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１
．
憲
法
と
法
律

日
本
国
憲
法
は
、
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二

年
）
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
、
今
年
（
二
〇
一

七
年
）
で
ち
ょ
う
ど
七
〇
年
を
迎
え
ま
し
た
。

①
そ
の
日
本
国
憲
法
に
は
、
基
本
的
人
権
に
つ

い
て
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有

を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保

障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き

な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来

の
国
民
に
与
へ
ら
れ
る
。」（
同
第
一
一
条
）

「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び

権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、

国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
つ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ

れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。」（
同
第
一
二

条
）

「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ

る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る

国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に

反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上

で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。」（
同
第

一
三
条
）

こ
の
よ
う
に
基
本
的
人
権
は
、
人
が
生
ま
れ

な
が
ら
に
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
憲

法
第
一
二
条
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
を

保
持
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

②
そ
し
て
、
国
会
の
立
法
権
に
基
づ
い
て
次
の

よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
つ
い
て
、
法
律
が

制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ

な
分
野
の
法
律
も
活
用
し
な
が
ら
、
不
断
の
努

力
に
よ
っ
て
、
現
実
に
基
本
的
人
権
を
保
持

し
、
実
効
性
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

民
事
・
家
事
関
係

商
法
・
会
社
法
関
係

労
働
関
係

消
費
者
保
護
関
係

刑
事
関
係

行
政
関
係
　
　
そ
の
他

近
年
に
は
次
の
法
律
の
制
定
や
改
正
も
な
さ

れ
ま
し
た
。

弁
護
士
　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
人
権
問
題
啓
発
委
員
会
委
員

佐
賀
千
惠
美
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ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
法

部
落
差
別
解
消
推
進
法

個
人
情
報
保
護
法

ま
た
、
刑
法
の
性
的
犯
罪
を
処
罰
す
る
条
文

も
改
正
さ
れ
、
一
八
歳
未
満
の
人
の
監
護
者
に

よ
る
加
害
を
罰
す
る
条
文
も
加
わ
り
ま
し
た
。

２
．
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
判
例

①
過
労
自
殺
や
過
労
死

大
手
広
告
会
社
の
女
性
社
員
が
過
重
な
業
務

に
よ
っ
て
過
労
自
殺
し
た
こ
と
が
、
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
セ
メ
ン
ト
会

社
に
勤
め
て
い
た
が
今
か
ら
七
年
前
に
二
六
歳

で
過
労
自
殺
し
た
男
性
の
父
親
は
、「
ま
さ
か
、

う
ち
の
子
に
限
っ
て
。
本
当
に
そ
ん
な
感
じ
で

す
。」
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
母
親

は
、
息
子
を
「
頑
張
る
し
か
な
い
や
ん
。」
と

励
ま
し
続
け
て
い
た
が
「
私
た
ち
の
世
代
は
我

慢
す
る
。
努
力
す
る
が
美
徳
だ
っ
た
か
ら
。
で

も
、
も
っ
と
違
う
言
い
方
を
し
て
い
れ
ば
」
と

後
悔
が
尽
き
な
い
と
の
こ
と
で
す
（
京
都
新
聞

平
成
二
九
年
七
月
二
五
日
夕
刊
）。

平
成
二
九
年
七
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
総
合

対
策
大
綱
で
は
、
若
者
の
自
死
が
な
か
な
か
減

ら
な
い
現
状
で
あ
る
の
で
、
学
校
現
場
で
の

「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
し
方
教
育
」
を
さ
ら
に
推
進
す

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
同
夕
刊
）。

労
働
基
準
法
は
労
働
時
間
を
原
則
と
し
て
一

日
八
時
間
、
週
四
〇
時
間
ま
で
と
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
労
働
協
定
に
よ
り
或
る
程
度
は
延

長
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
そ
れ
を
超
え
た

と
き
は
労
働
基
準
法
違
反
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
も
と
も
と
十
二
指
腸
潰か
い

瘍よ
う

の
持
病
が

あ
っ
た
ケ
ー
ス
で
も
、
一
二
日
間
の
過
密
な
海

外
出
張
の
一
一
日
目
に
再
発
し
て
手
術
を
し
た

場
合
、
過
重
な
業
務
で
急
激
に
悪
化
し
た
の
で

業
務
に
起
因
す
る
と
し
て
労
働
災
害
と
認
め
た

判
例
も
あ
り
ま
す
（
最
高
裁
判
所
　
平
成
一
八

年
九
月
七
日
判
決
）。

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
個
人
利
用
者
に
よ
る
名

誉
棄
損
（
最
高
裁
判
所
　
平
成
二
二
年
三
月
一

五
日
決
定
）

こ
れ
は
刑
事
事
件
で
あ
り
、
被
告
人
が
自
分

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
よ

る
飲
食
店
の
加
盟
店
の
募
集
を
し
て
い
る
被
害

会
社
が
カ
ル
ト
集
団
で
あ
る
と
か
、
同
社
が
会

社
説
明
会
の
広
告
が
虚
偽
だ
な
ど
と
書
い
た
こ

と
が
、
名
誉
棄
損
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
雑
誌
・
新
聞
や
ビ
ラ
等
に
よ
る

名
誉
棄
損
が
問
題
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

最
高
裁
の
決
定
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
個
人

利
用
者
に
よ
る
表
現
行
為
の
場
合
に
お
い
て

も
、
他
の
場
合
と
同
様
に
、
行
為
者
が
摘
示
し

た
事
実
を
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
確
実
な
資
料
、
根
拠
に
照
ら
し
て
相
当

の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、

名
誉
棄
損
罪
は
成
立
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
っ
て
、
よ
り
穏
や
か
な
要
件
で
同

罪
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
も
の
と
は
解
さ
れ
な

い
。」
と
判
断
し
ま
し
た
。

③
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
の
問
題

学
校
で
の
い
じ
め
を
苦
に
自
死
に
い
た
っ
た

子
ど
も
の
ニ
ュ
ー
ス
が
、
今
年
に
も
あ
り
ま
し

た
。私

（
佐
賀
）
も
、
以
前
に
公
立
中
学
校
で
の
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い
じ
め
に
つ
い
て
、
被
害
者
側
の
弁
護
士
と
し

て
訴
訟
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
訴

訟
は
マ
ス
コ
ミ
で
も
紹
介
さ
れ
た
の
で
次
の
限

り
で
書
い
て
も
守
秘
義
務
に
は
反
し
な
い
と
思

い
ま
す
。

何
年
か
前
に
、
公
立
中
学
校
の
男
子
生
徒
が

学
校
で
屈
辱
的
な
い
じ
め
を
受
け
、
学
校
に
行

き
た
が
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
が

「
ど
う
し
て
学
校
に
行
か
な
い
ん
だ
」
と
尋
ね

た
と
こ
ろ
、「
学
校
に
行
く
く
ら
い
な
ら
、
死

ん
だ
方
が
ま
し
だ
」
と
答
え
た
の
で
、
お
父
さ

ん
は
び
っ
く
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
子
と
話
を
し
た
り
友
人
に
聞
い
た
り

し
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
中
学
校
で
他
の
男
子
生

徒
か
ら
い
じ
め
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
お
父
さ
ん
が
最
初
に
息
子
に
尋
ね
た

と
き
に
、
も
し
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
だ

ろ
う
と
思
う
と
、
背
筋
が
寒
く
な
り
ま
す
。

そ
の
後
に
、
弁
護
士
で
あ
る
私
へ
の
相
談
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
手
続
き
を
と
り
ま
し

た
。

ⅰ
   い
じ
め
て
い
た
生
徒
の
暴
力
に
対
し
て
、

警
察
に
刑
事
事
件
（
少
年
事
件
）
と
し
て
の

被
害
届
を
出
し
ま
し
た
。

ⅱ

い
じ
め
た
生
徒
、
そ
の
親
、
お
よ
び
い
じ

め
が
分
か
り
な
が
ら
対
処
し
な
か
っ
た
中
学

校
の
教
師
の
三
者
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
生
徒
、
そ
の

親
、
中
学
校
を
開
設
し
運
営
し
て
い
る
市
の

三
者
を
被
告
と
し
て
、
民
事
訴
訟
も
提
起
し

ま
し
た
。

④
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
最
高
裁

判
所
　
平
成
二
六
年
十
月
二
三
日
判
決
）

労
働
基
準
法
は
母
性
保
護
の
た
め
に
、
使
用

者
は
妊
娠
中
の
女
性
が
請
求
し
た
場
合
に
は
他

の
軽
易
な
業
務
に
転
換
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
雇
用
均
等
法
は
、
使
用
者
は
妊
娠
中

の
女
性
が
他
の
軽
易
な
業
務
に
転
換
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
マ
タ
ハ
ラ
訴
訟
（
マ
タ
ニ
テ
ィ

ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
訴
訟
）
と
し
て
注
目
さ
れ

た
ケ
ー
ス
で
は
、
理
学
療
法
士
で
副
主
任
だ
っ

た
女
性
が
、
妊
娠
に
よ
り
軽
易
な
業
務
へ
の
転

換
を
希
望
し
て
平
成
二
○
年
三
月
か
ら
副
主
任

を
免
ぜ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成
二
○

年
九
月
一
日
か
ら
産
前
産
後
の
休
業
を
し
た

後
、
引
き
続
い
て
育
児
休
業
を
し
た
う
え
、
平
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成
二
一
年
一
〇
月
に
職
場
に
復
帰
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
職
場
復
帰
の
後
に
妊
娠
前
の
副
主
任

の
ポ
ス
ト
へ
の
復
帰
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。そ

の
た
め
女
性
が
、
副
主
任
の
管
理
職
手
当

と
損
害
賠
償
請
求
を
求
め
て
訴
訟
を
し
ま
し

た
。こ

の
訴
訟
で
最
高
裁
判
所
の
櫻
井
龍
子
裁
判

官
は
補
足
意
見
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま

す
。「
育
児
休
業
後
に
は
原
則
と
し
て
原
職
又

は
原
職
相
当
職
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
が
多
く
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
他
の
労
働
者

の
配
置
そ
の
他
の
雇
用
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
配
慮
す
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
な

ど
、
こ
れ
ら
一
連
の
法
令
等
の
規
定
の
趣
旨
及

び
目
的
を
十
分
に
踏
ま
え
た
観
点
か
ら
の
検
討

が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
法
令

等
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
措
置
は
、
育
児
休
業
が

相
当
長
期
間
に
わ
た
る
休
業
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
我
が
国
の
企
業
等
の
人
事
管
理
の
実
態

と
育
児
休
業
を
と
る
労
働
者
の
保
護
の
調
整
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
の
実
効
性
を
担
保
し
育

児
休
業
を
と
り
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
を
図

る
た
め
の
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
で
あ

る
。本

件
に
お
い
て
は
、
上
告
人
が
職
場
復
帰
を

前
提
と
し
て
育
児
休
業
を
と
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
復
帰
後
に
ど
の

よ
う
な
配
置
を
行
う
か
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
上

告
人
に
も
明
示
し
た
上
、
他
の
労
働
者
の
雇
用

管
理
も
そ
の
こ
と
を
前
提
に
行
う
べ
き
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
法
廷
意
見
に
述
べ

る
通
り
育
児
休
業
取
得
前
に
上
告
人
に
復
帰
後

の
配
置
等
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
が
行
わ
れ
た

と
は
認
め
ら
れ
ず
、
し
か
も
本
件
措
置
後
間
も

な
く
上
告
人
よ
り
後
輩
の
理
学
療
法
士
を
上
告

人
が
軽
易
業
務
へ
の
転
換
前
に
就
任
し
て
い
た

副
主
任
に
発
令
、
配
置
し
、
専
ら
そ
の
ゆ
え
に

上
告
人
に
育
児
休
業
か
ら
復
帰
後
も
副
主
任
の

発
令
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。」。

こ
の
最
高
裁
判
所
判
決
の
後
も
、
妊
娠
や
出

産
を
理
由
に
会
社
を
辞
め
ろ
と
言
わ
れ
る
こ
と

す
ら
、
後
を
絶
た
な
い
状
況
が
あ
る
よ
う
で

す
。
こ
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
世
界
的
に

も
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

⑤
講
演
会
参
加
者
リ
ス
ト
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

（
最
高
裁
判
所
　
平
成
一
五
年
九
月
一
二
日
判

決
）

早
稲
田
大
学
が
江
沢
民
中
華
人
民
共
和
国
国

家
主
席
（
当
時
）
の
来
日
の
際
の
講
演
会
を
主

催
し
ま
し
た
。

学
生
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
学
内
に
備
え
置

か
れ
た
名
簿
に
希
望
者
が
学
籍
番
号
、
氏
名
、

住
所
お
よ
び
電
話
番
号
を
事
前
の
一
定
期
間
内

に
記
入
し
た
う
え
で
参
加
証
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
同
大
学
は

警
視
庁
、
外
務
省
、
中
国
大
使
館
等
か
ら
万
全

の
警
備
体
制
の
要
請
を
受
け
、
と
く
に
警
視
庁

か
ら
は
警
備
の
た
め
同
名
簿
等
の
提
出
を
求
め

ら
れ
、
大
学
と
し
て
警
備
を
警
察
に
委ゆ
だ

ね
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
前
記
の
名
簿
や
教
職

員
、
留
学
生
、
プ
レ
ス
グ
ル
ー
プ
の
参
加
申
込

者
名
簿
の
写
し
の
警
察
へ
の
提
出
に
応
じ
ま
し

た
。
こ
の
名
簿
提
出
に
つ
き
、
大
学
と
し
て
学

生
の
同
意
を
得
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

最
高
裁
判
所
判
決
は
、
こ
の
名
簿
の
情
報
が

一
般
的
に
他
者
に
み
だ
り
に
開
示
さ
れ
た
く
な

い
と
感
じ
る
個
人
情
報
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
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お
い
て
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
係
る
情
報
」
で
あ

る
こ
と
を
、
認
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
結
果
的

に
原
告
一
人
当
た
り
五
千
円
の
慰
謝
料
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
。

３
．
人
類
の
叡
智
と
し
て
の
基
本
的
人
権

人
類
が
誕
生
し
て
長
い
年
月
が
経
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
長
い
歴
史
の
中
に
は
奴
隷
制
度
が
当

然
と
思
わ
れ
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
わ
け
で

す
。人

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
基
本
的
人
権
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
の
人
類
の

長
い
歴
史
の
中
で
は
比
較
的
新
し
い
考
え
方
に

属
す
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
人
類

が
歴
史
と
経
験
の
中
か
ら
生
み
出
し
た
叡
智
で

あ
り
、
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

憲
法
は
本
来
は
国
等
を
規
律
す
る
た
め
の
も

の
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
前
記
の
よ
う
に

憲
法
に
は
「
国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権

の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。」、「
す
べ
て
国
民

は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
憲
法
が
目
指
す
の
は
、
人
が
個
人

と
し
て
尊
重
さ
れ
多
様
な
人
が
共
存
で
き
基
本

的
人
権
の
尊
重
が
現
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
、
法
人
と
個
人
の
間
や
、

個
人
と
個
人
の
間
で
も
こ
の
理
念
の
実
現
が
図

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
基
本
的
人
権
は
日
本
国
憲
法
に
も
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
与
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
私
た
ち
が
「
不
断
の
努
力
に
よ
つ

て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。


