
　133 132　維新と興亜  令和 6年 12 月号（第 26 号）

〝
国
民
主
権
〟
と
は
何
か

　

こ
れ
ま
で
２
回
に
わ
た
り
眞
正
護
憲
論
（
占
領
憲
法
は
憲
法

と
し
て
は
有
効
で
な
い
が
講
和
条
約
の
限
度
で
有
効
で
あ
り
、

現
在
で
も
大
日
本
帝
国
憲
法
が
有
効
と
の
見
解
）
に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
が
、
今
回
は
、
占
領
憲
法
の
中
核
的
思
想
で
あ
る
国

民
主
権
主
義
に
つ
い
て
詳
述
し
た
い
。

　

占
領
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
国
民
主
権
（
第
1
条
後
段
）

は
「
政
治
の
中
心
は
国
民
だ
」
と
い
う
程
度
の
政
治
的
ス
ロ
ー

ガ
ン
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
本
来
の
意
味
は
そ
う
で
は
な

い
。

　

平
た
く
言
え
ば
「
娑し

ゃ

婆ば

の
人
間
だ
け
で
何
で
も
決
め
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
権
の
存
す
る

国
民
の
意
志
は
何
者
に
よ
っ
て
も
行
使
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は

な
く
、
そ
の
判
断
に
一
切
の
誤
り
は
な
い
と
い
う
、
最
高
性
、

絶
対
性
、
無
謬
性
が
主
権
の
本
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先

祖
が
守
っ
て
き
た
規
範
や
文
化
を
破
壊
し
よ
う
が
、
赤
字
国
債

を
沢
山
作
っ
て
子
孫
に
莫
大
な
借
金
を
残
そ
う
が
、
当
然
に
許

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

前
回
の
連
載
で
「
日
本
語
が
公
用
語
で
あ
る
こ
と
」「
伝
統

的
な
家
族
・
相
続
制
度
」
は
実
質
的
意
味
の
憲
法
（
國
體
）
を

構
成
す
る
か
ら
、
法
律
を
も
っ
て
し
て
も
変
え
る
こ
と
は
で
き

な
い（
そ
の
よ
う
な
立
法
は
違
憲
で
あ
る
）と
述
べ
た
。こ
れ
は
、

「
実
質
的
意
味
の
憲
法
（
國
體
）
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
が
可
能

な
絶
対
的
な
力
」
で
あ
る
主
権
を
一
切
認
め
な
い
見
解
（
帝
国

憲
法
の
通
説
、
清
水
澄
・
美
濃
部
達
吉
な
ど
）
に
基
づ
く
。
つ

ま
り
、
天
皇
と
い
え
ど
も
國
體
の
下
に
あ
る
か
ら
、
國
體
を
変

更
し
う
る
よ
う
な
絶
対
的
な
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
た
め
天

皇
主
権
は
否
定
さ
れ
、
同
時
に
国
民
主
権
も
否
定
さ
れ
る
べ
き

祖
国
再
生
同
盟
代
表
・
弁
護
士
　
木
原
功
仁
哉

占領憲法の無効原因③

な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
帝
国
憲
法
下
で
天
皇
主
権
を
肯
定
し
て
い
た
の
は
少

数
（
穂
積
八
束
・
上
杉
慎
吉
）
で
あ
っ
た
の
に
、
現
在
の
占
領

憲
法
の
学
者
（
講
釈
師
）
達
は
、
あ
た
か
も
天
皇
主
権
論
が
戦

前
の
通
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
吹
聴
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受

諾
と
い
う
「
八
月
革
命
」
に
よ
り
主
権
が
天
皇
か
ら
国
民
に
移

譲
さ
れ
た
と
主
張
す
る
が
、
こ
う
し
た
ウ
ソ
が
平
然
と
全
国
の

法
学
部
や
法
科
大
学
院
で
講
釈
さ
れ
て
い
る
。

国
民
主
権
の
帰
結

　

国
民
主
権
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
、
以
下
の
事
例
を

検
討
し
て
み
た
い
。

国
民
主
権
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら

Ｑ
１　

天
皇
制
を
な
く
す
た
め
、
占
領
憲
法
第
1
条
か
ら
第
8

条
ま
で
を
削
除
す
る
憲
法
改
正
は
可
能
か
。

Ｑ
２　
「
ワ
ク
チ
ン
を
打
っ
て
い
な
い
人
は
強
制
収
容
所
に
収

容
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
条
項
を
挿
入
す
る
憲
法
改
正
は
可
能

か
。

Ｑ
１
：
可
能
で
あ
る

　

占
領
憲
法
1
条
は
「
天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本

国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
つ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る

日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
」
と
あ
り
、
こ
の
う
ち
後
段
は
、
将

来
的
に
天
皇
制
を
廃
止
す
る
際
の
根
拠
と
し
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、1
条
後
段
は
、共
産
党
の
悲
願
で
あ
る
「
日

本
共
和
国
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
根
拠
条
文
で
あ
る
。

　

憲
法
改
正
は
、
衆
参
各
院
の
総
議
員
の
3
分
の
2
で
発
議
さ

れ
、国
民
の
過
半
数
の
賛
成
で
成
立
す
る（
96
条
）。
そ
れ
ゆ
え
、

自
民
党
と
共
産
党
が
野
合
し
て
、
皇
室
を
一
名
門
家
系
と
し
て

残
し
つ
つ
、
国
政
に
一
切
関
与
さ
せ
な
い
た
め
、
天
皇
に
つ
い

て
定
め
た
第
1
条
か
ら
第
8
条
ま
で
を
削
除
す
る
憲
法
改
正
を

発
議
し
、
国
民
投
票
で
賛
成
多
数
と
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
改

正
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
異
論
を
差
し

挟
む
憲
法
学
者
は
い
な
い
。

Ｑ
２
：
可
能
で
あ
る

　

国
が
推
進
し
た
武
漢
ウ
イ
ル
ス
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
）

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
反
対
す
る
反
ワ
ク
チ
ン
派
は
、
3
年
前
こ
そ

「
陰
謀
論
」
な
ど
揶
揄
さ
れ
て
い
た
が
、
5
回
目
以
降
の
接
種

者
は
少
数
と
な
り
、
ま
さ
に
今
昔
の
感
が
あ
る
。

　

仮
に
、
い
か
な
る
ワ
ク
チ
ン
も
絶
対
に
接
種
し
な
い
と
い
う

国
民
が
10
％
い
た
と
し
て
、
国
が
、
反
ワ
ク
チ
ン
の
存
在
は
公

　 
国
民
主
権
に
よ
る
國
體
破
壊

祖
国
再
生
へ
の
憲
法
論 

③
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衆
衛
生
上
よ
く
な
い
と
の
理
由
で
強
制
収
容
所
に
入
れ
て
、
収

容
所
内
で
様
々
な
向
精
神
薬
を
投
与
し
て
廃
人
に
さ
せ
よ
う
と

考
え
た
と
す
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
衆
参
各
院
に
お
い
て
3
分
の
2
以
上
の
賛
成

で
憲
法
改
正
が
発
議
さ
れ
、
国
民
投
票
で
も
賛
成
が
圧
倒
的
多

数
と
な
り
、
改
正
が
成
立
す
る
。
憲
法
改
正
が
無
効
で
あ
る
と

裁
判
所
に
提
訴
し
て
も
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
に
は
憲
法
改
正
の

効
力
を
判
断
す
る
権
限
が
な
く
、「
主
権
の
存
す
る
国
民
」
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
憲
法
改
正
は
絶
対
に
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
訴
訟
は
当
然
に
却
下
さ
れ
る
。
た
と
え
、

憲
法
に
基
本
的
人
権
（
幸
福
追
求
権
）
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と

し
て
も
、
人
権
と
い
え
ど
も
公
衆
衛
生
の
保
持
と
い
う
「
公
共

の
福
祉
」
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
関
し
て
は
憲
法
学
者

の
間
で
も
異
論
が
見
当
た
ら
な
い
。
現
に
、
占
領
憲
法
下
の
昭

和
23
年
に
制
定
さ
れ
た
予
防
接
種
法
が
、
当
時
の
12
の
対
象
疾

病
に
関
す
る
予
防
接
種
が
罰
則
付
き
接
種
義
務
で
あ
っ
た
の

は
、「
打
た
な
い
自
由
」
よ
り
も
公
衆
衛
生
の
保
持
と
い
う
公

共
の
福
祉
が
優
越
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
に
異
論
を
差
し
挟
む
憲
法
学
者
は
い
な
い
。

　

か
く
し
て
、
国
民
主
権
と
い
う
名
の
「
暴
力
」
に
よ
っ
て
、

少
数
派
の
反
ワ
ク
チ
ン
派
は
弾
圧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
多
数
派

に
よ
る
少
数
派
の
弾
圧
を
認
め
る
の
が
国
民
主
権
主
義
の
本
質

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
近
の
共
産
党
が
、
民
主
集
中
制
に
基
づ

い
て
党
員
を
次
々
と
除
名
・
除
籍
処
分
に
し
て
い
る
構
図
と
何

ら
変
わ
り
が
な
い
。

人
間
が
神
と
な
っ
た
国
民
主
権

　

主
権
の
「
主
」
と
い
う
の
は
「
神
（God

）」
を
意
味
し
、

神
の
権
限
を
奪
っ
て
王
権
神
授
説
に
よ
る
国
王
主
権
と
か
、
国

民
主
権
と
い
う
の
で
あ
る
。
罪
刑
法
定
主
義
を
唱
え
た
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
子
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
、マ
ル
ク
ス
、エ
ン
ゲ
ル
ス
、シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、 

ニ
ー
チ
ェ
な
ど
に
後
世
多
大
な
影
響
を
与
え
た
「
キ
リ
ス
ト
教

の
本
質
」(

１
７
４
１)

を
著
し
、
そ
の
中
で
、「
人
間
の
唯
一

の
神
と
は
、
い
ま
や
人
間
そ
れ
自
身
で
あ
る
。」、「
人
間
が
神

を
作
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
主
権
の
本
質
を
的
確
に

表
現
し
て
い
る
（
船
山
信
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
40
年
）。

　

そ
も
そ
も
、
国
民
主
権
の
理
念
を
完
成
さ
せ
た
の
は
ル
ソ
ー

（
ジ
ャ
ン=
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
、
１
７
１
２
～
１
７
７
８
）

で
あ
る
。「
社
会
契
約
論
」
を
唱
え
た
ル
ソ
ー
は
、
主
権
と
は

占領憲法の無効原因③

国
民
の
一
般
意
思
の
行
使
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
神
の
意
思
」
で

あ
っ
て
、
絶
対
的
な
神
聖
不
可
侵
の
力
で
あ
る
な
ど
と
主
張
し

た
。
し
か
し
、
な
ぜ
神
聖
不
可
侵
な
の
か
説
明
が
な
さ
れ
て
い

な
い
。

　

た
だ
、
現
実
と
し
て
、
ル
ソ
ー
が
唱
え
る
国
民
主
権
に
影
響

を
受
け
た
ロ
べ
ス
・
ピ
エ
ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
独
裁
的

恐
怖
政
治
を
敷
き
、
レ
ー
ニ
ン
が
ロ
シ
ア
革
命
を
強
行
し
た
。

要
す
る
に
、
国
民
主
権
の
理
念
は
、
独
裁
者
や
革
命
指
導
者
が

暴
政
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
り
、民
衆
に「
主

権
」
な
る
絶
対
的
な
力
が
帰
属
し
て
い
る
と
称
し
て
民
衆
を
お

だ
て
て
革
命
運
動
に
従
事
さ
せ
、
自
分
た
ち
の
権
力
奪
取
を
実

現
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ル
ソ
ー
と
い
う
男
は
、
11
歳
か
ら
16
歳
に

か
け
て
親
の
い
な
い
浮
浪
児
で
あ
っ
た
た
め
に
窃
盗
で
生
活
し

た
人
物
で
、
犬
猫
の
仔
が
親
に
棄
て
ら
れ
て
も
立
派
に
育
つ
の

で
あ
る
か
ら
人
間
の
子
供
も
同
じ
に
す
る
と
の
信
念
の
も
と
、

情
婦
と
の
間
に
で
き
た
5
人
の
子
供
を
こ
と
ご
と
く
遺
棄
し
た

人
物
で
あ
る
。
明
ら
か
に
人
格
が
ゆ
が
ん
で
お
り
、
重
度
の
精

神
分
裂
症
（
統
合
失
調
症
）
と
偏
執
病
（
パ
ラ
ノ
イ
ア
）
で
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
人
物
が
、
日
本
の
公
民
の
教
科

書
に
堂
々
と
載
っ
て
い
る
か
ら
閉
口
し
て
し
ま
う
。

國
體
に
反
す
る
国
民
主
権
主
義

　

占
領
憲
法
の
中
核
的
思
想
で
あ
る
国
民
主
権
が
そ
も
そ
も
反

國
體
的
思
想
で
あ
り
、
占
領
憲
法
自
体
が
我
が
国
の
悠
久
の
歴

史
が
築
き
上
げ
て
き
た
國
體
を
破
壊
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
帝
国
憲
法
の
改
正
限
界
を
超
え
て
お
り
、
改

正
は
無
効
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
た
と
え
占
領
憲
法
の
上
喩
に
お
い
て
昭
和
天
皇

が
「
朕
は
、
日
本
国
民
の
総
意
に
基
い
て
、
新
日
本
建
設
の
礎

が
、
定
ま
る
に
至
つ
た
こ
と
を
、
深
く
よ
ろ
こ
」
ん
で
帝
国
憲

法
を
改
正
し
た
と
述
べ
た
と
し
て
も
、
昭
和
天
皇
と
い
え
ど
も

國
體
破
壊
を
容
認
す
る
憲
法
改
正
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
改

正
は
無
効
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
承
詔
必
謹
論

（
詔

み
こ
と
の
りを
承う

け

て
は
必
ず
謹
め
。
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
よ
り
）

か
ら
す
れ
ば
有
効
と
の
説
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ

る
軍
事
占
領
下
で
は
、
昭
和
天
皇
の
自
由
意
思
に
よ
る
詔
勅
な

ど
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
り
、
無
効
と
言
い
切
る
こ
と
こ
そ
が

我
が
国
の
國
體
を
護
り
昭
和
天
皇
の
真
意
に
副
う
も
の
と
確
信

す
る
の
で
あ
る
。
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