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憲
法
解
釈
と
の
論
理
的
整
合
性
等
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

411



「
新
三
要
件
の
従
前
の
憲
法
解
釈
と
の
論
理
的
整
合
性
等
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
七
年
六
月
九
日
、
内
閣
官
房
お
よ
び
内
閣
法
制
局
は
、
「
新
三
要
件
の
従
前
の
憲
法
解
釈
と
の
論
理
的
整
合
性
等

に
つ
い
て
」
（
「
本
見
解
」
と
い
う
。
）
を
公
表
し
、
「
新
三
要
件
は
、
従
前
の
憲
法
解
釈
と
の
論
理
的
整
合
性
等
が
十
分
に

保
た
れ
て
い
る
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
新
三
要
件
と
は
、
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の

な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
閣
議
決
定
）
で
示
さ
れ
た
「
武
力
の
行
使
」
の
三
要
件

（
「
新
三
要
件
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。

本
見
解
は
、
当
時
審
議
中
で
あ
っ
た
安
保
関
連
法
案
に
関
し
て
、
同
月
四
日
の
衆
議
院
憲
法
審
査
会
で
与
野
党
か
ら
参
考
人

と
し
て
招
か
れ
た
三
名
の
憲
法
学
者
全
員
が
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
容
認
す
る
同
法
案
は
違
憲
で
あ
る
と
断
じ
た
こ
と
を
受
け

て
公
表
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

従
来
の
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
十
四
日
に
参
議
院
決
算
委
員
会
に
提
出
さ
れ

た
内
閣
法
制
局
の
「
集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
と
の
関
係
」
（
「
四
七
政
府
見
解
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
。
四
七
政
府
見
解

は
、
「
こ
の
見
解
が
出
さ
れ
た
と
き
の
議
事
録
等
を
精
査
し
て
い
き
ま
す
と
、
当
時
の
水
口
宏
三
さ
ん
が
質
問
を
し
て
い
る
や

り
と
り
の
中
で
出
て
き
た
見
解
」
で
、
「
自
衛
権
に
は
個
別
的
も
集
団
的
も
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
個
別
的
も
だ
め
じ
ゃ
な
い

一



か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
い
や
、
個
別
的
は
自
衛
権
の
中
に
含
ま
れ
て
大
丈
夫
な
ん
だ
、
だ
か
ら
集
団
的
自
衛
権
は
だ
め
な

ん
だ
と
い
う
文
脈
で
出
て
き
て
い
る
」
（
平
成
二
十
七
年
六
月
十
日
の
衆
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関

す
る
特
別
委
員
会
で
の
辻
元
清
美
議
員
の
発
言
）
と
承
知
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
見
解
の
位
置
付
け
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
本
見
解
は
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
政
府
の
公
式
見
解
と
し
て

の
性
格
を
持
ち
、
現
時
点
で
も
法
的
拘
束
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
。
本
見
解
の
性
質
如
何
。

二

本
見
解
は
平
成
二
十
七
年
六
月
四
日
の
衆
議
院
憲
法
審
査
会
で
与
野
党
か
ら
参
考
人
と
し
て
招
か
れ
た
三
名
の
憲
法
学
者

全
員
が
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
容
認
す
る
同
法
案
は
違
憲
で
あ
る
と
断
じ
た
こ
と
を
受
け
て
公
表
さ
れ
た
も
の
と
の
理
解
で

よ
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

横
畠
法
制
局
長
官
は
、
「
憲
法
上
は
、
個
別
的
自
衛
権
あ
る
い
は
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
概
念
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
申

し
上
げ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
国
際
法
上
の
概
念
と
し
て
、
つ
ま
り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
の
要
件
と
し
て
、
個
別

的
自
衛
権
、
つ
ま
り
自
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
の
自
衛
権
、
そ
れ
か
ら
集
団
的
自
衛
権
、
密
接
な
関
係
に

あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
の
自
衛
権
と
い
う
概
念
整
理
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
憲
法
自
身

二



に
そ
の
よ
う
な
区
分
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
憲
法
解
釈
に
お
い
て
、
憲
法
九
条
の
も
と
で
個
別
的
自
衛
権
の

行
使
の
み
が
許
さ
れ
る
」
（
平
成
二
十
七
年
六
月
十
日
の
衆
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別

委
員
会
）
と
発
言
し
て
い
る
が
、
吉
國
法
制
局
長
官
は
、
「
自
衛
権
と
い
う
も
の
は
い
わ
ば
一
つ
の
権
利
、
所
有
権
と
い
う

よ
う
な
権
利
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
自
衛
権
の
発
動
の
形
態
と
し
て
イ
ン
デ
ィ
ビ
デ
ュ
ア
ル
に
発
動
す
る
場
合
と
コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
に
発
動
す
る
場
合
と
あ
る
と
い
う
観
念
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
憲
法
第
九
条
の
説
明
の
し
か
た
と
し
て
自
衛

権
、
自
衛
権
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
の
は
、
い
わ
ば
狭
い
意
味
の
イ
ン
デ
ィ
ビ
ル
デ
ュ
ア
ル
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
・
ラ

イ
ト
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
頭
に
置
い
て
説
明
を
し
て
き
た
」
（
昭
和
四
十
七
年
九
月
十
四
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
）
と

発
言
し
て
い
る
。
吉
國
法
制
局
長
官
の
発
言
で
は
憲
法
上
個
別
的
自
衛
権
を
想
定
し
て
い
る
も
の
の
、
横
畠
法
制
局
長
官
の

発
言
で
は
「
憲
法
上
は
、
個
別
的
自
衛
権
あ
る
い
は
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
概
念
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
吉
國
法
制

局
長
官
は
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
認
め
た
う
え
で
、
四
七
政
府
見
解
の
前
提
と
な
る
議
論
で
「
憲
法

第
九
条
の
説
明
」
で
は
個
別
的
自
衛
権
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
旨
の
発
言
し
て
い
る
。
両
者
の
答
弁
は
明
ら
か
に
異
な
る

が
、
ど
の
時
点
の
答
弁
で
政
府
の
見
解
は
修
正
さ
れ
た
の
か
。
平
成
二
十
七
年
六
月
十
日
の
横
畠
法
制
局
長
官
の
答
弁
が
そ

れ
に
あ
た
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三



四

本
見
解
に
関
し
て
、
横
畠
法
制
局
長
官
は
、
「
安
全
保
障
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
り
得
る
の

か
、
あ
る
い
は
我
が
国
と
し
て
ど
の
よ
う
な
対
処
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
備
え
を
用
意
し
て
お
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
政
策
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
憲
法
上
の
議
論
の
前
提
」
と
指
摘
し
た

上
で
、
「
法
律
論
」
と
し
て
、
「
そ
の
可
能
性
、
蓋
然
性
は
理
解
し
た
上
で
の
検
討
を
行
っ
た
」
（
平
成
二
十
七
年
六
月
十

日
の
衆
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）
と
発
言
し
て
い
る
が
、
新
三
要
件
な
ら
び

に
本
見
解
の
政
府
内
に
お
け
る
議
論
は
政
策
問
題
で
は
な
く
法
律
論
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

五

四
に
関
連
し
て
、
横
畠
法
制
局
長
官
の
見
解
は
、
吉
國
法
制
局
長
官
の
「
政
策
論
と
し
て
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
て
、
第
九
条
の
解
釈
と
し
て
自
衛
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
り
得
る
と
い
う
説
明
の
し
か
た
」
「
わ
が
国
に
対
す
る
侵
略

が
発
生
し
て
初
め
て
自
衛
の
た
め
の
措
置
を
と
り
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
集
団
的
自
衛
の
た
め
の
行

動
は
と
れ
な
い
と
、
こ
れ
は
私
ど
も
政
治
論
と
し
て
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
な
く
て
、
憲
法
第
九
条
の
法
律
的
な
憲
法
的

な
解
釈
と
し
て
考
え
」
（
昭
和
四
十
七
年
九
月
十
四
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
）
て
い
る
と
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
と
の

理
解
で
よ
い
か
。

六

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日
の
衆
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
四
七

四



政
府
見
解
の
一
部
を
修
正
し
新
三
要
件
を
決
定
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
変
え
た
根
拠
は
安
全
保
障
環
境
の
変
化
と
い
う
こ

と
で
す
か
」
と
の
問
い
に
対
し
て
横
畠
法
制
局
長
官
は
「
端
的
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
そ
の
と
お
り
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、

「
安
全
保
障
環
境
の
変
化
」
に
よ
り
政
府
見
解
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
「
憲
法
上
の
議
論
の
前
提
」
を
踏
ま
え
た
上
で
の

「
法
律
論
」
で
は
な
く
、
政
府
が
ど
の
よ
う
な
前
提
で
安
全
保
障
政
策
を
立
案
す
る
の
か
と
い
う
「
政
策
論
」
で
は
な
い
の

か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

五


