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本
書
『
憲
法
を
読
み
解
く
』
は
、
日
本
国
憲
法
の
条
文
を
記
し
た
あ
と
、
条
文
ご
と
に
そ
の
内
容
を
解
読
し
て
い
く
コ
ン
パ
ク
ト
な
憲

法
の
入
門
書
で
す
。
法
典
を
最
初
の
条
文
か
ら
一
つ
ひ
と
つ
解
説
し
て
い
く
本
に
は
『
注
釈
』、『
註
解
』、『
条
解
』、『
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
』（
＝K

om
m
entar

〔
ド
イ
ツ
語
〕・com

m
entary

〔
英
語
〕。「
逐
条
解
説
書
」
と
い
う
意
味
）
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
る
の
が
一

般
的
で
す
。
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
解
説
書
の
類
が
多
く
公
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
法
を
専
門

的
に
学
ぶ
人
を
対
象
と
し
、
憲
法
を
基
本
か
ら
知
り
た
い
と
思
う
一
般
人
に
と
っ
て
は
難
し
い
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
本

書
は
、
専
門
家
で
は
な
い
け
れ
ど
も
日
本
国
憲
法
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
考
え
る
人
を
想
定
し
、
そ
の
基
本
か
ら

知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
書
き
進
め
ま
し
た
。
わ
か
り
に
く
い
と
思
う
専
門
的
な
言
葉
に
は
「（
＝
〇
〇
）」
と
い
っ
た
形
の
解
説

を
つ
け
ま
し
た
。

＊　
　
　
　
＊　
　
　
　
＊

　

憲
法
も
他
の
法
令
と
同
じ
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
人
間
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
す
る
法
規
範
（
＝
ル
ー
ル
）
で
す
。
で
す
か
ら

理
解
の
出
発
点
は
、
ま
ず
憲
法
の
条
文
を
正
確
に
読
む
こ
と
で
す
。
次
に
そ
の
条
文
が
、
何
に
つ
い
て
、
何
の
た
め
に
、
何
を
定
め
た
の

か
、
を
大
ま
か
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
本
書
で
は
「
趣
旨
」
と
し
て
記
し
ま
し
た
。
現
在
、
世
界
の
多
く
の
国
々

に
は
「
憲
法
」
が
あ
り
ま
す
。
憲
法
の
各
条
文
は
あ
る
日
突
然
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
過
去
に
生
き
た
人
々
の
経
験
と
知

恵
を
背
景
と
し
て
い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
九
七
条
も
「
こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自

由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
錬
に
堪
へ
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で

き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
ま
す
。
ま
た
一
二
条
前
段
は
「
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
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
努
力
の
歴
史
を
知
る
こ
と
は
、
各
条
文
を
正
確
に
理

解
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
す
。
本
書
は
、
外
国
に
お
け
る
憲
法
の
歴
史
、
明
治
憲
法
の
内
容
と
問
題
点
、
そ
し
て
日
本
国
憲
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法
制
定
時
の
考
え
方
を
「
背
景
」
と
し
て
記
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
趣
旨
」、「
背
景
」
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
各
条
文
を
ど
の
よ
う
に

理
解
（
＝
解
釈
）
す
べ
き
か
、
つ
ま
り
各
条
文
が
定
め
た
ル
ー
ル
の
「
内
容
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
現
時
点

に
お
け
る
判
例
（
＝
裁
判
所
が
示
し
た
判
決
・
決
定
の
内
容
）
と
学
説
（
＝
憲
法
の
研
究
者
が
示
し
た
考
え
方
）
を
中
心
に
解
説
し
ま
し
た
。

＊　
　
　
　
＊　
　
　
　
＊

　

本
書
は
こ
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、「
憲
法
と
は
何
か
」（
＝
憲
法
の
定
義
）
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

こ
の
問
い
の
答
え
は
本
書
全
体
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
お
お
ま
か
な
答
え
を
知
っ
て
お
く
方
が
理
解
は
進

む
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

憲
法
の
定
義
と
し
て
、「
国
の
か
た
ち
表
す
も
の
」
と
文
学
的
に
表
現
し
た
小
説
家
も
い
ま
す
が
、
こ
の
定
義
は
き
わ
め
て
不
正
確
で

す
。
そ
れ
は
「
か
た
ち
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
あ
い
ま
い
だ
か
ら
で
す
。「
国
を
治
め
る
政
府
（
＝governm

ent

）
の
基
本
構
造
と
、

政
府
の
活
動
の
基
本
原
則
を
定
め
る
も
の
」
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
憲
法
（
＝
「
固
有
の
意
味
の
憲
法
」）
は
、

「
憲
法
」
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い
時
代
で
も
、「
国
」
が
成
立
し
た
以
上
、
必
ず
存
在
す
る
も
の
で
し
た
。
ど
ん
な
国
で
も
そ
れ
を
治
め

る
政
府
の
仕
組
み
と
活
動
原
則
は
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
「
憲
法
」
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
歴
史
的
に
は
近
世
（
＝
一
七
世
紀
ご
ろ
）
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
ろ
国
を
治
め

る
政
府
（
王
政
）
が
整
い
、
経
済
活
動
も
活
発
に
な
っ
て
、
政
府
の
下
で
統
治
活
動
（
＝
立
法
・
行
政
・
司
法
）
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ

き
か
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
意
識
は
、
政
府
が
暴
走
を
始
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
市
民
革
命
と
し
て
政
治
の
表
舞

台
に
登
場
し
ま
す
。
政
府
の
暴
走
を
食
い
止
め
、
一
般
人
の
生
命
・
自
由
・
財
産
を
い
か
に
守
る
か
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
が
、「
立
憲

主
義
」・「
自
由
主
義
」・「
民
主
主
義
」
な
ど
の
政
治
思
想
と
し
て
広
ま
っ
て
い
き
、
そ
れ
が
各
国
の
憲
法
（
＝
「
固
有
の
意
味
の
憲
法
」

の
う
ち
上
記
の
政
治
思
想
を
中
核
と
す
る
「
立
憲
的
意
味
の
憲
法
」）
の
条
文
の
中
に
書
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
本
書
は
、
こ
れ
ら
の
政
治
思
想

が
「
日
本
国
憲
法
」
の
条
文
に
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
を
説
明
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

＊　
　
　
　
＊　
　
　
　
＊
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一
九
四
七
年
五
月
三
日
に
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
七
四
年
の
歳
月
が
流
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
日
本
は
戦
争

の
当
事
者
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
治
安
警
察
や
軍
の
銃
口
が
国
民
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
理
不
尽
に

生
命
や
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
明
治
憲
法
の
時
代
と
一
番
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
日
本
国
憲
法

は
時
代
遅
れ
の
古
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
改
正
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
論
調
も
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
日
本
国
憲
法
が
何

を
定
め
、
何
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
果
た
し
て
日
本
国
憲
法
は
本
当
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
本
書
に
は
、
そ
の
答
え
を
探
す
手
掛
か
り
を
読
者
の
皆
さ
ん
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ
り
ま
す
。

＊　
　
　
　
＊　
　
　
　
＊

　

本
書
を
刊
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
私
の
以
上
の
よ
う
な
思
い
を
共
有
す
る
有
斐
閣
法
律
編
集
局
書
籍
編
集
部
の
笹
倉
武
宏
さ
ん
に
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
気
持
ち
を
記
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

＊　
　
　
　
＊　
　
　
　
＊

　

表
紙
の
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ア
（Eugéne D

elacroix

）
の
『
民
衆
を
導
く
自
由
の
女
神
（La Liberté guidant le peuple

）』

（
一
八
三
〇
年
）
は
、
私
の
執
筆
し
た
『
憲
法
へ
の
招
待
新
版
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
の
一
部
が
高
等
学
校
国
語
科
用
教
科
書

『
新
精
選
現
代
文
Ｂ
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
八
年
）
に
採
録
さ
れ
た
際
に
、
挿
絵
と
し
て
登
場
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
不
思
議
で
素

敵
な
出
会
い
か
ら
、
本
書
の
表
紙
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
二
一
年
三
月
八
日

国
際
女
性
デ
ー
（
ミ
モ
ザ
の
日
）
に
、「
個
人
の
尊
重
」
の
理
念
が
世
界
中
に
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
る
こ
と
を
願
っ
て

渋
谷　

秀
樹
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〔
上　

諭
〕

　

朕
は
、
日
本
国
民
の
総
意
に
基
い
て
、
新
日
本
建
設
の
礎

が
、
定
ま
る
に
至
つ
た
こ
と
を
、
深
く
よ
ろ
こ
び
、
枢
密
顧
問

の
諮
詢
及
び
帝
国
憲
法
第
七
十
三
条
に
よ
る
帝
国
議
会
の
議
決

を
経
た
帝
国
憲
法
の
改
正
を
裁
可
し
、
こ
こ
に
こ
れ
を
公
布
せ

し
め
る
。

　

御
名
御
璽

　

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣
兼　
　
　

吉　

田　
　

茂

外
務
大
臣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
務
大
臣
男
爵
幣
原
喜
重
郎

司
法
大
臣　
　
　

木
村
篤
太
郎

内
務
大
臣　
　
　

大　

村　

清　

一

文
部
大
臣　
　
　

田
中
耕
太
郎

農
林
大
臣　
　
　

和　

田　

博　

雄

国
務
大
臣　
　
　

斎　

藤　

隆　

夫

逓
信
大
臣　
　
　

一　

松　

定　

吉

商
工
大
臣　
　
　

星　

島　

二　

郎

厚
生
大
臣　
　
　

河　

合　

良　

成

国
務
大
臣　
　
　

植
原
悦
二
郎

運
輸
大
臣　
　
　

平
塚
常
次
郎

大
蔵
大
臣　
　
　

石　

橋　

湛　

山

国
務
大
臣　
　
　

金
森
徳
次
郎

国
務
大
臣　
　
　

膳　

桂
之
助

趣
　
旨　

現
行
憲
法
の
冒
頭
に
あ
る
こ
の
文
章
は
「
上じ
ょ

諭う
ゆ

」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
明
治
憲
法
の
上
諭
に
は
、
明
治
憲
法
制

定
の
由
来
や
趣
旨
な
ど
が
長
文
で
記
さ
れ
て
い
て
、
本
文
と
同
様

の
効
力
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
憲
法
の
下
で
、
法
律
や
予
算
な
ど
の
方
式
や
国
書
・
条
約

批
准
書
そ
の
他
の
天
皇
の
文
書
に
よ
る
行
為
の
様
式
の
基
準
や
国

民
に
知
ら
せ
る
方
法
は
、「
公
式
令
」
と
い
う
名
称
の
付
さ
れ
た

勅
令
（
＝
天
皇
の
定
め
た
法
規
範
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

公
式
令
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
条
文
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

　
「
第
三
条　

帝
国
憲
法
ノ
改
正
ハ
上
諭
ヲ
附
シ
テ
之
ヲ
公
布
ス

　

前
項
ノ
上
諭
ニ
ハ
枢
密
顧
問
ノ
諮
詢
及
帝
国
憲
法
第
七
十
三
条

ニ
依
ル
帝
国
議
会
ノ
議
決
ヲ
経
タ
ル
旨
ヲ
記
載
シ
親
署
ノ
後
御
璽

ヲ
鈐
シ
内
閣
総
理
大
臣
年
月
日
ヲ
記
入
シ
他
ノ
国
務
各
大
臣
ト
俱

ニ
之
ニ
副
署
ス
」。

　

公
式
令
の
下
で
、
憲
法
改
正
の
際
に
付
さ
れ
る
上
諭
は
天
皇
主

1



　

②
研
究
結
果
発
表
は
憲
法
二
一
条
が
保
障
す
る
表
現
の
う
ち
学

問
の
特
徴
を
も
つ
も
の
で
す
。
研
究
と
そ
の
結
果
発
表
の
自
由
は

大
学
な
ど
研
究
機
関
に
属
す
る
研
究
者
の
み
で
な
く
、
そ
の
内
容

が
学
問
の
特
質
を
備
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
す
べ
て
の
人
に
保
障
さ

れ
ま
す
。

　

③
教
授
は
学
問
研
究
成
果
を
学
校
な
ど
の
講
義
を
通
じ
て
教
え

る
営
み
で
す
。
教
授
の
自
由
の
保
障
さ
れ
る
場
が
大
学
等
の
高
等

教
育
機
関
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
初
等
中
等
教
育
機
関

ま
で
及
ぶ
の
か
、
考
え
方
は
分
か
れ
ま
し
た
。
最
高
裁
は
当
初
沿

革
的
に
大
学
の
み
に
教
授
の
自
由
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
主
な
理

由
と
し
て
、
大
学
に
の
み
保
障
さ
れ
る
と
し
ま
し
た
（
ポ
ポ
ロ
事

件
・
最
大
判
昭
和
三
八
年
五
月
二
二
日
刑
集
一
七
巻
四
号
三
七
〇
頁
）。

し
か
し
後
に
判
例
を
変
更
し
て
初
等
中
等
教
育
機
関
に
お
い
て
も

教
授
の
具
体
的
内
容
と
方
法
に
つ
い
て
あ
る
程
度
自
由
な
裁
量
が

認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
ま
し
た
（
旭
川
学
テ
事
件
・

最
大
判
昭
和
五
一
年
五
月
二
一
日
刑
集
三
〇
巻
五
号
六
一
五
頁
）。

⑵
　
大
学
の
自
治　

大
学
の
自
治
は
憲
法
に
明
文
規
定
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
京
大
瀧
川
事
件
が
示
す
よ
う
に
、
研
究
の
自

由
を
守
る
た
め
に
は
学
問
研
究
の
中
心
的
組
織
で
あ
る
大
学
が
政

府
権
力
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
高
裁
は

「
大
学
に
お
け
る
学
問
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
に

大
学
の
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
ま
し
た
（
前
出
・
ポ
ポ

ロ
事
件
）。
大
学
の
自
治
の
具
体
的
内
容
は
教
員
人
事
の
自
治
、

施
設
管
理
の
自
治
、
学
生
管
理
の
自
治
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
研
究
教
育
の
内
容
お
よ
び
方
法
の
自
主
決
定
権
、
予
算
管
理

の
自
治
も
含
む
と
解
す
る
考
え
方
も
有
力
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

自
治
を
担
う
中
心
的
組
織
は
、
教
授
そ
の
他
の
研
究
者
の
組
織
、

例
え
ば
学
部
教
授
会
・
大
学
院
研
究
科
委
員
会
・
評
議
会
な
ど
で

す
が
、
学
生
も
大
学
の
不
可
欠
の
構
成
員
と
し
て
何
ら
か
の
発
言

権
を
も
つ
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。

第
二
四
条　

①　

婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
成
立

し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、

相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

配
偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚

並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て

は
、
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚

し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

趣
　
旨　

本
条
は
「
個
人
の
尊
重
」（
↓
一
三
条
前
段
）
と

「
法
の
下
の
平
等
」（
↓
一
四
条
一
項
）
と
い
う
憲
法
の
基
本
原
理

を
家
族
関
係
に
反
映
さ
せ
る
規
定
で
す
。
一
項
は
婚
姻
と
夫
婦
の

あ
り
方
、
二
項
は
家
族
の
あ
り
方
の
基
本
原
則
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め

て
い
ま
す
。
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背
　
景　

明
治
憲
法
に
本
条
に
相
当
す
る
条
項
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
家
族
の
規
律
は
法
律
が
定
め
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
し
た
。
一
八
九
八
年
に
施
行
さ
れ
た
民
法
（
以
下
「
明
治
民

法
」）
の
家
族
の
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
家
制
度
を
と
り
、
家
長
で

あ
る
戸
主
に
家
族
の
婚
姻
の
同
意
権
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
権
限
を
与

え
ま
し
た
。
本
条
は
封
建
的
な
家
制
度
を
解
体
し
て
憲
法
の
理
念

に
基
づ
く
新
た
な
家
族
の
構
築
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
す
。
本

条
を
受
け
て
一
九
四
七
年
、
民
法
の
親
族
・
相
続
の
二
編
は
全
面

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

内

容　

⑴
　
婚
姻
の
自
由　

明
治
民
法
の
規
定
は
婚
姻

を
家
同
士
の
問
題
と
考
え
、
戸
主
の
同
意
や
親
の
同
意
が
な
け
れ

ば
本
人
同
士
の
合
意
が
あ
っ
て
も
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し

こ
の
制
限
は
個
人
の
意
思
を
無
視
す
る
も
の
で
、本
条
一
項
は「
婚

姻
は
、
両
性
の
同
意
の
み
に
基
い
て
成
立
」
す
る
と
し
た
の
で
す
。

　
「
両
性
」
と
は
、
本
条
の
制
定
当
時
は
男
性
と
女
性
を
想
定
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
同
性
同
士
の
婚
姻
あ
る

い
は
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
（
パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
）
を
認
め
る
国
が

急
増
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
二
〇
一
五

年
、
同
性
同
士
の
婚
姻
関
係
を
承
認
し
な
い
州
法
を
違
憲
と
し
ま

し
た
。

　
「
婚
姻
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
最
高
裁
は
「
婚
姻
の
本
質
は
、

両
性
が
永
続
的
な
精
神
的
及
び
肉
体
的
結
合
を
目
的
と
し
て
真
摯

な
意
思
を
も
っ
て
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
」
と
し
ま
す
（
最
大
判

昭
和
六
二
年
九
月
二
日
民
集
四
一
巻
六
号
一
四
二
三
頁
）。
確
か
に

こ
の
よ
う
な
共
同
生
活
を
男
女
が
営
む
ケ
ー
ス
が
多
数
派
で
し
ょ

う
。
し
か
し
「
真
摯
な
意
思
を
も
っ
て
」
こ
の
よ
う
な
共
同
生
活

を
営
も
う
と
す
る
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
現
に
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
を

多
数
派
が
否
定
す
る
の
は
個
人
の
尊
重
に
反
す
る
で
し
ょ
う
。
下

級
審
判
決
に
、
同
性
婚
を
認
め
な
い
の
は
本
条
と
一
三
条
に
反
し

な
い
と
し
つ
つ
、
一
四
条
一
項
に
反
す
る
差
別
的
取
扱
い
に
当
た

り
違
憲
と
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
（
札
幌
地
判
令
和
三
年
三
月
一

七
日
判
例
集
未
登
載
）。

　

当
人
同
士
の
同
意
以
外
の
要
素
を
婚
姻
要
件
と
す
る
こ
と
も
禁

止
さ
れ
ま
す
。
民
法
は
①
婚
姻
で
き
る
年
齢
を
男
性
一
八
歳
以
上
、

女
性
一
六
歳
以
上
と
し
（
七
三
一
条
。
こ
の
規
定
は
二
〇
二
二
年
四

月
一
日
か
ら
両
性
と
も
一
八
歳
以
上
に
な
り
ま
す
）、
さ
ら
に
未
成

年
者
（
二
〇
歳
未
満
の
者
）
に
つ
い
て
は
父
母
の
い
ず
れ
か
の
同

意
を
必
要
と
し
（
七
三
七
条
。
こ
の
規
定
は
成
年
年
齢
を
定
め
る
民

法
四
条
が
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
満
一
八
年
と
な
る
こ
と
に
伴

い
廃
止
さ
れ
ま
す
）、
②
重
婚
を
禁
止
し
（
七
三
二
条
）、
③
女
性

の
み
に
再
婚
禁
止
期
間
（
一
〇
〇
日
）
を
設
け
（
七
三
三
条
）、
④

近
親
者
間
・
直
系
姻
族
間
・
養
親
子
等
間
の
婚
姻
を
禁
止
し
（
七

三
四
条
・
七
三
五
条
・
七
三
六
条
）、
⑤
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
（
七
三
九
条
）
な
ど
を
定
め
ま
す
。
こ
れ
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ら
の
諸
規
定
も
合
理
性
が
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

③
に
つ
き
再
婚
禁
止
期
間
を
六
箇
月
と
す
る
旧
規
定
は
一
〇
〇

日
を
超
え
る
部
分
は
違
憲
と
さ
れ
ま
し
た
（
最
大
判
平
成
二
七
年

一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八
号
二
四
二
七
頁
）（
↓
一
四
条
⑹
）。

⑵
　
家
族
内
の
平
等　

本
条
は
「
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有

す
る
こ
と
を
基
本
」
と
し
（
一
項
）、
家
族
に
関
す
る
諸
々
の
事

項
に
つ
い
て
も
「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
」

す
べ
き
こ
と
（
二
項
）
を
要
請
し
て
い
ま
す
。
こ
の
要
請
に
基
づ

き
、
妻
に
行
為
能
力
を
認
め
な
い
明
治
民
法
の
規
定
は
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。
明
治
民
法
の
長
男
子
優
先
家
督
相
続
制
も
廃
止
さ
れ
て

同
じ
親
等
の
直
系
の
尊
属
・
卑
属
ま
た
は
兄
弟
姉
妹
の
法
定
相
続

分
は
平
等
に
な
り
ま
し
た
。
か
つ
て
法
律
婚
保
護
の
見
地
か
ら
兄

弟
姉
妹
で
も
嫡
出
子
（
婚
内
子
）
と
非
嫡
出
子
（
婚
外
子
）
の
区

別
に
応
じ
て
後
者
の
相
続
分
を
前
者
の
半
分
と
す
る
規
定
が
あ
り

ま
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
、
違
憲
と
さ
れ
て
（
最
大
決
平
成
二
五

年
九
月
四
日
民
集
六
七
巻
六
号
一
三
二
〇
頁
）（
↓
一
四
条
⑹
）
撤

廃
さ
れ
ま
し
た
。

　

民
法
七
五
〇
条
は
婚
姻
届
の
際
に
「
夫
婦
は
、
…
…
夫
又
は
妻

の
氏
を
称
す
る
」
と
し
、
戸
籍
法
七
四
条
は
「
夫
婦
が
称
す
る

氏
」
を
届
書
に
記
載
す
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
規
定
の
ゆ

え
に
諸
般
の
事
情
で
夫
婦
別
姓
を
望
む
男
女
は
、
や
む
を
え
ず
い

ず
れ
か
の
姓
（
氏
）
を
届
け
出
て
旧
姓
を
通
称
と
し
て
使
用
し
続

け
る
か
、
そ
れ
と
も
事
実
婚
を
選
択
し
て
社
会
生
活
を
営
ま
ざ
る

を
え
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
も
法
律
婚
を
選
択
し
た
者
の
う
ち
九

六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
夫
の
氏
と
す
る
の
が
実
態
で
す
。
こ
の
規

定
は
婚
姻
の
成
立
要
件
を
両
性
の
同
意
の
み
と
す
る
憲
法
二
四
条

一
項
の
文
言
に
明
ら
か
に
違
反
し
て
お
り
、
姓
（
氏
）
を
家
制
度

の
「
家
」
の
呼
称
か
ら
「
個
人
の
尊
厳
」
を
原
理
と
す
る
個
人
の

呼
称
へ
の
転
換
を
要
請
し
た
本
条
の
基
本
理
念
に
も
違
反
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
民
法
七
五
〇
条
は
文
言
上
、
夫
ま
た
は
妻

の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
と
規
定
し
て
形
式
的
に
は
平
等
の
体
裁

を
取
り
繕
い
ま
す
が
、
明
治
民
法
制
定
時
に
創
設
さ
れ
た
家
制
度

と
結
合
さ
せ
た
日
本
独
特
の
夫
婦
同
氏
制
の
影
響
が
残
る
社
会
の

同
調
圧
力
を
背
景
に
、「
性
別
」
に
基
づ
く
差
別
禁
止
（
憲
法
一

四
条
一
項
）
に
実
質
的
に
違
反
す
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
最
高
裁
は
裁
判
官
の
内
訳
一
〇
対
五
で
こ
の
規
定
を
合
憲

と
し
ま
し
た
（
最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八

号
二
五
八
六
頁
）。

⑶
　
家
族
形
成
の
自
由　

家
族
の
あ
り
方
が
多
様
化
し
つ
つ

あ
る
今
、
本
条
は
家
族
を
形
成
す
る
、
あ
る
い
は
形
成
し
な
い
自

由
を
保
障
す
る
規
定
と
と
ら
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
婚
姻
は
家
族

形
成
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
婚
姻
は
当
人
同
士
の
自
由
意
思

に
基
づ
き
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
婚
姻
に
よ
る
夫
婦
の
形
成

は
二
一
条
の
保
障
す
る
結
社
の
自
由
の
一
類
型
と
い
え
る
で
し
ょ
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う
。
こ
れ
に
対
し
て
親
と
子
と
の
関
係
は
養
親
子
関
係
を
除
い
て
、

子
の
意
思
と
は
無
関
係
に
形
成
さ
れ
ま
す
。
親
の
側
か
ら
み
て
こ

の
問
題
は
生
殖
（reproduction

）
の
自
由
と
し
て
一
三
条
が
保

障
す
る
自
己
決
定
権
の
中
で
、
主
と
し
て
避
妊
・
妊
娠
中
絶
の
自

由
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
親
の

選
択
を
優
先
す
るpro-choice

と
母
胎
に
宿
る
生
命
を
優
先
す

るpro-life

の
対
立
が
あ
り
、
宗
教
的
な
背
景
も
あ
っ
て
政
治
的

問
題
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
生
命
科
学
の
進
展
に
よ
る
生
殖
技
術
の
開
発
、
例
え

ば
人
工
授
精
・
体
外
受
精
や
出
生
前
診
断
な
ど
に
よ
っ
て
、
母
胎

に
宿
っ
た
子
（
＝
受
精
卵
・
胚
・
胎
児
）
の
生
命
を
人
為
的
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
領
域
が
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

声
な
き
受
精
卵
・
胚
・
胎
児
の
生
命
の
尊
厳
を
「
個
人
の
尊
厳
」

の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
難
問
に
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

第
二
五
条　

①　

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

②　

国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社

会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

趣
　
旨　

市
民
革
命
の
成
果
を
明
文
化
す
る
憲
法
が
制
定
さ

れ
た
時
代
は
、
日
々
の
暮
ら
し
で
人
々
が
働
い
て
得
た
も
の
、
そ

の
中
心
を
な
す
財
産
を
不
条
理
に
奪
う
政
府
の
行
為
を
禁
止
す
る

こ
と
に
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。
近
代
立
憲
主
義
は
個
人
の
自
由
な

活
動
に
政
府
は
原
則
と
し
て
介
入
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
消
極
国

家
観
を
採
用
し
、
憲
法
の
保
障
す
る
権
利
と
し
て
「
国
家
（
政

府
）
か
ら
の
自
由
」
を
中
心
に
位
置
づ
け
ま
し
た
。
生
き
る
こ
と

は
自
ら
の
力
に
よ
る
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
、
生
き
る
保
障
は
政
府

の
義
務
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
現
実
の
生
活
は
誠

に
厳
し
く
、
災
害
や
病
気
な
ど
や
む
を
え
な
い
理
由
に
よ
っ
て
生

き
る
糧
を
自
力
で
得
ら
れ
な
い
人
々
も
い
ま
し
た
。

　

一
九
世
紀
、
産
業
革
命
に
よ
る
急
激
な
社
会
構
造
の
変
化
の
嵐

の
中
で
貧
富
の
格
差
は
ま
す
ま
す
広
が
り
、
労
働
者
階
級
中
心
の

政
府
を
指
向
す
る
共
産
主
義
思
想
が
考
案
さ
れ
普
及
す
る
と
、
政

府
が
個
人
の
生
存
を
保
障
す
べ
し
す
る
考
え
方
が
提
唱
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

本
条
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
政
府
が
人
た
る
に
値

す
る
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
を
権
利
と
し
て
保
障
し
、
生

活
環
境
の
向
上
と
増
進
に
努
め
る
義
務
を
政
府
に
課
し
た
の
で
す
。

背
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治
憲
法
に
本
条
に
相
当
す
る
条
項
は
あ
り
ま
せ

ん
。
当
時
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存
を
自
己
責
任
と
す
る
近
代
立
憲
主
義
時
代
の
考

え
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
ん
な
風
潮
の
中
、
一
九
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公の営造物 ……………48
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会議録 ………………141
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解散権 ………………163
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下級裁判所 …………179
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家庭裁判所 …………178
川崎民商事件 ……94，101
環境権 …………………36
間接公開 ……………194
間接選挙 ………114，215
鑑定留置 ………………91
官　吏 …………16，40，45
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議案の提出 …………167
議院運営自律権 ……143
議院規則 ……………142
議院財政自律権 ……143
議院証言法 ………51，150
議院自律権 …………135
議院組織自律権 ……142
議員懲罰権 …………143
議員定数 ……………114
議院内閣制 …………155
　─の本質 …………156
議員の資格 …………135
議院の秩序維持権 …126
議　会 ………………216
機関委任事務 ………212
棄権の自由 ……………46
儀式の挙行 ……………18
議事手続の司法審査 
 ……………………138
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 ……110，142，179，180
貴族制度 ………………43
議　長 ………………141
　─の決裁権 ………138
喫煙の自由 ……………38
岐阜県青少年保護育成条
例事件 ………………61

基本的人権 ………31，228
義務教育 ………………75
休会（国会の） ………130
宮廷費 ………………206
救貧政策 ………………75
教育行政 ………………77
教育勅語合憲確認等請求
事件 …………176，177

教育を受ける権利 ……75
教科書 …………………77
教科書検定 ……………60
教科書訴訟 ………61，78
教授の自由 ……………68
行　政 ………………157
行政委員会 …………157
行政各部の監督 ……167
行政機関による終審裁判
の禁止 ……………178

行政権 …………155，156
行政国家現象 ………107
行政裁判所 …48，89，174
行政事件 ………………89
行政事務 ……………168
強制捜査と任意捜査 …93
行政大臣 ……………168
行政調査 ………………94
御　璽 …………………2
居住・移転の自由 ……64
御　名 …………………2
緊急集会 ……………133
緊急逮捕 ………………91
緊急勅令 ………110，131
緊急避難の法理 ………51

緊急命令 ……………134
近接性原理 …………218
欽定憲法 ………………4
勤労条件の法律による保
障 ……………………80

勤労の権利と義務 ……78
苦　役 …………………51
国の三要素 ……………27
久米至聖廟訴訟 …57，208
君　主 …………………6
　─の無答責 …………10
軍　隊 …………………22
経済的自由権 …………28
形式的平等 ……………40
刑事事件 …………89，174
刑事施設被収容者 ……51
刑事被告人 ……………96
刑事補償 ……………105
刑罰の謙抑主義 ………88
契約自由の原則 ………79
決　算 ………………209
結社の自由 …57，63，114
血統主義 ………………27
ケルゼン ……………227
検　閲 ……………57，60
厳格な合理性の審査 …67
厳格な審査 ………42，192
研究の自由 ……………68
健康で文化的な最低限度
の生活 ………………72

現行犯 ………90，93，126
検察官 ………………179
元　首 …………………6
兼職の禁止 …………123
憲法改正 ……………223
憲法裁判所 …………189
憲法遵守義務 ………232
憲法制定権力 ……4，223
憲法尊重擁護義務 …232
憲法廃棄 ……………228

憲法破毀 ……………228
憲法発布勅語 …………4
憲法保障 ………188，227
憲法優位説 …………232
謙抑主義（刑罰の） …88
権利章典 …………8，127
権利の濫用 ……………34
権力分立 
 …11，107，108，157，174，
188
言論の自由 ……………57
公安条例 ……63，88，219
皇　位 …………………8
勾　引 …………………91
公　害 …………………36
公開（裁判の） …98，193
公開（両議院の会議の） 
 ……………………139
　─の対象 …………140
公共の福祉 ………34，37
拘　禁 …………………91
拘禁理由の公開 ………92
公　金 ………………206
公権力の行使 …………49
公式令 …………………1
皇室財産 …………18，205
皇室典範 ……………8，12
皇室費用 ……………205
公衆衛生 ………………74
公職選挙法 …………116
硬性憲法 ……………223
交戦権の否認 …………23
皇　族 …………………8
　─の人権 ……………32
皇族費 ………………206
公訴の提起 ……………89
公的行為（天皇の） …18
公　布 ……………15，145
公布（憲法改正の） …226
幸福追求権 ……………34
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公平な裁判所 …………96
公務員の選定罷免権 
 …………………44，45
公務員の労働基本権 …81
告　文 …………………3
拷　問 …………………95
小売市場距離制限事件 
 ………………………67

合理性の審査 …………67
勾　留 …………………91
国際協調主義 …………6
国際法規 ……………230
国事行為 ……………7，14
　─の委任 ……………11
　─の責任 ……………10
国　政 …………………38
国政調査権 …………150
国政に関する権能 ……11
国籍法 ……………27，43
国籍要件 ………………75
国籍離脱の自由 ………64
国選弁護人 …92，97，100
告　知 …………………87
国　費 ………………199
国民主権 ……………4，6
国民審査 ……………182
国民投票 ……………224
国民の権利及び義務 …24
国民の要件 ……………26
国務大臣 …………16，172
　─の議院出席義務 
 ……………………152

　─の任命 …………161
　─の罷免 …………162
国務の総理 …………169
個人情報保護法 ………36
個人の尊厳 ……………69
個人の尊重 ……………34
国　会 ………………106
国会議員  

 …14，45，113，160，161
国会単独立法の原則 
 ……………………110

国会中心立法の原則 
 ……………………110

国会の召集 ………15，130
国家からの自由 ………26
国家緊急権 …………228
国家神道 …………54，207
国家による自由 ………26
国家の三要素 …………27
国家賠償責任 …………48
国家への自由 …………26
国家無答責 ……………48
国権の最高機関 ……108
戸別訪問の禁止 ………62
コモン・ロー ………103
婚姻の自由 ……………69
根本規範 ……………223

さ　行

裁　可 …………………2
在外日本人選挙権剝奪違
法確認等請求事件 …50

罪刑の均衡 ……………88
罪刑法定主義 ……87，103
最高裁判所 ……175，182
最高裁判所規則 ……179
最高裁判所裁判官
　─の定年 …………182
　─の任命 …………182
最高裁判所長官の任命 
 ………………………14

最高法規 ………226，229
再婚禁止期間 …………43
財産権 …………………82
　─の内容 ……………84
歳　出 ………………146
財　政 ………………195
財政状況の報告 ……210

財政民主主義 ………196
財政立憲主義 ………196
在宅投票廃止違憲国家賠
償請求事件 …………50
在日アメリカ軍 ………23
歳　入 ………………146
裁判員制度 ……51，89，98
裁判官の職権行使の独立 
 ……………………179
裁判官
　─の懲戒 …………181
　─の罷免 …………181
　─の身分保障 ……181
　─の良心 …………179
裁判官分限法 ………181
裁判所 ………………175
裁判の公開 ………98，193
再犯の防止 ……………96
裁判を受ける権利 ……88
歳費受領権 …………124
サボタージュ …………81
サラリーマン税金訴訟 
 ………………………86
猿払事件 …………46，191
三月二日案 …………113
参議院 ………………110
参議院議員の任期 …118
残虐な刑罰 ……………95
参政権 ………26，116，216
自衛権 …………………21
自衛戦争 ………………22
自衛隊 …………………21
自衛力 …………………22
資格争訟裁判 ………135
死刑の合憲性 …………96
自己加害の禁止 ………38
自己決定権 ……………36
事後承諾（予備費に関す
る） …………………203
自己情報コントロール権 
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 ………………………36
自己統治 ………………59
自己負罪拒否特権 …101
事後法の禁止 ………103
自己保存の権利 ……101
自主条例制定権 ……218
事情判決 ……………121
私人間効力（人権の） 
 ………………………25

私人間適用 ……………51
自然権思想 …24，33，227
事前抑制 ………………60
思想及び良心 …………52
自治事務 ……………218
執行権 ………………107
執行命令 ……………110
実質的平等 ……………40
実体的真実主義 …87，101
実体の適正 ……………87
児童の酷使の禁止 ……78
自　白 ………………100
　─の証拠能力 ……102
　─の証明力 ………103
シビリアン・コントロー
ル …………………159

司　法 ………………174
司法官憲 ………………90
司法権 ………………175
司法国家現象 ………108
司法裁判所 ………89，174
司法審査 
 …23，73，132，138，143，
178

指名（内閣総理大臣の） 
 ……………………160

社会学的代表 ………113
社会契約説 ……………5
社会権 …………26，37，83
社会的身分 ……………41
社会福祉 ………………74

社会保障 ………………74
謝罪広告の強制 ………53
自由委任 ……………113
集会の自由 ………57，62
衆議院 ………………110
　─の解散 …15，133，162
　─の優越 
 ……144，147，149，161

衆議院議員の総選挙 
 ……………………164

衆議院議員の任期 …117
衆議院の予算先議権 
 ……………………147

宗教教育 ………………54
宗教上の組織 ………207
宗教の自由 ……………54
住居の不可侵 …………92
自由権 ……………26，37
私有財産制の保障 ……83
自由主義 ………………5
集団的自衛権 …………21
自由投票の原則 …44，46
自由放任主義 …………83
住　民 ………………216
住民自治 ……………213
住民総会 ……………216
住民投票 ……………222
収　用 …………………83
取材の自由 ……………59
酒税法事件 ……………67
手段審査 ……………191
出生地主義 ……………27
出席義務（閣僚の） …151
出版に関する犯罪 …193
主任の大臣 …………168
首　班 …………155，167
シュミット …………227
準現行犯 ………………90
譲位（天皇の） …………9
常　会 ………………129

消極的国家観 ………107
消極目的規制 …………67
条件の平等 ……………41
証拠能力 ………………94
召集（国会の） …15，130
小選挙区 ……………121
肖像権 …………………36
象　徴 …………………7
詔　勅 ………………229
証人喚問権 ………97，99
証人尋問 ………………99
証人審問権 ………97，99
情報公開訴訟 ………195
情報公開法 …………210
情報流通の自由 ………59
条　約 ………17，147，230
　─の承認 …………147
　─の締結 …………169
条約優位説 …………232
上　諭 …………………1
条　例 ………………217
　─による課税 ……220
　─による財産権規制 
 ……………………219
　─による犯罪類型の創
出 …………………220
条例制定権の範囲 …218
職業選択の自由 ………64
食糧管理法事件 ………73
助言と承認（内閣の） 
 ………………………10
女性天皇 ………………9
処分的法律 …………109
署　名 ………………172
自力救済の禁止 ………88
知る権利 ……………150
知る自由 ………………59
人格権 …………………36
人格的利益説 …………36
信教の自由 ……………54
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