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憲
法
第
二
十
一
条
は
表
現
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
高
裁
判
所
は
報
道
機
関
の
報
道
及
び
取
材
の

自
由
が
こ
の
表
現
の
自
由
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
、
つ
と
に
判
示
し
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
国
家
公
務
員
法
第
百
十
一
条
と
の
関
係
で
、
こ
の
報
道
機
関
の
報
道
及
び
取
材
の
自
由

に
つ
い
て
若
干
の
疑
義
を
生
ず
る
よ
う
に
な
つ
た
。 

一 

報
道
機
関
が
取
材
を
行
な
う
場
合
、
国
家
公
務
員
法
第
百
十
一
条
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
「
取
材
の

対
象
」
及
び
「
取
材
の
方
法
」
で
あ
る
。 

 
最
初
に
、
取
材
の
対
象
に
関
し
て
質
問
す
る
。
憲
法
第
二
十
一
条
は
表
現
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
民
主
主
義
政
治
の
下
に
お
い
て
、
国
政
に
関
す
る
国
民
の
知
る
権
利
に
奉
仕
す
る
た
め
の
報
道
機
関
の 

そ
こ
で
、
問
題
の
焦
点
を
特
に
取
材
の
自
由
に
し
ぼ
つ
た
上
で
、
次
の
事
項
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
問
う
。 
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と
こ
ろ
が
、
具
体
的
に
、
報
道
機
関
が
国
政
に
関
す
る
報
道
の
た
め
の
取
材
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
政
府
が
「
表
現
の
自
由
も
公
共
福
祉
に
よ
る
制
限
が
あ
る
」
と
の
理
由
に
よ
つ
て
、
そ
の
取
材
対
象
に
つ
い

て
制
限
を
加
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
民
は
、
国
政
の
正
確
な
動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
国
政
に
つ
い
て

の
国
民
の
知
る
権
利
は
封
殺
さ
れ
、
民
主
政
治
の
根
幹
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

ゆ
え
に
、
政
府
は
、
報
道
機
関
が
取
材
す
る
場
合
に
、
そ
の
取
材
対
象
に
つ
い
て
絶
対
に
制
限
を
加
え
る
べ 

 

き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
取
材
対
象
に
つ
き
制
限
を
加
え
る
こ
と
こ
そ
、
逆
に
、
国
政
に
関
す
る
国
民
の
知
る

権
利
を
封
殺
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。 

報
道
及
び
取
材
の
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。 

し
か
も
、
こ
の
取
材
対
象
の
制
限
が
「
秘
密
」
と
い
う
名
目
で
随
意
に
各
官
庁
担
当
官
が
指
定
で
き
る
こ
と
に

起
因
す
る
の
が
現
状
で
あ
る
事
実
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
そ
の
弊
害
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。 

こ
れ
は
ゆ
ゆ
し
き
一
大
事
で
あ
る
。 
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二 

次
に
、
取
材
の
方
法
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
国
家
公
務
員
法
第
百
十
一
条
は
「
そ
そ
の
か
し
」
を
処
罰
対
象
に

し
て
い
る
が
、
も
し
も
、
こ
れ
を
機
械
的
に
適
用
す
れ
ば
、
報
道
機
関
の
取
材
方
法
（
取
材
行
為
）
は
す
べ
て

新
た
に
決
意
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
る

慫
慂

し
よ
う
よ
う

行
為
と
し
て
、
「
そ
そ
の
か
し
」
と
な
り
、
処
罰
対
象
と
な
ろ

う
。 こ

れ
は
、
取
材
対
象
の
制
限
と
と
も
に
、
国
政
に
関
す
る
国
民
の
知
る
権
利
を
全
く
封
殺
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
ま
さ
に
民
主
政
治
の
危
機
、
崩
壊
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。 

ゆ
え
に
、
国
家
公
務
員
法
第
百
十
一
条
の
規
定
は
、
憲
法
の
根
本
原
理
で
あ
る
民
主
政
治
の
維
持
の
た
め
に

も
、
報
道
機
関
の
取
材
行
為
に
つ
い
て
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。 

も
ち
ろ
ん
、
取
材
対
象
に
は
長
期
的
観
点
か
ら
み
て
、
短
期
的
に
は
公
表
し
な
い
ほ
う
が
国
益
に
合
す
る
場

合
の
も
の
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
報
道
機
関
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 
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六 

右
質
問
す
る
。 


