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明
文
改
憲
構
想
と
憲
法
24
条

　
２
０
１
７
年
５
月
３
日
、
安
倍
首
相
は
、
①

自
衛
隊
の
憲
法
明
記
、
②
緊
急
事
態
条
項
の
新

設
、
③
教
育
の
無
償
化
、
④
参
院
選
の
合
区
解

消
を
日
本
国
憲
法
（
以
下
、「
憲
法
」
と
い
う
）

の
「
改
正
」
項
目
と
し
て
提
示
し
ま
し
た
。
そ

れ
以
降
、
自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
は
こ
れ

ら
の
４
項
目
の
条
文
案
作
成
に
向
け
て
、
議
論

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
連
の
流
れ
の
な

か
で
、
２
０
１
８
年
３
月
22
日
、
同
推
進
本
部

は
つ
い
に
条
文
案
の
素
案
（
た
た
き
台
）
を
ま

と
め
ま
し
た
。
ま
た
３
日
後
の
25
日
に
開
か
れ

た
党
大
会
で
、
２
０
１
８
年
度
の
運
動
方
針
と

し
て
改
憲
を
第
一
項
目
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
。

　
な
お
、
こ
の
議
論
を
通
し
て
、
当
初
掲
げ
ら

れ
て
い
た
教
育
の
無
償
化
は
「
教
育
環
境
の
整

備
」
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
教
育

の
無
償
化
や
参
院
選
の
合
区
解
消
は
、
既
存
の

法
律
の
改
正
ま
た
は
新
法
の
制
定
に
よ
り
対
応

す
べ
き
も
の
で
、
改
憲
を
必
要
と
し
な
い
課
題

で
す
。
と
り
わ
け
教
育
の
無
償
化
へ
の
対
応
は
、

通
常
の
立
法
で
な
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
段
階
ま
で
実
現
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
自

体
が
問
題
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
保
守
改
憲
勢
力
（
民
間
の
保
守
団
体
や
保
守

改
憲
政
党
）
は
、
１
９
５
０
年
代
か
ら
９
条
改

憲
に
よ
る
自
衛
軍
（
国
防
軍
）
の
設
置
や
緊
急

事
態
条
項
の
新
設
等
と
と
も
に
、
24
条
（
家
庭

生
活
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
平
等
）

の
改
憲
を
訴
え
て
き
ま
し
た
。
保
守
改
憲
勢
力

は
、
24
条
が
明
確
に
謳
う
個
人
の
尊
厳
や
両
性

の
平
等
と
い
う
考
え
方
が
個
人
主
義
を
助
長

し
、
家
族
の
絆
を
壊
す
要
因
に
な
っ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
こ
の
動
き
を
明
確
に
示
し
た
も
の
が
、
２
０

１
２
年
４
月
27
日
に
自
民
党
が
決
定
し
た
「
日

本
国
憲
法
改
正
草
案
」（
＊
１
）
で
し
た
。
前
文

の
全
面
改
定
案
を
提
示
し
、
そ
の
な
か
で
国
民

に
「
国
と
郷
土
を
誇
り
と
気
概
を
持
っ
て
自
ら

守
」
る
こ
と
、
お
よ
び
「
和
を
尊
び
、
家
族
や

社
会
全
体
が
互
い
に
助
け
合
っ
て
国
家
を
形
成

す
る
」
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
憲
法
前
文
は
、

多
く
の
場
合
、
そ
の
国
の
国
家
観
を
示
す
も
の

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
改
定
案
に
は
自
民

党
の
国
家
観
が
明
確
に
示
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
前
文
改
定
案
に
連

動
し
、
24
条
の
新
設
項
案
と
し
て
「
家
族
は
、

社
会
の
自
然
か
つ
基
礎
的
な
単
位
と
し
て
、
尊

重
さ
れ
る
。
家
族
は
、
互
い
に
助
け
合
わ
な
け

憲
法
の
観
点
か
ら
家
庭
教
育
支
援
法
案
を
考
え
る

─
平
和
主
義
と
し
て
の
24
条
、自
由
権
、社
会
権
に
着
目
し
な
が
ら

室
蘭
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業
大
学
大
学
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学
研
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科
准
教
授
　
清
末 
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砂
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れ
ば
な
ら
な
い
」
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
家
族
内
で
の
助
け
合
い
の
義
務
化
に
つ
な

が
る
規
定
を
憲
法
に
盛
り
込
む
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
し
た
。

　
憲
法
と
は
公
権
力
の
暴
走
を
防
ぐ
た
め
に
存

在
し
ま
す
。
こ
れ
が
狭
義
の
意
味
で
の
立
憲
主

義
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
の
な
か
に
義
務

条
項
と
理
解
で
き
る
よ
う
な
文
言
を
入
れ
る
こ

と
自
体
、
立
憲
主
義
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
と
う

て
い
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
24
条
は
、
現
在
自
民
党
が
進
め
て
い
る
改
憲

の
対
象
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

一
度
目
の
改
憲
に
成
功
す
る
と
、
自
民
党
は
さ

ら
な
る
改
憲
を
め
ざ
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
と
き
に
は
50
年
代
か
ら
批
判
さ
れ
て
き
た
24

条
が
、
改
憲
項
目
の
筆
頭
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る

可
能
性
が
大
い
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
段
階

に
お
い
て
も
、
す
で
に
そ
の
外
堀
を
埋
め
る
た

め
の
関
連
法
の
制
定
に
向
け
た
動
き
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
家
庭
教
育
支
援
法
の
制

定
を
め
ざ
す
動
き
で
す
。
今
国
会
（
第
１
９
６

国
会
）
は
、
公
文
書
改
ざ
ん
事
件
や
陸
上
自
衛

隊
の
日
報
隠
ぺ
い
問
題
等
で
紛
糾
し
て
い
る
た

め
、
法
案
の
国
会
上
程
に
は
い
た
ら
な
い
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
次
の
臨
時
国
会
ま
た
は
来
年

の
通
常
国
会
で
上
程
さ
れ
、
採
択
に
い
た
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
24
条
改
憲
問
題
を
考
え
る
際

に
は
、
こ
の
点
も
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

家
庭
教
育
支
援
法
案
と
教
育
基
本
法
の

共
通
点

─
愛
国
心
の
育
成

　
２
０
１
６
年
10
月
、
自
民
党
は
家
庭
教
育
支

援
法
案
の
素
案
（
＊
２
）
を
公
表
し
ま
し
た
。
２

０
１
７
年
２
月
に
は
そ
の
修
正
案
が
つ
く
ら
れ

た
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
（
17
年
２
月
14
日
付

朝
日
新
聞
夕
刊
）。
で
は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め

に
同
法
の
制
定
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　
家
庭
教
育
支
援
法
案
素
案
１
条
に
よ
る
と
、

そ
の
立
法
目
的
は
「
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
家

族
の
構
成
員
の
数
が
減
少
し
た
こ
と
、
家
族
が

共
に
過
ご
す
時
間
が
短
く
な
っ
た
こ
と
、
家
庭

と
地
域
社
会
と
の
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
こ
と

等
の
家
庭
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
家

庭
教
育
を
支
援
す
る
こ
と
が
喫
緊
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
教
育
基
本
法
（
平
成

十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
精
神
に
の
っ
と

り
、（
中
略
）
家
庭
教
育
支
援
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
家
庭
と
地
域
社
会
と
の
関
係
が
希
薄
」
と
い
う

認
識
は
、
ま
さ
に
先
述
の
自
民
党
に
よ
る
日
本

国
憲
法
改
正
草
案
の
前
文
で
示
さ
れ
た
「
家
族

や
社
会
全
体
が
互
い
に
助
け
合
っ
て
国
家
を
形

成
す
る
」
と
い
う
考
え
方
に
呼
応
す
る
も
の
で

す
。

　
現
行
の
教
育
基
本
法
（
２
０
０
６
年
改
定
）

に
は
、
家
庭
教
育
に
関
す
る
条
項
（
10
条
）
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
２
０
０
６
年
の
改
定
時

に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
す
。
同
条
１
項
は
、
①

子
の
教
育
の
第
一
義
的
責
任
者
が
父
母
そ
の
他

保
護
者
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、

努
力
義
務
と
し
て
、
②
こ
れ
ら
の
者
が
生
活
に

必
要
な
習
慣
を
子
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
、

ま
た
子
の
自
立
心
の
育
成
と
心
身
の
発
達
を
図

る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
、
同

条
２
項
は
、
国
や
地
方
自
治
体
に
対
し
て
、
保

護
者
に
学
習
の
機
会
を
提
供
す
る
等
の
家
庭
教

育
支
援
に
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
こ
と
を
努
力

義
務
と
し
て
求
め
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
家
庭
教
育
支
援
法
案
素
案
１
条
の
な
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か
で
言
及
さ
れ
て
い
る
教
育
基
本
法
の
精
神
と

は
、
単
純
に
同
法
10
条
だ
け
を
意
味
す
る
と
解

し
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
注
意
が
必
要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
教
育

基
本
法
は
２
０
０
６
年
の
改
定
時
に
、
教
育
目

標
の
一
つ
と
し
て
「
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、

そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を

愛
す
る
」
こ
と
（
２
条
５
号
前
半
）
が
導
入
さ

れ
る
等
、
愛
国
心
に
基
づ
く
教
育
を
求
め
る
も

の
に
変
わ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
目
標

の
下
で
、「
家
庭
教
育
支
援
」
と
称
し
て
公
権
力

が
介
入
す
る
と
、
子
育
て
の
意
義
の
一
つ
と
し

て
愛
国
心
の
育
成
が
打
ち
出
さ
れ
る
可
能
性
が

出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
公
権
力
が
父
母
そ
の
他

保
護
者
に
愛
国
心
を
植
え
つ
け
る
た
め
の
教
育

の
あ
り
方
を
教
え
込
ん
で
い
く
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
家
庭
教
育
支
援
法
案
（
素
案
）

と
教
育
基
本
法
は
愛
国
心
の
育
成
と
い
う
点
で

密
接
な
つ
な
が
り
を
有
す
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
（
図
１
）。

憲
法
の
平
和
主
義
と
家
庭
教
育
支
援
法
案

─
24
条
の
視
点
か
ら

　
次
に
、
家
庭
教
育
支
援
法
問
題
を
憲
法
の
三

大
原
理
の
一
つ
で
あ
る
平
和
主
義
を
構
成
す
る

24
条
の
観
点
か
ら
批
判
的
に
分
析
し
ま
す
。
平

和
主
義
と
い
え
ば
、
前
文
で
言
及
さ
れ
て
い
る

「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
」（
平
和
的
生

存
権
）
や
戦
争
等
の
放
棄
・
戦
力
の
不
保
持
・

交
戦
権
の
否
認
を
規
定
し
て
い
る
９
条
を
思
い

浮
か
べ
る
人
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
平
和
と
は
戦
争
や
武
力
行
使
が
存
在
し
な

い
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
、
性
暴
力
、
職
場
で
の
性
差
別
、
排
外

主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
連
動
す
る
レ
イ
シ

ズ
ム
、
貧
困
、
偏
狭
な
愛
国
心
の
強
制
を
と
も

な
う
教
育
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
暴
力
・
差

別
・
欠
乏
・
抑
圧
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
に
と

っ
て
み
れ
ば
、
戦
争
や
武
力
行
使
下
に
い
る
か

否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
常
生
活
は
け
っ
し
て

平
和
な
も
の
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　
し
た
が
っ
て
、
平
和
主
義
の
意
味
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
平
和
の
概
念
を
広
く
と
ら
え
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
上
で
、
平
和
主

義
が
前
文
や
９
条
に
加
え
、
13
条
（
個
人
の
尊

重
）、
14
条
（
平
等
原
則
）、
24
条
、
25
条
（
生

存
権
）
等
の
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
諸
条
項

か
ら
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
24
条
は
、
護
憲
運
動
や
平
和
運
動
関
係
者
の

な
か
で
す
ら
知
名
度
が
高
い
条
項
と
は
い
え
ま

せ
ん
が
、
９
条
と
と
も
に
平
和
主
義
を
支
え
る

大
き
な
柱
で
す
。
24
条
１
項
は
、（
異
性
間
の
）

婚
姻
が
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
す

「家庭教育支援」の名の下で、愛国心を有する人材を育成

現行の教育基本法家庭教育支援法案

愛
国
心
の
強
化
策

図１　ねらいは愛国心の育成



13 ● PART 1　家族の「保護・支援」に潜む危険性

る
こ
と
、
お
よ
び
夫
婦
が
平
等
の
権
利
を
有
す

る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
（
＊
３
）。
ま
た
同

条
２
項
は
、
家
族
に
関
す
る
立
法
が
個
人
の
尊

厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

同
条
が
謳
う
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平

等
と
い
う
考
え
方
は
、
外
か
ら
は
見
え
に
く
い
、

家
族
内
の
支
配
関
係
が
生
み
出
す
各
種
の
暴
力

を
根
絶
す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
と
な
る
も
の
で

す
。
ま
ず
は
こ
の
点
か
ら
、
24
条
が
平
和
主
義

を
支
え
る
重
要
条
文
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
24
条
は
家
族
が
あ
ら
ゆ
る
暴

力
に
依
拠
し
な
い
人
間
を
育
て
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
の
で
す
。

　
大
日
本
帝
国
時
代
に
は
男
性
優
位
の
秩
序
か

ら
成
り
立
つ
家
（
イ
エ
）
制
度
が
存
在
し
、
性

差
別
的
な
家
が
同
帝
国
の
土
台
を
支
え
る
基
礎

的
な
単
位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

各
家
に
は
家
の
構
成
員
に
対
す
る
一
定
の
権
限

を
付
与
さ
れ
た
戸
主
が
置
か
れ
て
お
り
、
戸
主

の
家
督
相
続
権
は
原
則
直
系
の
長
男
が
継
承
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
夫
婦
間
も

平
等
で
は
な
く
、
妻
に
対
す
る
支
配
権
と
し
て

の
夫
権
（
た
と
え
ば
、
妻
の
財
産
の
管
理
権
等
）

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
性
差
別
的
な
家
制
度
や
夫
権
は
、
現
行
憲

法
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
民
法
の
大
改
正
に
よ

り
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
の
憲
法
上
の
重

要
根
拠
条
文
と
な
っ
た
の
が
24
条
で
し
た
。

　
大
日
本
帝
国
の
軍
事
主
義
や
戦
争
体
制
は
、

強
い
愛
国
心
が
備
わ
っ
た
従
順
な
臣
民
を
つ
く

る
た
め
の
皇
民
化
教
育
等
に
よ
り
支
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
家
制
度
や
夫
権
も
ま
た
そ
う
し
た

体
制
を
支
え
る
し
く
み
の
一
つ
で
し
た
。
こ
の

観
点
か
ら
家
制
度
・
夫
権
の
廃
止
の
意
義
を
考

え
る
と
、
そ
れ
が
愛
国
心
の
強
制
を
と
も
な
う

軍
事
主
義
の
否
定
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
24
条
が
平
和
主
義
を
支
え
る
柱
で
あ

る
こ
と
の
２
点
目
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

も
う
少
し
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
同
条
は
、

家
族
（
そ
の
形
態
は
問
わ
な
い
）
が
軍
事
主
義

や
愛
国
心
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
国
家
政
策
に

従
順
に
従
わ
な
い
人
間
を
育
て
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
家
庭
教
育
支
援
法
の
ね

ら
い
は
、
家
庭
教
育
を
通
し
て
愛
国
心
を
有
す

る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
考
え
方
は
、
ま
さ
に
平
和
主
義
と
し
て
の

24
条
の
精
神
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
と

い
え
る
で
し
ょ
う
（
図
２
）。

自
由
権・社
会
権
と
家
庭
教
育
支
援
法
案

─
個
人
の
尊
重
と
尊
厳
に
基
づ
く
社
会

　
最
後
に
、
憲
法
が
保
障
す
る
自
由
権
と
社
会

前文

9条

13条

19条

24条

25条 社会権＆
平和主義

自由権＆社会権
＆平和主義

自由権＆
平和主義

平和主義
家庭教育支援法の
制定をめざす動き

改憲の外堀を埋める作業
＝

家庭教育支援法案と
関わりのある
憲法の条項

図２　家庭教育支援法案と憲法の平和主義
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権
の
観
点
か
ら
家
庭
教
育
支
援
法
案
を
批
判
的

に
み
て
い
き
ま
す
。
自
由
権
と
は
、
国
家
（
公

権
力
）
が
個
人
の
領
域
に
干
渉
す
る
こ
と
を
認

め
ず
（
国
家
か
ら
の
自
由
）、
自
律
し
た
個
人
が

自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
自
己
決
定
で
き
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
近
代
立
憲
主
義
の
発
展
と

と
も
に
確
立
さ
れ
て
き
た
人
権
の
核
と
な
る
も

の
で
す
。
こ
う
し
た
個
人
の
自
己
決
定
権
を
包

括
的
に
保
障
す
る
た
め
に
、
憲
法
13
条
は
個
人

の
尊
重
を
謳
っ
て
い
ま
す
。

　
社
会
権
と
は
20
世
紀
以
降
に
発
展
し
た
人
権

の
概
念
で
あ
り
、
国
家
（
公
権
力
）
が
た
と
え

ば
、
社
会
保
障
制
度
を
整
備
す
る
等
の
介
入
を

図
る
こ
と
で
（
国
家
に
よ
る
自
由
）、
社
会
・
経

済
的
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
を
保
護
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
い
う

な
れ
ば
、
社
会
の
周
縁
に
置
か
れ
て
き
た
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
間
と
し
て

の
尊
厳
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で

す
。
憲
法
は
社
会
権
と
し
て
、
生
存
権（
25
条
）、

教
育
を
受
け
る
権
利
（
26
条
）、
労
働
基
本
権

（
28
条
）
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　「
国
家
か
ら
の
自
由
」
と
「
国
家
に
よ
る
自

由
」
と
聞
く
と
、
自
由
権
と
社
会
権
が
対
立
す

る
概
念
の
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
違
い

ま
す
。
両
者
の
共
通
す
る
目
的
は
、
基
本
的
人

権
の
保
障
に
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
人
格
を
有
す

る
個
人
が
自
由
権
ま
た
は
社
会
権
に
関
す
る
権

利
意
識
を
持
ち
、
加
え
て
そ
の
権
利
を
行
使
で

き
る
社
会
環
境
（
た
と
え
ば
、
個
人
が
社
会
規

範
や
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
状
態
等
）
が

整
っ
て
い
れ
ば
、
社
会
保
障
制
度
に
代
表
さ
れ

る
社
会
権
を
躊
躇
な
く
行
使
で
き
、
ま
た
社
会

権
を
具
体
化
す
る
た
め
の
あ
ら
た
な
政
策
を
求

め
る
声
が
生
ま
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
両
者

は
人
権
概
念
を
互
い
に
補
強
す
る
関
係
に
あ
る

と
い
え
る
の
で
す
（
図
３
）。

　
自
由
権
の
一
つ
で
あ
る
精
神
的
自
由
に
は
、

憲
法
19
条
が
保
障
す
る
思
想
・
良
心
の
自
由
が

含
ま
れ
ま
す
。「
家
庭
教
育
支
援
」
の
名
の
下

で
、
私
的
な
領
域
で
あ
る
家
族
に
国
家
（
公
権

力
）が
理
想
的
と
考
え
る
画
一
的
な
家
族
像
や
、

愛
国
心
を
有
す
る
人
材
の
育
成
を
押
し
つ
け
る

行
為
は
、
思
想
・
良
心
の
自
由
の
侵
害
に
あ
た

り
ま
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
家
庭
生
活
に
関
す

る
個
人
の
意
思
に
基
づ
く
自
己
決
定
を
否
定
す

る
も
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
と
、
た
と
え
ば
、

外
か
ら
見
え
に
く
い
被
虐
待
児
の
保
護
の
た
め

に
は
公
権
力
の
介
入
が
必
要
で
あ
り
、
家
庭
教

育
支
援
は
そ
れ
を
促
進
す
る
ツ
ー
ル
に
な
る
の

で
は
、
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

被
虐
待
児
の
保
護
と
い
う
の
は
、
広
い
意
味
で

の
社
会
権
の
範
疇
に
あ
る
課
題
と
し
て
考
え
ら

れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、

自由権：国家／公権力か
ら自由であること。介入を
受けないことにより基本的
人権を保障する。

社会権：国家／公権力が
介入し、社会保障制度等
を整備することで基本的
人権を保障する。

社会・経済的弱者
の権利を擁護する
ためのしくみ

個人の自己決定と
それに基づく行動
の保障

共通する目的は基本的人権の保障

基
本
的
人
権

図３　基本的人権を保障する自由権と社会権
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被
虐
待
児
の
保
護
や
児
童
虐
待
の
防
止
の
た
め

に
は
、
公
権
力
が
家
族
に
介
入
す
る
こ
と
は
当

然
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。
す
で
に
日
本
に

は
被
虐
待
児
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
児
童
虐

待
防
止
法
や
児
童
福
祉
法
等
）
が
制
定
さ
れ
て

お
り
、
今
後
も
こ
れ
ら
の
個
別
法
の
下
で
施
策

の
拡
充
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
家
庭
教
育
支
援
法
案
（
素
案
）
は

こ
う
し
た
虐
待
事
案
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
一

律
に
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
を
施
策
の
対
象
と

し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
由

権
を
脅
か
す
も
の
に
な
り
こ
そ
す
れ
、
社
会
権

を
保
障
す
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
由
権
と
社
会
権
の
概
念
の

違
い
を
考
慮
せ
ず
に
、
家
庭
教
育
支
援
法
と
虐

待
事
案
へ
の
対
応
を
単
純
に
結
び
つ
け
る
と
、

同
法
の
立
法
目
的
の
罠
（
＝
家
庭
教
育
支
援
の

名
の
下
で
愛
国
心
を
強
い
る
こ
と
）
に
陥
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
同
時
に
憲
法

24
条
の
改
憲
を
促
進
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る

の
で
す
。

【
注
】

（
＊
１
）
自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
「
日
本
国
憲
法
改
正
草

案
」（
２
０
１
２
年
４
月
27
日
決
定
）
は
、
同
推
進
本
部
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
＊
２
）
自
民
党
の
家
庭
教
育
支
援
法
案
素
案
は
、
24
条
変
え

さ
せ
な
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
読
む
こ

と
が
で
き
る
。「『
家
庭
教
育
支
援
法
案
（
仮
称
）』
未
定
稿

（
２
０
１
６
年
10
月
20
日
）」（
２
０
１
７
年
１
月
13
日
付
）

（
＊
３
）
日
本
で
同
性
婚
が
法
制
化
さ
れ
て
い
な
い
理
由
の
一

つ
と
し
て
、
24
条
１
項
の
婚
姻
の
成
立
要
件
（
両
性
の
合

意
の
み
に
基
づ
く
婚
姻
）
を
指
摘
す
る
声
が
あ
る
。
し
か

し
、
24
条
１
項
は
あ
く
ま
で
異
性
婚
に
関
す
る
規
定
に
す

ぎ
ず
、
同
性
婚
を
認
め
な
い
と
す
る
根
拠
条
項
に
は
な
り

え
な
い
。
む
し
ろ
、
同
性
婚
の
法
制
化
を
認
め
る
憲
法
上

の
根
拠
は
、
同
条
２
項
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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特集 歴史に学ぶ
	 戦争体制はいかにつくられたか
いつか来た道を歩まないために。
1930年代、どのように戦争体制が形成されたのか、
人々がどのように戦争協力をしていったのかをみる。

〔PART １〕 〈銃後の女〉への動員
〔PART ２〕 メディアの戦争協力と「大衆」
〔PART ３〕 思想統制と愛国心


