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〈
北
大
立
法
過
程
研
究
会
〉

憲
法
調
査
会
の
活
動

国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
政
治
議
会
課
憲
法
室
副
主
査

序

は
じ
め
に

国
立
国
会
図
書
館
の
調
査
及
び
立
法
考
査
局
政
治
議
会
課
憲
法
室
の
山

岡
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な
会
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
自
己
紹
介
を
兼
ね
ま
し
て
、

山

規

雄

岡

私
が
所
属
し
て
い
ま
す
調
査
局
の
憲
法
室
が
ど
の
よ
う
な
組
織
か
、
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

調
査
局
で
は
、
広
く
国
政
全
般
に
関
し
ま
し
て
、
国
会
議
員
の
依
頼
に

応
じ
て
文
献
複
写
や
調
査
報
告
書
の
作
成
と
い
っ
た
情
報
提
供
の
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
一
二
年
の
一
月
に
、
国
会
に
憲
法
調
査
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料

会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
ま
し
て
、
翌
月
の
二
月
に
憲
法
調
査
会
対

応
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
調
査
局
に
設
置
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年

の
平
成
一
三
年
四
月
に
組
織
再
編
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
現
在
政
治
議
会
課

憲
法
室
と
し
て
、
憲
法
と
憲
法
調
査
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て

調
査
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

憲
法
室
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
、
憲
法
調
査
会
対
応
の
組

織
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
憲
法
調
査
会
の
委
員
以
外
の
国

会
議
員
か
ら
の
調
査
依
頼
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
関
連
の
も
の
で
あ
れ
ば
こ

の
憲
法
室
で
引
き
受
け
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
調
査
依
頼
に
対
す
る
回

答
の
ほ
か
に
も
、
憲
法
調
査
会
の
動
向
を
把
握
す
る
た
め
に
、
憲
法
調
査

会
の
会
議
、
幹
事
会
等
に
は
室
員
の
少
な
く
と
も
一
名
が
必
ず
陪
席
す
る

よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、
地
方
公
聴
会
に
も
同
行
し
、
海
外
調

査
に
も
一
部
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
衆
参
の
憲
法
調
査
会
の
活
動
に
直
に
触
れ
て
い

る
と
い
う
理
由
で
、
私
を
こ
こ
に
お
招
き
い
た
だ
い
た
の
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
私
は
、
先
ほ
ど
報
告
さ
れ
た
橘
課
長
の
よ
う
に
自
ら
の
実
務
を
理

論
的
に
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
話
は

単
な
る
事
実
経
過
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
単
調

な
お
話
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
ば
ら
く
お
付
き
合
い
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

資

一
時
間
程
度
の
お
話
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

実
を
言
い
ま
す
と
そ
れ
だ
け
の
時
間
お
話
し
で
き
る
か
自
信
が
あ
り
ま
せ

ん
。
と
い
い
ま
す
の
も
、
あ
と
で
お
話
し
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で

調
査
会
と
い
う
の
は
、
論
点
を
絞
っ
て
議
論
す
る
と
い
う
よ
り
は
比
較
的

広
い
テ

l
マ
で
自
由
に
意
見
を
述
べ
合
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
し
て
、

こ
の
議
論
の
内
容
を
要
約
す
る
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
作
業
で
あ

る
と
い
う
実
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
私
の
立
場
上
、
公
平
な
評
価
を

下
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
実
情
も
ご
ざ
い
ま
す
。
議
論
の
内
容
を
要
約
す

る
と
な
り
ま
す
と
、
あ
る
程
度
の
取
捨
選
択
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
公
平
を
期
す
る
と
な
る
と
そ
う
し
た
取
捨
選

択
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
し
ま
す
と
、
と
て
も
こ

北法54(1・220)220

さ
て
、

の
一
時
間
で
紹
介
で
き
る
よ
う
な
量
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
事
情
で
あ
ま
り
中
身
の
分
析
に
踏
み
込
め
ず
、
概
括
的
な
話
に

終
始
し
て
し
ま
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
と
か
四
O
分
以
上
は
お
話
し
で

き
た
ら
宜
し
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

実
は
、
い
ま
私
が
申
し
上
げ
ま
し
た
課
題
で
あ
り
ま
す
、
公
平
に
取
捨

選
択
を
せ
ず
に
調
査
会
の
議
論
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
い
う
作
業
は
、
今

ま
さ
に
衆
議
院
憲
法
調
査
会
が
、
秋
に
作
成
さ
れ
る
予
定
の
中
間
報
告
書

(
l
)
 

に
向
け
て
直
面
し
て
い
る
課
題
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
詳
し
く
議
論

の
全
貌
を
知
り
た
い
と
い
う
方
に
は
そ
ち
ら
の
中
間
報
告
書
を
ご
参
照
し



て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
話
は
概
括
的
な
も
の
に
と
ど
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

l 

憲
法
調
査
会
設
置
の
経
緯

憲法調査会の活動

ま
ず
最
初
に
、
憲
法
調
査
会
設
置
の
経
緯
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま

す
。
憲
法
調
査
会
の
設
置
の
発
端
と
な
っ
た
重
要
な
出
来
事
と
い
た
し
ま

し
て
、
平
成
九
年
五
月
二
三
日
に
「
憲
法
調
査
委
員
会
設
置
推
進
議
員
連

盟
」
と
い
う
議
速
が
超
党
派
(
但
し
、
共
産
党
と
社
民
党
を
除
く
)
の
議

員
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
議
連
は
、
憲
法
施
行
五
O
年
を
契
機
に
結
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
名
称
の
と
お
り
、
憲
法
議
論
の
た
め
の

常
任
委
員
会
を
国
会
に
設
置
す
る
と
い
う
目
標
で
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
そ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
か
、
常
任
委
員
会
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
調
査
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
「
憲
法
調
査
推
進
議

員
連
盟
」
と
名
称
を
変
え
て
い
ま
す
。

議
連
の
設
立
趣
意
書
か
ら
一
部
を
抜
粋
し
て
紹
介
い
た
し
ま
す
と
、
「
冷

戦
構
造
の
崩
壊
に
と
も
な
う
国
際
関
係
の
変
化
、
地
球
環
境
問
題
の
深
刻

化
、
価
値
観
の
多
様
化
、
地
方
分
権
と
共
生
社
会
の
必
要
性
な
ど
、
新
た

な
諸
問
題
も
生
じ
て
き
て
お
り
、
現
行
法
制
と
の
誰
離
現
象
も
多
々
指
摘

さ
れ
て
」
い
る
た
め
、
「
憲
法
論
議
が
喫
緊
の
課
題
」
で
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

翌
年
の
平
成
一

O
年
五
月
に
、
自
民
党
の
総
務
会
で
、
憲
法
調
査
の
た

め
の
常
任
委
員
会
を
新
設
す
る
た
め
の
国
会
法
改
正
案
を
国
会
へ
提
出
す

る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
平
成
一

O
年
の
、
秋
の
臨
時

国
会
に
も
そ
の
法
案
を
提
出
す
る
と
い
う
方
針
を
自
民
党
と
し
て
は
固
め

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
民
主
党
と
公
明
党
か
ら
慎
重
論
が
出
さ
れ
ま
し
て
、

結
局
、
平
成
一

O
年
の
臨
時
国
会
へ
の
法
案
提
出
は
見
送
ら
れ
、
翌
年
の

通
常
国
会
に
先
送
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

年
が
明
け
ま
し
て
、
平
成
一
一
年
の
一
月
末
に
、
民
主
党
か
ら
常
任
委

員
会
で
は
な
く
法
案
提
出
権
の
な
い
調
査
会
を
設
置
す
る
と
い
う
方
法
が

提
案
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
三
月
に
は
与
野
党
幹
事
長
会
談
が
開
か
れ
ま
し

て
、
自
民
・
民
主
・
公
明
・
自
由
・
改
革
ク
ラ
ブ
の
五
党
が
、
議
案
提
出

権
の
な
い
憲
法
調
査
会
の
設
置
と
い
う
こ
と
で
合
意
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
衆
議
院
議
長
の
私
的
諮
問
機
関
で
あ
る
議
会
制
度
協
議
会
に

お
け
る
協
議
、
そ
れ
か
ら
、
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
会
の
国
会
法
改
正
等

に
関
す
る
小
委
員
会
で
の
議
論
を
経
ま
し
て
、
同
年
七
月
六
日
に
、
国
会

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
と
衆
議
院
憲
法
調
査
会
規
程
案
を
衆
議
院

議
院
運
営
委
員
会
提
出
案
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
同
日
、
衆
議
院
本

会
議
で
、
自
民
、
自
由
、
民
主
、
公
明
、
改
革
ク
ラ
ブ
な
ど
の
賛
成
多
数

北法54(1-221) 221 
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で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
会
設
置
の
不
要
を
主
張
し
て
い
ま
し
た
共
産

党
と
社
民
党
は
、
反
対
も
し
く
は
本
会
議
場
か
ら
退
席
し
ま
し
た
。
昭
和

三
0
年
代
の
内
閣
憲
法
調
査
会
の
と
き
は
、
設
置
に
反
対
し
た
社
会
党
と

共
産
党
は
参
加
も
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
の
場
合
は
、
設
置
が
決

ま
っ
た
以
上
は
参
加
す
る
と
い
う
方
針
を
採
り
ま
し
て
、
現
在
、
憲
法
調

査
会
の
議
論
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
後
、
参
議
院
に
お
い
て
、
参
議
院
に

も
憲
法
調
査
会
を
設
置
す
る
と
い
う
修
正
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

平
成
一
一
年
七
月
二
九
日
に
衆
議
院
が
そ
の
回
付
案
に
同
意
し
ま
し
て
、

国
会
法
の
改
正
案
が
成
立
し
た
わ
け
で
す
(
同
年
八
月
四
日
公
布
)
。
そ

の
次
の
年
、
平
成
一
一
一
年
一
月
二

O
日
(
第
一
四
七
回
国
会
召
集
日
)
に
、

衆
参
に
憲
法
調
査
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
て
、
第
一
凹
の
調
査
会
が
開
か
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

資

憲
法
調
査
会
の
設
置
を
検
討
し
た
議
会
制
度
協
議
会
に
お
け
る
議
論
で

は
、
調
査
会
の
調
査
期
間
を
ど
の
程
度
に
す
る
か
と
い
う
点
で
意
見
の
対

立
が
あ
り
ま
し
た
。
自
民
党
や
自
由
党
は
二
年
、
三
年
と
い
う
期
間
を
主

張
し
ま
し
た
が
、
民
主
党
と
公
明
党
が
も
う
少
し
長
い
期
間
で
慎
重
に
議

論
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
結
局
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
議

院
運
営
委
員
会
の
申
合
せ
と
し
て
、
「
調
査
期
間
は
、
概
ね
五
年
程
度
を

目
途
と
す
る
」
こ
と
で
決
着
が
つ
き
ま
し
た
。
現
在
、
調
査
会
が
設
置
さ

れ
て
か
ら
約
二
年
半
が
経
過
し
て
い
ま
す
の
で
、
概
ね
五
年
程
度
と
い
う

調
査
期
間
の
大
体
半
分
が
終
了
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
の
議
院
運
営
委
員
会
出
・
合
せ
事
項
と
し
て
は
、
憲
法
調
査
会

は
、
議
案
提
出
権
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
、
そ
れ
か
ら
、
会
長
が
会
長

代
理
を
指
名
し
、
野
党
第
一
会
派
の
幹
事
の
中
か
ら
選
定
す
る
、
と
い
う

旨
の
申
合
せ
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
衆
参
と
も
に
同
じ
で
す
。

北法54(1. 222) 222 
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憲
法
調
査
会
の
組
織

①
憲
法
調
査
会
設
置
の
趣
旨

次
に
憲
法
調
査
会
の
組
織
に
つ
い
て
、
ま
ず
設
置
の
趣
旨
か
ら
お
話
し

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
衆
参
の
各
々
の
憲
法
調
査
会
規
程
の
第
一
条
に
よ

り
ま
す
と
、
「
憲
法
調
査
会
は
、
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
広
範
か
つ
総
合

的
に
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
o
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
第
一
条
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
今
後
の
憲
法
調

査
会
の
活
動
の
方
向
性
に
影
響
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

と
い
い
ま
す
の
も
、
い
わ
ゆ
る
改
憲
派
と
護
憲
派
の
意
見
の
対
立
が
こ
こ

に
表
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
改
憲
に
積
極
的
な
委
員
か
ら
は
、

憲
法
調
査
会
で
憲
法
改
正
の
方
向
性
を
示
し
て
、
そ
の
あ
と
で
議
案
の
審

議
権
の
あ
る
別
の
委
員
会
な
ど
で
早
速
憲
法
改
正
の
審
議
に
移
る
べ
き
だ



と
い
う
意
見
が
出
る
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
護
憲
派
の
委
員
か
ら
は
、
こ
の

憲
法
調
査
会
は
憲
法
改
正
の
た
め
の
調
査
会
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
憲
法

が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
検
証
す
る
た
め
の
場
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
意
見
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
調
査
会
の
位

置
付
け
に
対
す
る
認
識
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

と
も
あ
れ
、
設
置
の
趣
旨
は
、
「
日
本
国
憲
法
の
広
範
か
つ
総
合
的
な

調
査
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

憲法調査会の活動

②
憲
法
調
査
会
の
構
成

次
に
構
成
で
す
け
れ
ど
も
、
委
員
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
が
五

O
名
、
参
議
院
は
四
五
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
数
は
予
算
委
員
会

と
同
じ
人
数
で
、
ほ
か
の
委
員
会
に
比
べ
て
比
較
的
規
模
の
大
き
い
会
に

な
っ
て
い
ま
す
。

衆
議
院
憲
法
調
査
会
の
会
長
は
中
山
太
郎
議
員
で
す
。
参
議
院
憲
法
調

査
会
の
会
長
は
、
最
初
は
村
上
正
邦
議
員
で
し
た
が
、
平
成
二
二
年
一
月

(2) 

三
一
日
か
ら
上
杉
光
弘
議
員
に
交
代
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
委
員
の
会
派
別
の
構
成
で
す
け
れ
ど
も
、
衆
議
院
憲
法
調
査
会

で
は
、
今
年
の
七
月
現
在
で
、
自
民
党
が
二
五
名
、
民
主
党
が
一
四
名
、

公
明
党
が
四
名
、
自
由
党
、
共
産
党
、
社
民
党
が
そ
れ
ぞ
れ
二
名
、
保
守

(3) 

党
が
一
名
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
九
名
の
幹
事
が
い
ま

し
て
、
自
民
党
が
五
名
、
民
主
党
が
三
名
、
公
明
党
が
一
名
を
出
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
衆
議
院
憲
法
調
査
会
で
は
、
小
委
員
会
が
四
つ
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
小
委
員
会
に
一
六
名
の
議
員
が
所
属
し
て
い
ま

す
。
小
委
員
会
の
委
員
長
は
幹
事
か
ら
出
す
と
い
う
方
針
に
な
っ
て
い
ま

し
て
、
「
基
本
的
人
権
の
保
障
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
の
委
員
長
は

民
主
党
の
烏
聡
幹
事
、
「
政
治
の
基
本
機
構
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
小

委
員
会
」
の
委
員
長
は
自
民
党
の
高
市
早
苗
幹
事
、
「
国
際
社
会
に
お
け

る
日
本
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
の
委
員
長
は
自
民
党
の
中

川
昭
一
幹
事
、
「
地
方
自
治
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
の
委
員
長
は
自

(4) 

民
党
の
保
岡
輿
治
幹
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。

続
い
て
、
参
議
院
の
憲
法
調
査
会
委
員
の
会
派
別
構
成
で
す
け
れ
ど
も
、

自
民
党
と
保
守
党
が
統
一
会
派
を
組
ん
で
い
ま
し
て
一
一
一
一
名
、
民
主
党
が

二
名
、
共
産
党
が
四
名
、
公
明
党
が
四
名
、
国
会
改
革
連
絡
会
(
自
由

党
と
無
所
属
の
議
員
で
作
っ
て
い
る
会
派
)
が
三
名
、
社
民
党
が
一
名
と

い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
幹
事
の
構
成
は
、
自
民
党
・
保
守
党
五
名
、

民
主
党
二
名
、
共
産
党
一
名
、
国
会
改
革
連
絡
会
一
名
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
ま
す
。
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衆
議
院
、
参
議
院
と
も
に
幹
事
会
が
憲
法
調
査
会
の
運
営
に
つ
い
て
協

議
し
て
い
ま
す
。
幹
事
会
に
は
、
前
述
の
幹
事
以
外
に
小
会
派
か
ら
も
委

員
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
幹
事
会
に
出
席
し
て
い
ま
す
。
衆
議
院
の
場



料

合
は
、
自
由
党
、
社
民
党
、
共
産
党
、
保
守
党
か
ら
一
名
ず
っ
、
参
議
院

の
場
合
は
公
明
党
、
社
民
党
か
ら
一
名
ず
つ
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
出
し
て
幹

事
会
の
協
議
の
場
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

衆
参
の
各
々
の
憲
法
調
査
会
規
程
の
第
九
条
に
よ
り
ま
す
と
、
憲
法
調

査
会
は
閉
会
中
も
開
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

資

ま
で
に
閉
会
中
に
聞
か
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
憲
法
調
査
会
規
程
の
第
一
七
条
に
よ
り
ま
す
と
、
公
聴
会

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
衆
議
院
で
は
過
去
五

回
、
参
議
院
で
は
過
去
二
回
、
公
聴
会
が
聞
か
れ
て
い
ま
す
。

憲
法
調
査
会
規
程
の
第
二
二
条
に
よ
り
ま
す
と
、
憲
法
調
査
会
の
会
議

は
原
則
公
開
と
な
っ
て
い
ま
す
。
他
の
委
員
会
で
す
と
国
会
法
で
原
則
非

公
開
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
点
は
憲
法
調
査
会
の
特
徴
と

言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
他
の
委
員
会
で
も
実
際
に
は
原

則
公
開
で
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
実
質
上
、
大
き
な
差
は
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
会
議
録
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
国
会
図
書
館
の
ホ

l

(5) 

ム
ペ

l
ジ
で
も
参
照
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
衆
議
院
の
憲
法
調
査
会
の
ホ

(
6
)
 

l
ム
ペ

l
ジ
で
は
、
全
文
の
ほ
か
に
も
内
容
の
要
約
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、
大
ま
か
に
議
事
内
容
を
知
り
た
い
と
い
う
場
合
に
は
そ
ち
ら
を

見
て
い
た
だ
く
の
が
便
利
か
と
思
い
ま
す
。

3 

憲
法
調
査
会
の
活
動
内
容
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次
に
、
憲
法
調
査
会
の
活
動
内
容
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
り
あ
え
ず
統
計
的
な
話
か
ら
始
め
ま
す
と
、
衆
議
院
で
は
、
平
成
一

二
年
一
月
二

O
B
の
第
一
回
か
ら
始
ま
っ
て
、
こ
れ
ま
で
コ
一
六
回
の
調
査

会
が
聞
か
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
ほ
か
に
四
つ
の
小
委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ

五
回
の
会
議
を
開
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
公
聴
会
が
五
回
開
か
れ
た
と

い
う
の
は
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
と
お
り
で
す
。
参
議
院
は
、
三
=
一
回
の
調

査
会
と
二
回
の
公
聴
会
を
開
い
て
い
ま
す
。

会
議
の
定
例
日
は
、
衆
議
院
の
憲
法
調
査
会
が
木
曜
日
、
参
議
院
が
水

曜
日
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
と
も
な
る
べ
く
隔
週
で
開
く
と
い
う
方
針
で

運
営
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
調
査
の
形
式

次
に
調
査
の
形
式
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
調
査
会
は
、
ほ
と
ん
ど
、

参
考
人
を
呼
ん
で
意
見
を
聴
取
し
、
そ
れ
に
対
し
て
質
疑
を
行
う
と
い
う

形
式
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
通
例
で
い
い
ま
す
と
、
衆
議
院
の
憲
法
調
査
会
に
お
き
ま

し
て
は
、
参
考
人
を
招
致
す
る
場
合
に
は
午
前
に
一
名
、
午
後
に
一
名
と

い
う
か
た
ち
で
呼
ん
で
い
ま
す
。
意
見
陳
述
の
時
間
で
す
が
、
第
一
五
一
一
一



回
国
会
ま
で
は
、
意
見
陳
述
の
時
聞
が
約
1
時
間
、
そ
の
あ
と
委
員
か
ら

の
質
疑
の
時
間
が
約
二
時
間
二

O
分
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
午
前

と
午
後
に
あ
り
ま
す
の
で
、
一
日
に
約
七
時
間
と
い
う
結
構
長
丁
場
の
会

議
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
会
か
ら
は
小
委
員
会
形
式
を
採
り
ま
し
て
、

議
事
の
進
行
の
方
法
も
少
し
変
わ
り
、
最
後
に
委
員
聞
の
自
由
討
議
が
入

り
ま
し
た
。
参
考
人
の
意
見
陳
述
は
約
四
O
分
、
質
疑
の
時
間
も
約
一
時

間
四
O
分
に
短
縮
さ
れ
ま
し
て
、
最
後
に
自
由
討
議
の
た
め
の
時
間
が
約

四
0
分
間
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
参
議
院
の
憲
法
調
査
会
は
、
約
二
時
間
の
会
が
通
例
で
し
て
、

参
考
人
を
呼
ぶ
場
合
は
一
回
の
調
査
会
に
つ
き
二
名
を
招
致
す
る
の
が
通

例
で
し
た
。
参
考
人
一
名
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二

O
分
の
意
見
陳
述
、
残

り
の
一
時
間
二

O
分
で
質
疑
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
ま
え
の
第
一
五
四
回
国
会
で
は
、
参
考
人
の
意
見
陳
述
の
時
間
を
少
し

多
く
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
参
考
人
が
一
名
に
な
っ
た
場
合

も
あ
り
ま
し
た
。

憲法調査会の活動

②
憲
法
調
査
会
の
活
動
内
容

次
に
、
ど
の
よ
う
な
テ
l
マ
で
会
議
が
進
行
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
け
れ
ど
も
、
『
憲
法
調
査
会
の
活
動
経
過
」
と
い
う
表
1
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
表
の
左
側
の
衆
議

院
憲
法
調
査
会
か
ら
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
憲
法
調
査
会
の
活
動
経
過
/
衆
議
院
〉

.
第
一
四
七
回
国
会

最
初
の
平
成
一
一
一
年
一
月
二

O
日
の
憲
法
調
査
会
は
、
会
長
と
幹
事
の

互
選
と
い
う
事
務
的
な
手
続
き
が
主
で
し
て
、
二
回
目
の
調
査
会
か
ら
本

格
的
な
議
論
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
回
の
憲
法
調
査
会
で
は
、
憲
法
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
や
ど

の
よ
う
な
姿
勢
で
憲
法
調
査
会
の
議
論
に
臨
む
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
各
会
派
の
代
表
が
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

先
ほ
ど
、
あ
ま
り
議
論
の
中
身
に
は
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
応
、
こ
の
第
二
回
の
憲
法
調
査
会
だ
け
に
つ
い
て

は
簡
単
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
自
民
党
で
す
け
れ
ど
も
、
自
民
党
は
憲
法
そ
の
も
の
に
対
す
る

評
価
や
見
解
に
は
特
に
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
憲
法
の
制
定
経
緯
の
調
査

と
内
簡
憲
法
調
査
会
の
報
告
書
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
憲
法
調

査
会
の
調
査
の
内
容
に
対
す
る
要
望
を
述
べ
て
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

次
に
、
民
主
党
で
す
け
れ
ど
も
、
民
主
党
は
日
本
国
憲
法
の
功
績
を
認

め
る
が
、
改
正
を
一
切
認
め
な
い
と
い
う
態
度
は
取
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
論

憲
」
の
立
場
で
議
論
に
臨
む
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
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干
中
嘉
作
目

憲
法
調
査
会
の
調
査
の
内
容
に
対
し
て
は
、
二

O
世
紀
の
総
括
と
一
一
一
世

紀
の
展
望
に
つ
い
て
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
い
う
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

次
に
公
明
党
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
な
方
針
と
し
て
憲
法
九
条
を
堅

持
す
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
「
国
民
主
権
」
、
「
恒
久
平
和
」
、
「
基
本
的
人
権
」

の
三
原
則
は
普
遍
の
も
の
と
し
つ
つ
も
、
憲
法
に
つ
い
て
国
民
的
に
議
論

す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
い
う
見
解
を
述
べ
ま
し
た
。

続
い
て
自
由
党
で
す
。
当
時
は
、
ま
だ
自
由
党
と
保
守
党
が
分
裂
し
て

い
な
い
と
き
で
し
た
け
れ
ど
も
、
「
私
学
助
成
」
、
「
環
境
問
題
」
、
「
。
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
保
護
」
、
「
日
本
の
国
際
的
な
役
割
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
論
点

を
挙
げ
て
「
憲
法
と
現
実
の
議
離
」
を
指
摘
し
ま
し
て
、
新
憲
法
を
作
成

す
る
と
い
う
方
向
で
議
論
を
進
め
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
を
示
し
ま
し
た
。

ま
た
、
具
体
的
な
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
示
し
て
い
ま
し
て
、
三
年

目
に
は
憲
法
調
査
会
と
し
て
新
し
い
憲
法
の
概
要
を
示
し
て
、
五
年
目
に

は
新
憲
法
の
制
定
を
図
る
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

次
に
共
産
党
で
す
け
れ
ど
も
、
今
述
べ
た
よ
う
な
自
由
党
の
方
針
は
憲

法
調
査
会
の
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
と
批
判
し
ま
し
て
、
「
日
本
国
憲
法
の

先
駆
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
調
査
」
、
「
日
本
国
憲
法
の
原
則
に
照
ら

し
た
現
実
政
治
の
実
態
の
調
査
」
、
「
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
の
調
査
」

と
「
改
憲
論
が
出
さ
れ
て
き
た
経
過
に
関
す
る
調
査
」
の
必
要
性
を
主
張

し
ま
し
た
。

資

最
後
に
社
民
党
で
す
け
れ
ど
も
、
憲
法
改
正
の
必
要
性
を
否
定
し
ま
し

て
、
憲
法
改
正
に
反
対
す
る
姿
勢
を
示
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
日
本
国

憲
法
の
先
見
性
を
主
張
し
て
、
「
憲
法
制
定
後
の
憲
法
違
反
の
問
題
の
検

証
」
の
必
要
性
を
訴
え
ま
し
た
。
以
上
が
第
二
回
の
憲
法
調
査
会
の
概
要

で
す
。
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再
び
、
表
1

『
憲
法
調
査
会
の
活
動
経
過
』
に
戻
り
ま
す
。
そ
の
あ
と

平
成
一
二
年
二
月
二
四
日
か
ら
の
憲
法
調
査
会
は
「
日
本
国
憲
法
の
制
定

経
緯
」
と
い
う
テ
l
マ
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
考
人
の
意
見
陳
述
と
そ
れ

に
対
す
る
質
疑
と
い
う
構
成
の
憲
法
調
査
会
が
五
回
(
表
1
の
③
か
ら
⑦

ま
で
)
続
け
ら
れ
ま
し
て
、
平
成
一
二
年
五
月
一
一
日
の
第
九
回
憲
法
調

査
会
(
表
1
の
⑨
)
で
は
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
基
づ
い
て
「
日
本
国
憲
法

の
制
定
経
緯
」
に
関
す
る
委
員
聞
の
自
由
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
⑦
と

⑨
の
聞
に
、
⑧
自
由
討
議
(
平
成
一
二
年
四
月
二
七
日
)
と
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
、
憲
法
記
念
日
を
前
に
し
て
各
委
員
が
憲
法
に
対
す
る

自
ら
の
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
会
で
し
て
、
「
日
本
国
憲
法
の
制
定
経
緯
」

を
テ
l
マ
と
し
た
調
査
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
ま
し
て
、
計
六
回
の
憲
法
調
査
会
で
「
日
本
国
憲
法
の
制
定
経
緯
」

の
調
査
は
一
応
終
了
し
ま
し
た
。
で
す
が
、
特
に
結
論
的
な
ま
と
め
は
な

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
秋
に
作
成
さ
れ
る
予
定
の
中

間
報
告
書
に
、
そ
の
議
論
の
概
略
が
ま
と
め
ら
れ
て
発
表
さ
れ
る
の
で
は



(7) 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
四
七
回
国
会
は
「
日
本
国
車
思

法
の
制
定
経
過
」
に
関
す
る
調
査
に
ほ
と
ん
ど
の
時
間
が
割
か
れ
ま
し
た

が
、
最
後
の
一

O
回
目
の
憲
法
調
査
会
で
、
最
高
裁
判
所
の
事
務
総
局
の

行
政
局
長
か
ら
こ
れ
ま
で
の
主
な
違
憲
判
決
に
つ
い
て
そ
の
説
明
を
聴
取

す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

-
第
一
五

O
回
国
会
か
ら
第
一
五
三
回
国
会

次
の
テ
l
マ
で
す
け
れ
ど
も
、
第
一
五

O
回
国
会
か
ら
「
一
二
世
紀
の

日
本
の
あ
る
べ
き
姿
」
と
い
う
題
で
、
憲
法
学
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く

有
識
者
か
ら
将
来
の
日
本
の
国
家
像
に
関
す
る
意
見
を
聴
取
す
る
と
い
う

活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
招
致
さ
れ
た
参
考
人
の
総
数
が
二
九
名
で
、
第

一
五
三
回
国
会
ま
で
約
一
年
弱
の
期
間
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
考
人
と
し
て

呼
ば
れ
た
方
々
は
、
作
家
で
あ
る
と
か
、
科
学
史
の
専
門
家
、
ゲ
ノ
ム
の

研
究
者
や
企
業
家
な
ど
様
々
な
分
野
に
及
ん
で
い
ま
し
た
。

憲法調査会の活動

-
第
一
五
四
回
国
会

こ
う
し
た
総
合
的
な
テ
l
マ
で
調
査
を
進
め
た
後
で
、
先
の
第
一
五
四

回
国
会
か
ら
は
四
つ
の
小
委
員
会
に
分
か
れ
ま
し
て
、
も
う
少
し
テ
l
マ

を
絞
っ
た
か
た
ち
で
の
検
討
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
四
つ
の
小
委
員

会
と
い
い
ま
す
の
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
基
本
的
人
権
の

保
障
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
、
「
政
治
の
基
本
機
構
の
あ
り
方
に
関
す

る
調
査
小
委
員
会
」
、
「
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
あ
り
方
に
関
す
る
調

査
小
委
員
会
」
、
「
地
方
自
治
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
で
す
。
小
委
員

会
の
名
称
が
や
や
長
い
の
で
、
表
ー
で
は
す
べ
て
名
称
を
略
し
た
上
で
、

あ
た
ま
に
@
印
を
付
け
ま
し
て
、
後
ろ
の
括
弧
で
周
次
を
示
し
て
お
き
ま

し
た
。招

致
さ
れ
た
参
考
人
の
顔
ぶ
れ
は
こ
の
表
の
と
お
り
で
す
が
、
ど
う
い

う
テ
l
マ
で
話
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
と
、
最
初

の
小
委
員
会
で
あ
り
ま
す
平
成
一
四
年
二
月
一
四
日
の
「
基
本
的
人
権
の

保
障
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
で
は
、
棟
居
快
行
教
授
か
ら
『
新
時
代

の
人
権
保
障
』
と
い
う
テ

l
マ
で
総
論
的
な
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
高
橋

和
之
教
授
か
ら
は
持
論
の
国
民
内
閣
制
な
ど
議
院
内
閣
制
に
つ
い
て
の
お

話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
松
井
芳
郎
教
授
か
ら
は

P
K
O
に
つ
い
て
、

岩
崎
美
紀
子
教
授
か
ら
は
連
邦
制
と
地
方
分
権
に
つ
い
て
、
山
口
二
郎
教

授
か
ら
は
政
官
関
係
に
つ
い
て
、
安
念
潤
司
教
授
か
ら
は
外
国
人
の
人
権

に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
第
一
五
三
回
国
会
に
続
い
て
二
回
目

の
登
場
と
な
る
森
田
朗
教
授
は
、
市
町
村
合
併
な
ど
地
方
分
権
改
革
に
つ

い
て
、
白
田
山
義
J
E
T
R
O
理
事
長
は
自
由
貿
易
協
定
に
つ
い
て
、
阪
本

昌
成
教
授
は
い
わ
ゆ
る
新
し
い
人
権
に
つ
い
て
、
大
石
員
教
授
は
二
院
制

に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
沖
縄
で
の
地
方
公
聴
会
を
挟
み
ま
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キヰ

し
て
、
寺
島
実
郎
三
井
物
産
戦
略
研
究
所
所
長
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
世
界

戦
略
と
日
本
の
と
る
べ
き
安
全
保
障
制
度
に
つ
い
て
、
神
野
直
彦
教
授
か

ら
は
地
方
財
政
に
つ
い
て
、
松
井
茂
記
教
授
か
ら
は
違
憲
審
査
制
に
つ
い

て
、
伊
藤
哲
夫
日
本
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
か
ら
は
保
守
派
の
立
場
か

ら
の
基
本
的
人
権
論
に
つ
い
て
、
片
山
善
博
鳥
取
県
知
事
か
ら
は
地
方
分

権
の
課
題
に
つ
い
て
、
田
久
保
忠
衛
教
授
か
ら
は
安
全
保
障
政
策
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
続
い
て
、
札
幌
で
の
地
方
公
聴
会

を
挟
み
ま
し
て
、
草
野
忠
義
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
事
務
局
長
か
ら
は

労
働
基
本
権
に
つ
い
て
、
八
木
秀
次
助
教
授
か
ら
は
明
治
憲
法
に
つ
い
て
、

中
村
民
雄
助
教
授
か
ら
は
欧
州
統
合
の
状
況
に
つ
い
て
、
北
村
正
恭
三
重

県
知
事
か
ら
は
実
務
経
験
に
基
づ
く
地
方
自
治
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
お

話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
第
一
五
四
回
国
会
の
最
後
の
憲
法
調
査
会

で
は
、
各
小
委
員
会
の
委
員
長
か
ら
調
査
の
概
要
の
報
告
が
あ
り
ま
し
て
、

委
員
聞
の
自
由
討
議
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

資

-
公
聴
会
に
つ
い
て

ま
た
、
五
回
の
地
方
公
聴
会
が
開
か
れ
て
い
ま
し
て
、
表
ー
で
は

O
印

で
表
記
し
て
お
き
ま
し
た
。
最
初
の
地
方
公
聴
会
で
あ
る
平
成
一
三
年
四

月
一
六
日
の
仙
台
地
方
公
聴
会
を
皮
切
り
に
し
ま
し
て
、
同
年
六
月
四
日

の
神
戸
地
方
公
聴
会
、
一
一
月
二
六
日
の
名
古
屋
地
方
公
聴
会
と
続
き
、

翌
年
四
月
二
一
一
日
に
沖
縄
、
六
月
二
四
日
に
は
札
幌
で
地
方
公
聴
会
が
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

公
述
人
の
選
び
方
に
つ
い
て
で
す
が
、
最
初
の
二
回
の
仙
台
と
神
戸
の

地
方
公
聴
会
で
は
、
各
会
派
推
薦
の
八
名
と
一
般
公
募
二
名
の
合
計
一

O

名
と
い
う
人
選
で
し
た
が
、
三
回
目
の
名
古
屋
地
方
公
聴
会
か
ら
は
す
べ

て
一
般
公
募
と
な
っ
て
い
ま
す
。
名
古
屋
の
地
方
公
聴
会
で
は
、
ち
ょ
う

ど
テ
ロ
特
措
法
が
議
論
に
な
っ
て
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
「
国
際

社
会
に
お
け
る
日
本
の
役
割
」
と
い
う
テ

l
マ
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
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-
海
外
調
査
に
つ
い
て

衆
議
院
の
憲
法
調
査
会
で
は
過
去
二
回
の
海
外
調
査
を
実
施
し
て
い
ま

す。
一
回
目
の
海
外
調
査
で
は
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン

ス
を
訪
問
し
ま
し
た
。
各
国
で
の
訪
問
先
は
、
表

2
に
書
い
て
あ
る
と
お

り
で
す
が
、
訪
問
国
の
憲
法
の
ほ
か
に
も
、
二

O
O
O
年
に
新
憲
法
が
発

効
し
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
か
ら
日
本
大
使
館
職
員
を
呼
ん
で
説
明
を
受
け
る

と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

二
回
目
の
海
外
調
査
の
訪
問
国
は
、
ロ
シ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
オ
ラ
ン

ダ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
で
あ
り
ま
す
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
、
チ
エ
コ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
東
欧
諸
国
の
大
使
を
呼
ん
で
、
各
国



の
憲
法
に
関
す
る
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
し
、
オ
ラ
ン
ダ
で
も
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ベ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
王
制
諸
国
の
日
本
大
使
館
職

員
を
呼
ん
で
各
国
憲
法
に
つ
い
て
の
説
明
を
聴
取
す
る
な
ど
、
実
際
に
訪

問
し
て
い
な
い
固
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い
ま
す
。

そ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
大
部
の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
衆
議
院
の
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
で
も
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す。

憲法調査会の活動

〈
憲
法
調
査
会
の
活
動
経
過
/
参
議
院
〉

続
い
て
参
議
院
の
憲
法
調
査
会
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
今
度
は
、

表
I
『
憲
法
調
査
会
の
活
動
経
過
』
の
右
側
に
な
り
ま
す
。

-
第
一
四
七
回
国
会
か
ら
第
一
五
O
回
国
会

第
一
五
O
回
国
会
ま
で
は
、
参
議
院
憲
法
調
査
会
で
は
特
に
テ
l
マ
を

設
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
文
明
論
、
歴
史
論
等
を
含
め
た
日
本
国
憲
法
に
対

す
る
意
見
と
い
う
こ
と
で
何
回
か
の
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。
表
で
い
い

ま
す
と
、
第
一
四
七
回
国
会
の
④
と
⑧
、
第
一
五
O
回
国
会
の
②
に
あ
た

り
ま
す
。
第
一
四
七
回
国
会
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
取
り
組
み
が
あ
り
ま
し
て
、

二
O
名
の
学
生
を
呼
ん
で
日
本
国
憲
法
に
対
す
る
意
見
を
聴
取
す
る
と
い

う
会
(
表
1
の
⑤
)
が
行
わ
れ
ま
し
た
し
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
係
わ
っ

た
G
H
Q
の
関
係
者
か
ら
の
意
見
聴
取
(
表
1
の
⑦
)
が
行
わ
れ
て
い
ま

す-
第
一
五
一
回
国
会
か
ら
第
一
五
四
回
国
会
お
よ
び
公
聴
会
に
つ
い
て

第
一
五
一
回
国
会
か
ら
テ

l
マ
が
設
け
ら
れ
ま
し
て
、
「
国
民
主
権
と

国
の
機
構
」
と
い
う
テ

l
マ
で
九
回
の
憲
法
調
査
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

一
回
に
つ
き
二
名
の
参
考
人
を
招
致
し
て
、
意
見
の
聴
取
と
質
疑
を
行
っ

て
い
ま
す
。
「
国
民
主
権
と
国
の
機
構
」
と
い
う
大
き
な
テ

i
マ
で
し
た

が
、
参
考
人
に
対
し
て
は
、
原
則
と
し
て
特
に
分
野
を
特
定
す
る
こ
と
な

く
、
参
考
人
の
専
門
、
関
心
に
沿
っ
た
自
由
な
意
見
の
開
陳
を
求
め
た
よ

う
で
す
。
第
一
五
一
回
国
会
の
最
後
に
は
、
内
閣
法
制
局
、
第
一
五
三
回

国
会
で
は
最
高
裁
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
っ
て
い
ま
す
。

第
一
五
四
回
国
会
で
は
、
参
議
院
の
憲
法
調
査
会
で
も
公
聴
会
が
二
回

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
衆
議
院
と
は
違
い
ま
し
て
、
い
ず
れ
も
東
京
で
開
催

し
て
い
ま
す
。
一
回
目
の
公
聴
会
は
、
全
体
が
「
国
民
主
権
と
国
の
機
構
」

と
い
う
テ
l
マ
で
活
動
し
て
い
た
時
期
で
し
た
の
で
、
午
前
に
「
国
会
の

在
り
方
と
二
院
制
」
と
い
う
テ
l
マ
で
三
名
の
公
述
人
が
、
午
後
は
「
地

方
自
治
と
地
方
分
権
」
と
い
う
テ

I
マ
で
四
名
の
公
述
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ

意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
「
国
民
主
権
と
国
の
機
構
」
と
い
う
テ

l
マ
の
締
め
く
く
り

の
議
論
と
し
て
、
平
成
一
四
年
四
月
一

O
日
に
委
員
聞
の
自
由
討
議
が
行
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料

わ
れ
て
い
ま
す
。

資

そ
の
次
の
テ

I
マ
と
し
ま
し
て
、
今
年
の
四
月
末
か
ら
「
基
本
的
人
権
」

と
い
う
テ

i
マ
が
設
け
ら
れ
、
現
在
、
調
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

五
月
に
は
二
回
目
の
公
聴
会
が
関
か
れ
ま
し
て
、
「
私
た
ち
に
と
っ
て
の

人
権
」
と
い
う
テ

l
マ
で
、
在
日
韓
国
人
の
方
や
障
害
者
の
方
を
含
め
た

八
名
の
公
述
人
が
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。

人
権
に
関
す
る
参
考
人
意
見
聴
取
に
お
い
て
は
、
最
初
の
二
回
(
表
ー

で
は
⑤
⑥
)
で
総
論
、
続
い
て
公
共
の
福
祉
と
国
民
の
義
務
(
⑦
)
、
人

権
の
国
際
化
(
③
)
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
第
一
五
四
回

国
会
の
最
後
に
は
、
日
弁
連
か
ら
の
意
見
聴
取
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

-
海
外
調
査
に
つ
い
て

参
議
院
の
憲
法
調
査
会
で
も
海
外
調
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
回
目
の

海
外
調
査
で
は
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
、
二
回
目
は
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、

イ
ギ
リ
ス
を
訪
問
し
て
い
ま
し
て
、
主
な
訪
問
先
は
表
2
の
と
お
り
で
す
。

調
査
の
概
要
に
つ
い
て
は
参
議
院
憲
法
調
査
会
の
ホ
l
ム
ペ

l
ジ
か
ら
参

(8) 

照
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

4 

お
わ
り
に

最
後
に
簡
単
な
ま
と
め
の
話
を
し
た
い
と
は
思
っ
た
の
で
す
が
、
先
ほ

ど
も
お
話
し
た
よ
う
に
、
な
か
な
か
中
身
に
踏
み
込
ん
で
総
括
す
る
こ
と

は
難
し
い
の
で
、
外
面
的
な
特
徴
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
、
締
め
く
く
り

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
一
つ
目
の
特
徴
で
す
が
、
今
ま
で
お
話
し
て
き
た
こ
と
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
調
査
会
は
有
識
者
か
ら
の
意
見
聴
取
が

中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
委
員
間
の
意
見
交
換
も
何
回
か
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
で
も
委
員
自
身
の
見
解
の
開
陳
は
な
さ
れ
る
も

の
の
、
双
方
向
的
な
論
戦
が
交
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

北法54(1・230)230

一
一
つ
目
の
特
徴
は
、
最
初
に
若
干
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
憲
法
調
査
会

の
佐
置
付
け
自
体
に
関
し
て
会
派
聞
に
共
通
の
認
識
が
な
く
、
議
論
の
進

め
方
に
苦
慮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
点
で
す
。

あ
る
会
派
は
、
憲
法
調
査
会
は
議
案
の
提
出
権
こ
そ
持
っ
て
い
な
い
け
れ

ど
も
、
憲
法
改
正
を
論
じ
る
こ
と
自
体
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
、
各
党
が
改
正
案
を
出
し
合
う
な
り
し
て
改
正
案
の
是
非
を
議
論

す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
別

の
会
派
の
委
員
は
、
憲
法
調
査
会
は
憲
法
改
正
を
議
論
す
る
場
で
は
な
く
、

む
し
ろ
憲
法
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
調
査
す
る
た
め
の
場
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
で
臨
ん
で
い
ま
す
。



こ
の
よ
う
な
議
題
設
定
に
対
す
る
認
識
の
ズ
レ
が
あ
る
中
、
今
後
憲
法

調
査
会
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
む
の
か
、
私
に
は
占
い
よ
う
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
の
約
二
年
半
の
調
査
会
で
は
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
有
識

者
の
意
見
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
前
半
の
活
動
は
後
半
の

議
論
に
向
け
て
の
基
礎
を
固
め
る
意
義
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

憲法調査会の活動

後
配
|
|
本
稿
は
、
北
海
道
大
学
の
立
法
過
程
研
究
会
の
夏
季
研
究

総
会
に
お
け
る
報
告
に
修
正
を
加
え
た
上
で
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
、
憲
法
調
査
会
は
第
一
五
四
回
国
会
に
お
け
る
調
査
を
終
了
し
、
海

外
調
査
を
予
定
し
て
い
る
時
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
告
の
内
容
を
本
誌
に

採
録
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
後
の
活
動
状
況
を
追
記
し
、
補
足
す
る
と

い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
、
憲
法
調
査
会
が
「
概
ね
五
年
程
度
」
と
い
う

調
査
期
間
の
約
半
分
を
終
了
し
た
時
点
で
あ
っ
て
区
切
り
が
い
い
と
い
う

理
由
か
ら
、
ま
た
、
報
告
当
時
の
内
容
を
な
る
べ
く
忠
実
に
反
映
し
た
方

が
よ
い
と
判
断
し
た
た
め
、
追
加
修
正
は
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り

と
し
て
、
注
に
よ
り
そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
部
分
的
に
補
記
す
る
こ
と

〉」

1
)
れ~。

(
1
)
衆
議
院
憲
法
調
査
会
は
平
成
一
四
年
一
一
月
一
日
に
中
間
報
告

を
衆
議
院
議
長
に
提
出
し
た
。
内
容
と
し
て
は
、
発
足
か
ら
第
一

五
四
回
国
会
ま
で
の
調
査
会
に
お
け
る
委
員
及
、
び
参
考
人
等
の
発

言
を
テ

l
マ
別
に
整
理
し
た
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

(
2
)
そ
の
後
、
平
成
一
四
年
一

O
月
一
八
日
に
野
沢
太
三
議
員
に
交

代
し
た
。

(
3
)
第
一
五
六
回
国
会
か
ら
は
保
守
新
党
。

(
4
)
第
一
五
五
回
国
会
に
お
い
て
、
幹
事
、
小
委
員
長
の
交
代
が
あ

り
、
第
一
五
六
回
国
会
で
は
、
小
委
員
会
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
平
成
一
五
年
一
月
三

O
日
に
、
「
最
高
法
規
と
し
て

の
憲
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
(
委
員
長
は
自
民

党
の
保
岡
興
治
幹
事
)
、
「
安
全
保
障
及
び
国
際
協
力
等
に
関
す
る

調
査
小
委
員
会
」
(
委
員
長
は
自
民
党
の
中
川
昭
一
幹
事
)
、
「
基

本
的
人
権
の
保
障
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
(
委
員
長
は
民
主

党
の
大
出
彰
幹
事
)
、
「
統
治
機
構
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
小
委

員
会
」
(
委
員
長
は
自
民
党
の
杉
浦
正
健
幹
事
)
が
設
置
さ
れ
た
。

(
5
)
『ロ目立美。
r
r
g
・2
2
・明。』立

(6)ze込
者
唱
者
・
岳
巴
加
FZ-mo』日
u
bロ
込
町
同
=
回
同
旨
円

5
5ロ門
rWHI--a口問
δ
E
-
Z
B

(
7
)
『
衆
議
院
憲
法
調
査
会
中
間
報
告
書
』
第
三
編
第
=
一
章
第
二
節
で

委
員
の
意
見
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
問
者
・
-
ヨ
ム
ゴ

(
8
)
Z号
い
¥
言
垣
者
・
窓
口
開
E
2
・明
0
・』
Z
8
8
2
m
h
g
-
u
cミヨ
l

凹

E
q
c
z
E
B
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資料

表 l 憲法調査会の活動経過

衆議院 害調院

部1<17[[1J同企 H.12. 1.20 ①主任且ぴ幹事の Ir.iti H.12.1.20 ①会民の'[盟且ぴ幹事的選住

H.12. 2.17 ②各党の意見占明 H.12. 2.16 ②今控円高針金町進めIi

H.12. 2.24 ③(日本同憲法町制定経緯) H.12. 3.3 ③調査会の進め方且ぴ憲法を迫る諸問掴に問

駒湾大学法学部教控 駒;事大学大学院法学研究斜吾 する意見交換

日長酉修訂

日本大学法学部教措青IIJ武聾君

H.12. 3. 9 @(日本国憲法町制定軽悼) H.12. 3.22 @(文明 ぽ史論等を合めた日本匝l憲法iこl.t

描協大学法学部教授古関彰ー君 する意見の聴取)

広島大学総合科学部助教授村田晃嗣君 電気通信大学教授西尾幹 1¥ 

専修大学軽情宇係数綬正村fとまj¥

H.12. 3.23 ⑤ (H本国憲法の制定軽韓) H.12. 4.5 ⑤「学生とともに語る憲法調世会」

名古起大学名脊教授長谷川正宏君

骨111大学法学部教授商僧正俊君

H.12. 4.6 ⑥(日本同意起の制定軽韓) H.12. 4 .19 @憲法を巡る諸問題に関する章弘交換

東京大学法学部教授北岡伸君

革波大学社会科'Nf.教授進雌祭 tl 

H.12.1.20 ①(臼本国憲法的制定経緯) H.12. 5.2 ⑦ (11本国憲法の制定過程)

神ρ大学大学院il‘学研究科教提 1t~ 百臨聞耳打 工連合同段高司令官能司令儲民政同調査噂門

横浜国立大学大学院[判際社会科学研究科教段Ji.川 官ベアテシロタ ゴードンn

見昌 正連合l仮l融高司令官能司令部民政同梅，~少尉

リチヤード A プー"n

H.12. >1 .27 @自由討議 H.12. 5.17 ⑥{文明歴史論等を合めた日本l剖置法に11

する意且の聴取)

同宣 l~肱学博物館館長針も前適j\

埼 c);:学t.時教授醐睡嗣 fn

H.12.5.11 ⑨ (U本1"革法の制定経緯)

flib品講

H.12. 5.25 ⑩(戦挫の主な遺志判決)

最高裁判所吋同から説明聴取

出118[1)][副会 H.12. 7.5 ①全員且ぴ幹事的圧遊 なL

出 149~lll司会 H.12. 8.3 a:今植の憲法調査会の進めIi 日 12.8.9 ①垂 Hの海外派遣申請

H.12. 9.10 海外派遣(ドイツ、スイス、イタリア、 77ンス)

、9 19 

出15C同同会 H.12. 9.28 ①海外派遣綴;日 H.12.11.15 ①(，(論弾からの意見聴取)

(21枇糸!の日本のあるべき安) 持品氷舟r'tk学教綬阿部通n

東京k:'-'{:k.学院情報学理教担問中明彦打 評論家佐向f，i.H

作家小(IJ実j(

H.12.1O.12 ②(21世紀の 11本のあるべき事) H.12.11.27 @(丈rYI 防護也品等を含めた IJ本I叫車法に吋

作家 日本肘I司会民的野綾 UJ する置はの聴取)

11本大学大学院総合社会情報研究科教控近藤大博 Jtl智大学教控加藤岡，，g

il 評論家内山陸封

H.12.lO.26 ③ (21 枇紀の日本のあるべき事)

i社l司法入国際'"アジア研究セ〆タ 所長市村氏

jt 

H.12.11. 9 @(211任表:の日本のあるべき沓)

点以大学教授佐々本韓日

rH山大学教t1 法学I脅t小林武吉

H.12.11.30 ⑤ (21世紀の H本のあるべき事)

東瓜都知事イjJJ;t相k郎i¥

ジャーナリスト樫井よしこj¥

H.12.12.7 ⑥ (21恢紀の日本のあるべき奇)

l汁日高家 臨:事大学教筏松本陸 iI 
LWk学教授班部閉1¥

H.12.12.21 ⑦ (21判紀の日本のあるべき安)

(-(際 lJi fす教k学教，~.宇部教n 村 k絹 郎君

H.13. 1.7 海外派遣(アメリカ)

、1.14

tu151111l!司会 H.13. 2. ① (2ljrt紀のり本のあるべき安) H.13. 1.31 ①会nの静fモ且ぴ補欠週fl

'1 iN!，~.\'(k.学長問揮潤一揖

;u;().、学教托尚惜iltHt
H.13. 2.22 @(21悦紀のH本のあるべき奇) H.13. 2 .21 ②海外派遣閉山

f理化学研究所ゲノム科 F輯，.研究セノター 遣lょ、 f

構造 機能研究グループプロジムクトデイレク?-

体的1IT.:.(t

(1本大字粁irt宇部教措 11本).::'(:1>..11冊究19r:.人民

小III!Wt:At
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憲法調査会の活動

衆車院 害車院

H.13. 3.8 ③ (21世紀の日本のあるべき事) H.13. 3.7 ③(国民主権と国の慣構)

ゾフトパンク株式会社代表取締役社長話正義君 瞳曙義製大学法学部教控 弁謹士小林節君

政策研究大学院大学教控飯尾潤君

H.13.3.22 ④ (21世紀の日本のあるべき姿) H.13. 3.14 @(国民主権と困の機情)

学習院大学法学部教授坂本多加雄君 北海道大学大学院法学研究科教捜中村S幸男君

東京大学社会情報研究所教揖葺尚中君 験河台大学法学部殺控法学部長成図量産君

H.13. 4.16 0仙台地方公聴会 H.13. 4.4 ⑤(国民主権と国の慢情)

上智大学名誉教措置部昇一君

法政大学法学部教授江樟崇君

H.13. 4.26 喧M山台地方公聴会の報告 H.(3.4.18 ⑥(固民主権と国の揖m)
t青玉大学教養学郎教綬長谷川三千子君

静岡大学人士学銘教授小滞陸一君

H.13.5.17 ⑥ (21債紀的日本のあるべき姿} H.13. 5. 9 ①(国民主権と国の揖構)

地方財政審謹金置且木村陽子君 太平洋セメぷト保式会社相謀役諸井直君

九州大学大学院研究院教授大隈轟和君 駒湾大学法学部教控前回英昭君

H.13. 6. 4 O神戸地方公聴会 H.13.5.23 ⑧(国民主権と国の慣構)

早稲田大学法学部教授浦田賢拍君

Jf睡義塾大学大学院世帯 メディア研究科教

揖曽根泰教君

H.13.6.14 ①神戸地方一公聴会的報告 H.13. 6.6 ⑨(国民主権と国田慢何時)

自由討課 内閣法制局からの説明聴取

第152同[坊主 なし H.13. 8. ①会長田互選及び終事の選任

H.13. 8.28 海外派遣{ロシア、ハンガリ一、オランダ、イス 7 H.13. 9.5 海外旅遣(ドイツ、 fギ'Jス、スペイン)

-9.7 エル、スペイン) -9.13 

事153~11同会 H.13.10.1I ①海外祇遣報告 H.13.lO.31 ①幹事の選任

H.13.10.25 ② (21例記の日本のあるべき事) H.13.11. 7 ②海外派遣報;作

東京 j.:;;:，教段太剖f~昭君

拓植k学同時間尭郷教授梅本敏昌

H.13.11. 8 ③ (2It世紀のH本のあるべき事) H.13.11.21 ③1i'J!"j惨と同の慣惰)

東京k:"t法学部教按長谷郎恭男君 最高裁判所.IH，，3からの説明聴取

東京大学大学院法学政治学情究科教綬森田朗It

H.13.11.26 or，.'ifrl地}j公聴会

(('1際社会における刻本町役割)

H.13.11.29 @i¥占属地方公聴会の報告

(21 ~t配的 H4誌のあるべき安)

中部大宇中部高寺学術研究所所民武書小路公秀話

域内k争軒前学部数授制民剛Il

H.13 12.6 ⑤ (211世紀円日本のあるべき寄)

日由討議

品15-1lu][kliz H.H. 2. 7 ①小畳副会品置 H.14.1.23 E公聴会開会線認要求

H.H.2.14 。忽本的人権 (1) H.14. 2 .20 0公聴会

成城k学法学部教段様肘棋hn 11司会の在り方と 院制)

。政泊町総本機構 (1) (地方日耐と地}j分権ののり j与}

東京大学教授高惜和之:n

H.14.2.28 。('1際社会(】) H.14. 2 .27 ②([.吋民主権と同町揖構)

名古田大学k学院法学研究科教授 m井lin'll 近韓大学法学郎教段佐藤宇治1I

。地厄自前 (1)

筑波k学教授お崎E紀子話

H.14.3.14 。匝柏町革本機構 (2) H.14. 3 .29 ③公聴会開会総認要求

北海道k学大学院il芋研究科教授 Illt! 郎軒

。基本的人権 (2)

成路kマ教揖安企潤，;(/¥

H.14.. 3.19 <t畳日派遣本認iド訓 H.14. 4.10 ④(同fe1権とl到の帽構)

立見交換

H.14. 3.28 。地JifJi守 (2) H.14. 4-.24 ⑤(基本的人権)

持・ J~i k:"tk学院 iJ 字政治学研究科教控車問朗11 tf: 'fJ院 k学法学部教授 fi~秀典Il

。[再開lt会 (2) 

!i 本目品振興会理事長白山梨ι
H.14.1.11 。旗本的人権 (3) H.14. 5.8 @(基本的人権)

U、品k学法学部長阪本日成君 京総大学k学院法学研究科教授初市lE典封

。政治の纂本樫情 (3) 

以都大 7教段大{j且It

H.11.4.22 。沖縄地}j公開会 H.14. 5.15 C止聴会

(転たちにとっての人権)

H.14.4.25 ③沖縄地お公聴会田報'1， H.14. 5.29 ①(慈本的人権)

"命館大!下法学部教校中島直樹Il

I1本大学法学部教陪 ri池章It
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衆議院 番高院

H.l1. 5.9 。国時社会 (3) H.14.6.12 ③(基本的人権)

三井物産戦略研究所所民辛局主郎君 中央大学法学部教授横田洋三討

。地方自治 (3) 神μ大学大学院凶際協JJ研究科助教授 μ場

東京大学教授神野直彦君 世朗，¥

H.14.5.16 @量日時遺尿認申請 H.14. 7.17 ⑨(基本的人権)

弁護上 日本弁護士連合会人権擁護霊u会記

委員長阿部保男君

弁護 t.ll本弁護七連合会人権篠謹委員会吾

日民村飽進古

H.14.5.23 。政治の基本損傷 (4) 

大阪大学大学院法学研究科教控松井茂記君

。革本的人権 (4) 

日本政革研究セ J ター所長伊雌哲夫君

H.14. 6.6 。地方自治 (1)

鳥取県知事片山善博君

。国際社会 (4)

古林大学能合政輩宇部教授田久保也術昌

H.11. 6.24 O札睦地方公聴会

H.14. 7.4 。基本的人権 (5) 

日本労働組合総連合会事務局長草野忠義昌

。政拍の基本構構(5) 

高崎軽済大学助教授八木秀次II

H.I1.7.11 。同際社会 (5) 

東京k学社会科学研究所助教控中村民雄，¥

。地方自治 (5) 

二重県知事北川正恭R

H.14. 7.25 ⑤札鴨池方公聴会の1桜町

小差tl長からの報，.聴取

自由討講
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憲法調査会の活動

表 2 海外調査における訪問先駆

衆議院

期開 訪問国 訪問先

平成12年 9月 ドイツ 連邦憲法裁判所、アルベルト・トハー・ヴォーンハイム

10日-9月19 養護施設(良心的兵役拒否者と懇談)、日本国大使公邸

日 (在フィンランド日本国大使館員からフィンランド憲法

について説明聴取)、連邦議会

スイス 連邦議会(連邦議会議員、連邦司法警察省憲法・行政部

長等と懇談)

イタリア 日本国大使公邸(塩野七生氏と懇談)、憲法裁判所、下

院憲法問題委員会

フランス 下院、憲法院

平成13年8月 ロシア 下院、法務省、連邦憲法裁判所附属憲法裁判分析センター

28日-9月7

日 ハンガリー 日本国大使公邸(ハンガリ一、ポーランド、チェコ、ルー

マニアの日本国大使館員から各国憲法について説明聴 l

取)

オランダ 上院、女王官房府、内務省、日本国大使館(スウェーデ

ン、デンマーク、ベルギーの日本国大使館員から各国憲

法について説明聴取)

イスラエル ホテル内会議室(検事次長、クネセット基本問題委員会

法律顧問及び委員長、学識経験者等と懇談)司法省、外

務省

スJ、ミイン 国務院、下院憲法委員会

平成14年 9月 イギリス 議員会館(人権に関する両院合同委員会委員と懇談)、

23日-10月5 高Ij首相府、コンステイチューション・ユニット、日本国

日 大使館(上院改革に関する両院合同委員会委員、政府上

院改革チームのメンバー、公務員組合評議会事務局長と

懇談)

タイ 憲法裁判所、ラマ7世研究所、バンコク市内(克下院議

長と懇談)

シンガポール 日本国大使公邸(シンガポール、フィリピン、マレーシ

ア、インドネシアの日本国大使館員から各国憲法につい

て説明聴取)、司法長官庁、外務省、日本国大使館及び

大使公邸(学識経験者、国会議員と懇談)

中国 中国人民大学、ホァル内会議室(学識経験者と懇談)、

人民大会堂

韓国 国会、憲法裁判所、国家人権委員会事務局

*報告の時点では、衆参それぞれの三回目の海外調査はまだ終了していなかっ

たが、この表においては追加して収録することとした。
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参議院

期間 訪問国 訪問先等

平成13年1月 アメリカ ヒューマン・フイツ・ウォッチ (NPO)、インデペンデ

7日-1月14 ント・セクター (NPO)、ネイチャー・コンサーノfンシー

日 (NPO)、プルッキングス研究所、連邦緊急事態管理庁、

連邦最高裁判所、連邦議会、ジョージタウン大学、カリ

フォルニア州議会、サンフランシスコ市政府、カリフォ

ルニア公共政策研究所、オークランド市政府

平成13年9月 ドイツ 連邦議会、ドイツ環境保護リング (NGO)、連邦参議院、

5日-9月13 フンボルト大学

日 スペイン カルロス二世大学、上院憲法委員会、護民官

イギリス チャーター88(新憲法制定を求める市民団体)、上院憲

法問題特別委員会、ロンドン大学

平成14年9月 イタリア アマート冗首相、上院憲法問題委員会、憲法裁判所

3日-9月14 ベルギー 上院、仲裁院、「国境なき弁護士団」国際連合 (NGO)、

日 欧州委員会、欧州議会

ファンス 欧州評議会、欧州人権裁判所、上院法務委員会、パリ第

一大学教授、パリ第二大学教授、憲法院、国務院
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