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本
題
に
入
る
前
に
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
の

指
針
と
な
る
基
本
原
則
を
一
度
整
理
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
憲
法
の
「
前
文
」
を
熟
読
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
理
解
が
早
い
と
思
い
ま
す
が
、
三

つ
の
柱
が
あ
り
ま
す
。 

一
つ
目
は
「
国
民
主
権
主
義
」
で
す
。
国
民

が
こ
の
国
の
所
有
者
・
受
益
者
と
し
て
平
等
な

存
在
で
あ
る
こ
と
。 

二
つ
目
は
「
平
和
主
義
」
で
す
。
国
際
関
係

に
お
い
て
軍
事
力
を
前
面
に
出
す
よ
う
な
国
家

の
姿
勢
を
否
定
し
ま
す
。 

三
つ
目
が
「
人
権
尊
重
主
義
」
で
す
。
明
治

憲
法
で
は
、
〝
臣
民
の
権
利
は
天
皇
が
法
律
で 

          

認
め
る
限
り
自
由
で
あ
る
〟
と
さ
れ
、
国
家
が

国
民
の
自
由
の
形
成
に
介
入
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
本
来
お
か
し
な
こ
と
で
、
人
間
は
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
平
等
な
評
価

を
受
け
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
権
利
を
持
っ
て

い
る
。
こ
の
「
人
権
の
尊
重
」
こ
そ
国
家
の
存

在
理
由
と
も
い
え
ま
す
。 

 

以
上
の
「
平
和
・
国
民
主
権
・
人
権
」
の
三

原
則
か
ら
、
憲
法
と
は
、「
主
権
者
た
る
国
民

が
、
平
和
で
豊
か
に
自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め

に
、
国
家
に
正
し
く
権
力
を
行
使
さ
せ
る
た
め

の
法
」
＝
立
憲
主
義
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
憲
法
99
条
は
、
国
務
大
臣 

          

を
は
じ
め
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務

員
に
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
課

し
て
い
ま
す
。
憲
法
を
守
る
も
の
は
国
家
権
力

者
で
あ
っ
て
、
国
民
は
そ
れ
を
監
視
す
る
立
場

に
あ
り
ま
す
。 

と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
本
題
の
討
論
に
入

り
ま
し
ょ
う
。 

 

第
19
条 

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ

を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

〈 

自
民
党
草
案 

〉 

第
19
条 

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
保
障

す
る
。 
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第
19
条
の
二 

何
人
も
、
個
人
に
関
す
る
情

報
を
不
当
に
取
得
し
、
保
有
し
、
又
は
利
用
し

て
は
な
ら
な
い
。 

 

自
由
と
は
何
か 

 

自
由
と
社
会
常
識
・
ル
ー
ル 

 

司
会
＝
憲
法
は
、
国
民
に
様
々
な
自
由
や
権
利

を
保
障
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
19
条
の
「
思 

              

想
及
び
良
心
の
自
由
」
に
つ
い
て
討
論
し
ま
す

が
、
他
の
条
文
と
も
関
連
し
ま
す
。「
自
由
」

か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
、「
権
利
」
か
ら
イ

メ
ー
ジ
す
る
も
の
は
何
か
。
人
間
が
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る
権
利
と
は
何
か
。
自

由
に
討
論
し
て
く
だ
さ
い
。 

Ａ
＝
「
自
由
」
か
ら
は
、
他
人
か
ら
と
や
か
く

言
わ
れ
な
い
と
か
、
自
分
の
考
え
る
ま
ま
に
行

動
で
き
る
け
ど
、
勝
手
に
や
っ
て
い
い
よ
と
い

う
消
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
「
権

利
」
に
は
、
自
分
の
行
動
を
他
か
ら
守
っ
て
く

れ
る
と
い
う
積
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
ま
す
。 

Ｅ
＝
自
由
だ
、
自
由
だ
と
言
っ
て
も
私
た
ち
は
、

日
常
の
社
会
生
活
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
拘
束
を

受
け
ま
す
よ
ね
。
遊
び
た
い
け
ど
金
が
な
い
と

か
、
職
場
や
隣
近
所
の
人
間
関
係
と
か
、
や
り

た
く
な
い
役
員
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
と
か
。 

Ｂ
＝
社
会
と
い
う
の
は
自
分
一
人
で
な
く
、
組

織
が
存
在
し
ま
す
。
キ
マ
リ
が
な
い
と
バ
ラ
バ

ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
中
で
人
は
職
場
で

仕
事
を
し
て
生
活
し
て
い
る
。
そ
の
職
場
の
中

に
キ
マ
リ
が
あ
る
。
憲
法
が
職
場
で
守
ら
れ
て

い
る
か
、
い
ち
い
ち
考
え
て
行
動
し
て
い
る
人

は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
労
働
組
合
と
い
う
組

織
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
５
時
に
な
れ
ば
、

さ
っ
と
帰
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。「
お
先
に

失
礼
し
ま
す
。」
と
言
わ
な
く
て
も
帰
っ
て
い

い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
上
司
か
ら
「
お
先
に

失
礼
を
言
お
う
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
ど
う
し
て

と
思
い
ま
す
が
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ

り
ま
す
。
自
分
の
考
え
、
思
想
、
良
心
の
自
由

を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
保
障
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
会
社
の
常
識
と
し
て
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
組
合
に
入
っ

て
い
る
か
ら
組
合
費
は
天
引
き
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
憲
法
上
組
合
に
入
り
た
く
な
い
と
言
っ

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。 

Ｇ
＝
そ
こ
で
す
よ
、
自
由
と
い
う
が
１
か
ら

10
ま
で
勝
手
に
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。
社
会
常
識
と
し
て
自
由
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
社
会
常
識
と
い
う
の
が
明
文

化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
み
ん
な
の
常
識
の
捉

え
方
が
バ
ラ
バ
ラ
な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

社
会
常
識
な
の
か
法
律
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
、
あ
る
程
度
の
ル
ー
ル
に
乗
っ
て
な
い
と

か
え
っ
て
大
変
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

人間への進化の過程で 
果たして人間は自由のため成長・進化したでしょうか？ 
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か
。 

Ａ
＝
い
ろ
い
ろ
な
常
識
、
考
え
方
を
持
っ
た
人

た
ち
が
集
ま
っ
て
社
会
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

お
互
い
に
尊
重
し
あ
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ

に
ル
ー
ル
が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。
慣
習
や

規
則
で
あ
っ
た
り
、
法
律
が
そ
う
で
す
よ
ね
。 

  

自
由
に
あ
る
二
面
性 

 

Ｄ
＝
社
会
常
識
で
認
め
ら
れ
た
中
で
の
自
由
で

は
な
い
か
。
自
由
に
は
２
つ
の
意
味
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
内
面
的
な
自
由
と
外
面
的
な
自
由

と
い
う
こ
と
。
思
想
信
条
の
自
由
と
は
内
面
的

な
自
由
だ
と
思
い
ま
す
。
外
面
的
な
自
由
に
な

る
と
、
そ
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
で
相
手
が

被
害
を
被
る
と
な
る
と
問
題
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
だ
け
ど
内
面
的
自
由
は
、
自
分
の
考
え
方

だ
か
ら
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
自
由
を
内
的
、
外
的
で
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
常
識
も
時
代
や
社
会
に

よ
っ
て
変
化
す
る
と
思
う
が
、
そ
れ
に
合
わ
せ

て
内
的
自
由
も
変
わ
っ
て
い
い
の
か
。
そ
の
辺

を
整
理
し
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な

い
か
な
。 

Ｇ
＝
相
手
の
自
由
を
侵
さ
な
い
限
り
の
自
由
と

い
う
こ
と
か
な
。 

Ｃ
＝
例
え
ば
、
自
分
は
お
寺
の
檀
家
だ
が
信
仰

は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
信
仰
し
て
い
る
人

の
批
判
は
ま
ず
い
と
思
い
ま
す
。 

Ｇ
＝
思
想
を
持
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
そ
ん

な
考
え
は
ダ
メ
と
か
言
っ
て
は
い
け
な
い
。 

Ｃ
＝
そ
れ
は
、
そ
う
思
う
。
人
の
内
面
の
こ
と

に
つ
い
て
ダ
メ
は
お
か
し
い
。
内
面
は
自
由
な

の
が
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。 

Ａ
＝
靖
国
参
拝
も
基
本
的
に
は
自
由
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
戦
前
戦
中
、
靖
国
神
社
が
国

家
と
一
緒
に
な
っ
て
果
た
し
て
き
た
役
割
を
考

え
る
と
簡
単
に
は
片
付
け
ら
れ
な
い
。
ま
し
て

や
、
国
家
権
力
を
行
使
で
き
る
立
場
に
い
る
公

務
員
の
参
拝
は
問
題
で
す
。 

Ｆ
＝
世
の
中
に
は
社
会
常
識
が
あ
り
、
ル
ー
ル

が
あ
り
ま
す
。
苦
情
も
含
め
て
自
治
会
長
は
受

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
ゴ
ミ
出

し
で
も
決
ま
っ
た
袋
を
買
っ
て
そ
れ
に
入
れ
て

出
す
。
そ
う
い
う
ル
ー
ル
。
ル
ー
ル
違
反
の
ゴ

ミ
袋
は
引
き
取
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
木
の
枝
が

自
分
の
敷
地
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
の
も
ま
ず

い
で
す
よ
ね
。
社
会
常
識
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
。 

Ａ
＝
保
守
改
憲
派
は
、
そ
こ
を
言
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
あ
ま
り
に
も
現
実
の
社
会
が
自
由

奔
放
で
、
あ
る
意
味
退
廃
し
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
不
満
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
だ
か
ら
、
国
民
を
縛
る
憲
法
を
つ
く
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。 

自
民
党
改
憲
草
案
Ｑ
＆
Ａ
で
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。「
自
由
に
は
規
律
を
伴
う
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
」「
内
心
の

自
由
は
ど
こ
ま
で
も
自
由
で
す
が
、
そ
れ
を
社

会
的
に
表
現
す
る
段
階
に
な
れ
ば
、
一
定
の
制

限
を
受
け
る
の
は
当
然
で
す
。」 

Ｇ
＝
桜
井
良
子
さ
ん
は
自
民
党
に
近
い
が
、
教

育
が
ダ
メ
に
な
っ
た
、
義
務
と
責
任
感
が
な
く

な
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

Ａ
＝
だ
か
ら
、
規
律
正
し
く
、
従
順
な
国
民
を

つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
先
に
見
え
て

く
る
の
が
、
安
倍
首
相
の
い
う
「
う
つ
く
し
い

日
本
」
と
な
り
ま
す
。 

Ｅ
＝
ル
ー
ル
と
常
識
、
自
由
と
い
う
の
は
、
対

峙
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
立
憲
主
義
の
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所
で
も
自
由
と
か
人
権
は
、
相
手
の
自
由
や
相

手
の
人
権
を
侵
さ
な
い
限
り
尊
重
さ
れ
る
と
い

う
の
が
日
本
国
憲
法
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
公

共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
そ
の
自
由
は
国

が
保
障
す
る
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
人
に
迷
惑

を
か
け
た
り
、
他
人
の
人
権
を
侵
害
す
る
場
合

に
は
ダ
メ
で
す
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

今
自
民
党
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
公
と
か
国

と
か
、
そ
う
い
う
立
場
で
見
た
場
合
、
個
人
と

い
う
も
の
が
広
が
り
過
ぎ
て
勝
手
す
ぎ
る
。
だ

か
ら
、
押
さ
え
つ
け
よ
う
と
す
る
条
文
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

        

良
心
の
自
由
を
侵
す 

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
強
制 

 

司
会
＝
１
９
９
９
年
８
月
、「
国
旗
及
び
国
歌

に
関
す
る
法
律
」（
国
旗
・
国
歌
法
）
が
制
定 

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
学
校
現
場
で

は
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
「
日
の
丸
」
掲
揚
、

「
君
が
代
」
斉
唱
の
強
制
が
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
制
定
以
降
は
法
律
が
で
き
た
の
だ
か
ら
と
、

さ
ら
に
強
制
の
圧
力
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
皆
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。 

Ｇ
＝
明
ら
か
に
「
思
想
信
条
の
自
由
」
に
触
れ

ま
す
。
憲
法
違
反
で
す
。 

Ｃ
＝
「
国
旗
・
国
歌
法
」
そ
の
も
の
が
憲
法
に

違
反
し
て
お
り
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
法
律

は
無
効
で
は
な
い
の
で
す
か
。 

Ａ
＝
「
国
旗
・
国
歌
法
」
は
、
１
条
で
「
日
の

丸
」
を
国
旗
と
、
２
条
で
「
君
が
代
」
を
国
歌

と
定
め
て
い
る
だ
け
で
、
学
校
行
事
な
ど
で
掲

揚
、
斉
唱
す
べ
き
義
務
を
課
し
た
り
し
て
い
ま

せ
ん
。
ま
し
て
や
反
対
し
た
り
歌
わ
な
か
っ
た

人
に
対
し
て
不
利
益
を
課
す
な
ど
の
規
定
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

Ｅ
＝
そ
も
そ
も
「
日
の
丸
」、「
君
が
代
」
が
日

本
国
憲
法
の
も
と
で
ふ
さ
わ
し
い
の
か
、
侵
略

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
「
日
の
丸
」
が
、
天
皇

を
主
権
者
と
す
る
「
君
が
代
」
の
歌
詞
が
国
民

主
権
の
原
理
を
と
る
日
本
国
憲
法
に
ふ
さ
わ
し

い
の
か
。
十
分
な
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

Ｄ
＝
東
京
の
小
・
中
・
高
校
の
教
職
員
に
よ
る

都
及
び
教
育
委
員
会
に
対
し
て
の
「
日
の
丸
・

君
が
代
」
不
起
立
裁
判
は
、
こ
の
「
強
制
」
に

従
わ
な
か
っ
た
教
職
員
に
出
さ
れ
た
懲
戒
処
分

に
対
し
闘
わ
れ
て
い
ま
す
。
裁
判
所
は
業
務
命

令
違
反
に
対
す
る
処
分
の
量
刑
を
判
断
す
る
の

み
で
、
一
部
勝
訴
し
て
い
ま
す
が
、
憲
法
判
断

に
は
踏
み
込
ん
で
い
ま
せ
ん
。 

Ｂ
＝
青
少
年
育
成
推
進
の
役
員
を
し
て
い
ま
す

が
、
学
校
へ
行
く
と
卒
業
式
や
そ
の
他
の
式
典

の
時
、
日
の
丸
に
向
か
い
起
立
し
て
君
が
代
斉

唱
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、
自
分
一
人
だ
け
座

っ
て
い
る
勇
気
も
な
い
の
で
起
立
し
て
口
パ
ク

く
ら
い
の
抵
抗
し
か
で
き
ま
せ
ん
。 

Ｆ
＝
運
動
会
で
も
国
旗
掲
揚
が
あ
り
ま
す
。 

Ｄ
＝
法
律
で
国
旗
国
歌
法
が
で
き
た
か
ら
、
そ

れ
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
い
ま

「都教委１０・２３通達」に対し、「日の丸・君
が代」強制反対の予防訴訟を行った都高教の教
員に、最高裁は不当判決を下す。（12・2・9） 
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す
。 

Ｅ
＝
そ
の
法
律
で
処
分
さ
れ
る
。
大
阪
な
ん
か

望
遠
鏡
で
口
が
動
い
て
い
る
か
ま
で
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ
る
。
そ
こ
ま
で
徹
底
し
て
い
ま
す
。 

Ｂ
＝
で
も
日
本
国
憲
法
の
方
が
国
旗
国
歌
法
よ

り
上
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
お
か
し
い
で
す
よ

ね
。 

Ｄ
＝
だ
か
ら
、
そ
こ
で
す
。
本
来
は
、
法
律
は

憲
法
を
上
回
っ
て
は
い
け
な
い
わ
け
。
そ
し
て

思
想
信
条
の
自
由
と
は
内
面
な
の
だ
か
ら
余
計

に
守
ら
れ
て
当
然
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。 

Ａ
＝
だ
か
ら
裁
判
も
憲
法
解
釈
に
は
触
れ
な
い

で
、
逃
げ
て
い
ま
す
。 

Ｅ
＝
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
裁
判
は
最
高
裁
ま

で
行
く
と
み
ん
な
敗
訴
す
る
。
ま
と
め
る
と
、

今
の
社
会
通
念
上
、
社
会
常
識
上
、
君
が
代
は

起
立
し
て
歌
う
で
し
ょ
う
。
今
、
運
動
会
の
こ

と
も
出
た
け
れ
ど
、
各
行
事
で
は
日
の
丸
を
揚

げ
ま
す
よ
ね
。
社
会
通
念
上
や
っ
て
い
る
こ
と

だ
か
ら
、
学
校
の
先
生
が
そ
れ
に
従
う
の
は
、

普
通
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
や
ら
な
い
か
ら
と
い
う
こ

と
で
や
る
様
に
業
務
命
令
を
出
す
わ
け
。
業
務

命
令
違
反
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。
君
が
代
を
歌

う
歌
わ
な
い
と
い
う
問
題
じ
ゃ
な
く
て
業
務
命

令
違
反
と
し
て
処
分
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の

考
え
方
で
裁
判
で
は
敗
訴
と
な
る
わ
け
で
す
。

法
律
の
判
断
も
社
会
常
識
・
習
慣
が
非
常
に
大

き
な
部
分
を
占
め
ま
す
。 

Ａ
＝
憲
法
で
保
障
し
て
い
る
権
利
や
自
由
で
あ

っ
て
も
、
た
た
か
わ
な
か
っ
た
ら
踏
み
に
じ
ら

れ
る
と
い
う
典
型
だ
と
思
い
ま
す
。 

Ｃ
＝
今
年
の
９
月
、
埼
玉
県
の
高
等
学
校
の
教

科
書
採
択
に
県
議
会
が
口
を
出
す
と
い
う
問
題

が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
史
の
教
科
書
で 

〝
国

旗
掲
揚
や
国
歌
斉
唱
に
つ
い
て
、
一
部
の
自
治

体
で
公
務
員
へ
の
強
制
の
動
き
が
あ
る
。
〟 

と
記
述
し
た
実
教
出
版
の
歴
史
教
科
書
を
採
択

し
た
県
教
委
へ
の
圧
力
と
言
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
教
科
書
は
神
奈
川
県

で
は
採
択
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

Ａ
＝
現
憲
法
下
で
も
時
の
政
府
は
、
法
律
や
世

論
を
誘
導
し
て
愛
国
心
と
か
、
国
民
の
責
務
と

か
、
道
徳
な
る
も
の
を
押
し
つ
け
て
き
て
い
ま

す
。
言
え
ば
、
個
人
の
在
り
方
に
国
家
が
口
を

出
し
て
き
て
い
ま
す
。 

自
民
党
草
案
か
ら
見
え
て
く
る
も
の 

 

司
会
＝
自
民
党
草
案
の
19
条
は
、「
思
想
及
び

良
心
の
自
由
は
、
保
障
す
る
」
と
、「
侵
し
て

は
な
ら
な
い
」
を
「
保
障
す
る
」
に
変
え
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
見
え
て
く
る
も
の
は
何
で
し
ょ

う
か
。 

Ｃ
＝
そ
こ
の
所
が
全
く
分
か
ら
な
い
。
自
由
権

を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
な
ん
の
問
題

も
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。 

Ａ
＝
誰
が
誰
に
何
を
保
障
す
る
の
か
。
人
権
意

識
が
欠
如
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
心
の
自
由

は
誰
か
が
保
障
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

「
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
が
正
し
い
と
思
い
ま

す
。 

Ｅ
＝
天
賦
人
権
は
、
あ
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と

だ
か
ら
保
障
す
る
と
い
う
言
葉
自
体
が
お
か
し

い
で
す
ね
。
侵
し
て
は
な
ら
な
い
は
、
は
じ
め

か
ら
持
っ
て
い
る
も
の
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
。
当
た
り
前
に
あ
る
も
の
を
保
障

す
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
で
す
ね
。 

Ｂ
＝
内
面
の
自
由
に
対
し
て
保
障
す
る
と
は
、

国
家
権
力
の
介
入
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
ま
す
。
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つ
ま
り
、「
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、
国

家
権
力
が
国
民
の
思
想
を
問
い
た
だ
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。、 

 

憲
法
が
め
ざ
す
社
会
の
実
現
を 

 

Ａ
＝
今
の
日
本
は
憲
法
が
め
ざ
し
て
い
る
社
会

と
は
ほ
ど
遠
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
自
民
党
は

現
状
の
社
会
に
憲
法
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
考
え

て
い
ま
す
。 

Ｅ
＝
憲
法
に
は
、
こ
う
い
う
国
家
で
あ
る
べ
き

だ
と
い
う
理
想
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
理
想
は
、

建
前
と
し
て
大
事
だ
と
思
う
。
建
前
・
理
想
が

な
か
っ
た
ら
自
分
達
は
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
い

け
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
本
音 

        

・
本
能
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
皆
、
バ
ラ
バ
ラ
で
し

ょ
う
。
こ
う
い
う
理
想
の
社
会
が
あ
っ
て
、
そ

こ
に
皆
で
向
か
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
と
い
う
意
味
で
憲
法
は
非
常
に
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。 

Ａ
＝
本
当
に
理
想
を
求
め
な
い
政
治
家
は
い
ら

な
い
で
す
ね
。
我
々
主
権
者
が
彼
ら
を
選
ば
な

け
れ
ば
い
い
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
選
挙
の

結
果
は
現
状
の
通
り
な
の
で
ガ
ッ
カ
リ
し
ま

す
。。 

Ｂ
＝
憲
法
、
理
想
を
大
事
に
す
る
有
権
者
が
少

な
い
と
い
う
こ
と
か
、
残
念
だ
ね
。 

Ｄ
＝
あ
の
福
島
県
で
も
自
民
党
が
勝
ち
ま
し
た

か
ら
ね
。 

Ｂ
＝
こ
ん
な
に
憲
法
が
大
事
な
の
に
学
校
で
も

充
分
、
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
ね
。
こ
こ
へ
来
て

初
め
て
勉
強
し
な
け
れ
ば
と
気
付
き
ま
し
た
。 

Ｇ
＝
今
回
学
ん
で
立
憲
主
義
と
い
う
こ
と
で
憲

法
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
を
守
れ
と
い
う
発
想
の
も
と
に
憲
法

が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
、
今
ま
で

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

Ｂ
＝
立
憲
主
義
な
ん
て
、
今
ま
で
あ
ま
り
言
わ

な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。 

Ｅ
＝
憲
法
の
前
文
の
議
論
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
前
文
が
日
本
国
憲
法
全
体
を
象
徴
し
て
お

り
、
前
文
の
理
想
に
沿
っ
て
全
体
が
出
来
上
が

っ
て
い
ま
す
。 

Ｄ
＝
思
想
信
条
の
自
由
が
守
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
、
現
実
守
ら
れ
て
い
な
い
実
態
が
出
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
自
分
自
身
の
認
識
も
整
理
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
皆
で
出
し
合
え
ば

い
い
と
思
い
ま
す
。
社
会
的
な
自
分
の
内
面
は

ど
う
な
の
か
、
外
的
な
部
分
と
の
関
係
、
地
域

社
会
や
職
場
で
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ

が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
保
障
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
、
自
分
と
し
て
ど
う
保
障
さ
せ

る
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
職
場
と
生
活
の
中

で
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

司
会
＝
ま
だ
ま
だ
討
論
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
紙

面
の
都
合
で
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
続
き
は
、
次
回
の
第
21
条
「
集
会
・
結

社
・
出
版
の
自
由
」
の
と
こ
ろ
に
引
き
継
ぎ
た

い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 


