
来
日
し
た
オ
バ
マ
米
大
統
領
は
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
容
認
を
「歓
迎
し
、支
持
す
る
」

と
表
明
し
た
。
大
統
領
か
ら
お
墨
付
き
を
得

た
安
倍
晋
三
首
相
は
、
私
的
諮
問
機
関
で
あ

る

「安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関

す
る
懇
談
会
」

（安
保
法
制
懇
）
の
最
終
報

告
書
の
提
出
を
間
も
な
く
受
け
、
集
団
的
自

衛
権
行
使
の
容
認
を
今
国
会
会
期
中
に
行
う

勢
い
で
あ
る
。

わ
が
国
を
取
り
巻
く
戦
略
環
境
の
激
変
は

「今
、
そ
こ
に
あ
る
危
機
」
で
あ
り
、
そ
れ

に
対
処
す
る
た
め
に
日
米
同
盟
の
強
化
が
死

活
的
課
題
と
な
る
。
現
在
、
日
本
が
直
面
す

る
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
脅
威
や
核
の
脅
威
は

日
に
日
に
増
し
、
日
本
だ
け
の
防
衛
力
で
の

対
処
は
極
め
て
困
難
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
米
軍
が
関
与
す
る
「日
米
同
盟
」

の
確
実
な
行
使
が
不
可
欠
と
な
り
、
そ
の
「仕

組
み
」
と
し
て
の
米
国
の
集
団
的
自
衛
権
行

使
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
は
緊
急
な
課
題

と
な

っ
て
い
る
。

個
別
的
自
衛
権
や
自
衛
隊

法
等
の
発
動
だ
け
で
は
、
公
海
上
や
グ
レ
ー

ブ
ー
ン
な
ど
で
軍
事
的
紛
争
が
生
じ
た
場
合

に
米
軍
の
支
援
は
確
実
で
は
な
い
。
従

っ
て

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
の
容
認
は
米
軍
を
関

与
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
な
る
。

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認
す
る
方
策

と
し
て
は
、
憲
法
改
正
、
憲
法
解
釈
の
変
更
、

安
全
保
障
基
本
法
の
策
定
な
ど
の
方
法
が
考

え
ら
れ
る
が
、
安
倍
首
相
は
憲
法
解
釈
変
更

で
そ
れ
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
憲
法
解
釈
の
変
更
は
日
本
の
国
の
「在

り
方
」
を
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
主
権
者
た
る
国
民
に
憲
法

改
正
を
ま
ず
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

国
家
存
続
の
危
機
が
迫

っ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば

一
刻
の
猶
予
も
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
の
た
め
の
憲
法

改
正
論
議
を

一
刻
も
早
く
国
民
と
の
間
で
行

う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
積
み
重

ね
て
き
た
憲
法
解
釈
を
内
閣
の

一
存
で
変
更

す
る
の
は
強
引
す
ぎ
る
し
、
次
の
政
権
で
再

び
憲
法
解
釈
の
変
更
が
可
能
と
な
り
日
本
は

法
治
国
家
と
し
て
の
体
を
失
う
”
ま
た

「安

全
保
障
基
本
法
」
の
制
定
を
行
え
ば

「
下
位

の
法
律
に
よ
り
上
位
の
憲
法
解
釈
を
変
え
る

禁
じ
手
」
と
な
り
憲
法
違
反
の
訴
訟
が
続
発

す
る
可
能
性
が
あ
る
。

「安
保
法
制
懇
」
で
は
集
団
的
自
衛
権
行

使
を

「
４
類
型
」

「
５
事
例
」
で
検
討
し
て

い
る
。

そ
の
結
論
は
最
終
報
告
書
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
類
型
化
が
集
団
的
自

衛
権
を
行
使
す
る
際
の

「ポ
ジ
テ
ィ
ブ

・
リ

ス
ト
」

（限
定
事
例
）
と
な
り
、
集
団
的
自

衛
権
を
行
使
す
る
制
限
と
な
る
可
能
性
も
あ

る
。
そ
の
場
合
、
想
定
外
の
事
例
が
生
じ
た

場
合
に
は
対
処
で
き
ず
再
び
事
例
を
加
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、　
一
部
の
有

識
者
か
ら
は

「安
保
法
制
懇
」
の
類
型
や
事

例
の
中
に
は
非
現
実
的
な
も
の
も
あ
り
、
個

別
的
自
衛
権
、
自
衛
隊
法
（
警
察
権
な
ど
で

対
処
可
能
だ
と
の
指
摘
も
あ
り
公
開
論
議
が

必
要
で
あ
る
。

ま
た
、

「
日
本
の
安
全
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
す
事
態
」
に
該
当
す
る
場
合
、
限
定
的

に
行
使
容
認
を
す
る
方
向
で
憲
法
解
釈
を
す

る
「
限
定
容
認
論
」
が
浮
上
し
て
き
て
い
る
。

こ
れ
は
砂
川
事
件
に
対
す
る
最
高
裁
判
決

（
■
９
５
９
年
）
を
根
拠
と
す
る
が
、　
一
部

の
憲
法
学
者
か
ら
も
こ
の
判
決
を
根
拠
と
で

き
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
集
団

的
自
衛
権
の
行
使
の
手
足
を
縛
り
米
国
か
ら

の
抑
止
力
は
確
保
し
づ
ら
く
な
る
。

集
団
的
自
衛
権
を
憲
法
の
解
釈
変
更
で
行

っ
た
場
合
、
短
期
的
な
解
決
策
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
国
の
根
本
を
変
化
さ
せ
か
ね

な
い
事
態
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。
日
本
を

取
り
巻
く
戦
略
環
境
の
急
変
に
対
処
す
る
た

め
に
応
急
措
置
で
は
な
く
、
根
本
的
な
憲
法

改
正
を
必
要
と
す
る
時
代
が
到
来
し
て
い

る
。

川上 高司拓殖大教授

国民に改憲を問うべき


