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橋本基弘教授

　　　　　　　　　　［木曜４限］

Hashimoto  Motohiro

「憲法 Ⅰ 」

法学部

大
教
室
と
モ
ニ
タ
ー
中
継
の
教
室

１
０
０
０
人
を
超
す
受
講
生
で
満
席

　

木
曜
４
限
。
講
義
開
始
、
10
分
ほ
ど

前
、
す
で
に
席
は
ほ
ぼ
埋
ま
っ
て
い
る
。

ち
ょ
っ
と
で
も
遅
く
な
る
と
、
友
人
に
席

を
と
っ
て
お
い
て
も
ら
わ
な
い
と
、
席
を

求
め
て
探
し
回
る
こ
と
に
な
る
。

　

受
講
者
は
１
０
０
０
人
を
超
す
。
８
号

館
の
大
教
室
一
室
で
は
収
ま
ら
ず
、
も
う

一
室
、
別
に
モ
ニ
タ
ー
中
継
の
大
教
室
を

設
け
て
い
る
ほ
ど
だ
。
そ
の
別
の
教
室
も

ほ
ぼ
満
席
だ
。

　

記
者
も
橋
本
先
生
の
「
憲
法
Ⅰ
」
は
特

に
気
合
い
を
入
れ
て
臨
む
学
生
の
一
人
だ
。

平
等
と
は
、
ど
う
い
う
状
態
か

　

こ
の
日
の
テ
ー
マ
は
「
平
等
」。
ま
ず

橋
本
先
生
は
、「
平
等
と
は
ど
う
い
う
状

態
の
こ
と
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と

問
い
か
け
た
。
憲
法
に
の
っ
と
っ
た
「
平

等
」
に
つ
い
て
の
解
釈
、「
等
し
い
も
の

を
等
し
く
扱
う
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

勉
強
す
る
の
が
今
日
の
講
義
の
主
旨
だ
。

　

《
は
し
も
と
・
も
と
ひ
ろ　

１
９
５
９

年
生
ま
れ
。
１
９
８
２
年
中
央
大
学
法
学

部
法
律
学
科
卒
。
１
９
８
９
年
中
央
大
学

大
学
院
法
学
研
究
科
公
法
専
攻
博
士
課
程

修
了
、『
近
代
憲
法
に
お
け
る
団
体
と
個

人
』
で
法
学
博
士
取
得
。
高
知
県
立
高
知

女
子
大
学
教
授
を
経
て
、
２
０
０
４
年
か

ら
中
央
大
学
法
学
部
教
授
。
専
門
は
公
法

学
》

「
絶
対
的
平
等
」
と
「
相
対
的
平
等
」

　

「
平
等
」
の
考
え
方
に
は
、
大
き
く
分

け
て「
絶
対
的
平
等
」と「
相
対
的
平
等
」

の
２
つ
が
あ
る
。
人
間
で
あ
る
以
上
す
べ

て
の
人
が
等
し
い
と
考
え
る
の
が
、「
絶

対
的
平
等
」
だ
。「
で
も
考
え
て
み
て
く

だ
さ
い
。
男
の
人
と
女
の
人
、
ま
た
、
大

人
と
子
供
、
日
本
人
と
外
国
人
を
全
て
同

じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
い
の
か
？
と
い
う
疑

問
が
生
じ
て
き
ま
す
よ
ね
」
と
先
生
は
、

考
え
る
よ
う
に
促
す
。

　

そ
の
う
え
で
「
絶
対
的
平
等
」
に
お
け

る
例
外
の
必
要
性
を
、
分
か
り
や
す
く
、

噛
み
砕
い
て
説
明
す
る
。
難
し
い
憲
法
の

考
え
方
を
、
日
常
の
生
活
に
関
わ
ら
せ
て

説
明
し
て
く
だ
さ
る
の
で
、理
解
し
や
す
い
。

平
易
な
言
葉
で
、
間
を
と
り
講
義

　

先
生
方
の
な
か
に
は
、
得
て
し
て
話
し

方
が
単
調
で
、
難
し
い
言
葉
が
多
く
、
独

り
よ
が
り
で
講
義
を
進
め
て
い
っ
て
し
ま

う
先
生
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
橋
本

先
生
の
講
義
は
そ
れ
と
は
違
う
。
で
き
る

だ
け
平
易
な
言
葉
で
、
学
生
に
語
り
か
け

る
よ
う
に
話
す
。
大
切
な
単
語
や
、
講
義

の
流
れ
を
き
ち
ん
と
板
書
し
て
く
だ
さ
る
。

一
本
調
子
で
な
く
、
節
目
で
は
、「
こ
こ

ま
で
は
い
い
で
す
か
」
と
確
認
す
る
な
ど
、

講
義
を
進
め
る
テ
ン
ポ
に
よ
い
間
が
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
聞
く
側
の
学
生
は
、
講

義
の
ポ
イ
ン
ト
が
何
な
の
か
を
き
ち
ん
と

押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

累
進
課
税
制
度
と
消
費
税

　

「
等
し
い
も
の
を
等
し
く
扱
う
」
の
、

「
等
し
く
扱
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
か
、
と
先
生
は
再
び
問
い
か

け
る
。
そ
れ
に
は
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
の
平

等―

こ
れ
を「
形
式
的
平
等
」と
い
う―

と
、

憲
法
で
い
う「
平
等
」と
は
何
か
？

学
生
の
目
線
に
沿
っ
て
進
め
る
講
義
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ゴ
ー
ル
ラ
イ
ン
の
平
等―

こ
れ
は
「
実
質

的
平
等
」
と
い
う―

の
２
つ
の
考
え
方
が

あ
る
。

　

所
得
が
多
く
な
る
に
従
い
税
率
が
上
が

る
累
進
課
税
制
度
が
「
実
質
的
平
等
」
で

あ
る
の
に
対
し
、
誰
に
も
同
じ
税
率
が
か

か
る
消
費
税
は
「
形
式
的
平
等
」
で
あ
る
。

「
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
実
際
に
は
併
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
政
策
問
題
に
な

る
場
合
が
多
い
」
と
先
生
は
解
説
し
た
。

節
目
で
質
問
を
受
け
付
け

　

話
が
転
換
す
る
時
に
、
橋
本
先
生
は
一

度
間
を
お
き
、「
質
問
が
あ
る
方
は
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
」
と
問
い
か
け
る
が
、

こ
の
時
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お

茶
を
一
口
飲
む
の
も
毎
回
の
こ

と
だ
、
と
気
づ
い
た
。
注
意
し

て
講
義
を
受
け
る
と
、
色
々
な

所
に
先
生
の
学
生
へ
の
配
慮
が

見
つ
か
る
。

　

学
生
全
体
に
質
問
を
し
、

思
っ
た
選
択
肢
に
挙
手
を
さ
せ

る
と
い
う
方
法
も
、
橋
本
先
生

が
よ
く
用
い
る
方
法
だ
。
以
前

は
、「
学
生
に
は
授
業
中
に
居

眠
り
を
す
る
権
利
が
あ
る
か
」

に
つ
い
て
質
問
し
、
教
室
が
大

い
に
盛
り
上
が
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
手
を
挙
げ
る
た
め
に
、
学

生
は
一
生
懸
命
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
理
解

に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
つ
も
き
ち
ん
と
ネ
ク
タ
イ
に
背
広
姿

の
ダ
ン
デ
ィ
な
橋
本
先
生
の
人
気
の
理
由

は
、
ま
だ
ま
だ
講
義
の
中
に
隠
さ
れ
て
い

る
に
違
い
な
い
。

（
学
生
記
者　

石
川
可
南
子
＝
法
学
部
１

年
）

橋本基弘教授

二つの大教室は、いずれもほぼ満席


