び
編
著
者
も
新
た
に
『
資
料
で
考
え
る
憲
法
』（
新
版
）
を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。同

書
は
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授
山
中
永
之
佑
先
生
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授
高
田
敏
先
生
、
大
阪
国
際
大
学
名
誉
教
授
奥
正
嗣
先
生
、
和
歌
山
大
学

名
誉
教
授
三
𠮷
修
先
生
、
元
神
戸
市
看
護
大
学
准
教
授
白
石
玲
子
先
生
、
高
岡
法
科
大
学
法
学
部
教
授
高
倉
史
人
先
生
、
そ
し
て
私
も
途
中
か
ら
末

席
に
加
え
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
、
一
九
九
七
年
か
ら
の
累
計
部
数
は
刊
行
か
ら
二
〇
年
の
間
に
、
数
万
部
に
も
の
ぼ
っ
た
。
長
く
教
科
書
と
し

て
愛
さ
れ
、
版
を
重
ね
る
た
び
に
、
新
た
な
資
料
や
判
例
を
加
え
る
と
い
っ
た
努
力
を
重
ね
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
二
〇
年
の
時

代
の
流
れ
は
あ
ま
り
に
激
し
く
、
現
場
で
教
え
る
に
は
マ
イ
ナ
ー
チ
ェ
ン
ジ
で
の
対
応
で
は
、
や
や
厳
し
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
。

そ
う
と
は
い
え
、
諸
先
生
方
が
叡
智
を
結
集
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
初
版
本
を
、
す
べ
て
捨
て
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
愚
行
は
頭
に
な
く
、
山
中

先
生
・
高
田
先
生
に
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
初
版
本
の
流
れ
を
汲
み
、
平
和
憲
法
の
意
思
を
汲
む
こ
と
が
で
き
る
執
筆
者
が
そ
ろ
う
の
で
あ
れ

ば
、
資
料
や
判
例
も
使
用
し
て
良
い
と
い
う
お
許
し
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
、
山
中
先
生
・
高
田
先
生
を
は
じ
め
、
初
版
本
の
執
筆
を
さ
れ
た

先
生
方
に
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

そ
こ
か
ら
、
本
書
に
も
掲
載
し
て
あ
る
後
掲
の
は
し
が
き
を
何
度
も
読
み
直
し
、
新
た
な
執
筆
者
を
お
願
い
し
、
こ
の
た
び
『
資
料
で
考
え
る

憲
法
』
を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
た
な
執
筆
者
は
、
谷
口
真
由
美
、
谷
口
洋
幸
、
清
末
愛
砂
、
松
村
歌
子
、
藤
本
晃
嗣
、
里
見
佳
香
、
小

野
博
司
の
七
名
で
、
章
立
て
、
編
別
、
資
料
の
選
定
は
全
員
で
協
議
し
て
行
い
、
解
説
も
全
員
が
執
筆
し
協
議
し
た
。
執
筆
者
の
ほ
ぼ
全
員
が
、
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各
大
学
で
と
り
わ
け
法
学
部
以
外
で
の
日
本
国
憲
法
や
法
学
の
授
業
を
担
当
し
、
日
々
学
生
と
接
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
何
を
教
え
る
べ
き
な
の

か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
教
え
る
べ
き
な
の
か
、
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
自
身
も
、
お
互
い
が
ど
の
よ
う
に
憲
法
を
教
え
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
機
会
に
も
な
っ
た
た
め
、
研
究
者
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
教
育
者
目
線
か
ら
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

情
報
過
多
の
社
会
に
あ
っ
て
、
真
に
意
味
の
あ
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
が
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
見
抜
く
力
を
養
う
こ
と
は
、
大
学
時
代
に
学
ば

ね
ば
な
ら
な
い
大
切
な
教
養
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
書
は
、
そ
の
意
味
で
も
教
養
書
と
し
て
使
え
る
一
冊
で
あ
る
。
諸
氏
の
ご
尽
力
に
、

厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

二
〇
一
八
年
三
月

谷
口
真
由
美




