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集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
嵐　
仁
（
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
・
前
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                        　
　

 
〔
以
下
の
論
攷
は
、
日
本
科
学
者
会
議
の
『
東
京
支
部
つ
う
し
ん
』
No.
５
６
１
、２
０
１
４
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７
月
10
日
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
最
後
の
一
段
落
は
私
の
知
ら
な
い
う
ち
に
削
除
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
ま
し
た
が
、
復
元
し
て
お
き
ま
し
た
。
な
お
、
最
後
に
（
本
稿
は
「
集
団
的
自
衛
権
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
容
認
・
閣
議
決
定
」
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
―
編
集
者
）
と
の
注
記
が
あ
り
ま
す
。〕

　

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に
向
け
て
の
与
党
協
議
で
15
事
例
が
示
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
へ
の
ミ
サ
イ
ル

発
射
や
朝
鮮
半
島
有
事
な
ど
の
事
例
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
同
時
に
攻
撃
対
象
と
な
る
の
は
在
日

米
軍
基
地
で
あ
る
。
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日
本
の
安
全
保
障
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
、
政
府
の
外
交
・
防
衛
政
策

の
失
敗
を
意
味
し
て
い
る
。
政
治
家
の
務
め
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
こ
と
に
全
力
を
傾
注
す
る
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

安
倍
首
相
の
狙
い
は
、
こ
の
よ
う
な
荒
唐
無
稽
な
想
定
で
国
民
を
恫
喝
し
つ
つ
中
東
紛
争
で
の
多
国
籍
軍

型
介
入
や
機
雷
除
去
作
業
に
自
衛
隊
を
参
加
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
状
で
は
そ
れ
も
ほ
と
ん

ど
あ
り
え
な
い
が
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に
よ
っ
て
日
本
が
失
う
も
の
は
大
き
い
。
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
。

　

第
１
に
、
憲
法
９
条
が
否
定
さ
れ
「
専
守
防
衛
」
の
国
是
が
失
わ
れ
る
。
９
条
に
は
「
武
力
に
よ
る
威
嚇

又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
」
と
書
か
れ
て

お
り
、
自
衛
隊
は
「
自
衛
の
た
め
の
実
力
部
隊
」
と
さ
れ
て
き
た
。
ど
う
言
い
つ
く
ろ
っ
て
み
て
も
、
海
外

で
の
武
力
行
使
は
「
自
衛
の
た
め
」
で
は
な
く
「
専
守
防
衛
」
に
当
た
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

第
２
に
、
日
本
の
若
者
の
血
が
流
れ
、
命
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
戦
後
69
年
、
自
衛
隊
発
足

か
ら
で
も
60
年
。
戦
闘
で
自
衛
隊
員
が
殺
さ
れ
た
り
殺
し
た
り
す
る
事
例
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
９
条
に
よ

っ
て
享
受
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
平
和
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
戦

闘
参
加
を
目
的
と
し
な
い
後
方
支
援
で
も
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
派
遣
さ
れ
た
ド
イ
ツ
軍
の
戦
死
者
は
55
人

に
上
っ
て
い
る
。

　

第
３
に
、
日
本
の
国
力
の
源
が
失
わ
れ
る
。
戦
後
の
日
本
は
９
条
を
盾
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
軍
事
分
担
要



【論巧】集団的自衛権の行使容認によって失われるもの
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請
を
値
切
り
、
民
生
分
野
に
力
を
集
中
し
て
高
度
成
長
を
な
し
と
げ
た
。
し
か
し
、
武
器
輸
出
を
解
禁
し
て

戦
え
る
軍
隊
を
持
つ
「
普
通
の
国
」
に
な
れ
ば
、
経
済
大
国
で
あ
り
な
が
ら
軍
事
大
国
に
な
ら
な
い
と
い
う

世
界
史
的
な
実
験
は
失
敗
に
終
わ
り
、
戦
後
日
本
が
保
持
し
た
成
長
力
と
平
和
国
家
と
し
て
の
外
交
力
は
失

わ
れ
て
し
ま
う
。

　

そ
し
て
第
４
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
転
換
が
自
民
党
と
公
明
党
の
密
室
協
議
で
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

改
憲
に
等
し
い
国
是
の
転
換
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
は
も
と
よ
り
、
国
会
議
員
も
ほ
と
ん
ど
関
与

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
立
憲
主
義
と
法
治
国
家
と
し
て
の
基
盤
が
失
わ
れ
、
国
際
的
な
信
頼

が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

も
し
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
始
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
後
、

自
衛
隊
法
な
ど
関
連
諸
法
の
改
定
が
続
き
、
や
が
て
国
家
安
全
保
障
基
本
法
の
制
定
が
課
題
と
な
ろ
う
。
交

戦
規
定
や
戦
死
者
の
扱
い
に
つ
い
て
の
規
定
、
軍
法
会
議
の
設
置
な
ど
も
必
要
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
立
法
な
ど
に
よ
る
実
質
改
憲
だ
け
で
な
く
、
憲
法
の
条
文
そ
の
も
の
を
変
え
る
明
文
改
憲
が

浮
上
す
る
。
先
の
通
常
国
会
で
は
、
そ
の
た
め
の
改
正
国
民
投
票
法
が
成
立
し
た
。
安
倍
首
相
の
暴
走
を
阻

止
し
な
け
れ
ば
、
や
が
て
は
平
和
憲
法
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
　

 

（
本
稿
は
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
・
閣
議
決
定
」
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
―
編
集
者
）

　
　
　


