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は
じ
め
に

　

私
は
か
ね
が
ね
憲
法
の
成
立
過
程
、
と
り
わ
け
九
条
の
成
立
過
程
に

関
心
を
も
ち
、
幣
原
喜
重
郎
の
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
思
想
に
注
目
し

て
き
た
。
一
九
四
六
年
一
月
二
四
日
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
幣
原
の
会
談

が
あ
り
、
そ
の
時
、
今
度
の
憲
法
に
戦
争
の
放
棄
の
条
文
を
入
れ
る
事

の
発
意
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
幣
原
か
ら
だ
っ
た
と
い
う
の
が
私

の
見
解
で
、
こ
れ
ま
で
も
論
文
等
で
発
表
し
て
き
た
。
憲
法
学
者
で
は

深
瀬
忠
一
先
生
の
研
究
が
あ
り
私
は
励
ま
さ
れ
て
き
た
。

　

幣
原
説
の
資
料
と
し
て
は
幣
原
自
身
の
回
想
や
、「
あ
れ
は
幣
原
だ

っ
た
」
と
す
る
当
時
の
幾
人
か
の
証
言
や
思
い
出
の
中
で
語
ら
れ
て
き

た
こ
と
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
米
国
上
院
で
の
証
言
や
回
想
録
等
で
あ
る

が
、
私
は
そ
れ
に
加
え
て
、
高
柳
賢
三
の
『
天
皇
・
憲
法
第
九
条
』

（
有
紀
書
房
、
一
九
六
三
年
）
で
の
論
述
に
注
目
し
て
き
た
。

　

し
か
し
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
、
帝
国
憲
法
改
正
の
た
め
に
内
閣
に

設
置
さ
れ
た
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
（
松
本
委
員
会
）
案
が
毎
日
新
聞

（
一
九
四
六
年
二
月
一
日
）
で
ス
ク
ー
プ
さ
れ
て
か
ら
、
二
月
三
日
の
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
の
三
原
則
の
提
示
、
そ
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
で
の
短
期
間
の
憲

法
案
作
成
、
そ
れ
を
う
け
て
の
日
本
政
府
案
の
作
成
（
三
月
五
日
）
ま
で

の
間
、
幣
原
に
は
九
条
に
関
連
し
て
の
発
言
が
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
米

国
上
院
で
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
証
言
（
一
九
五
一
年
五
月
五
日
）
は
信
頼
で

き
な
い
と
い
う
根
拠
の
な
い
理
由
か
ら
、
幣
原
説
を
否
定
す
る
論
者
も

多
く
、
憲
法
改
正
論
者
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
押
し
つ
け
説
を
繰
り
返
し

て
い
る
。
安
倍
首
相
の
戦
後
レ
ジ
ー
厶
か
ら
の
脱
却
・
改
憲
論
は
、
占

領
下
の
押
し
つ
け
改
革
批
判
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
そ
の
論
か
ら
す
れ

ば
、
戦
後
民
主
主
義
も
象
徴
天
皇
制
も
占
領
下
の
押
し
つ
け
の
産
物
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
近
年
の
古
関
彰
一
氏
の
精
力
的
な
研
究
に
も
注
目

し
て
き
た
が
、
古
関
氏
は
い
わ
ゆ
る
押
し
つ
け
・
改
憲
論
と
は
違
う
コ

ン
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
幣
原
発
意
説
を
繰
り
返
し
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
高
柳
の
前
掲
本
に
注
目
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

探
し
て
い
た
資
料

　

高
柳
は
、
自
由
民
主
党
政
府
の
も
と
で
改
憲
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た

憲
法
調
査
会
（
一
九
五
六
年
設
置
法
、
五
七
年
に
岸
信
介
首
相
の
も
と
で
始
動
、

六
四
年
に
最
終
報
告
提
出
。
本
文
一
二
〇
〇
頁
、
付
属
文
書
四
三
〇
〇
頁
）
の
会

長
を
務
め
、
憲
法
制
定
過
程
を
検
証
し
報
告
書
を
ま
と
め
た
責
任
者
で

あ
る
。

　

高
柳
は
、
こ
の
活
動
の
ま
と
め
の
段
階
で
、「
憲
法
第
九
条

―
そ

の
成
立
経
過
と
解
釈
」
を
論
文
と
し
て
発
表
し
た
（
雑
誌
『
自
由
』
一
九

六
一
年
一
二
月
号
）。
前
掲
高
柳
本
に
は
こ
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

私
は
し
ば
し
ば
こ
れ
に
依
拠
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い

る
。

　
「
わ
た
く
し
は
、
一
九
四
六
年
貴
族
院
議
員
と
し
て
、
同
院
に
お
け

る
新
憲
法
案
の
審
議
に
参
加
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
わ
た
く
し
は
、
憲
法

第
九
条
は
、
連
合
国
が
日
本
非
武
装
化
政
策
を
新
憲
法
に
定
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
永
久
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
素
朴

的
に
考
え
て
い
た
」（
六
五
頁
）。
だ
が
、（
憲
法
調
査
会
で
の
調
査
の
結
果
）

「
わ
た
く
し
の
素
朴
な
推
定
は
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て

き
た
」（
六
六
頁
）。

　
「
第
九
条
の
発
祥
地
が
東
京
で
あ
り
、
一
月
二
十
四
日
の
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
・
幣
原
会
談
に
起
因
す
る
点
は
疑
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
提
案

者
が
幣
原
か
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
に
つ
い
て
、
日
本
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も

疑
問
と
さ
れ
て
い
た
。（
中
略
）
し
か
し
調
査
会
の
集
め
え
た
す
べ
て
の

証
拠
を
総
合
的
に
熟
視
し
て
み
て
、
わ
た
く
し
は
幣
原
首
相
の
提
案
と

見
る
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
」（
七

六
〜
七
七
頁
）。

　

こ
の
論
文
で
高
柳
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
高
柳
宛
の
書
簡
に
つ
い
て
ふ

れ
た
あ
と
「〝
日
本
国
憲
法
第
九
条
は
、
幣
原
首
相
の
先
見
の
明
と
英

知
と
ス
テ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
を
表
徴
す
る
不
朽
の
記
念
塔
で
あ
る
〞
と

い
っ
た
マ
元
帥
の
言
葉
は
正
し
い
」（
八
七
頁
）
と
の
べ
て
い
る
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
何
度
か
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
こ
の
言
葉
を
高
柳
宛
の

書
簡
か
ら
と
し
て
引
用
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
書
簡
の
原
文
【
英

文
】
は
ど
こ
に
あ
り
、
日
付
は
い
つ
な
の
か
判
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て

い
た
。
今
回
、
国
会
図
書
館
の
憲
政
資
料
室
を
訪
ね
（
二
〇
一
六
年
一
月

一
九
日
、
二
一
日
）、
そ
の
原
文
の
手
紙
（
高
柳
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
往
復
書
簡
）

を
見
つ
け
だ
す
事
が
で
き
、
久
し
振
り
に
研
究
者
と
し
て
興
奮
し
て
い

る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
。
幣
原
説
を
補
強
す
る
大
事
な
資
料

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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高
柳
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
往
復
書
簡

　

そ
れ
は
、
見
当
を
つ
け
て
い
た
憲
法
調
査
会
関
係
資
料
の
な
か
に
あ

っ
た
。

　

“Correspondence betw
een C

hairm
an T

akayanagi and G
eneral 

M
acA

rthur and G
eneral W

hitney

”Com
m

ission on the C
onstitution

（1
～
21page

）,

そ
の
表
紙
に
は
憲
法
調
査
会
事
務
局
の
印
が
あ
る
。
日

本
語
訳
「
高
柳
会
長
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
及
び
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将

と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
書
翰
」、
昭
和
三
十
四
年
二
月
、
憲
法
調
査
会

（
一
〜
二
六
頁
）
と
合
わ
せ
て
合
本
資
料
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

関
係
資
料
の
通
し
番
号
（12855-12891

）
が
付
し
て
あ
る
。
こ
の
資
料

自
体
興
味
深
い
の
で
、
少
し
解
説
し
て
お
こ
う
（
な
お
英
文
の
訳
文
は
憲

法
調
査
会
訳
、
必
要
に
応
じ
て
英
文
を
挿
入
し
た
）。

　

憲
法
調
査
会
会
長
高
柳
賢
三
は
、
日
本
国
憲
法
の
成
立
過
程
の
歴
史

的
調
査
の
た
め
に
訪
米
し
た
調
査
団
の
長
と
し
て
、
調
査
の
最
終
段
階

で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
の
会
見
を
強
く
願
っ
て
い
た
。

　

一
九
五
八
年
一
二
月
一
日
付
の
最
初
の
会
見
申
し
入
れ
の
手
紙
に
は
、

憲
法
調
査
会
は
内
閣
に
置
か
れ
て
は
い
る
が
内
閣
か
ら
も
政
党
か
ら
も

自
立
し
た
委
員
会
と
し
て
、
憲
法
の
成
立
過
程
、
憲
法
の
運
用
の
実
際

と
国
民
生
活
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
改
正
の
必
要
の
有
無
の
調
査
が
目
的

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
「
誤
報
や
誤
解
」
を
正
す

た
め
の
詳
細
な
検
討
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
側
の
情
報
が
不
可
欠
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
真
理
の
た
め
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
日
米
の
相
互
利
益
に

な
る
と
痛
感
し
て
い
る
と
の
べ
、「
貴
下
は
、
わ
た
く
し
た
ち
が
調
査

し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
権
威
あ
る
情
報
を
握
っ
て
お
ら
れ
、
わ
た
く

し
た
ち
の
真
理
の
探
究
（our search for truth

）
に
対
し
て
大
き
な
寄
与
を

な
す
事
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
わ
た
く
し
た
ち
が
貴
下

に
会
見
で
き
ず
に
日
本
に
帰
る
と
し
た
ら
、
わ
た
く
し
た
ち
の
今
回
の

渡
米
は
、
不
完
全
な
も
の
と
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
書
き
、
わ
た
し
た
ち

は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ビ
ー
・
ホ
テ
ル
に
一
二
月
五
日
か
ら
一
二
日
ま

で
滞
在
予
定
な
の
で
、
そ
の
間
に
ぜ
ひ
「
会
見
下
さ
る
よ
う
お
願
い
申

し
あ
げ
ま
す
」
と
会
見
を
切
望
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
面
の
背
後
に
は
、
憲
法
調
査
会
が
改
憲
の
た
め
の
調
査
会
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
、
日
本
国
内
は
も
と
よ
り
米
国
側
に
も
あ
っ

た
の
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
会
見
に
躊
躇
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ

っ
た
。
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
へ
の
書
簡
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
い
っ
そ

う
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
。

　

高
柳
は
同
日
付
の
手
紙
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
側
近
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局

長
）
で
あ
っ
た
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
に
出
し
、
貴
下
が
「
日
本
大
使
館
の
安

川
氏
」
か
ら
の
情
報
に
よ
っ
て
、
憲
法
調
査
会
の
性
格
及
び
訪
米
の
目

的
を
「
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
残
念
」
だ
と
の
べ
、

こ
の
調
査
会
は
「
憲
法
を
反
動
的
に
改
正
（reactionary revision

）
す
る
の

を
支
持
す
る
人
々
の
集
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」「
改
正
に
賛
成
す
る

人
々
の
た
め
に
証
拠
を
発
見
す
る
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」「
む
し
ろ

学
術
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
の
べ
、
自
分
の
英
米
法
研
究
者
と
し

て
の
経
歴
を
紹
介
し
、
書
簡
に
長
い
自
己
紹
介
と
詳
細
な
質
問
項
目
の

二
つ
を
添
付
資
料
と
し
て
付
記
し
、
訪
米
の
真
意
へ
の
理
解
を
求
め
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
の
会
見
の
支
援
を
願
う
書
簡
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の
返
答
（
一
二
月
四
日
）
に
は
、
調
査

会
の
目
的
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
日
本
大
使
館
か
ら
の
情
報
と
は
「
雲

泥
の
差
」
が
あ
る
こ
と
、「
貴
下
の
説
明
が
貴
調
査
会
が
わ
が
国
を
訪

問
す
る
前
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
調
査
会
が
意
見
を
聴
き
た
い
と

思
っ
て
お
ら
れ
る
す
べ
て
の
人
々
の
完
全
な
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
で
あ
ろ
う
と
信
じ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
な
食
い
違

い
か
ら
生
じ
た
現
在
の
状
態
は
、
と
て
も
混
乱
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

わ
た
く
し
は
、
調
査
会
の
活
動
に
参
加
し
な
い
と
い
う
わ
た
く
し
の
前

の
決
定
を
変
更
す
る
の
は
賢
明
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
同
時
に
手
紙
の
最
後
に
「
わ
た
く
し
た
ち
が
日
本
国
民
の
幸

福
を
も
っ
と
も
よ
く
増
進
す
る
よ
う
な
新
し
い
憲
法
を
制
定
す
る
た
め

に
一
し
ょ
に
働
い
て
い
た
と
き
以
来
、
貴
下
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
お

り
、
貴
下
に
好
感
を
い
だ
い
て
お
り
ま
す
」
と
あ
る
。「
反
動
的
で
気

ま
ま
な
改
憲
論
」
へ
の
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の
い
ら
だ
ち
が
伝
わ
っ
て
く

る
文
章
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。

高
柳
の
質
問
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
回
答

　

そ
の
翌
日
の
日
付
（
一
二
月
五
日
）
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
の
、
書

簡
に
よ
る
返
事
が
届
く
。

　

冒
頭
で
高
柳
か
ら
の
三
点
に
つ
い
て
の
質
問
（
①
占
領
統
治
の
あ
り
方
、

②
天
皇
制
問
題
、
③
第
九
条
問
題
）
を
繰
り
返
し
て
そ
の
ま
ま
明
記
し
、
項

目
ご
と
に
簡
潔
に
回
答
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
回
答
の
冒
頭
で
「
わ
た
く
し
は
、
今
は
完
全
に
日
本
自
身
の

主
権
（Japan

’s ow
n national sovereign authority

）
の
範
囲
内
に
あ
る
事
柄
に

関
し
て
、
日
本
の
調
査
委
員
会
の
議
事
に
正
式
に
参
画
す
る
こ
と
が
適

切
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
貴
下
の
御
質
問
に
対

し
て
、
非
公
式
に
（inform

ally

）、
次
の
よ
う
に
御
回
答
申
し
あ
げ
ま

す
」
と
の
べ
て
、
質
問
①
の
占
領
統
治
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
は
、
当

時
の
日
本
の
政
治
情
勢
の
絶
望
的
な
な
か
で
、「
外
人
に
よ
る
軍
政
か

自
治
的
な
民
政
か
が
問
題
」
で
あ
り
、
連
合
軍
に
よ
る
分
割
統
治
を
よ

し
と
す
る
圧
力
の
中
で
、「
わ
た
く
し
の
確
固
と
し
た
決
意
と
目
的
は
、

こ
の
よ
う
な
強
暴
な
差
別
的
処
置
を
避
け
、
日
本
の
君
主
制
を
で
き
る

だ
け
速
や
か
に
近
代
的
、
自
由
主
義
的
な
線
に
沿
っ
て
再
建
す
る
事
で

あ
り
ま
し
た
」。

　

こ
の
原
文
は
、M

y fixed determ
ination and purpose w

as to avoid 

such violent discrim
ination and to reconstruct Japan

’s sovereignty 

along m
odern and liberal lines as soon as practicable.

と
な
っ
て
い

る
。Japan

’s sovereignty

が
、
調
査
会
訳
で
は
「
日
本
の
君
主
制
」
と

な
っ
て
い
る
。
思
い
込
み
に
よ
る
誤
訳
と
い
う
べ
き
か
。

　

質
問
②
が
天
皇
制
に
つ
い
て
。「
天
皇
制
の
維
持
（the preservation of 

the E
m

peror system

）
は
、
わ
た
く
し
の
不
動
の
目
的
（fixed purpose

）
で

あ
り
ま
し
た
。
天
皇
制
は
、
日
本
の
政
治
的
、
文
化
的
生
存
に
固
有
の

も
の
で
あ
り
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
し
た
」
と
の
べ
て
い
る
。

な
お
質
問
で
の
「
天
皇
制
の
維
持
」
の
英
文
はthe m

aintenance of 
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the E
m

peror system

と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は

m
aintenance

をpreservation

と
し
た
の
か
。
訳
は
同
じ
で
よ
い
の
か
。

ま
た
「
不
動
の
目
的
」
と
訳
さ
れ
て
い
るfixed purpose

の
背
景
に
は
、

米
国
お
よ
び
連
合
国
の
な
か
に
天
皇
制
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
の

あ
る
な
か
で
の
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
長
）
の
政
策
選
択

と
し
て
のfixed purpose
（
確
定
し
た
目
的
）
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
天
皇
の
人
間
宣
言
、
そ
し
て
象
徴
天
皇
制
の
歴
史

的
理
解
に
関
わ
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

質
問
③
は
第
九
条
に
つ
い
て
。
ま
ず
高
柳
の
質
問
の
全
文
は
こ
う
で

あ
る
（
な
お
質
問
は
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
を
介
し
て
の
た
め
間
接
話
法
と
な
っ
て
い
る
）。

　
「
多
く
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
第
九
条
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し

は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
も
幣
原
男
爵
も
、
日
本
の
基
本
政
策
と
い
う

観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
世
界
全
体
に
実
現
す
べ
き
将
来
の
事
態
（the 

shape o f things

、
姿
か
た
ち
）
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
た
も
の
と
思
う
。

日
本
国
憲
法
第
九
条
は
、
世
界
各
国
の
将
来
の
憲
法
の
模
範
と
な
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
人
類
は
、
原
子
力
時
代
に
お
い

て
死
滅
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル

ス
に
お
け
る
元
帥
の
雄
弁
な
演
説
に
大
い
に
感
動
し
、
元
帥
が
日
本
政

府
に
対
し
て
本
条
を
憲
法
に
入
れ
る
よ
う
に
勧
め
た
と
き
（w

hen he 

encouraged the Japanese G
overnm

ent to put that article in the C
onstitution

）、
元

帥
の
心
中
に
は
他
の
考
慮
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
元
帥

の
支
配
的
な
考
え
で
あ
っ
た
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
」。
こ
の
「
わ
た

く
し
の
印
象
が
誤
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
元
帥
に
お
尋
ね
し
た
い
の

で
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
こ
う
答
え
て
い
る
。

　
「
３
．
貴
下
の
印
象
は
正
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
第
九
条
の
い
か

な
る
規
定
も
、
国
の
安
全
を
保
持
す
る
の
に
必
要
な
す
べ
て
の
措
置
を

と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
こ

と
を
憲
法
制
定
の
当
時
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
（
中
略
）
自
衛
隊

（D
efense Force

）
を
設
け
る
よ
う
勧
告
い
た
し
ま
し
た
。
本
条
は
、
専
ら

外
国
へ
の
侵
略
を
対
象
と
し
た
も
の
（the article w

as aim
ed entirely at 

foreign aggression

）
で
あ
っ
て
、
世
界
に
対
し
て
精
神
的
な
指
導
力

（spiritual leadership to the w
orld

）
を
与
え
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。
本
条
は
、
幣
原
男
爵
の
先
見
の
明
と
経
国
の
才
と
え
い
知
の
記

念
塔
と
し
て
、
永
存
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
最
後
の
文
章
の
英

文
は
こ
う
で
あ
る
。

　

It w
ill stand everlastingly as a m

onum
ent to the foresight, the 

statesm
anship and the w

isdom
 of  Prim

e M
inister Shidehara.

　

私
が
探
し
て
い
た
手
紙
の
原
文
が
こ
こ
に
あ
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

が
幣
原
の
平
和
へ
の
願
い
と
志
を
、
い
か
に
高
く
評
価
し
て
い
た
か
が

判
ろ
う
。
同
時
に
戦
力
の
放
棄
に
つ
い
て
の
幣
原
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

考
え
方
に
は
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
、
交
戦
権
の
放
棄
と
戦
力
の
放
棄
は

幣
原
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
証
言
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
は
憲
法
九
条
の
枠
で
の
専
守
防
衛
的
発
想
が
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
四
六
年
三
月
の
戦
争

委
員
会
で
の
幣
原
演
説
と
、
四
月
の
対
日
理
事
会
で
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

の
発
言
の
重
な
り
と
違
い
も
想
起
さ
れ
て
よ
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

述
）。
な
お
、statesm

anship

を
あ
え
て
訳
せ
ば
「
経
国
の
志
」
の
ほ
う

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
調
査
会
訳
が
幣
原
首
相
を
男
爵
と
し
た
理
由

も
わ
か
ら
な
い
。

再
度
の
質
問
と
回
答

　

と
こ
ろ
で
、
し
か
し
、
高
柳
に
は
な
お
疑
問
が
残
っ
た
。
幣
原
の
世

界
と
未
来
へ
の
願
い
は
判
る
、
し
か
し
や
は
り
憲
法
条
文
に
そ
れ
を
入

れ
よ
う
と
し
た
の
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
で
は
な
い
の
か
。

　

高
柳
は
再
度
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
質
問
の
手
紙
（
一
二
月
一
〇
日
付
）
を

出
す
。
そ
の
な
か
で
高
柳
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
で
の
参
考
人
（
憲
法

調
査
会
）
に
は
二
つ
の
異
な
る
意
見
が
あ
る
。
一
つ
は
、
幣
原
は
軍
国

主
義
の
復
活
防
止
や
平
和
へ
の
歩
み
を
世
界
に
示
す
必
要
を
貴
下
に
語

り
、
そ
れ
に
貴
下
が
賛
同
し
た
の
で
は
な
い
か
。
幣
原
は
日
本
の
将
来

の
政
策
の
問
題
と
し
て
一
般
的
に
取
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
日
本
国

憲
法
に
法
文
化
す
る
よ
う
に
述
べ
た
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
人
々
。
こ
れ
ら
の
意
見
は
、「
幣
原
の
閣
内
そ
の
他
の
場
所

に
お
け
る
憲
法
改
正
に
関
す
る
態
度
」
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
も
う
一

つ
は
、「
幣
原
と
個
人
的
に
親
し
か
っ
た
他
の
参
考
人
た
ち
は
、
幣
原

は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
憲
法
に
法
文
化
す
る
よ
う
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥

に
進
言
し
た
と
い
う
意
見
」
を
の
べ
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
「
幣
原
自
身

が
、
第
九
条
は
連
合
国
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
日

本
側
か
ら
発
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
」

い
る
と
し
、
参
考
人
の
中
に
は
、「
閣
内
の
幣
原
の
（
保
守
的
な
）
同
僚

は
、
幣
原
が
か
れ
ら
と
話
す
場
合
に
は
全
く
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
の
で
、

欺
か
れ
た
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
述
べ
た
あ
と
、「
わ
た

く
し
個
人
と
し
て
は
、
幣
原
の
考
え
は
憲
法
改
正
に
関
連
し
て
貴
下
に

伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
た
だ
し
、
貴
下
の
覚
書
第
二
﹇
筆
者
注
：
い

わ
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
三
原
則
の
第
二
、
戦
争
放
棄
﹈
は
幣
原
で
は
な
く
貴
下

が
筆
を
と
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
の
べ
、

し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
推
測
で
あ
り
、「
貴
下
だ
け
が
真
相
を
語

る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
書
い
た
あ
と
、
こ
う
質
問
し
て
い
る
。

　
「
幣
原
首
相
は
、
新
憲
法
起
草
の
際
に
戦
争
と
武
力
の
保
持
を
禁
止

す
る
条
文
（an article renouncing w

ar and the m
aintenance of an arm

ed force

）

を
い
れ
る
よ
う
に
提
案
し
ま
し
た
か
。
そ
れ
と
も
、
首
相
は
、
こ
の
よ

う
な
考
え
を
単
に
日
本
の
将
来
の
政
策
と
し
て
貴
下
に
伝
え
、
貴
下
が

日
本
政
府
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
憲
法
に
入
れ
る
よ
う
勧
告

さ
れ
た
の
で
す
か
」。

　

こ
の
単
刀
直
入
な
高
柳
の
質
問
に
た
い
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
回

答
も
明
快
で
あ
る
。

　

一
二
月
一
五
日
の
日
付
の
回
答
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

ま
ず
高
柳
の
質
問
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
あ
と
、「
戦
争
を
禁
止
す
る

条
項
を
憲
法
に
入
れ
る
よ
う
に
と
い
う
提
案
は
、
幣
原
首
相
が
行
っ
た

の
で
す
。（T

he suggestion to put an article in the C
onstitution outlaw

ing w
ar 

w
as m

ade by Prim
e M

inister Shidehara.

）
首
相
は
、
わ
た
く
し
の
職
業
軍
人

と
し
て
の
経
歴
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
条
項
を
憲
法
に
入
れ
る
こ
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と
に
対
し
て
わ
た
く
し
が
ど
ん
な
態
度
を
と
る
か
不
安
で
あ
っ
た
の
で
、

憲
法
に
関
し
て
お
そ
る
お
そ
る
わ
た
く
し
に
会
見
の
申
込
を
し
た
と
言

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
、
首
相
の
提
案
に
驚
き
ま
し
た
が
、

首
相
に
わ
た
く
し
も
心
か
ら
賛
成
で
あ
る
と
言
う
と
、
首
相
は
、
明
ら

か
に
安
ど
の
表
情
を
示
さ
れ
、
わ
た
く
し
を
感
動
さ
せ
ま
し
た
。（I 

w
as astonished at his proposal but w

hen I assured him
 of m

y com
plete support, his 

relief w
as very evident and very m

oving.

）

ク
リ
ス
マ
ス
を
お
祝
い
し
つ
つ 
拝
具 

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
」

　

こ
の
回
答
は
、
一
九
五
一
年
五
月
五
日
の
上
院
軍
事
外
交
合
同
委
員

会
で
の
証
言
と
変
わ
ら
ず
、
そ
の
信
憑
性
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
文
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

憲
法
調
査
会
の
会
長
と
し
て
、
憲
法
の
成
立
過
程
に
関
わ
っ
た
ア
メ

リ
カ
人
を
訪
ね
、
確
か
な
事
実
を
学
問
的
に
突
き
詰
め
よ
う
と
し
た
高

柳
の
思
い
。
し
か
し
、
六
〇
年
安
保
を
前
に
し
て
の
憲
法
改
正
論
議
の

な
か
で
（
実
際
こ
の
調
査
会
自
体
、
岸
内
閣
の
も
と
で
五
七
年
に
活
動
を
開
始
し

た
）、
そ
れ
だ
け
に
主
観
的
な
、
思
い
込
み
を
ふ
く
ん
だ
俗
論
が
飛
び

交
う
な
か
で
の
、truth

を
求
め
て
の
調
査
が
容
易
で
は
な
く
、
訪
米

最
後
の
二
週
間
で
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
及
び
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
と
の
接
触
も

ま
ま
な
ら
ず
、
応
答
は
会
見
に
よ
っ
て
で
は
な
く
文
書
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
よ
く
準
備
さ
れ
、
焦
点
の
は
っ
き
り
し
た
質
問

と
明
快
な
回
答
は
貴
重
な
証
拠
資
料
で
あ
り
、
憲
法
九
条
の
成
立
史
研

究
に
と
っ
て
、
そ
し
て
憲
法
九
条
の
捉
え
方
に
と
っ
て
も
意
義
深
い
も

の
が
あ
る
。

幣
原
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

　

高
柳
が
自
分
の
「
素
朴
な
推
定
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
」
を
認
め
、

「
九
条
の
直
接
の
発
意
者
は
幣
原
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
押
し
つ
け
論
の

主
張
者
の
根
拠
は
な
い
」
こ
と
を
確
信
さ
せ
た
も
の
こ
そ
、
こ
の
二
通

の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
の
手
紙
に
他
な
ら
な
い
。
九
条
に
は
単
に
日
本

の
一
国
の
平
和
で
は
な
く
世
界
の
平
和
の
た
め
に
果
た
す
べ
き
、
主
導

的
な
役
割
へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
世
界
平

和
へ
の
視
点
か
ら
幣
原
に
共
感
し
、
励
ま
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が

一
九
四
六
年
一
月
二
四
日
の
二
人
だ
け
の
会
見
の
経
緯
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
憲
法
改
正
へ
む
け
て
の
取
り
組
み
の
経
緯
は
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
二
月
一
日
に
ス
ク
ー
プ
さ
れ
た

日
本
側
の
松
本
試
案
（
帝
国
憲
法
の
手
直
し
的
改
正
案
）
で
は
全
く
ダ
メ
だ

と
考
え
、
三
原
則
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
長
の
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
に
示
し
、
民

政
局
の
チ
ー
ム
で
九
条
の
文
言
も
作
ら
れ
て
い
き
、
二
月
一
三
日
に
Ｇ

Ｈ
Ｑ
案
が
日
本
政
府
に
交
付
さ
れ
、
三
月
六
日
に
憲
法
改
正
草
案
要
項

が
政
府
案
と
し
て
発
表
さ
れ
る
。
こ
の
間
幣
原
は
、
松
本
委
員
会
が
自

分
の
内
閣
の
委
員
会
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
九
条
の
発
意
に
つ
い
て

口
を
閉
ざ
し
て
い
た
。
し
か
し
政
府
案
発
表
の
後
は
意
を
強
く
し
て
、

自
分
の
理
念
と
九
条
を
重
ね
て
、
対
外
的
に
も
発
言
し
て
い
っ
た
の
で

あ
り
、
三
月
二
七
日
の
戦
争
委
員
会
の
開
会
挨
拶
で
の
格
調
高
い
九
条

論
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
う
語
ら
れ

て
い
た
。

　
「
か
く
の
ご
と
き
憲
法
の
規
定
は
現
在
世
界
各
国
い
ず
れ
の
憲
法
に

も
そ
の
例
を
見
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
…
…
戦
争
を
放
棄
す
る
と
言
う

よ
う
な
こ
と
は
、
夢
の
理
想
だ
と
考
え
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ぬ
」。
し
か
し
「
原
爆
よ
り
も
更
に
強
力
な
破
壊
的
新
兵
器
も
出
現
す

る
で
あ
ろ
う
と
き
、
軍
隊
を
も
つ
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
だ
」
と
の
べ
、

「
今
日
我
々
は
戦
争
放
棄
の
宣
言
を
掲
げ
る
大
旆
を
翳
し
て
、
国
際
政

治
の
広
漠
た
る
原
野
を
単
独
に
進
み
行
く
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

世
界
は
早
晩
、
戦
争
の
惨
禍
に
目
を
覚
ま
し
、
結
局
私
ど
も
と
同
じ
旗

を
翳
し
て
、
遥
か
後
方
か
ら
付
い
て
く
る
時
代
が
現
れ
る
で
あ
り
ま
し

ょ
う
」（
丸
山
真
男
も
「
憲
法
九
条
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
で
、
一
月
二
四
日
の

会
見
に
ふ
れ
、「
真
偽
は
と
も
か
く
」
と
し
つ
つ
こ
の
幣
原
挨
拶
を
引
用
し
、
そ
の
発

想
の
新
鮮
さ
に
注
目
し
て
い
る
）。

　

片
や
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
。
九
条
に
は
国
連
憲
章
を
超
え
る
理
念
が
示
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
世
界
が
こ
れ
を
共
有
し
、
実
現

に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
空
論
に
終
わ
る
と
危
惧
し
て
い
た
彼

は
四
月
五
日
、
連
合
国
対
日
理
事
会
の
開
会
で
の
冒
頭
挨
拶
で
参
加
各

国
に
こ
う
訴
え
て
い
る
。「
国
策
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
が
完
全
に
間

違
い
で
あ
る
こ
と
を
身
に
し
み
て
知
っ
た
国
民
の
上
に
た
つ
日
本
政
府

が
な
し
た
こ
の
提
案
は
、
実
際
に
戦
争
を
相
互
に
防
止
す
る
に
は
国
際

的
な
社
会
、
政
治
道
徳
の
よ
り
高
次
の
法
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
認
め

る
も
の
で
す
」「
し
た
が
っ
て
私
は
戦
争
放
棄
に
対
す
る
日
本
の
提
案

を
、
全
世
界
の
人
々
が
深
く
考
慮
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
も
の
で
す
」。

国
際
連
合
の
目
標
は
「
偉
大
な
も
の
」
で
す
が
「
そ
の
目
標
も
、
日
本

が
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
一
方
的
に
お
こ
な
う
こ
と
を
宣
言
し
た
戦
争
す

る
権
利
の
放
棄
を
、
ま
さ
し
く
す
べ
て
の
国
が
行
っ
た
と
き
に
は
じ
め

て
実
現
さ
れ
る
の
で
す
」（
こ
の
対
日
理
事
会
冒
頭
挨
拶
は
高
柳
前
掲
書
に
も

引
か
れ
て
い
る
）。

　

こ
の
あ
と
四
月
一
〇
日
に
は
、
女
性
の
参
政
権
を
含
む
戦
後
初
の
衆

議
院
選
挙
が
あ
り
、
第
九
〇
回
帝
国
議
会
（
衆
・
貴
両
院
）
で
政
府
原
案

を
元
に
憲
法
審
議
が
進
め
ら
れ
、
一
一
月
三
日
に
日
本
国
憲
法
は
公
布

さ
れ
、
翌
年
五
月
三
日
発
効
、
憲
法
記
念
日
と
な
る
。
幣
原
の
理
想
主

義
的
先
見
と
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
危
惧
の
な
か

で
生
ま
れ
た
九
条
。
今
年
は
そ
の
七
〇
年
を
迎
え
る
。

内
外
の
平
和
思
想
と
国
民
の
希
求
の
な
か
で

　

私
は
押
し
つ
け
論
批
判
の
た
め
幣
原
の
役
割
に
注
目
し
て
き
た
が
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
九
条
を
生
み
出
し
た
も
の
は
幣
原
の
経
国
の
志
だ

け
で
は
な
い
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
そ
れ
を
支
え
て
い
た
も
の
と
し
て
、
国
内
で
の
、
中
江
兆
民
、
田

中
正
造
、
内
村
鑑
三
な
ど
、
九
条
に
つ
な
が
る
日
本
の
平
和
思
想
の
流

れ
、
国
際
的
に
は
カ
ン
ト
、
ユ
ー
ゴ
ー
、
ジ
ョ
レ
ー
ス
。
デ
ュ
ー
イ
も

そ
の
中
に
い
た
戦
争
違
法
化
（outlaw

ry of w
ar

）
の
思
想
運
動
、
そ
し
て

不
戦
条
約
、
さ
ら
に
国
連
憲
章
。
加
え
て
原
爆
と
敗
戦
の
体
験
の
な
か

で
の
国
民
の
厭
戦
と
平
和
へ
の
渇
望
と
希
求
。
そ
れ
こ
そ
が
九
条
を
生

み
出
す
土
壌
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
力
で
あ
っ
た
こ
と
、
幣
原
は
そ

れ
を
新
し
い
思
想
と
し
て
熟
さ
せ
、
憲
法
前
文
及
び
九
条
と
し
て
結
晶
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平
和
の
文
化
、
そ
し
て
世
界
の
平
和
へ
の
貢
献
、
そ
れ
を
現
実
化
す
る

た
め
の
具
体
的
な
方
策
と
手
だ
て
を
創
り
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
願
っ
て
い
る
。

〈
付
記
〉

　

私
は
か
ね
て
教
育
思
想
研
究
者
と
し
て
、
内
外
の
平
和
思
想
と
と
も
に

憲
法
九
条
の
成
立
過
程
に
は
特
段
の
関
心
を
も
っ
て
き
た
。
こ
の
間
、
戦

後
改
革
の
問
題
を
憲
法
制
定
過
程
と
教
育
基
本
法
の
成
立
過
程
を
重
ね
て

研
究
し
、
そ
れ
を
『
教
育
理
念
』（
戦
後
教
育
改
革
シ
リ
ー
ズ
第
二
巻
、
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
）
に
ま
と
め
た
が
、
そ
こ
で
一
九
四
六
年
一
月

二
四
日
の
幣
原
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
に
も
注
目
し
、
九
条
の
発
意
者
は

幣
原
で
は
な
い
か
と
書
い
た
が
、
そ
こ
で
は
示
唆
に
留
め
た
（
同
書
、
一

七
五
〜
一
七
六
頁
、
一
九
一
〜
一
九
三
頁
）。

　

そ
の
後
も
こ
の
こ
と
に
関
心
を
持
ち
つ
づ
け
、
幣
原
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

関
連
の
資
料
や
研
究
に
注
目
し
、
幣
原
発
意
説
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
こ
と
を
書
き
ま
た
発
言
も
し
て
き
た
（『
日
本
の
教
育
』
東
京
大
学
出

版
、
一
九
九
四
年
。『
い
ま
、
教
育
基
本
法
を
読
む
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

「
戦
争
と
教
育
そ
し
て
平
和
へ
」『
戦
争
を
総
合
人
間
学
か
ら
考
え
る
』
学
文
社
、

二
〇
一
〇
年
、
所
収
な
ど
）。

　

第
一
次
安
倍
内
閣
の
も
と
で
「
戦
後
レ
ジ
ー
厶
か
ら
の
脱
却
」
が
言
わ

れ
、
教
育
基
本
法
が
変
え
ら
れ
、
第
二
次
安
倍
内
閣
で
は
押
し
つ
け
憲
法

論
に
立
っ
て
の
自
主
憲
法
制
定
が
、
国
会
で
首
相
の
口
か
ら
公
言
さ
れ
る

事
態
を
う
け
、
自
民
党
改
憲
草
案
批
判
の
論
文
「
改
憲
と
は
『
国
の
か
た

ち
』
を
変
え
る
こ
と
」（『
季
論
21
』
二
〇
一
三
年
夏
号
、
堀
尾
著
『
自
由
な

人
間
主
体
を
求
め
て
』
本
の
泉
社
、
二
〇
一
五
年
、
所
収
）
を
書
い
た
が
、
そ

任
に
あ
た
っ
た
苦
労
も
分
か
ろ
う
。

　

報
道
ス
テ
ー
シ
ヨ
ン
で
は
、
血
気
に
は
や
る
若
き
中
曽
根
委
員
の
発
言

に
対
し
て
、
高
柳
会
長
が
「
学
者
を
政
治
の
道
具
と
見
な
し
て
い
る
あ
な

た
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
窘た

し
なめ

て
い
る
場
面
も
放
映
さ
れ
た
。
改
憲
の
た

め
の
報
告
書
を
出
そ
う
と
し
た
多
数
派
に
と
っ
て
、
会
長
は
厄
介
な
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
高
柳
が
調
査
会
最
終
報
告
を
出
す
（
一

九
六
四
年
）
前
に
、
先
の
自
著
を
出
版
（
一
九
六
三
年
）
し
た
思
い
も
伝
わ

っ
て
こ
よ
う
。
そ
れ
自
体
が
「
反
動
的
改
憲
派
」
へ
の
牽
制
球
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
憲
法
調
査
会
と
と
も
に
、
高
柳
賢
三
の
研
究

も
面
白
い
課
題
だ
と
改
め
て
思
っ
て
い
る
。

さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
、
少
な
く
と
も
そ
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た

と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

幣
原
は
外
交
官
と
し
て
、
第
一
次
大
戦
後
の
世
界
の
平
和
へ
の
願
い

の
な
か
で
生
ま
れ
た
戦
争
違
法
化
の
運
動
、
そ
の
結
実
で
も
あ
る
不
戦

条
約
を
熟
知
し
、
戦
争
拡
大
に
反
対
し
て
下
野
し
て
い
た
。
そ
の
幣
原

が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
戦
後
日
本
の
首
相
と
し
て
の
責
任
を

担
い
、
原
爆
を
も
体
験
し
て
の
敗
戦
と
廃
虚
の
な
か
か
ら
い
か
に
立
ち

上
が
り
、
新
し
い
天
皇
制
を
含
む
新
し
い
政
治
体
制
の
も
と
で
、
国
民

の
平
和
な
生
活
を
い
か
に
し
て
守
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
九
条
を
軸
と

す
る
新
し
い
国
の
姿
を
示
す
こ
と
こ
そ
が
、
核
時
代
に
入
っ
た
世
界
の

な
か
で
の
、
日
本
のleadership

を
発
揮
で
き
る
道
だ
と
考
え
た
。
幣

原
の
経
国
の
士
と
し
て
の
志
（statesm

anship

）
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

　

It w
ill stand everlastingly as a m

onum
ent to the foresight, the 

statesm
anship and the w

isdom
 of Prim

e M
inister Shidehara.

　

九
条
は
幣
原
首
相
の
、
先
見
の
明
と
、
経
国
の
志
と
、
英
知
の
記
念

塔
と
し
て
、
朽
ち
る
こ
と
な
く
立
ち
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

私
た
ち
は
九
条
を
幣
原
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、

戦
争
で
犠
牲
を
与
え
た
ア
ジ
ア
の
人
々
へ
の
国
際
公
約
と
し
て
心
に
刻

み
、
憲
法
前
文
と
結
び
つ
け
て
地
球
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
思
想
、
世
界

憲
章
た
る
べ
き
理
念
、
と
し
て
捉
え
か
え
し
、
外
交
政
策
の
軸
に
据
え

て
国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
と
も
に
、
足
下
の
生
活
の
な
か
か
ら
の

こ
で
幣
原
発
意
説
の
根
拠
を
ま
と
め
て
書
い
て
お
い
た
。
そ
の
際
も
、
こ

れ
ま
で
同
様
に
高
柳
賢
三
の
『
天
皇
・
憲
法
第
九
条
』
を
重
要
な
参
考
文

献
と
し
て
参
照
し
て
き
た
。
こ
の
間
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
高
柳
へ
の
書
簡

そ
の
も
の
を
見
た
い
も
の
と
思
い
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
を
今
回
憲
法
調

査
会
資
料
の
な
か
か
ら
見
つ
け
出
し
、
こ
の
論
文
で
紹
介
さ
せ
て
頂
く
こ

と
が
で
き
た
。

　

な
お
先
日
（
二
〇
一
六
年
二
月
二
五
日
）
の
テ
レ
ビ
朝
日
「
報
道
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
」
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
鈴
木
昭
典
氏
に
よ
る
憲
法
調
査
会
の

参
考
人
か
ら
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
の
音
声
資
料
が
紹
介
さ
れ
た
。
岸
首
相
の
も

と
で
発
足
し
た
憲
法
調
査
会
で
は
改
憲
の
た
め
の
お
膳
立
て
と
し
て
、
憲

法
が
占
領
下
の
押
し
つ
け
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
と
考
え

る
委
員
が
多
数
を
占
め
る
中
で
の
公
聴
会
。
そ
の
な
か
で
、
小
山
武
夫
元

中
部
日
本
新
聞
政
治
部
長
が
「
あ
れ
は
私
で
あ
る
」「
私
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

元
帥
に
申
し
上
げ
て
、
そ
れ
が
九
条
に
な
っ
た
の
だ
」
と
幣
原
か
ら
直
接

聴
い
た
と
い
う
興
味
深
い
音
声
証
言
も
紹
介
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
高
柳
は
前
著
の
中
で
「
調
査
会
に
お
け
る
大
多
数
の
参
考
人

は
、
幣
原
で
は
な
か
ろ
う
、
マ
元
帥
だ
ろ
う
と
陳
述
し
た
が
、
青
木
得
三
、

長
谷
場
忠
な
ど
少
数
の
参
考
人
は
幣
原
だ
と
陳
述
し
た
」（
七
七
頁
）
と
記

し
て
い
る
。
小
山
武
夫
も
そ
の
中
に
入
る
少
数
者
の
一
人
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

因
み
に
、
憲
法
調
査
会
は
一
九
五
六
年
二
月
に
、
岸
信
介
を
中
心
と
す

る
議
員
立
法
で
設
置
が
決
ま
り
、
五
七
年
八
月
に
岸
首
相
の
も
と
で
第
一

回
総
会
が
開
か
れ
た
が
、
委
員
は
議
員
二
〇
名
、
有
識
者
一
九
名
、
社
会

党
に
予
定
の
一
〇
名
空
席
の
ま
ま
の
発
足
で
あ
っ
た
。
委
員
の
な
か
か
ら

の
互
選
で
拝
命
し
た
会
長
・
高
柳
が
、
真
実
は
何
か
を
課
題
と
し
て
そ
の

全
国
憲
法
研
究
会
・
憲
法
記
念
講
演
会
の
お
知
ら
せ

▽
石
田
勇
治
（
東
京
大
学
教
授
）

「
ヒ
ト
ラ
ー
と
現
代
ド
イ
ツ
」

▽
木
村
草
太
（
首
都
大
学
東
京
准
教
授
・
会
員
）

「
集
団
的
自
衛
権
の
三
国
志
演
義
―
―
赤
壁
の
戦
い
か
ら
二
〇
一
五
年

　

安
保
法
制
へ
」

〔
司
会
〕
遠
藤
美
奈
（
早
稲
田
大
学
）、
柳
瀬
昇
（
日
本
大
学
）

〔
日
時
〕
五
月
三
日
（
火
）

　
　
　
　

開
場
一
三
時
、
開
演
一
三
時
半　

一
六
時
半
終
了
予
定

〔
会
場
〕
青
山
学
院
大
学
青
山
キ
ャ
ン
パ
ス
九
号
館
九
四
〇
教
室　

　
　
　
　

一
般
入
場
料
五
〇
〇
円
（
予
定
）・
予
約
不
要

〔
主
催
〕
全
国
憲
法
研
究
会
（
代
表
・
長
谷
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