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1 

 

《
新
「
日
本
国
憲
法
」
案
（
本
文
）
か
ら
》 

 

【
前 
文
】 

 

私
達

わ
た
し
た
ち

は
、「
大
和
朝
廷

や
ま
と
ち
ょ
う
て
い

」
の
成
立

せ
い
り
つ

か
ら
一
千

い
っ
せ
ん

数す
う

百
年
に

ひ
ゃ
く
ね
ん 

亙わ
た

っ
て
此こ

の
国く

に

に
於お

い
て
君
臨

く
ん
り
ん

し
続つ

づ

け

た
君く

ん

主し
ゅ

制せ
い

度ど

が
終
結

 

し
ゅ
う
け
つ

し
た
、
と
云い

う
事じ

実じ
つ

を
此こ

処こ

に
確か

く

認に
ん

す
る
と
共と

も

に
、
共
和
制

き
ょ
う
わ
せ
い

に
基も

と

づ
く
日に

本ほ
ん

国こ
く

憲け
ん

法ぽ
う

を
、
我わ

が
国く

に

が
恒
久
的

こ
う
き
ゅ
う
て
き

に
、 

 

偽
り

い
つ
わ 

・
殺
人

さ
つ
じ
ん

・
傷
害

し
ょ
う
が
い

・
盗ぬ

す

み
・
放ほ

う

火か

及お
よ

び
略
奪

り
ゃ
く
だ
つ

を
始は

じ

め
あ
ら
ゆ
る
犯
罪

は
ん
ざ
い

が
一ひ

と

つ
た
り
と
起お

こ
り

得え

ず
、 

 

全す
べ

て
の
人
々

ひ
と
ぴ
と

が
先
天
的

せ
ん
て
ん
て
き

な
疾
患

し
っ
か
ん

や

 

し

障ょ
う

害が
い

を
負お

う
事こ

と

無な

く
心
身
共

し
ん
し
ん
と
も

に
健
常

け
ん
じ
ょ
う

な
状じ

ょ

態う
た

でい 

生う

ま
れ
、

そ
し
て
早は

や

死じ

に
・
無む

駄だ

死じ

に
の
心し

ん

配ぱ
い

無な

く
安
心

あ
ん
し
ん

し
て
天て

ん

寿じ
ゅ

を
全

ま
っ
と

う
出で

来き

、 

 

一
つ
又ま

た

は

 

ご

極く
し

少ょ
う

数す
う

の
家か

系け
い

が
特
定
の
職 

業

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

や
地ち

位い

を

 

え

永い
き

久ゅ
う

的て
き

に
独
占

ど
く
せ
ん

す
る
事
が
無
く
、
全

て
の
職
業
や
地
位
に
つ
い
て
、
其そ

の
就 

業

し
ゅ
う
ぎ
ょ
う

や

獲
得

か
く
と
く

へ
の
機き

会か
い

が
、
其そ

れ

等ら

の
各
々

お
の
お
の

を
古こ

慣な

す
に

相ふ
さ

応わ

し
い

 

の

能う
り

力ょ
く

を
持も

つ
人
々
全
て
に
開ひ

ら

か
れ
、

以も
っ

て
全
て
の
人
々
が
各
々
、
自じ

身し
ん

の
能
力
に
適て

き

し
た
職
業
に
就つ

き
、
亦ま

た

、
あ
ら
ゆ
る
分ぶ

ん

野や

に
於

い
て
、
各
々
が
、
家い

え

柄が
ら

・
縁え

ん

故こ

・
血ち

筋す
じ

・
外が

い

見け
ん

及

び
年ね

ん

数す
う

等な
ど

に
左さ

右ゆ
う

さ
れ
ず
、

 

お

行こ
な

い
―

 

は

働た
ら

き
―
の

内な
い

容よ
う

に
応お

う

じ
て
公こ

う

平へ
い

に
評
価

ひ
ょ
う
か

さ
れ
、
其そ

れ

に
基
づ

い
て
生
活

せ
い
か
つ

の
糧か

て

が
与あ

た

え
ら
れ
、 

 

「
表

 

お
も
て

と
裏う

ら

」
や「
建
前

た
て
ま
え

と
本ほ

ん

音ね

」が
無な

く
、
所
謂

い
わ
ゆ
る

「
苛い

じ

め
」
も
何な

に

一
つ
と
し
て
起
こ
り
得
ず
、
全
て

の
人
々
が
各
々
の
本
心

ほ
ん
し
ん

・
本
音
の
儘ま

ま

に
生い

き
ら

れ
、
尚な

お

且か

つ
、
全
て
の
人
々
が
皆み

な

、
互た

が

い
に
上う

手ま

く
行い

く
中な

か

で
「
和わ

」
が
自し

然ぜ
ん

に
形け

い

成せ
い

さ
れ
、 



 

2 

 

全
て
の
子こ

供ど
も

達た
ち

が
各
々
、
円え

ん

満ま
ん

な
両
親

り
ょ
う
し
ん

―
夫ふ

う

婦ふ

―
の
下も

と

、
如い

何か

な
る
痛い

た

さ
・
苦く

る

し
さ
・
辛つ

ら

さ
及お

よ

び
貧ま

ず

し
さ
に
も
負ま

け
な
い
だ
け
の
、
心
身
共

し
ん
し
ん
と
も

に 

逞
た
く
ま

し
い
人に

ん

間げ
ん

と
成な

る
事こ

と

を
約
束

や
く
そ
く

さ
れ
、 

 

空く
う

気き

と
水み

ず

と
大だ

い

地ち

と
が
常つ

ね

に
澄す

ん
で
い
て
、

疫
病

え
き
び
ょ
う

が
何
一
つ
と
し
て
起
こ
り
得
ず
、 

 

一
国

い
っ
こ
く

の

 

り

領ょ
う

域い
き

で
あ
る
大
地
に
於
い
て
生う

ま
れ

育そ
だ

ち
且
つ
其そ

処こ

で
生
み
出だ

さ
れ
た
土
着

ど
ち
ゃ
く

の
言こ

と

葉ば

を
話は

な

す
人
々
全
て
が
、
同お

な

じ
其
の
一
国
の
国
民

こ
く
み
ん

と
し
て
、
同
等

ど
う
と
う

の
権け

ん

利り

を
持も

ち
、 

 

国
内

こ
く
な
い

に
在あ

っ
て
、
亦
対
外
的

た
い
が
い
て
き

に
も
、
武
力

ぶ
り
ょ
く

を

伴
と
も
な

う
如
何
な
る
行
い
に
遇あ

う
事
が
無
い
。 

―
―
以
上

い
じ
ょ
う

の
要
件

よ
う
け
ん

を
全
て
満み

た
し
得う

る
共
同
体

 

き
ょ
う
ど
う
た
い

で
在
り
続つ

づ

け
、
他ほ

か

の
全
て
の
国
々
に
つ
い
て
も

亦
、
同
様

ど
う
よ
う

な
共
同
体
で
在
り
続
け
る
事
を
望の

ぞ

み
、

以
て
人
類

じ
ん
る
い

の
歴れ

き

史し

が

永
久

え
い
き
ゅ
う

に
続
く
事
を
深ふ

か

く

願ね
が

い
、
此
処
に
制
定

せ
い
て
い

す
る
。 

（
中
略
） 

第だ
い

一

 

じ

条ょ
う 

日に

本ほ
ん

国こ
く

は
、
市
場
経
済

し
じ
ょ
う
け
い
ざ
い

に
基
づ
く
、
共き

ょ

和う
わ

制せ
い

国こ
っ

家か

で
あ
る
。 （

中
略
） 

第
六
条 

公こ
う

職し
ょ

はく 

全
て
、
日
本
国
民
で
尚
且
つ

各
々
の
職
務
を
全ま

っ

うと 

す
る
に

 

じ

充ゅ
う

分ぶ
ん

な

 

の

能う
り

力ょ
く

を
持も

つ
者
全
て
に
対
し
、
其
の
就 

職

し
ゅ
う
し
ょ
く

へ
の
機き

会か
い

が

公
平
且
つ
平
等
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
成
ら

な
い
。 

 

世せ
し

襲ゅ
う

制せ
い

度ど

は
、
是
を
認み

と

め
な
い
。 

 

勲
章
・

く
ん
し
ょ
う 

称し
ょ

号う
ご

其う 

の
他
の
栄
典

え
い
て
ん

は
、
法
律
で
定

め
る
所
に

と
こ
ろ 

拠
り
、
業
績

 

ぎ
ょ
う
せ
き

に
応お

う

じ
、
公
平
な
基
準

き
じ
ゅ
ん

を
以
て
与あ

た

え
ら
れ
る
も
の
と
し
、
且
つ
、
其
の

効
力
は

こ
う
り
ょ
く 

与
え
ら
れ
た
者
本
人

ほ
ん
に
ん

に
の
み
及お

よ

ぶ
。 

（
中
略
） 



 

3 

第
一
六
○
条 

公
金

こ
う
き
ん

其
の
他
の

公
お
お
や
け

の
財
産
は
、

宗
教
上
の
団
体
の
使
用
・
便べ

ん

宜ぎ

若も

し
く
は
維
持

い

じ

の
為
に
、
又
は
公
の
支し

配は
い

に
属
さ
な
い
慈じ

善ぜ
ん

・

教
育
若
し
く
は
福ふ

く

祉し

の
事
業
に
対
し
て
、
是
を

支
出
し
、
又
は
其
の
利り

用よ
う

に
供

 

き
ょ
う

し
て
は
成
ら
な

い
。
但
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
当と

う

事じ

者し
ゃ

が
支

出
を
受
け
た
額が

く

以
上
の
金
銭
を
返
済

へ
ん
さ
い

す
る
事
を

条
件
と
し
た
上
で
、法
律
で
定
め
る
所
に
拠
り
、

公
金
を
支
出
す
る
事
が
出
来
る
。 

（
中
略
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

付 
 

則 

（
中
略
） 

第
二
款 

 

皇
室
に
関
す
る
処
遇 

二
の
一 

天
皇

て
ん
の
う

及
び
皇
族

こ
う
ぞ
く

に
つ
い
て
は
、
此
の

憲
法
の
施
行
期き

日じ
つ

か
ら
最
大
限

さ
い
だ
い
げ
ん

で
一
○

じ

ゅ

う

年
間
を

期
限
と
し
て
、
係か

か

る
費
用
（
以
下
、
皇こ

う

室し
つ

費ひ

と

云
う
）
の
大
部
分
か
ら
一
部
を
、
予

あ
ら
か
じ

め
法
律
で

定
め
る
所
に
拠
り
年
度
単た

ん

位い

で
段
階

だ
ん
か
い

を
追お

っ
て

比
重

ひ
じ
ゅ
う

を
引
き
下
げ
且
つ
減
額

げ
ん
が
く

し
つ
つ
、
国
庫
か

ら
支
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

皇
室
費
の
計
上
に
際
し
て
は
、
其
の
使
途

し

と

に

つ
い
て
天
皇
及
び
皇
族
の
意
思
を
最
大
限
に
尊そ

ん

重
ち
ょ
う

す
る
も
の
と
し
、
内
閣
が
総
統
の
同
意
を
得

た
上
で
国
会
に
報
告
し
、
国
会
の
同
意
を
得
る

事
を
必
要
と
す
る
。 

第
一

六

○

ひ
ゃ
く
ろ
く
じ
ゅ
う

条
の
規
定
は
、
皇
室
費
に
は
是

を
適
用
し
な
い
。 

二
の
二 

天
皇
及
び
皇
族
は
、
二
の
一
の
規
定

に
拠
る
期
限
迄
の
間
、
被
選
挙
権
を
行
使
出
来

な
い
と
共
に
、
全
て
の
公
職
に
つ
い
て
、
任
用

及
び
登
用
の
対
象
と
成
ら
な
い
も
の
と
す
る
。



 

4 

併し
か

し
是
を
以
て
、
此
の
憲
法
で
定
め
る
其
の
他

の
権
利
及
び
義
務
を
行
使
出
来
な
い
も
の
と
解か

い

釈
し
ゃ
く

さ
れ
て
は
成
ら
な
い
。 

二
の
三 
天
皇
及
び
皇
族
は
、
二
の
一
の
規
定

に
拠
る
期
限
の
終
了
を
以
て
、
国
家
機
関
に
拠

る
援
助

え
ん
じ
ょ

の
対
象
か
ら
離は

な

れ
る
と
共
に
、
日
本
国

民
と
し
て
、
此
の
憲
法
が
保
障
す
る
全す

べ

て
の
権

利
及
び
義
務
を
行
使
す
る
。 

二
の
四 

天
皇
及
び
皇
族
が
所
有

し
ょ
ゆ
う

す
る
動
産

ど
う
さ
ん

及

び
不ふ

動ど
う

産さ
ん

（
以
下
、
皇
室
財
産

ざ
い
さ
ん

と
云
う
）
に
つ

い
て
は
此
の
憲
法
の
施
行
期
日
以
降
、
行
政
府

が
歴れ

き

史し

の
伝で

ん

達た
つ

に
供
す
る
為
の
保
護

ほ

ご

を
目
的
と

し
て
天
皇
及
び
皇
族
並
び
に
国
会
の
同
意
を
経

て
指し

定て
い

す
る
場
合
を
除
き
、
一
切

い
っ
さ
い

の
権
利
が
天

皇
及
び
皇
族
に
帰き

属ぞ
く

す
る
私
有
財
産
と
す
る
。 

二
の
五 

天
皇
及
び
皇
族
に
係
る
諸し

ょ

規
則
（
皇

室
典
範

て
ん
ぱ
ん

等
。
以
下
、
此
の
項
に
於
い
て
諸
規
則

と
云
う
）
の
制
定
・
変
更
及
び
廃
止
の
権
限
は

此
の
憲
法
の
施
行
期
日
以
降
、
天
皇
に
帰
属
し
、

国
家
機
構
の
干
渉
を
受
け
な
い
。
但
し
、
二
の

一
の
規
定
に
拠
る
期
限
の
間
に
於
い
て
諸
規
則

の
制
定
・
変
更
及
び
廃
止
が
在
っ
た
場
合
に
は
、

天
皇
は
当
該
諸
規
則
の
制
定
・
変
更
及
び
廃
止

の
事
実
を
内
閣
に
伝
達
し
、
内
閣
は
総
統
の
同

意
を
得
た
上
で
国
会
に
於
い
て
報
告
す
る
。
此

の
場
合
の
伝
達
に
際
し
て
は
、
天
皇
が
皇
族
或

い
は
自
ら
の
信
頼
と
命め

い

を
受
け
る
代
理
人
を
通

し
て
行
う
事
を
妨
げ
な
い
。 

（
後
略
） 

   



 

5 

 

《
解 

説
》 

 

第
六
条
―
―
共
和
国
た
る
事
の
意
義 

               

                    

天
皇
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

国
事
に
関
す
る
行
為
を
委
任
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

第
五
条 

皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
摂

政
を
置
く
と
き
は
、
摂
政
は
、
天
皇
の
名
で
そ
の
国

事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。
こ
の
場
合
に
は
、
前
条

第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
八
条 

皇
室
に
財
産
を
譲
り
渡
し
、
又
は
皇
室

が
、
財
産
を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
賜
与

た
ま
も
の
く
み

す
る
こ

と
は
、
国
会
の
議
決
に
基
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
八
条 

す
べ
て
皇
室
財
産
は
、
国
に
属
す
る
。

す
べ
て
皇
室
の
費
用
は
、
予
算
に
計
上
し
て
国
会
の

議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
第
三
項
関
連
］ 

第
一
四
条
②
華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ

を
認
め
な
い
。 

③
《
栄
誉
》、
勲
章
そ
の
他
の
栄
典
の
授
与
は
、
い

か
な
る
特
権
も
伴
は わ

な
い
。
栄
典
の
授
与
は
、《
現

に
こ
れ
を
有
し
、
又
は
将
来
に
こ
れ
を
受
け
る
も
の

の
一
代
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
》。 

〈
現
行
日
本
国
憲
法
に
於
け
る
関
連
条
文
〉 

［
第
一
項
及
び
第
二
項
関
連
］ 

第
一
条 

天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国

民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の

存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基

 

も
と
づ

く
。 

第
二
条 

皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
っ
て
、
国
会

の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
れ
を
継
承
す
る
。 

第
三
条 

天
皇
の
国
事
に
関
す
る
全
て
の
行
為
に

は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
、
内
閣
が
、

そ
の
責
任
を
負
ふう

。 

第
四
条 

天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関

す
る
行
為
の
み
を
行
ひい

、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有

し
な
い
。 



 

6 

 

此
処
で
若
干

 

じ
ゃ
っ
か
ん

の
「
お
浚さ

ら

い
」
に
成
る
が
、「
君

主
国
」
と
は
「
特
定
の
階
級
に
在
る
者
が
、
選

挙
に
拠
ら
な
い
方
法
を
以も

っ

て
「
君
主
」（
皇
帝
・

国
王
等
）
と
成
っ
て
、
其
の
君
主
を
元
首
と
し
て

治お
さ

め
ら
れ
る
国
家
」
を
云い

い
、
対
し
て
「
共
和

国
」
と
は
「
君
主
を
持
た
ず
、
選
挙
―
直
接
に

せ
よ
、
間
接
に
せ
よ
―
を
以
て
選
ば
れ
た
者
を

元
首
と
し
て
治
め
ら
れ
る
国
家
」
を
云
う
。 

 

第
六
条
は
、
第
一
条
で
述
べ
た
「
日
本
国
は

…
共
和
制
国
家
で
あ
る
」
と
云
う
事
を
定
義
付

け
、
其
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
つ
の
項

に
分
け
て
い
る
が
、
先
ず
は
第
二
項
か
ら
先
に

述
べ
る
必
要
が
在
る
。
第
二
項
は
、
私
達
が
此

の
大
地
・
日
本
列
島
に
築
こ
う
と
す
る
「
真
に

民
主
的
な
国
家
」
が
共
和
国
で
あ
る
事
を
示
す

「
主
文
」
と
成
る
か
ら
で
あ
る
。 

【
第
二
項
―
―
世
襲
制
度
の
否
定
】 

 

此
の
大
地
・
日
本
列
島
に
共
和
国
を
築
く
事
。

其
は
正ま

さ

に
、
此
の
国
・
日
本
に
於
い
て
現
に
在

る
君
主
制
度
の
解
体
、
即
ち「
国●

家●

機●

関●

と●

し●

て●

の●

天
皇
制
」
の
解
体
を
必
然
的
に
伴
う
、
と
云

う
事
を
意
味
す
る
。 

 

此
処
で
先
ず
、「
君
主
制
度
は
何
故

な

ぜ

、
駄だ

目め

か
」

と
云
う
疑
問
が
生
じ
て
来
る
。
此
の
事
に
つ
い

て
考
え
る
際
、
君
主
制
度
が
「
国
家
に
於
け
る

世
襲
制
度
」
で
あ
る
事
を
見
逃
す
訳わ

け

に
は
行
く

ま
い
。 

 

世
襲
制
度
と
は
、「
特
定
の
職
業
・
地
位
或あ

る

い

は
身
分
に
就つ

く
資
格
を
、
特
定
同
一
の
家
系
が

永
久
的
に
独
占
し
、
親
が
当
該
職
業
等
を
退
く

し
り
ぞ 

（
多
く
の
場
合
は
其
の
死
に
因
っ
て
）
と
、
其
の
子
（
多

く
は
長
男
）
が
自
動
的
に
其
の
職
業
等
に
就
く
」
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制
度
を
云
う
。 

 
で
は
、
国
家
に
於
け
る
世
襲
制
度
は
何
故
、

駄
目
か
。 

 

其
は
、「
真
に
民
主
的
な
共
同
体
」
の
理
念
と

は
決
定
的
な
矛
盾

む
じ
ゅ
ん

を
孕は

ら

ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

此
処
で
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
考
え
た
い
。

一
つ
は
「
公
平
・
平
等
」
と
の
矛
盾
、
今
一
つ

は
「
自
由
」
と
の
矛
盾
で
あ
る
。 

公
平
・
平
等
と
の
矛
盾 

人
は
各お

の

々
、
働
く
と
云

う
事
に
拠
っ
て
生
活
の
糧か

て

を
得
て
い
る
。
此
の

「
働
く
」
と
云
う
業わ

ざ

の
際
に
先
ず
、
問
わ
れ
る

の
が
各
々
の
「
能
力
」
で
あ
る
。 

 

能
力
は
、「
才
能
」
―
先
天
的
な
も
の
―
を
基

礎
と
し
て
、
是
に
「
努
力
」
―
後
天
的
な
も
の

―
を
積
み
重
ね
て
作
ら
れ
る
。
其
は
、
先
ず
幼

児
か
ら
児
童
迄
の
間
に
於
い
て
同
じ
年
代
の
複

数
の
子
等ら

を
同
じ
条
件
の
下
で
競
わ
せ
る
事
に

拠
っ
て
、
各
々
の
才
能
の
内
容
と
違
い
―
始
め

か
ら
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
此
の
段
階
前
は
潜

在
状
態
―
が
判わ

か

り
、
其
の
後
の
段
階
―
児
童
か

ら
生
徒
へ
変
わ
っ
て
以
降
―
に
於
い
て
、
各
々

の
分
野
・
職
種
毎
に
、
同
じ
内
容
の
才
能
を
持

つ
子
同
士
が
同
じ
条
件
の
下
で
努
力
を
し
乍な

が

ら

競
い
合
う
。
其
の
結
果
と
し
て
初
め
て
、
各
々

の
職
業
を
古こ

慣な

す
に
相ふ

さ

応わ

し
い
人
〔
達
〕
が
決

ま
る
、
と
考
え
る
の
が
自
然
と
云
う
も
の
だ
ろ

う
。 

 

以
上
を
念
頭
に
入
れ
た
上
で
、「
公
平
」
と「
平

等
」
と
を
各
々
、「
能
力
」
と
の
関
係
で
語
る
場

合
、
先
ず
「
平
等
」
と
は
、「
競
い
合
う
」
機
会

が
、
才
能
発
見
の
段
階
で
は
同
じ
共
同
体
の
構

成
員
た
る
同
年
代
の
子
「
全す

べ

て
」
に
、
努
力
の
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段
階
で
は
同
じ
共
同
体
の
構
成
員
で
且
つ
同
じ

内
容
の
才
能
を
持
つ
同
年
代
の
子
「
全
て
」
に
、

各
々
開
か
れ
て
い
る
事
を
云
い
、「
公
平
」
と
は
、

そ
う
し
て
対
等
に
競
い
合
っ
た
結
果
が
最
大
限

に
尊
重
さ
れ
、
其
に
基
づ
い
て
各
々
が
自
身
に

合
っ
た
職
業
に
つ
い
て
働
く
事
―
と
云
っ
て
間

違
い
で
は
無
か
ろ
う
。 

 

さ
て
、
「
蛙

か
え
る

の
子
は
蛙
」
と
云
わ
れ
る
。
競

馬
に
於
い
て
は
「
ダ
ー
ビ
ー
馬
は
ダ
ー
ビ
ー
馬

か
ら
」
と
云
う
文
言
が
在
る
。
共
に
、「
子
は
其

の
親
が
持
つ
能
力
を
生
ま
れ
乍
ら
に
し
て
引
き

継
ぐ
」
と
云
う
事
を
端
的
に
言
い
表
し
た
言
葉

だ
が
、
此
の
「
子
は
…
引
き
継
ぐ
」
が
世
襲
制

度
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
論
拠
」
と
成
っ
て

い
る
。 

 

併し
か

し
才
能
は
、
遺
伝
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

肉
体
労
働
者
の
子
が
、
頭
脳
労
働
の
仕
事
に
就

き
、
其
処
で
名
声
を
得
る
に
至
っ
た
、
と
云
う

事
は
数
多
く
聞
く
話
で
あ
る
。
亦
、
其
の
家
系

以
外
に
も
、
同
じ
分
野
・
同
じ
職
業
に
在
っ
て

同
様
又
は
其
以
上
の
能
力
を
持
っ
て
い
て
、
当

該
家
系
に
在
る
人
よ
り
も
其
の
仕
事
が
出
来
る

人
が
他
に
居
る
か
も
知
れ
な
い
〔
或
い
は
居
な

い
か
も
知
れ
な
い
が
、
居
な
い
と
も
断
言
出
来

な
い
〕
。
世
襲
制
度
は
、
そ
う
し
た
同
じ
〔
或
い

は
其
以
上
の
〕
能
力
を
持
つ
人
々
を
、
同
じ
医

学
上
の
「
人
」
で
あ
り
且か

つ
障
害
も
無
く
且
つ

肌
の
色
と
言
葉
と
年
代
が
同
じ
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
比
べ
も
せ
ず
亦
競
わ
せ
ず
に
「
家
系
」

を
理
由
に
し
て
最
初
か
ら
排
除
す
る
訳わ

け

だ
か
ら
、

「
不
公
平
」
そ
し
て
「
不
平
等
」
と
云
う
以
外

の
何
物
で
も
無
い
。 
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世
襲
制
度
が
「
公
平
」
と
「
平
等
」
の
理
念

と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
事
は
、
以
上
に
述

べ
た
事
で
充
分
に
説
明
出
来
る
と
思
う
。
但
、

其
だ
け
で
は
、「
此
の
国
の
君
主
に
能
力
は
関
係

無
い
」
と
云
う
旨む

ね

の
「
反
論
」
が
恐
ら
く
帰
っ

て
来
よ
う
。
現
行
憲
法
下
の
天
皇
は
、
政
治
的

に
は
「
国
事
行
為
」
等
の
儀
礼
的
な
行
い
を
成

す
の
み
で
、
政
治
に
関
し
て
は
一
切
の
権
利
や

権
限
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
成
る
程ほ

ど

、
能
力
は

儀
礼
的
な
行
い
に
は
関
係
無
い
要
素
か
も
知
れ

な
い
。
併
し
…
。
儀
礼
的
で
在
り
乍
ら
政
治
的

な
意
味
を
持
つ
―
国
家
機
構
の
領
域
に
在
っ
て

行
わ
れ
る
以
上
は
―
行
い
が
世
襲
制
度
の
下も

と

に

行
わ
れ
て
い
る
事
を
、
世
襲
制
度
と
「
自
由
」

と
の
関
係
を
考
え
た
上
で
改
め
て
見
て
行
く
と
、

国
家
機
構
に
於
け
る
世
襲
制
度
の
問
題
点
が
は

っ
き
り
し
た
形
で
見
え
て
来
る
の
で
は
無
い
だ

ろ
う
か
。 

自
由
と
の
矛
盾 

世
襲
制
度
と
「
自
由
」
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
結
論
を
先
に
言
う
と
、
此
の
両

者
も
矛
盾
す
る
。
其
の
理
由
は
先
ず
、「
職
業
を

選
ぶ
自
由
」
が
無
い
事
で
あ
る
。 

 

世
襲
制
度
の
下
で
は
、
当
該
家
系
に
在
る
子

供
、
特
に
長
男
は
、
父
が
仕
事
を
退
い
た
―
多

く
は
其
の
死
に
拠
っ
て
―
ら
、
自
分
の
意
思
に

関
係
無
く
、
亦
其
の
職
業
を
古
慣
す
に
相
応
し

い
能
力
の
有
無
に
も
関
係
無
く
、
其
の
「
父
の

仕
事
」
を
継
が
ね
ば
成
ら
な
い
。
天
皇
〔
制
〕

も
亦
、
其
の
例
外
で
は
無
い
。 

 
他
の
君
主
国
に
つ
い
て
は
判
ら
な
い
が
、
少

な
く
と
も
現
行
憲
法
下
の
天
皇
〔
制
〕
に
関
し

て
言
え
ば
、「
自
由
」
と
の
矛
盾
を
他
に
も
、
是
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だ
け
抱
え
て
い
る
。 

●
天
皇
は
、「
国
事
行
為
」
を
始
め
と
す
る
形
式

的
・
儀
礼
的
な
事
々
を
内
閣
―
実
際
に
は
官
僚

―
に
拠
る
「
助
言
と
承
認
」
と
云
う
名
の
指
示

通
り
に
行
う
。
が
、
例
え
ば
法
律
の
公
布
に
際

し
て
、
其
の
法
律
の
内
容
が
自
身
の
良
心
に
叶

わ
な
く
と
も
、
署
名
を
拒こ

ば

む
事
は
出
来
な
い
（
而し

か

も
、
こ
う
し
た
自
身
の
意
思
を
挟
め
な
い
形
式
的
・
儀
礼

的
な
行
い
―
「
公
務
」
の
名
の
下
に
行
わ
れ
る
―
は
数
も

膨
大
で
、
其
を
期
限
通
り
に
行
う
が
為
に
深
夜
更
に
未
明

に
迄
及
ぶ
日
も
少
な
く
な
い
と
云
う
）
。
其
ば
か
り
で

は
無
く
、
時
の
閣
僚
更
に
は
与
党
幹
部
に
拠
る

「
強
い
要
請
」
で
会
見
等
が
設
定
さ
れ
た
場
合
、

天
皇
自
ら
は
其
を
拒
む
事
が
出
来
な
い
（
二
○
○

九
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
中
華
人
民
共
和
国
副
首
席
と

の
「
特
例
会
見
」
は
其
の
典
型
例
）
。 

●
「
皇
位
」
の
継
承
を
始
め
天
皇
及
び
皇
族
に

関
わ
る
決
ま
り
事
を
定
め
て
い
る
「
皇
室
典
範

て
ん
ぱ
ん

」。

併
し
、
天
皇
自
ら
が
変
更
の
必
要
性
を
感
じ
た

と
し
て
も
、
天
皇
自
ら
の
意
思
で
其
を
変
え
る

事
は
、
現
行
憲
法
下
で
は
出
来
な
い
。
其
の
変

更
の
可
否
は
一ひ

と

重え

に
、
内
閣
そ
し
て
国
会
の
意

思
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
是こ

れ

亦ま
た

、
利
用
す
る
側

の
都
合
で
ど
う
に
で
も
成
る
。 

●
「
学
問
の
自
由
」
謂い

わ
ば
研
究
活
動
と
の
関

係
に
つ
い
て
言
う
と
、
古
代
か
ら
近
世
迄
に
関

す
る
文
学
や
歴
史
学
、
或
い
は
自
然
科
学
に
つ

い
て
の
研
究
活
動
は
認
め
ら
れ
、
実
際
に
行
わ

れ
て
い
る
（
昭
和
天
皇
は
海
洋
生
物
学
の
研
究
も
手
掛

け
、
著
書
を
数
冊
、
残
し
て
い
る
―
一
例
）
が
、
近
代

（
明
治
）
以
降
の
歴
史
や
政
治
・
経
済
及
び
社
会

を
題
材
に
し
て
の
其
は
事
実
上
、
認
め
ら
れ
て
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い
な
い
。
其
を
認
め
る
と
、
結
果
的
に
「
国
政

に
関
わ
っ
て
」
憲
法
違
反
、
と
云
わ
れ
る
事
に

も
成
り
兼
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

●
現
行
憲
法
下
の
刑
法
に
は
、「
名
誉
毀き

損
」
即

ち
特
定
の
人
に
つ
い
て
心
身
を
傷
つ
け
ら
れ
る

行
い
が
生
じ
た
場
合
、
其
の
「
特
定
の
人
」
が

天
皇
又
は
皇
族
で
あ
る
場
合
に
は
、
総
理
大
臣

（
首
相
）
が
代
わ
っ
て
告
訴
を
行
う
―
と
在
る

（
第
二
編
第
三
四
章
・
第
二
三
二
条
）
。
即
ち
、
天
皇

と
皇
族
は
、
仮
に
自
ら
の
心
身
を
傷
つ
け
ら
れ

る
行
い
に
遭
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
意
思
で

訴
え
る
事
は
出
来
ず
、
時
の
権
力
の
裁
量
次
第

で
其
の
行
い
が
揉も

み
消
さ
れ
る
―
と
云
う
事
も

在
り
得
る
。
―
―
現
行
憲
法
施
行
後
―
特
に
一

九
六
○
年
代
に
在
っ
て
―
、天
皇
や
皇
族
を「
怪

談
」
や
「
下し

も

ね
た

●

●

」
の
類

 

た
ぐ
い

に
使
っ
た
著
述
品
（
小

説
や
随
筆
等
）
が
世
に
出
て
、
極
右
の
人
々
が
其

に
怒
っ
て
著
者
や
編
集
者
或
い
は
其
の
親
族
を

殺
傷
し
、
当
該
著
述
品
が
発
売
中
止
或
い
は
回

収
・
焼
却
さ
れ
る
―
と
云
っ
た
出
来
事
が
幾
つ

か
起
き
た
（
中
で
も
、
六
○
年
（
昭
和
三
五
）
一
一
月

発
表
の
小
説
『
風
流
夢む

譚た
ん

』
を
巡
っ
て
は
、
登
場
人
物
の

夢
の
中
の
話
と
し
て
「
天
皇
と
皇
族
が
処
刑
さ
れ
る
」
場

面
が
描
か
れ
て
い
る
事
で
一
部
極
右
が
怒
り
、
極
右
団
体

の
一
構
成
員
が
同
小
説
を
載
せ
た
雑
誌
を
発
行
し
た
出

版
社
長
の
自
宅
に
侵
入
、
家
政
婦
を
斬
り
殺
し
た
）
。
其

で
も
、
時
の
首
相
達
は
告
訴
に
動
か
な
か
っ
た
。

―
―
若
し
、
天
皇
及
び
皇
族
自
身
に
告
訴
の
権

利
が
在
っ
た
な
ら
…
。〔
時
の
天
皇
が
故
人
と
成

っ
て
い
る
今
、
真
意
に
つ
い
て
は
知
る
由
も
無

い
が
、〕
当
事
者
自
身
で
あ
る
天
皇
及
び
皇
族
の

告
訴
を
受
け
て
裁
判
―
法
に
基
づ
く
吟ぎ

ん

味み

と
裁
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き
―
が
行
わ
れ
、
当
該
著
述
品
が
出
版
禁
止
と

成
る
と
共
に
当
該
出
版
関
係
者
―
勿
論
、
当
該

著
述
品
の
著
者
も
含
む
―
が
懲
役
刑
（
三
年
以
内
）

を
課
せ
ら
れ
る
、
と
云
う
事
で
決
着
を
見
、
極

右
〔
或
い
は
極
左
〕
に
拠
る
殺
傷
と
云
う
事
態

は
避
け
ら
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
―
と
考
え
る
の
は

筆
者
だ
け
な
の
か
。 

◁ 

 

日
本
列
島
に
共
和
国
を
築
く
事
は
「
国●

家●

機●

関●

と●

し●

て●

の●

天●

皇●

制●

の
解
体
」
を
必
然
的
に
伴

う
、
と
前
述
し
た
が
、
此
の
「
国
家
機
関
…
」

と
云
う
事
を
、
改
め
て
強
調
し
て
お
く
必
要
が

在
る
。
即
ち
、
本
案
を
正
に
憲
法
と
し
、
共
和

国
と
し
て
の
「
日
本
国
」
を
日
本
列
島
に
築
く

に
当
っ
て
は
、
以
下
の
二
点
を
考
慮
に
入
れ
た

上
で
作
業
を
進
め
る
必
要
が
在
る
。 

 

第
一
に
、
天
皇
は
宗
教
者
で
あ
る
。
「
神
道と

う

」

と
云
う
一
宗
教
の
長
で
あ
り
、
日
本
国
内
に
於

け
る
全
て
の
市
区
町
村
毎ご

と

に
必
ず
一
箇
所
は
在

る
「
神
社
」
の
頂
点
に
立
つ
（
一
定
規
模
以
上
の

神
社
で
あ
れ
ば
、
過
去
且
つ
歴
代
の
天
皇
が
「
祭
神
」
と

し
て
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
）
。 

 

第
二
に
、〔
遅
く
と
も
「
大
和

や

ま

と

朝
廷
」
の
成
立

以
降
、
大
多
数
の
〕
日
本
人
は
代
々
に
亙
っ
て

「
神
社
」
と
深
い
繋つ

な

が
り
―
鎖

 

く
さ
り

縁
？
―
を
持
ち

乍な
が

ら
日
常
生
活
を
営
ん
で
来
た
。「
初は

つ

詣
」

も
う
で 

を
始

め
と
す
る
個
人
の
祈
願
参
拝
は
元
よ
り
、
公お

お 

や
け

事ご
と

（
＝
仕
事
）
に
在
っ
て
も
、
安
全
祈
願
の
式
典

（
建
設
・
造
成
等
の
土
木
工
事
に
於
け
る
起
工
式
や
竣
工

式
等
…
例
）
は
殆
ど
神
道
に
則

 

の
っ
と

っ
て
行
わ
れ
て
い

る
。
亦
、
例
え
ば
「
雅
楽
」「
歌
舞
伎
」
並
び
に

「
相
撲
」
は
、
何
れ
も
「
神
事
」
即
ち
神
道
と
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云
う
宗
教
に
基
づ
く
行
事
と
し
て
始
ま
り
、
後の

ち

に
芸
術
並
び
に
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
近
代
化
・
整

備
さ
れ
た
も
の
だ
。 

―
―
以
上
の
二
つ
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
天

皇
制
「
其
の
も
の
」
の
否
定
は
「
極
め
て
危
険
」

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

故ゆ
え

に
、「
本
案
を
正
に
憲
法
と
し
、
共
和
国
と

し
て
の
「
日
本
国
」
を
日
本
列
島
に
築
く
」
と

は
、
皇
室
の
人
々
も
私
達
（
＝
現
行
憲
法
下
の
「
日

本
国
民
」
）
も
同
じ
「
日
本
人
」
―
肌
の
色
を
同

じ
く
し
、
同
じ
日
本
語
を
話
す
、
同
じ
医
学
上

の「
人ひ

と

」〔
―
と
云
う
と
右
翼
の
人
々
か
ら
は
「
国

辱
的
」
或
い
は
「
不
敬
」
と
も
言
わ
れ
そ
う
だ

が
、
此
の
三
点
は
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て

お
り
、
否
定
の
し
様よ

う

が
無
い
〕
―
で
あ
る
事
を

認
識
し
た
上
で
、
天
皇
〔
そ
し
て
皇
族
〕
を
一

切
の
「
公
務
〔
の
名
で
「
行
わ
さ
れ
る
」
行
い
〕
」

―
無
論
、「
国
事
行
為
」
も
含
ま
れ
る
。
敢あ

え
て

言
い
換
え
る
と
「
「
日
本
国
の
象
徴
」
等
の
名
に

拠
る
国
家
機
構
の
「
呪
縛

じ
ゅ
ば
く

」」か
―
か
ら
解
放
し
、

法
の
上
で
は
同
じ
日
本
国
民
と
し
て
私
達
と
同

様
に
権
利
を
保
障
―
と
共
に
其そ

れ

相
応
の
義
務
も

必
然
的
に
生
ず
る
―
し
、
従
っ
て
「
国●

家●

機●

関●

と●

し●

て●

の●

天●

皇●

制●

が
必
然
的
に
解
体
さ
れ
る
」
と

云
う
事
な
の
で
あ
る
。
―
―
其
は
併
し
、
宗
教

者
と
し
て
の
天
皇
・〔
古
典
〕
文
化
の
担
い
手
と

し
て
の
天
皇
を
も
否
定
す
る
も
の
で
は
無
く
寧む

し

ろ
、
宗
教
者
そ
し
て
〔
古
典
〕
文
化
の
担
い
手

と
し
て
の
立
場
を
尊
重
す
る
行
い
で
あ
る
―
と

云
う
事
も
、
改
め
て
強
調
し
て
お
く
必
要
が
在

る
。 

 

宗
教
者
と
し
て
の
立
場
を
尊
重
す
る
、
と
云
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う
事
に
つ
い
て
更
に
言
う
な
ら
ば
、
神
道
の
教

義
を
変
え
る
―
「
皇
位
」
継
承
の
資
格
（
現
行
の

「
皇
室
典
範
」
に
於
い
て
は
「
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男

子
」
の
み
）
の
変
更
も
正ま

さ

し
く
是
に
含
ま
れ
る
―

か
否
か
、
其
の
最
終
決
定
も
亦
、
天
皇
だ
け
が

出
来
る
行
い
と
解
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
在
ろ
う
。 

 

皇
室
が
国
家
機
構
か
ら
解
放
さ
れ
、
天
皇
そ

し
て
皇
族
も
法
の
上
で
は
日
本
国
民
と
成
る
。

そ
し
て
、「
大
嘗
祭
」

お
お
な
め
ま
つ
り 

を
始
め
自
ら
の
宗
教
に
基

づ
く
儀
式
や
行
事
―
神
事
―
も
「
信
教
の
自
由
」

を
行
使
し
自
ら
の
責
任
と
良
心
を
以
て
行
う

（
神
事
で
は
無
い
が
、
「
園
遊
会
」
や
「
茶
会
」
等
も
招

待
客
を
天
皇
自
身
が
指
名
し
選
ん
だ
上
で
催
す
事
と
成

る
）
。
其
に
拠
っ
て
初
め
て
、
時
の
政
治
や
社
会

に
全
く
左
右
さ
れ
る
事
無
く
、
純
粋
な
宗
教
儀

式
（
或
い
は
行
事
）
と
し
て
正
々
堂
々
、
公
然

と
―
神
道
の
教
義
に
反
し
な
い
限
り
に
於
い
て

―
行
わ
れ
る
事
が
保
障
さ
れ
、
宗
教
と
し
て
の
、

亦
〔
古
典
〕
文
化
と
し
て
の
「
天
皇
〔
制
〕
」
が

民
主
的
社
会
の
中
に
在
っ
て
も
生
き
長
ら
え
、

他
の
諸
宗
教
と
の
「
共
存
共
栄
」
―
第
二
次
大

戦
中
の
様
に
複
数
他
方
が
一
方
に
合
わ
せ
て
教

え
を
曲
げ
る
、
と
云
う
事
で
は
無
い
―
も
成
し

得
る
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
―
―
〔
是
を

敢
え
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
〕
天
皇
（
皇
室
）

の
存
在
が
憲
法
で
〔
国
家
機
構
に
於
け
る
存
在

―
頂
点
で
あ
っ
て
も
そ
う
で
無
く
と
も
―
と
し

て
〕
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
時
の
権
力
に
拠

っ
て
利
用
さ
れ
る
事
を
免
れ

ま
ぬ
が 

得
ず
、
其
故
に
天

皇
及
び
皇
族
自
身
の
自
発
的
な
言
動
や
行
動
が

必
然
的
に
〔
殆
ど
〕
妨
げ
ら
れ
て
い
る
―
と
云

う
の
が
、
皇
室
を
巡
る
現
行
憲
法
下
の
現
状
と
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言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。 ◁ 

 
天
皇
及
び
皇
族
が
法
の
上
で
国
民
と
成
る
事

は
、
自
ら
の
働
き
〔
更
に
は
各
地
の
神
社
を
通

し
て
の
寄
付
―
人
々
が
信
仰
の
証
と
し
て
出
す

金
銭
の
一
部
―
も
在
ろ
う
が
〕
を
通
し
て
金
銭

を
得
、
其
処
か
ら
必
要
に
応
じ
て
納
税
を
行
う
、

と
云
う
事
を
も
意
味
す
る
。
但
、
「
大
和
朝
廷
」

の
成
立
（
現
在
迄
の
歴
史
研
究
の
成
果
に
拠
る
と
概

 

お
お
む

ね
、

四
世
紀
頃
と
云
わ
れ
て
は
い
る
が
、
「
天
皇
陵
」

り
ょ
う 

の
発
掘

が
未
だ
に
殆
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
（
「
宮
内
庁
」
が
発
掘

を
頑
固
に
認
め
て
い
な
い
が
故
。
「
神
秘
性
」
―
宗
教
に

在
っ
て
は
付
き
物
の
要
素
だ
が
―
を
維
持
し
た
い
が
為

か
？
）
事
も
在
り
、
史
実
（
含
む
年
月
日
）
の
確
定
に
は

至
っ
て
い
な
い
）
か
ら
今
に
至
る
迄
、
係
る
金
銭

の
殆
ど
―
遅
く
と
も
明
治
以
降
は
全
部
―
が
国

費
で
賄
わ
れ
て
来
て
い
る
、
と
云
う
事
実
を
考

え
る
と
、
本
案
の
施
行
と
同
時
に
国
費
を
「
い

き
な
り
絶た

つ
」
事
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
。 

 

其
処
で
本
案
で
は
、
本
文
に
続
け
て「
付
則
」

を
設
け
る
中
で
、
本
案
が
実
際
の
憲
法
と
し
て

施
行
さ
れ
る
日
時
か
ら
一
○
年
を
目
処

め

ど

と
し
て
、

第
二
章
の
規
定
に
拠
る
諸
々
の
権
利
を
天
皇
及

び
皇
族
に
も
完
全
に
保
障
す
る
事
と
し
、
其
迄

の
一
○
年
間
は
掛
か
る
費
用
の
「
大
部
分
後の

ち

一

部
」
を
国
費
で
賄
う

ま
か
な 

も
の
と
す
る
。「
大
部
分
後

一
部
」
と
は
「
年
と
段
階
を
追
っ
て
比
重
を
引

き
下
げ
て
行
く
」
と
云
う
事
で
あ
り
、
其
の
具

体
的
な
中
身
は
法
律
で
定
め
る
事
と
成
る
が
、

国
費
の
年
次
比
重
に
つ
い
て
は
、
一
年
目
が
九

割
五
分
、
二
年
目
は
九
割
、
其
の
後
は
一
年
毎

に
一
割
分
ず
つ
引
き
下
げ
、
一
○
年
目
に
は
一
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割
と
し
、
諸
権
利
の
完
全
保
障
が
実
効
さ
れ
る

日
時
を
以
て
国
費
負
担
の
終
了
―
と
す
る
の
が

妥
当
だ
ろ
う
。
と
共
に
、
其
の
一
○
年
間
は
、

参
政
権
の
一
部
で
あ
る
「
被
選
挙
権
」
を
行
使

出
来
ず
亦
一
切
の
公
職
に
就つ

け
な
い
事
と
す
る

の
も
止
む
を
得
な
い
。
本
来
、
地
位
と
云
う
も

の
は
自
ら
の
才
能
に
自
ら
進
ん
で
努
力
を
加
え

て
「
勝
ち
取
る
も
の
」
で
あ
り
、
故
に
生
活
費

を
〔
其
の
一
部
で
も
〕
国
費
で
賄
う
と
云
う
公

的
優
遇
を
得
（
＝
国
家
機
構
に
助
け
て
貰も

ら

う
）
乍
ら

権
限
を
伴
う
公
的
地
位
も
得
る
、
と
云
う
事
は

公
平
の
理
念
に
叶
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

【
第
一
項
―
― 

国
家
の
理
念
と
公
職
登
用
の
機
会
均
等
】 

 

第
六
条
の
第
一
項
と
第
三
項
は
各
々
、
同
条

第
二
項
を
補
い
、
此
の
国
が
共
和
国
で
あ
る
事

を
確
認
し
亦
強
調
す
る
為
の「
副
文
」
で
あ
る
。 

 

「
公
平
」
と
「
平
等
」
を
国
家
の
理
念
と
し

て
掲
げ
る
か
ら
に
は
先
ず
、
国
家
機
関
が
何
ら

か
の
形
を
以
て
其
の
手
本
・
模
範
を
示
す
必
要

が
在
る
。
其
の
「
第
一
歩
」
と
成
る
の
が
、
公

職
へ
の
登
用
の
「
公
平
且
つ
平
等
な
機
会
の
保

障
」
と
云
え
る
。
第
一
歩
と
云
う
の
は
、
国
家

機
関
の
制
度
―
職
種
や
地
位
を
含
む
―
が
幾
ら

整
備
さ
れ
て
い
て
も
、
其
〔
等
〕
に
就
い
て
働

く
人
〔
々
〕
が
居
な
け
れ
ば
、
国
家
機
関
も
機

能
の
し
様
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

其
処
で
、
こ
う
し
た
公
職
へ
の
登
用
の
機
会

に
関
す
る
〔
大
摩
訶

ま

か

な
〕
規
定
を
第
六
条
第
一

項
と
し
て
「
世
襲
制
度
の
否
定
」
の
規
定
の
前

に
置
く
事
に
拠
っ
て
、
此
の
国
が
「
公
平
」
と

「
平
等
」
を
重
ん
ず
る
事
を
徹
底
さ
せ
、
亦
印
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象
付
け
る
効
果
を
齎

 

も
た
ら

し
得
る
、
と
考
え
た
。 

【
第
三
項
―
―
栄
典
制
度
存
立
の
条
件
】 

 
栄
典
と
は
、
国
家
が
一
定
の
条
件
を
満
た
し

た
者
に
対
し
名
誉
と
し
て
与
え
る
、
勲
章
や
称

号
等
を
云
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
貴
族
の
位

も
其
に
含
ま
れ
る
が
、
栄
典
制
度
自
体
は
「
公

平
」
と
「
平
等
」
の
理
念
に
叶
う
も
の
で
あ
れ

ば
、
在
っ
て
良
い
も
の
で
あ
り
、
寧
ろ
必
要
と

云
え
る
も
の
と
し
て
考
え
る
。
問
題
は
、
其
の

内
容
で
あ
る
。 

 

先
ず
栄
典
を
受
け
る
資
格
は
、
基
本
的
に
全

て
の
国
民
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
て
、
亦
与
え

ら
れ
た
者
本
人
に
限
っ
て
有
効
と
す
る
。
其
の

上
で
、
可
能
な
限
り
に
於
い
て
具
体
的
な
基
準

―
予
め
、
法
律
で
規
定
し
て
お
く
事
―
の
下
、

「
共
同
体
と
し
て
の
利
益
を
目
に
見
え
る
形
で

国
家
に
齎
し
た
人
〔
々
〕
」
に
対
し
て
、
栄
典
を

与
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

選
考
に
際
し
て
は
、
各
分
野
に
於
い
て
長
年

に
亙
っ
て
働
き
且
つ
第
一
線
で
活
躍
し
た
人
々

を
委
員
と
す
る
「
栄
典
選
考
委
員
会
」
を
一
「
独

立
行
政
委
員
会
」（
第
四
章
の
解
説
参
照
）
と
し
て

設
置
し
、
候
補
者
の
推
薦
と
指
名
、
亦
受
賞
の

是
非
の
決
定
等
、
栄
典
に
関
す
る
一
切
の
権
限

を
同
委
員
会
〔
の
委
員
達
〕
に
委
ね
、
行
政
府

は
同
委
員
会
の
決
定
を
無
条
件
で
承
認
す
る
様

に
す
る
。
同
委
員
会
の
委
員
は
任
期
中
、
栄
典

の
選
考
そ
し
て
受
賞
の
対
象
に
は
成
ら
な
い
。 

 

勿
論
、「
大
勲
位
」
と
か
「
勲
何
等
」
等
と
云

う
様
な
等
級
は
一
切
、
認
め
ら
れ
な
い
。 

 
所
で
、
新
し
い
元
首
が
就
任
し
、
又
は
他
国

の
元
首
等
を
賓
客
と
し
て
招
く
等
、
国
家
と
し
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て
対
外
的
に
も
重
要
な
出
来
事
が
在
る
場
合
、

国
家
機
関
は
儀
式
又
は
行
事
（
「
晩
餐さ

ん

会
」
等
）
を

大
々
的
に
催
す

も
よ
お 

。
其
の
際
、
物
理
的
な
理
由
（
会

場
の
収
容
能
力
等
）
を
持
ち
出
す
迄
も
無
く
、
全

て
の
国
民
を
招
く
訳
に
は
行
か
な
い
。
其
処
で

当
然
、
国
家
機
関
は
其
の
場
に
参
加
す
る
に

相
応

ふ

さ

わ

し
い
人
々
を

予
あ
ら
か
じ

め
選
ぶ
。
そ
う
し
た
場

に
決
ま
っ
て
招
か
れ
る
の
は
多
く
の
場
合
、
大

臣
や
国
会
議
員
等
と
云
っ
た
上
級
且
つ
特
別
職

の
公
務
員
で
あ
る
。
国
家
と
云
う
共
同
体
を
直

接
的
に
運
営
し
て
い
る
の
は
、
彼
等
を
始
め
と

す
る
公
務
員
達
で
あ
る
。
併
し
国
家
は
無
論
、

彼
等
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
訳わ

け

で
は
無
い
。 

 

国
家
の
構
成
員
即
ち
国
民
は
、
殆
ど
が
民
間

に
在
っ
て
働
き
、
其
で
生
涯
を
送
る
。
其
の
「
殆

ど
」
の
中
に
も
、
国
家
の
対
外
的
な
地
位
を
向

上
さ
せ
、
或
い
は
全
て
の
国
民
が
暮
ら
し
易
く

成
る
、
と
云
っ
た
利
益
を
齎

 

も
た
ら

す
働
き
を
行
う
人

〔
々
〕
が
必
ず
、
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う

云
う
人
〔
々
〕
が
、
国
家
機
関
に
拠
っ
て
表
彰

さ
れ
、
且
つ
国
家
と
し
て
行
う
儀
式
や
行
事
へ

の
招
き
に
与あ

ず

か
る
、
と
云
う
の
は
正
に「
特
権
」

で
あ
る
。
一
般
的
に
は
立
ち
入
れ
な
い
場
に
立

ち
入
り
出
来
る
の
だ
か
ら
。
其
の
上
で
且
つ
、

特
権
に
与
か
る
為
の
機
会
が
基
本
的
に
全
て
の

国
民
に
開
か
れ
て
い
る
事
は
、「
平
等
」
の
理
念

と
の
矛
盾
に
は
成
ら
な
い
。其
の
国
の
「
国
民
」

で
あ
れ
ば
「
誰
に
で
も
」、
成
れ
る
可
能
性
が
在

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
其
は
、
民
間
人
で
あ

る
大
方
の
国
民
に
と
っ
て
、「
励
み
」
に
成
る
と

共
に
一
つ
の
「
大
き
な
目
標
」
に
も
成
り
得
る

し
、
国
家
と
し
て
も
「
公
平
な
、
開
か
れ
た
共
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同
体
」
と
し
て
、
対
外
的
な
印
象
の
向
上
に
も

大
い
に
役
立
つ
筈は

ず

で
あ
る
。 

 
栄
典
制
度
と
は
正
直
な
所
、
国
家
機
関
が
自

ら
催
す
儀
式
や
行
事
に
出
席
・
参
加
す
る
に
相

応
し
い
人
々
を
民
間
か
ら
選
ぶ
為
に
在
る
制
度
、

と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
栄
典
制
度
を
「
寧
ろ
必

要
」
と
す
る
理
由
は
正
に
、
其
処
に
在
る
。 

◇ 

 

此
の
第
六
条
は
国
家
の
根
幹
に
「
特
に
」
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
説
明
が
付
く
問

題
で
は
無
い
。
従
っ
て
下
手
に
短
く
言
う
訳
に

は
行
か
ず
、「
極
右
」
た
る
人
々
の
攻
撃
の
的
に

も
成
り
か
ね
な
い
、
と
云
う
不
安
も
在
っ
て
長

い
説
明
に
至
っ
た
。
筆
者
と
し
て
は
精
一
杯
の

思
考
力
を
使
っ
て
述
べ
た
つ
も
り
だ
が
、
今
後
、

此
の
大
地
・
日
本
列
島
に
共
和
国
を
築
く
べ
く

実
践
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
「
何
故
、
共
和
国

た
る
事
が
必
要
か
」
に
つ
い
て
「
更
に
充
分
な

説
得
力
を
持
つ
説
明
」
を
外
に
向
か
っ
て
堂
々

と
出
来
る
様
、
期
待
し
た
い
。 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

国
旗
・
国
歌
と
年
記
に
つ
い
て 

―
―
番
外
的
な
補
足
と
し
て 

  

本
案
で
は
、「
国
旗
」
と
「
国
歌
」
そ
し
て
「
年

記
（
暦
の
言
い
方
）
」
に
つ
い
て
は
敢
え
て
記
さ
な

か
っ
た
―
法
律
で
規
定
す
れ
ば
事
足
り
る
も
の

と
考
え
る
が
故
―
が
、
三
者
は
各
々
、
国
家
と

し
て
の
象
徴
的
な
役
割
を
担
う
媒
体
と
成
る
が

故
、
本
案
解
説
の
番
外
的
な
補
足
と
し
て
、
筆
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者
そ
し
て
「
全
日
本
共
和
党
」
と
し
て
の
見
解

を
、
此
の
機
会
に
述
べ
て
お
き
た
い
。 

国
旗
に
つ
い
て 

日
章
旗
（
日
の
丸
）
を
引
き
続
き
、

日
本
の
国
旗
と
す
る
事
自
体
に
異
論
は
無
い
。

日
の
丸
は
「
太
陽
」
を
表
し
て
い
る
。
太
陽

は
昔
か
ら
「
希
望
の
象
徴
」
と
し
て
扱
わ
れ
、

崇あ
が

め
ら
れ
て
来
た
。
そ
う
し
た
「
太
陽
信
仰
」

は
日
本
の
み
成
ら
ず
、
世
界
各
国
で
も
古
く

か
ら
在
る
。 

国
歌
に
つ
い
て 

日
本
の
国
歌
を
新
た
に
作
る

必
要
が
在
る
。
現
行
の
『
君
が
代
』
は
、
作

詞
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
在
る
作
者
不
詳
の
一
歌
を

基
に
し
た
、
と
の
事
）
と
作
曲
が
「
宮
内
省
」
内

で
行
わ
れ
、
一
八
八
○
年
（
明
治
一
三
）
一
一

月
三
日
、
宮
中
に
於
い
て
、
時
の
天
皇
（
睦む

つ

仁ひ
と

）

の
誕
生
祝
い
の
席
上
で
初
演
さ
れ
た
。
此
の

事
か
ら
だ
け
で
も
、
君
主
（
天
皇
）
讃
美
の
歌

で
あ
る
事
は
明
ら
か
。
君
主
に
対
す
る
讃
美

が
国
家
機
構
に
拠
っ
て
其
の
国
家
の
象
徴
的

な
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
事
は
、
民
主
政
治

の
理
念
―
此
処
で
は
特
に
「
公
平
」
と
「
平

等
」
―
と
は
矛
盾
す
る
。
―
―
「
太
陽
」
―

日
本
の
国
旗
に
も
描
か
れ
て
い
る
―
と
「
富

士
山
」
と
を
含
め
「
日
本
古
来
の
自
然
を
讃た

た

え

る
」
旨む

ね

の
歌
詞
と
す
る
な
ら
ば
、
誰
も
が
納

得
し
て
歌
え
る
日
本
の
国
歌
が
出
来
る
も
の

と
信
ず
る
。 

 

「
富
士
山
」
に
関
し
今
一
つ
、
付
け
加
え

て
言
う
な
ら
、
「
全
日
本
共
和
党
」
と
し
て

は
、
国
際
連
合
に
拠
る
「
世
界
文
化
遺
産
」

―
本
来
、
「
人
が
作
っ
た
も
の
」
を
評
価
し

後
世
へ
伝
え
て
行
く
為
の
制
度
―
と
し
て
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の
登
録
―
「
世
界
自
然
遺
産
」
と
し
て
の
登

録
が
難
し
い
と
や
ら
で
「
宗
教
と
芸
術
の
話
」

に
擦す

り
替
え
て
強
引
に
「
捥も

ぎ
取
っ
た
」
感

が
在
る
―
を
一
旦た

ん

、
返
上
し
た
上
で
、
富
士

山
自
体
は
無
論
、
周
辺
区
域
の
塵ご

み

を
完
全
に

一
掃
し
、
登
山
に
制
約
―
人
数
制
限
と
完
全

予
約
制
の
導
入
、
等
々
―
を
課
し
た
上
で
改

め
て
、
正
々
堂
々
と
「
世
界
自●

然●

遺
産
」
と

し
て
の
登
録
を
目
指
し
た
い
。 

年
記
に
つ
い
て 

共
和
国
を
営
む
な
ら
ば
当
然
、

時
の
君
主
と
運
命
を
共
に
す
る
が
如
く
変
わ

る
が
故
に
永
続
性
が
無
い
「
元
号
」
は
、
公

の
領
域
で
は
無
縁
と
成
る
。
当
然
、
公
の
領

域
で
は
西
暦
を
暫ざ

ん

定
的
に
使
う
。
「
暫
定
的
」

と
云
う
の
は
、「
現
生
人
類
が
何い

時つ

、
興お

こ

っ
た

か
」
と
云
う
事
が
未ま

だ
判
っ
て
お
ら
ず
、
一

方
で
西
暦
―
キ
リ
ス
ト
教
の
開
祖
「
イ
エ
ズ

ス
（
ジ
ー
ザ
ス
）
」
出
生
の
年
を
「
一
（
元
）
年
」

と
し
て
定
め
ら
れ
る
も
何い

時つ

か
ら
か
擦ず

れ
が

生
じ
て
（
イ
エ
ズ
ス
の
出
生
年
が
「
紀
元
前
四
年
」

に
）
今
に
至
っ
て
い
る
―
以
外
に
「
普
遍
（
不

変
）
且
つ
世
界
共
通
の
年
記
方
法
」
が
無
い

か
ら
で
あ
る
。「
現
生
人
類
発
生
の
年
」
が
裏

付
け
を
伴
っ
て
確
定
に
至
れ
ば
、
其
の
「
現

生
…
年
」
を
「
一
（
元
）
年
」
と
し
て
、
西

暦
か
ら
乗
り
換
え
て
使
っ
て
い
き
た
い
。 

 

但
、
此
の
事
は
、
「
元
号
」
自
体
を
公
権

力
で
葬
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
無
い
。
「
元

号
」
が
宗
教
（
此
の
場
合
は
神
道
）
の
教
義
に

基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
其
の
変
更
―
含
む

存
廃
―
の
権
限
は
当
該
宗
教
の
長
（
此
の
場
合

は
天
皇
）
に
在
り
、
公
の
組
織
・
即
ち
国
家
機
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構
に
変
更
・
存
廃
を
左
右
す
る
資
格
は
無
い
。

が
故
に
、
若
し
此
の
国
・
日
本
が
共
和
国
と

し
て
営
ま
れ
る
中
で
、
「
元
号
」
が
公
の
領

域
と
は
別
個
の
場
で
「
民
間
の
領
域
に
在
っ

て
」
今
後
も
変
更
を
繰
り
返
し
つ
つ
使
わ
れ

て
行
く
な
ら
ば
、
「
信
仰
の
自
由
の
一
環
」

と
解
し
黙
認
さ
れ
る
べ
き
―
と
筆
者
そ
し

て
「
全
日
本
共
和
党
」
と
し
て
は
考
え
る
。 

        
□ 

 
 

 

□ 
 

 
 

□ 

 

お 

断 

り 

 

「
新
「
日
本
国
憲
法
」
案
」
に
関
し
て
は
、
解
説
（
此

の
文
書
以
外
の
）
中
に
他
の
図
書
か
ら
の
「
引
用
且
つ
要

約
」
の
箇
所
が
一
部
、
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
故
、
著
作
権

上
の
問
題
か
ら
、
序
説
と
解
説
の
全
文
に
つ
い
て
は
今
の

所
、
間
網
等
を
通
し
て
の
公
開
の
形
で
は
開
示
出
来
ま
せ

ん
（
尚
、
表
紙
裏
に
表
記
致
し
て
お
り
ま
す
「
ア
ド
レ
ス
」

を
通
し
て
電
子
私
信
（
メ
ー
ル
）
を
お
寄
せ
戴
き
ま
し
た

ら
、
日
を
改
め
て
詳
し
い
解
説
書
を
電
子
私
信
に
於
け
る

「
添
付
フ
ァ
イ
ル
」
の
形
で
個
別
に
御
用
意
出
来
ま
す
）
。 

 

■
此
の
文
書
の
作
成
に
際
し
て
は
、
『
ウ
イ
キ
ペ
デ
イ

ア
・
フ
リ
ー
百
科
事
典
』
を
一
部
で
参
照
致
し
て
お
り

ま
す
。 

 


