
井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

井
上
操
は
、

明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
国
初
」
に
つ
い
て
日
本
の
国
家
成
立
の
神
話
に
あ
げ
て
い
る
が
、

神
話
或
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
成
立
の
神
話
を
あ
げ
て
、
国
家
成
立
の
神
話
に
関
し
て
比
較
研
究
的
な
方
法
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
方
法

に
は
、
日
本
神
話
の
固
有
性
の
み
を
強
調
す
る
「
憲
法
義
解
」
の
立
場
と
す
こ
ぶ
る
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
の
国
家
成
立
の
神
話
は

皇
室
の
神
話
に
関
し
て
も
、
理
性
的
方
法
を
以
て
|
|
世
界
の
国
初
神
話
の
普
遍
的
形
態
の
一
環
と
し
て
1

認
識
す
る
と
い
う
こ
と
を

「
理
ヲ
以
テ
論
ス
レ
ハ
天
下
ハ
天
下
ノ
天
下
ニ
シ
テ
云
々
」
と
し
な
が
ら
、

リ
他
二
類
例
ナ
キ
モ
ノ
」
と
し
て
、
万
世
一
系
の
天
皇
制
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
考
察
方
法
も
、

下
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
「
一
般
」
に
対
す
る
「
特
殊
」
の
ケ
ー
ス
と
し
て
日
本
の
天
皇
制
の
固
有
性
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

緒
言

〔論

説〕

第
一
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井
上
操
著

国

初

「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」日

本
の
神
話
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
中
国
の
国
家
成
立
の

石
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一
国
の
元
素
と
し
て
五
倫
五
常
を
あ
げ
て
い
る
が
、

関
係
を
断
絶
す
る
と
い
う
思
考
方
向
を
示
し
て
い
る
。

し
て
い
る
。 造

物
主
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
が
、

国
本
即
チ
邦
国
構
成
ノ
元
素

か
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
固
有
性
は
一
般
の
理
に
対
す
る
特
殊
現
象
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

下
で
あ
る
ー
ー
に
原
理
的
意
味
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
制
の
固
有
性
は
、
理
に
お
い
て
は
、

を
こ
え
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
論
理
と
し
て
一
般
と
特
殊
、
普
遍
と
特
殊
の
関
係
に
お
い
て
説

第
二
章

一
般
の
理
を
無
視
し
た
り
そ
れ

「
若
シ
造
物
主
ア
リ
ト
セ
ハ
造
物
主
ハ
何
ノ
為
メ
ニ
ア
リ
又
造
物
主
ハ
何
二
因
テ
成
リ
シ
ャ

此
等
ハ
総
テ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
又
強
ヒ
テ
知
ル
ノ
必
要
ナ
カ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
し
て
お
り
、
宗
教
的
思
考
と
法
的
思
考
と
い
う
も
の
を
区
別

「
人
ハ
生
レ
テ
而
シ
テ
結
婚
シ
結
婚
シ
テ
而
シ
テ
嗣
子
ヲ
挙
ヶ
嗣
子
ヲ
挙
ケ
テ
而
シ
テ
死
ス
ル
ハ
是
レ
人
ノ
大
道
本
法
タ
ル
ヘ
キ

モ
ノ
ナ
リ
」
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
個
人
の
一
生
の
基
本
法
則
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
造
物
主
と
の

「
君
臣
ノ
倫
ハ
国
事
ノ
宜
ヲ
得
ン
カ
為
メ
ニ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
君
ハ

首
領
ノ
総
称
ニ
シ
テ
臣
ハ
従
属
ノ
総
称
ナ
リ
共
和
国
ノ
大
統
領
ノ
如
キ
モ
亦
是
レ
君
ニ
シ
テ
其
人
民
ハ
即
チ
之
二
対
シ
テ
臣
属
タ
リ
或
ハ

帝
ト
イ
ヒ
或
ハ
王
ト
イ
ヒ
或
ハ
統
領
ト
イ
フ
其
名
ヲ
異
ニ
ス
ト
雖
モ
其
実
ハ
一
ナ
リ
」
と
の
べ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
国
家
の
宜
し

き
を
得
る
と
い
う
目
的
の
た
め
の
方
法
と
し
て
君
臣
の
倫
理
関
係
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
君
臣
の
倫
理
的
関
係

は
、
し
た
が
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
国
家
を
構
成
す
る
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
思
考
方
法
を
法
的
思
考
へ
と
貫
徹

関
法
第
三
五
巻
第
六
号

一
般
の
理
ー
ー
＇
天
下
は
天
下
の
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井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

通
ず
る
普
遍
的
道
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
故
に
、

す
る
な
ら
ば
、
君
主
は
国
家
の
機
関
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
こ
こ
に
大
統
領
・
王
・
帝
が
い
ず
れ
も
そ
の
実
質
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
、
す
な
わ
ち
天
皇
制
も
大
統
領
制
或
は
そ
の
他
の
君
主
制
と
国
家
の
機
関
、
国
家
の
最
高
機
関
た
る
意
味
に
お
い
て
は
全
く
同
様
で
あ

一
般
的
な
君
主
制
の
あ
り
方
が
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
明
白
と
な
る
。
た
だ
、

拒
否
す
る
と
い
う
特
殊
の
天
皇
制
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
普
遍
的
な
意
味
の
君
主
制
と
特
殊
的
な
意
味
の
天
皇
制
は
、

と
特
殊
、
普
遍
と
特
殊
の
関
係
に
お
い
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
論
理
的
帰
結
で
あ
る
。

だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
国
家
構
成
の
一
元
素
た
る
意
味
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

日
本
の
場
合
に
は
、
革
命
を

「
夫
婦
ハ
一
男
一
女
ノ
結
社
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
平
等
で
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
た

シ
テ
君
ノ
為
メ
ニ
ア
ラ
ス
登
天
下
ヲ
以
テ
一
身
ヲ
私
ス
ル
ヲ
得
ン
ヤ
」
と
し
て
お
り
、
国
民
の
た
め
に
或
は
国
民
国
家
の
た
め
に
君
主
た

る
も
の
は
そ
の
存
在
の
理
由
を
も
つ
。
政
治
の
公
的
性
格
を
強
調
す
る
意
味
に
お
い
て
の
み
君
主
制
の
存
在
の
理
由
が
あ
り
、
必
然
的
に

井
上
操
は
十
七
条
憲
法
に
つ
い
て
、
こ
の
憲
法
が
道
徳
的
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
す
な
わ
ち
礼
法
を
基
準
と
し
て
で
は
あ

る
が
、
国
家
の
道
徳
性
或
は
大
事
の
道
徳
性
と
い
う
も
の
を
重
視
し
て
お
り
、
道
徳
国
家
の
必
然
的
な
あ
り
方
と
し
て
、
道
徳
は
万
人
に

「
大
事
ハ
独
断
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
如
き
立
憲
君
主
制
の
本
質
に
関
連
す
る
道

徳
的
思
考
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
立
憲
君
主
制
の
思
考
の
原
型
を
示
し
て
い
る
、

法
治
国
家
・
立
憲
君
主
制
へ
と
構
想
を
展
開
す
る
理
論
的
理
由
が
あ
る
。

君
臣
の
義
に
つ
い
て
も
、

四
夫
婦
論
に
つ
い
て
、

る
と
い
う
普
遍
的
な
、

「
東
西
古
今
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、

君

臣

ノ

義

と
し
て
い
る
。

（
一
三
二
七
）

「
天
ノ
君
ヲ
立
ル
ハ
民
ノ
為
メ

一
般



第
五
章

日
本
二
特
別
ナ
ル
君
臣
ノ
関
係

憲

法

ノ

由

来

こ
こ
に
お
い
て
も
、
公
私
を
区
別
し
私
を
去
り
公
に
つ
く
と
い
う
こ
と
を
最
高
の
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

ヒ
何
ヲ
私
ト
イ
ヒ
又
何
ヲ
義
ト
イ
ヒ
不
義
ト
イ
フ
ヤ
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
決
定
す
る
方
法
は
「
之
ヲ
公
議
輿
論
二
問
フ
ノ
ミ

国
会
ハ
即
チ
其
方
法
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
右
憲
法
二
日
ク
人
皆
有
＞
心
。
心
各
有
乙
執
。
彼
是
ナ
レ
＾
則
我
非
ナ

9
0

我
是

t
＾
則
彼
非
：
。
我
必
非
＞
聖
ー
ー
。
彼
必
非
＞
愚
。
共
是
凡
夫
耳
。
」
と
し
て
十
七
条
憲
法
に
即
し
な
が
ら
凡
夫
が
私
を
去
る
方
法
と
し

て
公
議
輿
論
、
国
会
の
制
度
を
指
示
す
る
と
い
う
近
代
的
解
釈
を
導
き
だ
し
て
い
る
。
と
く
に
重
要
な
点
は
、
い
ず
れ
も
凡
夫
と
い
う
性

格
を
有
し
て
い
る
、

つ
ま
り
い
ず
れ
の
人
間
に
も
平
均
人
た
る
の
性
格
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
異
に

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
を
去
り
公
に
就
く
た
め
に
は
、
何
ら
の
特
権
を
持
た
な
い
凡
夫
、
す
な
わ
ち
万
人
の
集
会
に
お
い
て
、
何
が
公

で
あ
り
何
が
私
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
多
数
決
を
以
て
決
定
し
た
ら
よ
い
。
そ
の
意
味
で
公
1

国
家
の
公
的
性
格
、
政
治
の
公
的
性

格
ー
と
議
会
制
の
間
に
は
必
然
的
な
関
係
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
輿
論
の
動
向
を
感
覚
的
に
察
知
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、

平
均
人
と
し
て
の
人
間
の
理
性
に
対
応
す
る
制
度
と
し
て
の
議
会
制
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ

る
。
平
均
人
た
る
人
間
は
、
議
会
に
お
け
る
討
議
を
尽
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
知
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
構
想
を
認
識
し
得

る
の
で
あ
る
。

五
個
条
の
誓
文
に
憲
法
の
根
源
を
認
め
て
い
る
。

第
四
章

関
法
第
三
五
巻
第
六
号

四
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何
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イ



井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

憲
法
発
布
勅
語
を
憲
法
の
精
神
を
知
る
材
料
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

憲
法
発
布
勅
語
、
告
文
、
上
論

特
別
な
る
君
臣
の
関
係
の
前
提
と
し
て
、
純
理
よ
り
論
ず
れ
ば
天
下
は
天
下
の
天
下
で
あ
る
、

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
の
天
皇
制
の
固
有
性
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
普
遍
的
な
天
下
の
政
治
、
あ
る
べ
き
政
治
と
の
対
応
の
関
係

に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
固
有
性
を
絶
対
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。

と
く
に
天
皇
制
は
、
国
家
の
公
的
性
格
、
合
理
的
性
格
と
の
必
然
的
な
関
係
を
有
す
る
君
主
制
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
公
権
力
の
人
民
の
私
的
権
利
に
対
す
る
侵
奪
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
井
上

操
が
明
治
四
年
の
地
券
発
行
の
問
題
を
重
視
し
、
人
民
が
田
宅
私
有
の
権
利
を
公
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、
人
民

の
権
利
を
無
視
し
た
幕
藩
体
制
に
対
す
る
鋭
い
批
判
の
上
に
立
っ
た
解
釈
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

大
日
本
帝
国
憲
法

五
と
い
う
理
論
的
基
盤
が
あ
る
点
に

「
余
ハ
此
述
義
二
於
テ
ハ
憲
法
ノ
条
章
ヲ
逐
フ
テ
其
趣
旨
ヲ
説
述
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
是
レ
其
事
類
二
就
テ
其
要
領
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
欲

ス
レ
ハ
ナ
リ
条
章
ヲ
逐
フ
テ
説
述
ス
ル
ハ
細
二
以
テ
実
ハ
疎
ナ
リ
而
シ
テ
終
二
其
要
領
ハ
之
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
ニ
至
ル
」
井
上
操
は
こ
の

「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
お
い
て
始
め
て
体
系
的
解
釈
学
に
着
手
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
先
行
す
る
条
文
の
分
析
的
解
釈
、

実
務
的
解
釈
を
つ
み
か
さ
ね
る
相
当
の
期
間
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

(
-
―
―
三
九
）



第

二

章

天

の
元
首
と
い
う
立
場
を
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

皇

方
を
の
べ
、
憲
法
は
「
此
機
関
卜
為
リ
其
職
務
ヲ
行
フ
所
以
ノ
章
程
ヲ
示
ス
」
も
の
で
あ
る
。

（
一
三
三

0
)

国
家
法
人
説
を
と
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
し
て
「
大
日
本
帝
国
憲
法
盆
即
チ
一
大
法
人
タ
ル
大
日
本
帝
国
ヲ
構
成
シ
建
立
ス
ル
所
以

ノ
法
ナ
リ
」
と
す
る
。
必
然
的
に
天
皇
機
関
説
と
い
う
考
え
方
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
天
皇
も
ま
た
国
家
の
機
関
で
あ
る
と
い
う
考
え

憲
法
は
国
家
機
関
の
活
動
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
法
治
主
義
の
本
質
が
あ
る
と
す
る
。
君
主
だ
け
が
人
民
を
統
治
す

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
猫
府
の
専
制
主
義
支
配
に
対
す
る
批
判
を
ふ
ま
え
た
天
皇
機
関
説
「
邦
国
ノ
機
関
」

憲
法
第
二
条
に
つ
い
て
、
男
帝
女
帝
の
問
題
を
論
じ
て
女
帝
を
認
め
な
い
理
由
を
「
女
は
内
、
男
は
外
」
と
い
う
常
識
的
家
族
論

に
求
め
て
い
る
。
そ
の
他
こ
れ
に
関
す
る
事
柄
と
し
て
徴
兵
制
、
軍
の
将
帥
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

摂
政
の
問
題
に
つ
い
て
「
英
国
ニ
テ
ハ
法
律
上
国
王
二
幼
年
ナ
シ
ト
推
測
シ
仮
令
ヒ
実
際
幼
君
タ
リ
ト
雖
モ
王
位
二
登
レ
ハ
則
チ

成
年
ナ
リ
ト
セ
リ
然
レ
ト
モ
幼
君
ノ
王
位
二
即
ク
ト
キ
ハ
議
院
ニ
テ
摂
政
ヲ
命
シ
幼
君
十
八
年
二
至
ル
迄
ハ
之
ヲ
補
佐
セ
シ
ム
」
と
い
う

事
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
比
喩
的
で
は
あ
る
が
井
上
操
の
君
主
観
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

憲
法
第
三
条
に
「
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
あ
る
が
、
こ
の
神
聖
と
い
う
点
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
神
聖
不

可
侵
で
あ
る
け
れ
ど
も
一
八
五
二
年
の
憲
法
に
お
い
て
は
君
主
に
責
任
あ
り
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ナ
ボ
レ
オ
ン
三
世
が
共
和
制
の

第

一

章

憲

法
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井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

大
統
領
で
あ
っ
た
の
が
転
じ
て
皇
帝
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
く
。
し
か
し
、
欧
州
諸
国
で
キ
リ
ス
ト
旧
教
を
奉
ず
る
国
で
は
君

主
は
神
聖
不
可
侵
と
し
、

キ
リ
ス
ト
新
教
を
奉
ず
る
国
で
は
侮
屏
す
べ
か
ら
ず
と
し
て
い
る
。
日
本
は
神
国
の
伝
統
よ
り
し
て
天
皇
神
聖

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
侮
辱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

七

大
統
領
ノ
人
民
ニ
シ
テ
責
任
ヲ
負
フ
ト
同
一
理
ニ
シ
テ
正
二
相
表
裏
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
点
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
神
聖

と
責
任
と
が
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
天
皇
は
共
和
大
統
領
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
井
上
操
の
解
釈
に
よ
れ

ば
天
皇
の
神
聖
不
可
侵
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
の
法
上
無
責
任
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
憲
法
の
通
説
的
解
釈
が
天
皇
の
神
聖
不
可
侵
た
る
こ
と
を
も
っ
て

無
責
任
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
と
す
こ
ぶ
る
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
天
皇
の
神
聖
は
、

ら
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、

キ
リ
ス
ト
旧
教
・
新
教
か

日
本
の
固
有
の
国
体
・
神
国
の
伝
統
か
ら
由
来
す
る
。
そ
の
点
に
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
神
聖
不
可
侵
と

責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
が
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
共
和
大
統
領
と
同
一
の
理
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。

共
和
大
統
領
の
場
合
に
は
人
民
に
責
任
を
負
う
。
人
民
に
対
し
最
も
重
い
責
任
を
負
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
神
聖
で
あ
る
が
、

天
皇
は
神
聖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
し
て
必
然
的
に
人
民
に
責
任
を
負
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

行
す
る
と
い
う
意
味
の
神
聖
で
あ
る
か
、
神
聖
が
先
行
す
る
と
い
う
意
味
の
責
任
で
あ
る
か
の
違
い
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、

つ
ま
り
、

日
本
の

と
す
る
の
で

あ
る
。
天
皇
が
神
聖
不
可
侵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
人
民
に
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
が
相
表
裏
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
右
述
し
た
よ
う
に
神
聖
不
可
侵
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
無
責
任
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
法
上
責
任
が
あ
る
と

い
う
こ
と
と
む
し
ろ
必
然
的
関
係
が
あ
る
、

と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

（
―
-
―
-
三
一
）

「
同
一
理
」
と
い
う
の
は
、
責
任
が
先

「
我
天
皇
ノ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
恰
モ
共
和



て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

―
―
―
大
権
ノ
分
立

「
総
攪
セ
ラ
ル
ノ
ミ
」
と
し
て
い
る
点
は
、
統
治

（―-―-三二）

君
主
専
制
の
国
で
あ
っ
て
も
一
人
で
統
治
は
で
き
な
い
。
事
実
上
の
分
掌
と
い
う
体
制
が
専
制
主
義
の
国
家
に
も
認
め
ら
れ
る
。

天
皇
は
法
上
の
意
味
で
三
大
権
を
総
攪
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
総
攪
そ
の
も
の
が
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

「
天
皇
ハ
統
治
ノ
権
ヲ
有
シ
三
大
権
ヲ
総
攪
セ
ラ
ル
ト
雖
モ
之
ヲ
行
フ
ニ
当
テ
ハ
必
ス
憲
法
ノ
定
ル
所
二
所
二
依
ラ
レ
サ

ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
、
統
治
権
の
行
使
が
憲
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
す
る
が
、
次
に
の
べ
る
よ
う
に
井
上
操
の
解
釈
は
、
統
治
権
の

行
使
と
総
攪
と
を
峻
別
す
る
立
場
に
た
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
厳
格
に
行
使
か
ら
峻
別
さ
れ
た
総
攪
そ
の
も
の
も
、
限
定
さ

「
統
治
権
を
総
攪
す
る
者
は
、
個
々
の
具
体
的
の
場
合
に
付
統
治
権
を
行
ふ
」
と
す
る
佐
々
木
惣

一
氏
の
解
釈
（
「
我
が
国
憲
法
の
独
自
性
」
三
二
九
頁
以
下
）
は
、
統
治
権
の
総
攪
と
行
使
と
を
峻
別
す
る
も
の
で
は
な
い
。
井
上
操
の
解

釈
に
お
い
て
は
、
統
治
権
総
攪
は
統
治
権
の
行
使
と
峻
別
さ
れ
て
い
る
。
「
故
二
之
（
統
治
権
ー
石
尾
註
）
ヲ
行
フ
者
＾
立
法
官
行
法
官
裁

判
官
ニ
シ
テ
天
皇
ハ
只
之
ヲ
総
攪
セ
ラ
ル
、
ノ
ミ
立
法
権
卜
裁
判
権
ト
ヲ
分
別
シ
テ
且
ツ
各
之
ヲ
独
立
セ
シ
メ
ク
ル
＾
憲
法
中
最
大
緊
要

部
ニ
シ
テ
未
曽
有
ノ
大
典
卜
称
ス
ル
所
以
モ
他
ァ
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
解
釈
し
、

権
の
行
使
と
の
峻
別
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
帝
国
議
会
の
立
法
権
に
つ
い
て
、
憲
法
第
五
条
に

い
う
「
協
賛
」
の
意
味
を
普
通
の
解
釈
で
は
翼
贅
と
し
て
い
る
が
、
井
上
操
の
解
釈
で
は
議
会
に
立
法
権
を
分
与
す
る
意
味
で
あ
る
と
し

「
協
賛
」
が
単
な
る
翼
贅
で
は
な
く
立
法
権
の
分
与
を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
議
会
の
立
法
権
は
強
力
と
な
る
。

三
権
の
中
で
立
法
司
法
と
行
政
権
の
三
権
分
立
を
重
視
す
る
の
が
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
井
上
は
、
立
法
権
と
裁
判

権
と
を
分
別
し
て
各
々
独
立
せ
し
め
た
の
が
こ
の
憲
法
中
の
最
大
緊
要
部
で
あ
っ
て
、
未
曽
有
の
大
典
と
称
す
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
と

れ
た
天
皇
大
権
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

第

一

款

天

皇

第

四

章

立

法

権

九

し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
我
国
は
制
定
法
の
国
で
あ
っ
て
判
例
法
の
国
で
な
い
と
い
う
現
状
の
認
識

か
ら
井
上
操
の
解
釈
は
始
ま
っ
て
い
る
。
制
定
法
を
重
視
す
る
場
合
に
は
立
法
権
は
専
断
に
陥
り
や
す
い
。
三
権
分
立
の
背
後
に
行
政
権

優
位
の
動
向
が
あ
る
場
合
に
は
、
専
断
的
権
力
意
思
を
立
法
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
あ
る
。
帝
国
憲
法
に
お
い
て
立
法
府
に

よ
ら
な
い
で
立
法
の
行
わ
れ
る
分
野
は
、
は
な
は
だ
広
い
。
恣
意
的
立
法
の
行
わ
れ
る
分
野
は
極
め
て
多
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

井
上
操
は
、
恣
意
的
立
法
を
阻
止
す
る
権
限
、
立
法
の
濫
用
を
阻
止
す
る
権
限
は
裁
判
所
の
み
に
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
に
立
法
権
と
裁
判

権
の
分
立
を
と
く
に
重
視
す
る
井
上
操
の
解
釈
の
独
自
性
が
あ
る
。
行
政
権
優
越
を
立
法
権
よ
り
も
司
法
権
を
も
っ
て
阻
止
す
る
と
い
う

考
え
方
な
の
で
あ
る
。

井
上
操
は
、
こ
こ
で
漸
進
主
義
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。

ニ
在
リ
、
急
進
軽
為
ハ
事
物
当
然
ノ
順
序
二
戻
ル
ヲ
以
テ
機
二
臨
ミ
変
二
応
ス
ル
ニ
当
テ
ハ
或
ハ
其
効
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
モ
常
二
拠
ル

ヘ
キ
ノ
順
序
ニ
ア
ラ
ス
、
急
進
ハ
蹟
キ
軽
為
＾
敗
ル
」
急
進
と
軽
為
を
必
然
的
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
考
察
し
、
急
進
主
義
を
批
判
し

て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
。
急
進
が
「
機
二
臨
ミ
変
二
応
ス
ル
ニ
当
テ
ハ
或
ハ
其
効
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
モ
」
発
展
の
常
道
か

ら
認
識
す
れ
ば
、
軽
忽
な
進
歩
、
皮
相
の
進
歩
に
陥
り
や
す
い
と
い
う
欠
点
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
真
実
の
進
歩
、
事
物
の
根
源
か
ら

の
進
歩
は
、
漸
進
主
義
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

立
法
権
は
天
皇
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
議
会
の
「
協
賛
」
の
権
限
も
ま
た
立
法
権
の
分
与
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
し
て
、
天

（
一
三
三
三
）

「
漸
進
ハ
事
物
当
然
ノ
順
序
ニ
シ
テ
聖
旨
モ
亦
実
二
漸
進



み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

二

款

帝

国

議

会

皇
の
発
議
に
よ
る
法
案
の
提
出
が
あ
る
と
し
て
も
、
議
会
が
そ
れ
と
は
異
な
る
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
協
賛
し
な
い
場
合
が
あ

り
得
る
こ
と
を
示
峻
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

（
―
-
―
-
三
四
）

「
発
議
ノ
権
ハ
天
皇
二
在
リ
ト
雖
モ
尚
ホ
裁
可
ヲ
要
ス
況
ン
ヤ
帝
国
議
会
モ
亦
立
案
ノ
権
ア
ル
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
天
皇
発
議
セ
ラ
ル
、

所
ナ
リ
ト
雖
モ
帝
国
議
会
決
議
ノ
結
果
二
依
リ
発
議
ノ
趣
旨
卜
大
二
異
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
井
上
操
の
解
釈
は
重
要
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
は
、
議
会
の
立
法
権
が
天
皇
大
権
に
対
す
る
翼
賛
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
し
て
、
議
会
が
立
法
に
関
す
る
固
有
の

権
限
を
有
し
て
い
た
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
天
皇
と
議
会
と
の
立
法
権
に
関
す
る
分
与
の
関
係
の
本
質
を

「
仏
国
憲
法
ニ
テ
ハ
発
議
ノ
権
ヲ
与
ヘ
ス
故
二
立
法
議
院
ハ
政
府
ノ
提
出
シ
タ
ル
法
律
案
二
付
其
全
部
ヲ
否
決
ス
ル
カ
又
ハ
其
幾

分
ヲ
否
決
シ
テ
其
余
分
可
決
ス
ル
ニ
止
マ
リ
敢
テ
修
正
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
こ
と
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
い
て
議
会
は
、

事
実
上
の
意
味
に
お
い
て
は
政
府
の
提
出
し
た
法
案
を
可
決
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
「
我
憲
法
第
一
＿
一
十
八
条
ニ
ハ
明
二
法
律
案
ヲ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
議
院
法
第
二
十
九
条
ニ
モ
修
正
ノ
動
議
ヲ

発
ス
ル
云
々
ト
ア
レ
ハ
帝
国
議
会
力
修
正
案
ヲ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
あ
る
の
で
、
帝
国
憲
法
は
、
仏
国
憲
法
の

議
会
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な
立
法
の
権
限
を
有
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
後
の
帝
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
天

皇
大
権
の
立
法
府
に
よ
ら
ざ
る
立
法
の
作
用
ま
で
も
含
む
統
裁
に
そ
の
特
色
を
認
め
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
立
法
権
に
関
す
る
天
皇
と

議
会
の
競
合
的
関
係
を
含
む
立
法
権
の
分
与
の
権
限
を
明
確
に
帝
国
憲
法
の
特
色
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
解
釈
に
固
定
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
と
大
き
く
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
井
上
操
が
「
我
政
体
ヤ
、
立
憲
政
体
ト
イ
ハ
ン
ヨ
リ
寧
口
自
由
政
体
ト
イ
フ
ヘ
キ

関
法
第
一
二
五
巻
第
六
号
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井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

我
国
の
勅
令
に
は
「
死
刑
二
処
ス
ル
ノ
罰
例
」
が
あ
る
と
す
る
。

モ
ノ
ア
リ
」
と
し
て
い
る
の
は
、
立
法
権
に
つ
い
て
天
皇
大
権
と
の
協
同
の
権
限
を
議
会
に
認
め
て
い
る
と
解
釈
し
得
る
と
し
て
い
る
こ

と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
大
権
を
法
の
も
と
に
お
く
と
い
う
立
憲
政
体
に
日
本
の
政
体
を
限
定
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
議
会
の
立

法
権
に
は
天
皇
の
立
法
権
の
発
動
を
修
正
し
得
る
よ
う
な
強
力
な
権
限
が
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
自
由
政
体
で
あ
る
と
い
っ
て
も

勅
令
と
い
う
も
の
の
概
念
を
厳
格
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
勅
令
の
目
的
は
、
法
律
を
執
行
す
る
た
め
又
は
公
共
の
安
寧
秩
序
を

保
持
し
臣
民
の
幸
福
を
増
進
す
る
た
め
、

と
解
す
る
が
、
前
者
は
法
律
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
法
律
ヲ

以
テ
規
定
ス
ル
所
ノ
事
二
付
勅
令
ヲ
以
テ
規
定
ス
ル
所
ノ
事
如
何
其
区
域
判
然
セ
サ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
行

政
権
に
対
す
る
立
法
権
優
位
の
体
制
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
憲
法
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
自
由
政
体
を
基
本
と
す

る
憲
法
で
あ
る
と
い
う
解
釈
よ
り
必
然
的
に
帰
結
す
る
。
後
年
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
行
政
権
優
位
の
体
制
を
基
本
と
す
る
解
釈
と
異
な
る

勅
令
に
罰
則
を
付
す
る
こ
と
に
対
し
て
厳
格
な
関
心
を
も
ち
「
仏
国
ニ
テ
ハ
勅
令
三
一
種
ア
リ
純
然
ク
ル
行
政
権
ヲ
以
テ
発
ス
ル

モ
ノ
即
チ
特
二
法
律
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
皇
帝
ノ
行
法
権
内
二
於
テ
発
ス
ル
モ
ノ
ト
法
律
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
法
律
ノ
明
文
二
基
キ
テ
発
ス

ル
モ
ノ
ト
ノ
別
ア
リ
行
法
権
内
二
於
テ
発
ス
ル
勅
令
ニ
ハ
別
二
制
裁
ヲ
設
ケ
テ
其
違
反
者
ヲ
罰
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
な
し
、
そ
れ
に
対
し

も
の
が
あ
る
。

第

一

款

天

第
五
章

よ
い
と
な
し
た
の
で
あ
る
。

皇

行

政

権

「
然
レ
ト
モ
若
シ
其
命
令
ニ
シ
テ
今
後
如
此
キ
厳
刑
ヲ
設
ル
ヲ
得
ル
コ

（
―
-
―
-
三
五
）



ま、
,＇. 

た
だ
し
、
国
務
大
臣
の
責
任
に
つ
い
て
、
井
上
操
は
、

第
二
款

ト
ト
セ
ハ
法
律
卜
勅
令
ト
ノ
差
別
ハ
全
ク
無
効
二
帰
ス
ル
ナ
ル
ヘ
シ
故
二
余
ハ
切
望
ス
勅
令
違
反
者
ヲ
罰
ス
ル
ノ
程
度
如
何
ヲ
昭
示
セ
ラ

レ
ソ
コ
ト
ヲ
或
日
ク
爾
後
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
臣
民
ヲ
罰
ス
ル
ヲ
得
ス
若
シ
之
ヲ
罰
ス
レ
ハ
憲
法
二
違
反
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
憲
法
第
二
十
三
条
ニ

日
本
臣
民
ハ
法
律
二
依
ル
ニ
非
ス
シ
テ
逮
捕
監
察
審
問
処
罰
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ア
リ
故
二
勅
令
ヲ
以
テ
刑
ヲ
定
メ
罪
ヲ
問
フ
コ
ト
ヲ

得
サ
ル
ヤ
明
ナ
リ
」
と
解
釈
し
刑
を
定
め
罪
を
問
う
勅
令
は
憲
法
違
反
で
あ
り
そ
の
よ
う
な
勅
令
の
濫
発
に
よ
っ
て
、
臣
民
の
権
利
義
務

「
水
泡
画
餅
」
に
帰
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
勅
令
の
本
質
に
関
す
る
洞
察
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

国
務
大
臣
及
ヒ
枢
密
顧
問

国
務
大
臣
の
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
、
天
皇
に
対
し
て
負
う
も
の
で
あ
っ
て
帝
国
議
会
に
対
し
て
負
う
も
の
で
は
な
い
、

憲
法
義
解
の
解
釈
と
同
一
の
解
釈
を
な
す
。

と
い
う

「
各
大
臣
ノ
犯
罪
ハ
其
重
罪
二
係
ル
ト
キ
ハ
治
罪
法
第
八
十
三
条
二
依
リ

高
等
法
院
二
於
テ
管
轄
ス
ト
雖
モ
其
軽
罪
違
警
罪
二
係
ル
ト
キ
ハ
軽
罪
裁
判
所
違
警
罪
裁
判
所
二
於
テ
管
轄
シ
常
人
ノ
犯
罪
卜
異
ナ
ル
コ

ト
ナ
シ
又
高
等
法
院
ハ
司
法
大
臣
ノ
奏
請
二
因
リ
上
裁
ヲ
以
テ
開
ク
ト
雖
モ
明
治
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日
第
四
十
九
号
布
告
二
依
リ
高

等
法
院
ヲ
開
ヵ
サ
ル
ト
キ
ハ
通
常
裁
判
所
二
於
テ
裁
判
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
故
二
必
シ
モ
高
等
法
院
ノ
管
轄
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス
又
治
罪
法
第
八
十

三
条
ニ
ハ
勅
任
官
ノ
犯
シ
タ
ル
重
罪
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
大
臣
ノ
犯
シ
ク
ル
重
罪
二
限
ラ
ス
総
テ
勅
任
官
ノ
重
罪
＾
皆
高
等
法
院
ノ
管
轄
ス
ル

所
ク
リ
」
と
い
う
重
大
な
解
釈
を
な
し
て
い
る
。
勅
任
官
の
重
罪
と
い
う
こ
と
は
当
然
に
政
府
閣
僚
の
職
務
上
の
犯
罪
を
意
味
す
る
こ
と

に
な
り
、
国
務
大
臣
の
職
務
上
の
犯
罪
を
重
罪
と
し
、
そ
の
責
任
を
法
上
の
意
味
の
責
任
と
し
て
訴
追
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
如

＜
帝
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
議
会
の
国
政
調
査
権
に
関
し
証
人
の
喚
問
等
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
し
て
、
議
会
が
国
務
大
臣
の
責

関
法
第
三
五
巻
第
六
号

（―-―-三六）



井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

任
を
訴
追
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
井
上
操
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
治
罪
法
の
規
定
に
も
と
づ
き
、
高
等
法
院
に

お
い
て
国
務
大
臣
の
犯
し
た
重
罪
を
訴
追
し
得
る
と
解
釈
し
た
こ
と
は
、
右
の
如
き
帝
国
憲
法
の
国
政
調
査
権
の
根
本
的
欠
陥
を
こ
え
る

も
の
と
し
て
、
重
要
な
指
摘
を
な
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
治
罪
法
第
八
十
三
条
に
は
「
高
等
法
院
二
於
テ
ハ
刑
法
第
二
編

第
一
章
第
二
章
二
記
載
ッ
ク
ル
重
罪
ヲ
裁
判
ス
又
皇
族
ノ
犯
シ
ク
ル
重
罪
及
ヒ
禁
錮
ノ
刑
二
該
ル
可
キ
軽
罪
ヲ
裁
判
ス
又
勅
任
官
ノ
犯
シ

ク
ル
重
罪
ヲ
裁
判
ス
前
二
項
二
記
裁
シ
ク
ル
者
ノ
正
犯
及
ヒ
従
犯
ハ
身
分
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス
其
院
二
於
テ
之
ヲ
裁
判
ス
」
と
あ
る
。
こ
の

「
勅
任
官
ノ
犯
シ
ク
ル
重
罪
」
に
国
務
大
臣
の
犯
罪
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
右
述
し
た
如
く
で
あ
る
。
な
お
右
条
文
に
な
し
た
井
上
操
の

「
身
分
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
「
法
文
二
身
分
ノ
如
何
二
拘
ラ
ス
ト
ア
レ
ハ
軍
人
軍

属
モ
高
等
法
院
ニ
テ
管
轄
ス
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
高
等
法
院
は
国
務
大
臣
の
犯
罪
に
対
し
て
の
み

な
ら
ず
軍
人
軍
属
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
そ
の
管
轄
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
後
年
の
軍
閥
の
台
頭
を
思
う
時
、
治
罪
法
八
十
二
条
及
び
帝
国

憲
法
の
国
務
大
臣
の
責
任
と
そ
の
犯
罪
に
つ
い
て
な
し
た
井
上
操
の
解
釈
が
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。

治
罪
法
第
八
十
四
条
に
は
「
高
等
法
院
ハ
司
法
卿
ノ
奏
請
二
因
リ
上
裁
ヲ
以
テ
之
ヲ
開
ク
其
裁
判
ス
可
キ
事
件
及
ヒ
開
院
ス
可
キ
場
所

モ
亦
上
裁
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
あ
る
。
司
法
卿
の
奏
請
と
天
皇
の
裁
可
に
よ
っ
て
高
等
法
院
が
開
廷
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
司
法
卿

の
権
限
は
す
こ
ぶ
る
強
大
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
井
上
操
の
か
か
る
解
釈
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
教
育
を
通
じ
て
の
イ
ギ
リ

ス
法
、

フ
ラ
ソ
ス
法
の
思
想
に
も
と
づ
く
こ
と
は
、
第
三
共
和
政
の
高
等
法
院
に
つ
い
て
、
山
口
俊
夫
氏
が
「
大
統
領
は
職
務
上
の
行
為

に
つ
き
、
原
則
と
し
て
民
事
、
刑
事
、

か
つ
政
治
上
の
免
責
を
受
け
る
が
、
彼
の
大
逆
罪

(
c
r
i
m
e
d
e
 h
a
u
t
e
 trahison)
と
、
他
方
、

政
府
閣
僚
の
職
務
上
の
犯
罪
に
つ
き
裁
判
す
る
た
め
、
高
等
法
院
の
組
織
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
第
一
二
共
和
政
下
で
あ
り
(
-
八
七
五
年

二
月
二
四
日
憲
法
法
律
九
条
、
お
よ
び
同
年
七
月
十
六
日
憲
法
法
律
十
二
条
）
、

解
釈
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
制
度
に
倣
っ
て
、

（―-―-三七）

国
民
議
会
が
弾
劾
機
関



れ、 は
な
か
ろ
う
か
。
右
草
案
は
、

あ
る
。
）

と
な
り
、
元
老
院
が
裁
判
機
関
と
な
る
制
度
で
あ
っ
た
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
概
説
フ
ラ
ソ
ス
法
上
」

一
八
七

一
九
九
頁
）
こ
と
に
よ
っ
て

も
明
白
で
あ
ろ
う
。
（
政
府
閣
僚
の
職
務
上
の
犯
罪
が
高
等
法
院
の
管
轄
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
）
た
だ
し
議
会
の
国
務
大
臣
の
責
任

と
犯
罪
に
対
す
る
弾
劾
権
が
弱
体
で
あ
っ
て
も
、
な
お
高
等
法
院
を
も
っ
て
た
た
か
い
得
る
と
な
し
た
点
及
び
高
等
法
院
の
管
轄
に
軍
人

軍
属
の
犯
罪
を
も
属
せ
し
め
た
点
に
、
井
上
操
の
解
釈
の
独
自
性
が
あ
り
、
藩
閥
か
ら
軍
閥
へ
転
移
す
る
趨
勢
を
看
取
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
井
上
操
の
「
憲
法
述
義
」
が
明
治
二
十

1

一
年
五
月
、
帝
国
憲
法
制
定
後
一
―
―
ヶ
月
に
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
（
「
憲

法
述
義
」
の
序
に
は
「
余
嘗
テ
東
京
二
在
リ
明
治
法
律
学
校
二
於
テ
明
治
十
九
年
一
月
以
来
日
本
行
政
法
ヲ
講
ス
ル
ニ
当
リ
古
来
ノ
律
法

ト
当
時
ノ
法
令
ト
ヲ
参
酌
シ
憲
法
中
二
入
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
集
メ
テ
之
ヲ
説
述
シ
又
大
阪
二
在
テ
＾
関
西
法
律
学
校
二
於
テ
明
治
二
十
一
年

十
月
以
来
日
本
行
政
法
ヲ
講
シ
更
二
憲
法
中
二
入
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
集
メ
テ
之
ヲ
説
述
シ
ク
リ
明
治
二
十
二
年
二
月
憲
法
ノ
発
布
セ
ラ
ル
、

ニ
及
ヒ
嘗
テ
ニ
学
校
二
於
テ
説
述
セ
シ
所
卜
対
照
ス
ル
ニ
彼
此
相
吻
合
シ
其
所
説
中
直
チ
ニ
採
テ
憲
法
ノ
註
解
卜
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
多
シ
、

偲
テ
之
ヲ
集
メ
テ
更
二
訂
正
増
補
シ
名
ヶ
テ
憲
法
述
義
ト
イ
ヒ
後
学
ノ
士
二
頒
ッ
後
学
ノ
士
依
テ
憲
法
ノ
一
班
ヲ
知
ル
ヲ
得
＾
幸
甚
」
と

国
務
大
臣
の
職
務
と
の
行
為
に
つ
き
能
う
限
り
免
責
措
置
を
講
じ
て
い
た
帝
国
憲
法
の
起
草
者
に
と
っ
て
、
治
罪
法
の
高
等
法
院

の
規
定
が
看
過
さ
れ
る
筈
は
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
年
五
月
に
ド
イ
ツ
人
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ド
ル
フ
が
原
案
の
作
成
を
委
嘱
さ
れ
、

七
年
の
ド
イ
ツ
国
裁
判
所
組
織
法
を
模
範
と
し
て
起
草
し
た
。
ド
イ
ツ
人
の
レ
ス
ラ
ー
、

モ
ッ
セ
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
イ

ギ
リ
ス
人
の
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
等
が
こ
れ
に
協
力
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
協
力
は
名
目
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

「
裁
判
所
構
成
法
」
の
草
案
と
し
て
確
定
さ
れ
、
明
治
二
十
三
年
二
月
八
日
法
律
第
六
号
と
し
て
公
布
さ

同
年
十
一
月
一
日
施
行
さ
れ
た
。

関
法
第
三
五
巻
第
六
号

注
意
す
べ
き
は
こ
の
裁
判
所
構
成
法
に
お
い
て
治
罪
法
の
高
等
法
院
が
廃
止
さ
れ
そ
の
権
限
が

一
四

（―-―-三八）



井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

「
簡
捷
敏
活
」
と
い
う
概
念
は
、

裁
判
所
構
成
法
の
制
定
を
う
け
て
明
治
刑
訴
が
、
明
治
二
十
三
年
十
月
七
日
公
布
さ
れ
て
い
る
。
帝
国
憲
法
の
制
定
と
符
節
を
合
す
る

よ
う
な
裁
判
所
構
成
法
の
制
定
、

い
わ
ゆ
る
明
治
刑
訴
の
制
定
に
つ
い
て
、
従
来
帝
国
憲
法
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
帝
国
憲

法
の
如
何
な
る
問
題
と
の
関
連
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
右
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
白
で
あ

る
よ
う
に
帝
国
憲
法
の
国
務
大
臣
の
責
任
と
治
罪
法
の
高
等
法
院
と
の
関
係
が
憲
法
起
草
者
に
と
っ
て
黙
止
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
治
罪
法
の
高
等
法
院
を
廃
止
し
、
そ
の
権
限
を
大
審
院
の
特
別
権
限
に
し
た
と
い
う
が
、
国
務
大

臣
の
犯
罪
を
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
治
罪
法
高
等
法
院
の
「
勅
任
官
ノ
犯
シ
ク
ル
犯
罪
」
は
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
裁
判

所
構
成
法
第
五
十
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
「
第
一
審
ニ
シ
テ
終
審
ト
ッ
テ
刑
法
第
二
編
第
一
章
及
第
二
章
二
掲
ケ
ク
ル
重
罪
拉
二
皇
族
ノ
犯

シ
ク
ル
罪
ニ
シ
テ
禁
錮
又
ハ
更
二
重
キ
刑
二
処
ス
ヘ
キ
モ
ノ
、
予
審
及
裁
判
」
と
あ
り
、
治
罪
法
の
「
勅
任
官
ノ
犯
シ
ク
ル
重
罪
」
が
抹

消
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
帝
国
憲
法
と
の
関
連
に
お
い
て
治
罪
法
が
廃
止
さ
れ
、
裁
判
所
構
成
法
と
明
治
刑

訴
と
が
帝
国
憲
法
制
定
と
符
節
を
合
す
る
よ
う
に
制
定
さ
れ
た
原
因
の
一
っ
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

総
理
大
臣
に
つ
い
て
、
井
上
操
は
、
憲
法
に
は
総
理
大
臣
に
関
す
る
規
定
が
な
い
と
し
て
お
り
、
内
閣
に
も
詳
細
な
規
定
が
存
し

な
い
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
内
閣
が
枢
要
な
国
家
機
関
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

政
官
諸
職
ヲ
廃
シ
内
閣
ヲ
以
テ
宰
臣
会
議
御
前
二
事
ヲ
奏
ス
ル
ノ
所
ト
シ
万
機
ノ
政
専
ラ
簡
捷
敏
活
ヲ
主
卜
」
す
る
と
し
て
い
る
が
、
筒

「
全
局
ノ
平
衡
ヲ
保
持
シ
以
テ
各
部
ノ
統
一
ヲ
得
セ
シ
ム
」
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
天
皇
親
裁

の
体
制
で
あ
り
立
憲
の
主
義
で
あ
る
と
す
る
。

で
あ
る
）
、

捷
敏
活
と
い
う
こ
と
は
、

四

一五

（
明
治
十
八
年
十
二
月
太
政
大
臣
の
奏
議
並
に
同
月
二
十
三
日
の
詔
勅
に
も
と
づ
く
解
釈

内
閣
が
実
践
的
に
し
て
し
か
も
各
部
局
の
平
衡
を
保
持
し
う
る
よ
う
な
能
力
の
あ
る
国
家

大
審
院
の
特
別
権
限
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
一
三
三
九
）

「
太



の
中
心
機
関
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
簡
略
の
体
制
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
故
井
上
操
は
、

官
ノ
一
変
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ッ
テ
、
内
閣
総
理
大
臣
ハ
太
政
大
臣
二
当
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
通
常
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

内
閣
は
む
し
ろ
太
政
官
よ
り
も
劣
位
の
地
位
に
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
は
太
政
大
臣
に
比
較
し
て
は
な
は
だ
弱
体
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
内
閣
総
理
大
臣
を
し
て
太
政
大
臣
に
匹
適
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
点
は
、
内
閣
に
国
家
の
中
心
機
関
た
る

意
味
を
名
実
共
に
付
与
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
大
権
と
な
ら
び
う
る
よ
う
な
強
力
な
執
政
官
が
指
導
す
る
合
議
体
の
存
在
こ

そ
、
立
憲
主
義
の
根
本
を
な
す
も
の
、

（
一
三
四
0
)

と
考
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
枢
密
院
に
つ
い
て
は
、
行
政
立
法
に
関
す
る
天
皇
の
顧

問
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
施
政
に
干
渉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
の
は
「
然
レ
ト
モ
素
卜
行
政
立
法
二
関
ス
ル
天
皇
ノ
顧

し
て
当
然
の
見
解
で
あ
っ
て
、
枢
密
院
に
天
皇
と
内
閣
の
間
に
介
在
す
る
余
地
を
能
う
限
り
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
事

実
は
こ
れ
に
反
し
、
内
閣
は
き
わ
め
て
弱
体
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
枢
密
院
が
天
皇
と
内
閣
の
間
に
介
在
し
、
軍
閥
の
拍
頭
の

日
本
の
歴
史
に
於
て
司
法
権
の
独
立
は
か
つ
て
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
行
政
官
の
専
横
を
免
が
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
体
制
で
あ
り
、
そ
の
典
型
は
徳
川
氏
の
時
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
徳
川
幕
藩
体
制
に
お
い
て
は
行
政
優
越
の
体
制
1

行

政
官
が
官
制
の
基
本
で
あ
り
、
そ
の
兼
務
の
一
部
門
と
し
て
裁
判
事
務
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批

判
の
上
に
た
っ
て
司
法
権
の
地
位
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
司
法
権
の
独
立
は
行
政
官
の
拘
束
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
い

第
六
章

司

法

権

有
力
な
誘
因
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

問
二
外
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
施
政
二
干
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
、

内
閣
制
度
に
国
家
の
中
心
機
関
た
る
意
味
を
認
め
よ
う
と
す
る
構
想
よ
り

関
法
第
三
五
巻
第
六
号

一六

「
内
閣
ハ
太
政



井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

井
上
操
は
、

第

七

章

臣

民

権

利

義

務

一
七

「
拷

一
ハ
密
行
ス
レ
ハ

「
已
二
司
法
権
ハ
独
立
シ
テ
行
政
官
ノ
検
束
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
且
ツ
天
皇
ノ

名
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
カ
故
二
従
前
ハ
行
政
裁
判
二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
裁
判
言
渡
案
ヲ
作
リ
司
法
省
ノ
旨
ヲ
受
ケ
太
政
官
又
ハ
内
閣
ノ
裁
令
ヲ

経
テ
宣
旨
シ
タ
リ
シ
ト
雖
モ
憲
法
実
施
後
ハ
如
此
キ
7
ナ
カ
ル
ヘ
シ
（
明
治
七
年
司
法
省
第
二
十
四
号
達
明
治
十
五
年
司
法
省
丁
第
十
五

号
達
）
何
ト
ナ
レ
＾
天
皇
ノ
名
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
ニ
及
ヒ
テ
ハ
内
閣
司
法
省
等
ノ
指
令
ヲ
受
ク
ヘ
カ
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
の
べ
て
い
る
。

行
政
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
裁
判
の
特
質
は
法
廷
闘
争
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
ー
「
裁
判
ノ
対
審
判
決
ハ
之
ヲ
公
開

ス
」
ー
、
こ
の
法
廷
闘
争
こ
そ
司
法
権
の
独
立
の
効
果
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
井
上
操
は
、
裁
判
の
密
行
こ
そ
重
大
な
弊
害
を
伴

う
も
の
と
し
「
其
害
ニ
ア
リ
一
ハ
仮
令
ヒ
公
乎
正
当
ノ
処
置
ヲ
為
ス
モ
世
人
ヲ
シ
テ
疑
念
ヲ
抱
カ
シ
ム
ル
ノ
害
ア
リ
、

或
ハ
怠
慢
或
ハ
軽
忽
或
ハ
不
正
ノ
処
置
ヲ
為
ス
ニ
至
ル
ノ
害
ア
リ
其
極
私
心
ヲ
以
テ
強
嚇
詐
言
ヲ
施
シ
終
二
拷
問
法
ヲ
モ
用
フ
ル
ニ
至
ル

ヘ
シ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
井
上
操
の
解
釈
に
よ
れ
ば
公
開
主
義
に
反
す
る
裁
判
制
度
こ
そ
拷
問
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

問
卜
密
行
ト
ハ
亦
相
離
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
ッ
公
行
ス
レ
ハ
拷
問
ハ
人
情
二
於
テ
用
フ
ヘ
カ
ラ
ス
密
行
ス
レ
ハ
仮
令
ヒ
法
律
ニ
ハ

之
ヲ
禁
ス
ル
モ
尚
ホ
或
ハ
之
ヲ
用
フ
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

「
臣
民
ハ
即
チ
国
人
ニ
シ
テ
一
国
ヲ
構
成
ス
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
解
釈
す
る
。
臣
民
の
本
質
を
「
国
人
」
と
い

う
概
念
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
を
要
す
る
。
臣
民
と
い
う
こ
と
は
通
常
天
皇
の
臣
民
、
臣
下
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

国
人
は
国
家
の
構
成
要
素
た
る
人
民
の
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
天
皇
の
臣
下
た
る
意
味
よ
り
も
国
家
の
構
成
要
素
た
る
人
民
の
意
義
を

う
点
を
と
く
に
強
調
し
た
理
由
が
存
す
る
。
井
上
操
は
、

（
一
三
四
一
）



法
律
の
本
質
を
政
府
と
人
民
と
の
規
約
に
あ
り
と
す
る
契
約
思
想
を
基
本
と
し
て
法
律
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
も
注
目
す
る
を
要

犯
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
く
に
帝
国
憲
法
の
解
釈
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
明
治
四
年
八
月
二
十
八
日
の
檄
多
非
人
解
放
令
を

重
視
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
稼
多
非
人
の
「
其
賤
扉
ス
ル
ノ
甚
シ
キ
以
テ
人
類
卜
為
サ
ス
而
シ
テ
其
事
タ
ル
因
襲
ノ
久
シ

キ
ヵ
故
二
今
日
二
在
テ
モ
尚
ホ
其
歴
習
ヲ
脱
セ
サ
ル
、
モ
ノ
如
シ
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
法
律
上
の
解
放
か
ら
事
実
上
の
解
放
へ

の
過
程
が
容
易
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
途
に
極
め
て
困
難
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
陵
し
て
い
る
。
と
く
に
一
般
の
民
衆
が

官
吏
華
族
等
上
位
に
あ
る
者
に
対
し
て
は
平
等
権
を
主
張
す
る
が
、
下
位
に
あ
る
者
に
対
し
て
は
な
お
新
乎
民
と
称
し
て
賤
犀
す
る
と
の

べ
て
い
る
の
は
、
あ
た
か
も
J
.
S
・
ミ
ル
が
乎
等
に
つ
い
て
、
人
間
に
と
っ
て
ひ
き
下
げ
る
平
等
は
容
易
で
あ
る
け
れ
ど
も
ひ
き
上
げ

る
平
等
は
困
難
で
あ
り
、

欧
米
人
に
つ
い
て
も
な
お
日
本
と
同
じ
傾
向
ー
民
族
差
別
「
東
洋
人
等
ヲ
目
シ
テ
野
蛮
卜
為
シ
大
二
之
ヲ
軽
侮
セ
リ
」
ー
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
困
難
な
問
題
に
関
し
井
上
は
、

ヲ
自
ラ
実
行
ス
ル
ヲ
務
ム
ヘ
キ
ノ
ミ
自
ラ
己
レ
ヲ
修
ム
ル
ノ
急
ニ
シ
テ
未
夕
他
ヲ
咎
メ
他
ヲ
責
ム
ル
ノ
暇
ア
ラ
サ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
の
ベ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
稼
多
非
人
の
根
本
的
解
放
の
問
題
は
、
ま
ず
自
己
自
身
の
内
面
の
良
心
の
問
題
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
と
の
べ
て

い
る
。

す
る
。

権
利
に
関
し
て
は
、
自
然
法
上
の
権
利
を
基
本
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
を
要
す
る
。
こ
の
点
と
関
係
し
て
、

「
法
律
ハ
政
府
卜
人
民
ト
ノ
規
約
ニ
シ
テ
双
方
ノ
承
諾
ヲ
以
テ
成
リ
ク
ル
モ
ノ
ナ
リ
之
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
者
ハ
一
己
ノ
意
思
ヲ
以
テ

ひ
き
上
げ
る
平
等
こ
そ
真
の
平
等
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。
井
上
操
は
、

い
た
ず
ら
に
先
を
急
い
で
他
者
を
と
が
め
他
者
を
責
め
る
と
い
う
方
法
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
。
自
己
自
身
の
内
面
の
良
心
に
も

と
づ
く
人
間
の
絶
対
的
平
等
の
思
想
を
出
発
点
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
ら
慎
み
自
ら
戒
め
る
と
い
う
こ
と
の
本

義
が
あ
る
。
こ
の
点
は
平
等
の
問
題
を
他
者
に
対
す
る
同
情
、
あ
わ
れ
み
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
賤
辱
さ
れ
て
い
る
人
々
の
苦

関
法
第
三
五
巻
第
六
号

「
只
吾
人
ハ
自
ラ
慎
ミ
自
ラ
戒
メ
テ
此
平
等
此
自
由
ノ
道
理

八
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二
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井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

し
み
を
自
己
の
苦
し
み
と
す
る
1

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
自
己
の
内
面
の
良
心
か
ら
湧
出
す
る
平
等
の
思
想
を
解
放
の
確
固
た
る

よ
り
ど
こ
ろ
と
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
良
心
か
ら
湧
出
す
る
乎
等
の
思
想
に
も
と
づ
く
連
帯
、
解
放
の
関
心
こ

そ
真
の
意
味
の
解
放
の
推
進
力
の
―
つ
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

あ
る
け
れ
ど
も
、
賤
辱
さ
れ
た
人
々
に
対
す
る
平
等
の
共
感
と
い
う
こ
と
の
困
難
さ
を
深
く
自
覚
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
困
難
さ
を
伴

う
平
等
の
問
題
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
真
正
面
か
ら
取
り
く
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
或
る
意
味
で
は
極
め
て
実
践
的

な
方
法
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
、
官
僚
主
義
の
思
考
が
外
面
的
平
等
の
み
し
か
考
察
し
よ
う
と

し
な
か
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
自
ら
の
慎
み
、
自
ら
の
戒
め
、
す
な
わ
ち
良
心
の
問
題
と
し
て
|
|
山
]
面
的
乎
等
の
問
題
と
し
て
差
別
の

問
題
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
真
の
意
味
の
実
践
の
推
進
力
と
な
る
思
想
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。

暴
君
汚
吏
の
極
端
な
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
孔
孟
の
仁
義
忠
孝
の
教
え
を
守
り
暴
虐
の
行
動
に
出
る
こ
と

を
君
主
官
僚
の
側
も
慎
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、

一
九

―
つ
に
は
、
我
国
で
自
由
と
い
う
こ
と
が
と
く
に
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

と
く
に
自
由
を
強
調
す
る
理
由
を
形
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
の
ぺ
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
支
配
団
体
の
内
部
、
す
な
わ
ち
武
家
社
会
の
内
部
に
限
っ
て
思
考
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
武
家

と
主
君
と
の
間
に
は
幕
藩
体
制
的
主
従
制
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
主
従
契
約
と
い
っ
た
契
約
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
お
倫
理
的
な
意
味
の
人
格
的
つ
な
が
り
と
い
う
も
の
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
武
士
社
会
の
上
下
関
係
に
は
そ
の
よ
う

な
倫
理
的
関
係
か
ら
す
る
と
こ
ろ
の
相
互
の
抑
止
が
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
自
由
の
意
味
を
強
調
す
る
必
要

は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
武
士
の
自
由
の
問
題
で
あ
っ
て
人
民
の
自
由
の
問
題
で
な
い
。
武
士
を
含
む

支
配
団
体
と
人
民
と
の
関
係
に
於
て
は
、
徳
川
幕
藩
体
制
に
お
い
て
人
民
に
は
一
切
の
自
由
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
井
上
操

次
に
井
上
は
独
自
の
自
由
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
一
三
四
一
―
-
）

一
見
形
而
上
学
的
解
釈
に
終
っ
て
い
る
よ
う
で



を
提
起
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
一
三
四
四
）

「
幕
府
ノ
当
時
二
付
テ
イ
ヘ
ハ
生
殺
与
奪
ノ
権
利
ハ
幕
府
力
之
ヲ
有
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
家
長
モ
亦
生
殺
与
奪

ノ
権
ヲ
有
シ
ク
ル
カ
如
キ
形
状
ニ
シ
テ
実
二
各
人
ノ
自
由
ハ
法
律
ノ
保
護
ナ
キ
者
ト
イ
フ
モ
可
ナ
リ
」
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
上

操
は
、
こ
の
よ
う
な
人
民
を
奴
隷
視
す
る
幕
藩
体
制
の
権
力
の
性
格
こ
そ
幕
府
の
自
減
の
原
因
で
あ
る
と
し
た
。

四
．
明
治
五
年
十
月
二
日
第
二
百
九
十
五
号
布
告
、
芸
娼
妓
解
放
令
、
人
身
売
買
の
禁
令
に
つ
い
て
、
私
の
契
約
を
も
っ
て
自
身
の
自

信
教
の
自
由
に
つ
い
て
、
信
教
の
外
面
性
と
内
面
性
を
区
別
し
、
信
教
の
内
面
性
の
自
由
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
束
縛
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
法
律
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
問
題
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
異
端
の
問
題

「
内
部
信
教
ノ
自
由
ハ
決
シ
テ
之
ヲ
束
縛
ス
ル
ヲ
得
ス
故
二
異
端
邪
説
ヲ
信
ス
ル
モ
亦
其
人
ノ
自

由
二
在
リ
況
ン
ヤ
異
端
タ
リ
邪
説
ク
ル
所
以
モ
亦
能
ク
之
ヲ
別
ツ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
」
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
は
、
異
端
と
い
う

問
題
は
権
力
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
異
端
で
あ
っ
た
。
人
民
は
何
ら
疑
う
こ
と
な
く
権
力
の
指
定
す
る
異
端
を
異
端
と
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
こ
こ
に
思
想
の
自
由
を
抹
殺
す
る
動
向
が
あ
り
、
幕
府
自
減
の
原
因
は
こ
こ
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
操
が
異
端
に
つ
い
て
、

何
が
異
端
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
深
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
何
が
異
端
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
識
別
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
思
想
の
問
題
に
つ
い
て
権
力
の
作
為
に
よ
り
パ
ニ
ッ
ク
的
状
況
が
お
こ
り
や
す
い
我
国
に
お
い

て
、
極
め
て
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
井
上
操
は
「
明
治
二
至
リ
テ
モ
現
二
切
支
丹
宗
信
仰
ノ
為
メ
ニ
処

分
ヲ
受
ケ
ク
ル
者
長
崎
近
傍
浦
上
村
人
民
ノ
如
キ
ハ
四
千
余
人
ノ
多
キ
ニ
」
達
し
た
事
実
を
指
摘
す
る
。
維
新
政
府
は
当
初
信
教
の
自
由

を
回
復
す
る
意
図
を
も
た
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
外
面
的
な
官
僚
制
的
改
革
を
も
っ
て
近
代
国
家
形
成
の
路
線
と
し
た
の
で
あ
る
。
井
上

操
は
、
こ
れ
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
品
行
徳
業
に
お
い
て
か
え
っ
て
優
等
の
者
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
「
実
際
二
徴
シ
テ
禁
止
ス

五
由
を
束
縛
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
。

自
身
が
指
摘
し
て
い
る
。
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井
上
操
著
「
大
日
本
帝
国
憲
法
述
義
」
に
つ
い
て

八
集
会
結
社
に
つ
い
て
は
、

と
す
る
。

七
流
れ
や
す
い
風
潮
に
鋭
く
対
立
す
る
思
想
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

六
ヘ
キ
道
理
ア
ル
ヲ
見
ス
」
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
信
教
の
自
由
は
、
政
治
と
宗
教
、
法
と
宗
教
の
分
離
を
基
本
と
し
て
考
え
た
ら
よ
い
の

で
あ
っ
て
、
宗
教
は
一
に
人
民
の
帰
依
す
る
と
こ
ろ
に
放
任
し
た
ら
よ
い
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
井
上
操
が
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
の
一
派
で
あ
る
と
い
う
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
点
は
注
目
す
る
を
要
す
る
の
で
あ
っ
て
、
或
は

宗
教
一
般
の
特
質
よ
り
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
仏
教
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
を
残
し
て
い
る
。
彼
は
充
実
し
た
裁
判
官
活
動
と
教
育
、
著
作
活
動
を
な
し
つ

つ
あ
る
時
、
病
の
た
め
不
遇
の
晩
年
を
郷
里
で
す
ご
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
を
最
も
慕
っ
て
い
る
関
西
法
律
学
校
第
一
回
の
卒
業
生
に
し

て
和
仏
法
律
学
校
の
卒
業
生
で
も
あ
る
武
田
宣
英
は
、

「
風
樹
の
記
」
の
中
で
井
上
操
が
晩
年
に
お
い
て
仏
教
信
仰
へ
の
思
索
を
深
め
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
当
時
の
法
律
家
が
深
い
宗
教
的
情
操
を
有
し
て
い
た
と
い
う
側
面
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

言
論
の
自
由
に
つ
い
て
「
言
論
ハ
人
ノ
志
操
ヲ
述
フ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
素
ト
ヨ
リ
自
由
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
人
の

志
操
と
い
う
点
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。
言
論
は
人
間
の
志
操
を
表
現
す
る
、

し
か
も
倫
理
的
な
性
格
の
人
間
の
志
操

と
い
う
こ
と
は
誰
も
制
約
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
法
上
の
言
論
の
自
由
を
志
操
と
い
う
考
え
方
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
人
間
の
志
操
の
高
邁
さ
の
無
限
の
可
能
性
と
い
う
方
向
で
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
論
の
自
由
の
名
に
お
い
て
低
俗
に

出
版
の
自
由
に
つ
い
て
は
「
一
＾
天
下
ノ
公
益
ノ
害
シ
一
ハ
一
人
ノ
私
益
ヲ
害
ス
ル
」
と
い
う
点
に
即
し
て
こ
れ
を
拘
束
し
得
る

「
仏
国
二
於
テ
ハ

1

一
十
一
人
以
上
法
律
上
ノ
集
会
ト
シ
其
目
的
ノ
何
ク
ル
ニ
論
ナ
ク
皆
集
会
条
例
ノ
規

則
二
従
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
人
数
を
も
っ
て
規
制
せ
ず
、
政
談
を
目
的
と
す
る
か
否
か
と
い
う
目
的
に
よ
る
規

（
一
三
四
五
）



に
つ
い
て
洞
察
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

制
を
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
政
治
に
関
す
る
集
会
に
つ
い
て
は
規
制
す
る
が
、
私
事
の
集
会
は
規
制
し
な
い
。
何
故
政
談
を
目
的
と
す
る

集
会
の
規
制
を
認
め
た
か
。
こ
の
点
は
、
井
上
操
の
進
歩
に
つ
い
て
漸
進
主
義
を
本
質
と
す
る
と
い
う
見
解
に
も
と
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

政
談
論
議
と
い
う
集
会
に
臨
席
で
き
な
い
人
を
あ
げ
る
と
「
陸
海
軍
人
常
備
予
備
後
備
ノ
名
籍
二
在
ル
者
警
察
官
官
立
公
立
私
立
学
校
ノ

教
員
生
徒
農
業
工
芸
ノ
見
習
生
ニ
シ
テ
此
種
ノ
人
員
＾
其
集
会
二
臨
ミ
其
結
社
二
加
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
而
シ
テ
法
律
力
此
種
ノ

人
二
限
リ
特
二
之
ヲ
禁
止
シ
ク
ル
所
以
ノ
主
旨
＾
明
瞭
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
軍
人
に
関
す
る
限
り
は
明
瞭
で

「
軍
人
ノ
如
キ
ハ
常
二
長
官
ノ
命
令
二
服
従
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
若
シ
之
二
違
犯
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
＾
為
メ
＿
一
軍
紀

ヲ
索
シ
護
国
ノ
用
ヲ
為
サ
、
ル
ヘ
シ
然
ル
ニ
若
シ
政
談
演
説
等
ヲ
聴
ク
ト
キ
ハ
漫
二
自
由
ヲ
唱
へ
或
＾
長
官
ノ
命
二
従
ハ
ス
或
ハ
軍
紀
ヲ

守
ラ
サ
ル
カ
如
キ
ノ
恐
レ
ア
ル
ニ
依
ル
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
し
て
軍
人
が
政
談
演
説
等
を
き
く
こ
と
に
よ
り
軍
紀
を
み
だ
す
と
い
う
こ
と
を
き

わ
め
て
慎
む
べ
き
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
軍
閥
の
拾
頭
の
時
期
、
軍
人
が
政
治
に
生
半
可
な
認
識
を
も
つ
て
介

入
し
国
家
改
造
を
暴
力
的
に
企
図
し
た
と
い
う
事
実
を
み
て
も
、
兵
政
分
離
主
義
に
関
す
る
井
上
操
の
慎
重
な
解
釈
の
重
要
性
を
看
取
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
政
体
の
真
の
敵
は
、
自
由
民
権
運
動
で
は
な
く
し
て
藩
閥
か
ら
軍
閥
へ
の
支
配
権
力
の
転
換
の
動
向
に
あ
る
こ
と

そ
れ
故
井
上
操
の
帝
国
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
、
家
永
三
郎
氏
は
、
明
治
憲
法
の
制
定
直
後
の
解
釈
に
明
治
初
年
以
来
の
開
明
主
義
が
こ

の
時
に
お
い
て
も
ま
だ
濃
厚
に
そ
の
余
勢
を
と
ど
め
て
い
た
と
い
う
一
般
的
前
提
に
立
ち
な
が
ら
も
「
官
権
偏
重
の
色
彩
濃
厚
と
評
せ
ら

れ
る
を
免
れ
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
論
断
さ
れ
た
こ
と
は
（
「
日
本
近
代
憲
法
思
想
史
研
究
」

て
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
軽
率
の
感
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

―
ニ
ニ
頁
以
下
）
、
右
述
し
た
叙
述
に
よ
っ

〔
本
論
文
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
（
一
般
研
究
C
・
課
題
番
号
五
九
五
二

0
0
0六
）
の
助
成
を
う
け
た
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
〕

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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