
――― 1819 ――― 立憲主義と憲法――この国に「憲法への意思」はあるか

立憲主義と平和の構想特
集

　

１　

憲
法
の
役
割

　

法
に
は
そ
れ
ぞ
れ
役
割
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
刑
法
に
は
犯
罪
と
な
る

行
為
を
明
ら
か
に
し
、
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
と
い
う
役
割
が
あ
り
、
税
法

に
は
税
の
内
容
を
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
税
を
徴
収
す
る
と
い
う
役
割

が
あ
る
。
で
は
、
憲
法
に
は
ど
ん
な
役
割
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

憲
法
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
国
家
権
力
に
つ
い
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
に
あ
げ
た
犯
罪
者
の
処
罰
や
税
金
の
徴
収

は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
権
力
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
。
犯
罪
者
を
処
罰
す
る

権
力
が
刑
罰
権
、
税
金
を
徴
収
す
る
権
力
が
徴
税
権
で
あ
り
、
こ
う
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
権
力
が
集
ま
っ
て
国
家
権
力
を
構
成
し
て
い
る
。つ
ま
り
、そ

の
国
に
住
む
人
び
と
に
対
し
て
、
強
制
的
に
何
か
を
行
わ
せ
る
た
め
の
力

の
集
合
体
が
国
家
権
力
な
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
国
家
権
力
に
は
、
そ
れ
を
縛
る
ル
ー
ル
が
存
在
し
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
時
々
の
権
力
関
係
に
よ
っ
て
、
国
家
権
力
が
事
実
上
制

限
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
宗
教
権
力
が
強
い
と
き
に
は
、
国
家
権
力
が
宗

教
権
力
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
国
家
権
力
を
常
に
拘
束

す
る
よ
う
な
制
度
上
の
ル
ー
ル
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
家
権
力
は

し
ば
し
ば
肥
大
化
し
、
暴
走
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
絶
対
王
政
は
、
そ
の
代
表
例
と
い
え
よ
う
。
太
陽
王
と

称
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
一
四
世
（
在
位
一
六
四
三
～
一
七
一
五
）
は
、

「
朕
は
国
家
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
と
さ
れ
る
が
、こ
の
よ
う
に
中

世
の
専
制
君
主
は
国
家
権
力
を
意
の
ま
ま
に
操
り
、
自
分
の
思
い
通
り
に

国
家
を
動
か
そ
う
と
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
恣
意
的
な
国
家
運
営
に
歯
止
め
を
掛
け
る
た
め
に
、
一
七
世

紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
欧
米
で
起
こ
っ
た
専
制
君
主
に
対
す
る
抵
抗

運
動
の
中
か
ら
憲
法
（constitution

）
が
生
ま
れ
た
。
憲
法
は
、
国
家
権

力
を
行
使
す
る
際
に
守
る
べ
き
ル
ー
ル
を
定
め
た
法
、
つ
ま
り
国
家
権
力

者
を
拘
束
す
る
法
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
ま
っ
た
く

新
し
い
タ
イ
プ
の
法
で
あ
っ
た
。
一
般
の
法
律
が
国
民
を
拘
束
す
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
憲
法
は
国
家
権
力
を
拘
束
し
、
国
家
権
力
の
行
使

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
役
割
を
負
っ
て
い
る
法
な
の
で
あ
る
。

　

２　

立
憲
主
義

　

憲
法
を
定
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と

い
う
国
家
運
営
の
シ
ス
テ
ム
を
最
初
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
や

ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
あ
り
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
立
憲
主
義

（constitutionalism

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

い
う
憲
法
と
は
、
国
家
権
力
の
行
使
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
機
能

を
有
す
る
法
の
一
般
的
な
名
称
で
あ
り
、
憲
法
的
な
役
割
を
果
た
す
法
が
、

必
ず
し
も
「
憲
法
」
と
い
う
名
称
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
イ

ギ
リ
ス
に
は
憲
法
は
存
在
す
る
が
、「
憲
法
」
と
い
う
名
称
の
単
独
の
法
典

は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
立
憲
主
義
を
採
用
す
る
国
家
の
多
く
は
「
憲

法
」
と
い
う
名
称
の
法
（
こ
れ
を
憲
法
典
と
い
う
）
を
制
定
し
、
そ
れ
に

立
憲
主
義
と
平
和
の
構
想

立
憲
主
義
と
憲
法

―
―
こ
の
国
に
「
憲
法
へ
の
意
思
」
は
あ
る
か

憲
法
の
何
た
る
か
を
わ
き
ま
え
な
い
発
言
が
、
国
会
で
堂
々
と
行
わ
れ
る
日
本
。

立
憲
主
義
と
い
う
土
台
を
欠
い
た
憲
法
論
議
は
、
憲
法
の
基
底
的
な
原
理
を
突
き
崩
し
か
ね
な
い
。

改
憲
論
争
が
活
発
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
今
、
あ
ら
た
め
て
立
憲
主
義
と
は
何
か
を
考
え
る
。

法
政
大
学
法
学
部
教
授

金
子
匡
良

か
ね
こ
・
ま
さ
よ
し

一
九
六
九
年
東
京
生
ま
れ
。
法
政
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
高
松
短
期
大

学
准
教
授
、
神
奈
川
大
学
教
授
を
経
て
二
〇
一
八
年
四
月
か
ら
現
職
。
専
門
は
憲
法
、
人
権
法
、
人
権

政
策
。
主
な
著
書
に
『
行
政
の
構
造
変
容
と
権
利
保
護
シ
ス
テ
ム
』（
共
著
、
日
本
評
論
社
、
二
〇
一

九
年
）、『
人
権
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
』（
共
著
、
解
放
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）、『
市
民
自
治
講
座 

前

編
』（
共
著
、
公
人
社
、
二
〇
一
五
年
）
ほ
か
。

基
づ
い
て
国
家
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
一
七
八
八
年
に
成
立

し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
世
界
最
初
の
憲
法
典
で
あ
り
、
日
本
国

憲
法
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
疑
問
を
持
つ
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
に
は
、
聖
徳
太

子
（
厩
戸
皇
子
）
が
六
〇
四
年
に
制
定
し
た
と
い
わ
れ
る
「
十
七
条
の
憲

法
」
が
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
世
界
最
初
の
憲
法
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
、

名
前
は
同
じ
「
憲
法
」
で
も
、
立
憲
主
義
に
基
づ
く
憲
法
と
十
七
条
の
憲

法
で
は
、
そ
の
機
能
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
立
憲
主
義
で
い
う
憲
法
と
は
、

国
家
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
機
能
を
持
つ
法
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
機
能
を
持
た
な
い
法
は
、た
と
え
「
憲
法
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
て

い
て
も
、
実
質
的
な
意
味
に
お
け
る
憲
法
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
憲
法
と

立
憲
主
義
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
立
憲
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
、
憲

法
が
憲
法
で
あ
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

　

３　

立
憲
主
義
の
要
素

　

で
は
、
立
憲
主
義
的
な
憲
法
で
あ
る
た
め
に
は
、
何
が
必
要
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
規
定
を
含
ん
で
い
れ
ば
、

そ
の
憲
法
は
立
憲
主
義
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
確
立
し
た
考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
世
界
各
国

の
憲
法
は
、
時
代
に
よ
っ
て
、
国
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、

立
憲
主
義
的
な
憲
法
で
あ
る
た
め
の
最
低
限
の
要
素
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、

次
の
三
つ
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
一
つ
目
は
人
権
を
実
効
的
に
保
障
す
る
法


