
む
す
び

日
本
国
憲
法
制
定
に
は
た
ら

い
た
４

つ
の
力

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
は
、
人
類
の
歴
史
の
中
で
行
わ
れ
て
き
た
自
由
や
人
権

に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
た
た
か
い
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
取
り
入
れ
る
か
を
め
ぐ
る

さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
に
よ
る
厳
し
い
た
た
か
い
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
書
の
冒
頭
に
紹
介
し
た

「連
合
国
軍
総

司
令
部
の
、
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
素
人
の
人
た
ち
が
、
た
っ
た
８
日
間
で
作
り
上
げ
た
シ
ロ
モ
ノ
」
と
評
価
す

る
安
倍
首
相
の
目
が
、
い
か
に
そ
の
表
面
だ
け
し
か
見
て
い
な
い
か
は
明
ら
か
で
す
。

そ
こ
で
、
日
本
国
憲
法
の
中
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
働
い
た
こ
と
を
最
も
象
徴
的
に
示
し
て
い
る

「国
民
主
権
」

に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
①
天
皇
を
中
心
と
し
た

「国
体
」
に
全
く
手
を
つ
け
な
い
松
本
委
員
会
案
に
か
わ
っ
て
、　
マ
草
案
は
明

確
に
国
民
主
権
の
原
則
を
打
ち
出
し
ま
す
。
②
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も

「国
体
」
の
維
持
に
こ
だ
わ
る
日
本
政
府

は
こ
れ
に
徹
底
し
て
抵
抗
し
、
「国
民
至
高
の
意
思
」
と
い
う
言
葉
に
す
り
か
え
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
③
日

本
国
民
の
間
か
ら
は
、
「国
民
主
権
」
を
明
記
す
る
こ
と
を
求
め
る
Ｌ
論
が
起
こ
り
ま
し
た
。
④
極
東
委
員
会
の
決

定
は
こ
の
国
民
世
論
を
直
接
後
押
し
す
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
日
本
国
憲
法
に

「国
民
主
権
」
が
明
記

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
経
過
で
す
。
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こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
日
本
国
憲
法
制
定
に
は
４
つ
の
力
が
働
い
て
い
ま
す
。

ま
ず
第

一
に
、
日
本
の
支
配
層
と
政
府
で
す
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
話
し
た
天
皇
と
日
本
政
府
が
、
明
治
憲
法

に
か
わ
る
民
主
的
憲
法
制
定
の
国
際
的
責
務
を
負

っ
た
こ
と
は
明
白
で
す
。
し
か
し
、
天
皇
と
日
本
政
府
に
は
そ

の
意
思
も
能
力
も
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
う
な
が
さ
れ
て
よ
う
や
く
開
始
し
た
憲
法
制
定
の

作
業
で
も
、
明
治
憲
法
の
字
句
の
修
正
で
お
茶
を
に
ご
す
こ
と
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
姿
勢

が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
も
国
際
社
会
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
わ
か
っ
て
か
ら
も
、
最
後
ま
で
明
治
憲
法
の
考
え
に

と
ら
わ
れ
続
け
た
の
が
日
本
政
府
で
す
。

第
二
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
お
よ
び
そ
の
出
先
機
関
で
あ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
す
。
彼
ら
は
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
連
合
国
の

一
員
と
し
て
第
２
次
大
戦
を
た
た
か
っ
た
立
場
か
ら
、
日
本
政
府
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
実
施
を
監
視
す
る
と
い
う

一

面
と
、
ソ
連

。
世
界
の
民
主
勢
力
と
の
対
決
を
強
め
戦
後
世
界
の
覇
権
を
に
ぎ
ろ
う
と
す
る
も
う

一
面
を
も

っ
て

日
本
の
占
領
支
配
を
行
い
ま
し
た
。
新
憲
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
憲
法
発
展
の
歴
史
的
到
達
点
を
取
り
入
れ
る

こ
と
に
努
力
す
る

一
方
で
、
天
皇
制
の
維
持
な
ど
日
本
政
府
と
妥
協
し
続
け
た
の
も
そ
の
た
め
で
す
。

第
二
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
う
け
な
が
ら
も
、
急
速
に
民
主
化
の
流
れ
を

つ
く
り
出
し
つ
つ
あ

っ

た
日
本
国
民
で
す
。
日
本
国
民
は
労
働
者
、
農
民
、
女
性
、
学
生
な
ど
階
層
別
の
組
織
化
を
す
す
め
つ
つ
職
場
、

地
域
、
学
園
か
ら
明
治
憲
法
体
制
を
打
ち
破
る
た
た
か
い
を
展
開
し
、
そ
の
中
で
は
明
治
期
の
自
由
民
権
運
動
、

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
の
伝
統
を
大
い
に
生
か
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
憲
法
研
究
会
案
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

日
本
国
憲
法
に
平
和
と
民
主
主
義
の
規
定
を
盛
り
込
む
力
と
な

っ
た
こ
と
を
決
し
て
過
小
評
価
す
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

第
四
は
、
こ
う
し
た
ＦＩ
本
国
民
の
た
た
か
い
を
励
ま
し
、
さ
さ
え
た
極
束
委
員
会
や
そ
の
背
後
に
あ
る
国
際
的

13つ



な
Ｌ
論
と
た
た
か
い
で
す
。
第
２
次
大
戦
を
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
す
場
で
た
た
か
い
ぬ
い
た
こ
れ
ら
の
国
々
で
も
、

戦
後
、
平
和
や
人
権
を
め
ぐ
る
新
た
な
た
た
か
い
が
発
展
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
制
定
さ
れ
た
新
し
い
憲
法
に
も

そ
れ
が
反
映
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
日
本
国
憲
法
制
定
の
大
き
な
背
景
と
な

っ
た
こ
と
は
明
白
で
す
。

占
領
下
で
制
定
さ
れ
た
憲
法
を
自
分
の
も
の
と
し
た
国
民

日
本
国
憲
法
の
制
定
に
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
働
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
倍
首
相
ら
が

「お

し
つ
け
憲
法
」
を
い
ま
な
お
主
張
す
る
最
も
基
本
的
な
根
拠
は
、
こ
の
憲
法
が
占
領
下
で
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
あ

り
ま
す
。
明
治
憲
法
か
ら
日
本
国
憲
法

へ
の
移
行
と
い
う
革
命
的
と
も
い
え
る
転
換
は
、
実
質
的
に
は
明
治
憲
法

の
改
正
手
続
き
を
無
視
し
、
占
領
軍
に
よ
る

「超
憲
法
的
権
力
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

長
谷
川
正
安
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
注
日
す
べ
き
見
解
を
示
し
て
い
ま
す

（『
昭
和
憲
法
史
Ｌ
。

「占
領
の
内
容
が
問
題
に
な
る
の
は
、
占
領
解
除
後
、
主
権
を
回
復
し
た
国
家
が
、
占
領
中
に
つ
く
ら
れ
た
法
令

を
ど
う
処
理
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
と
き
で
あ
る
。
憲
法
制
定
権
力
を
持

つ
国
民
が
、
占
領
中
に
で
き

た

コ
思
法
」
を
ま
っ
た
く
支
持
し
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
支
持
し
て
こ
れ
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
き
た
か
が
、

占
領
後
の
憲
法
的
処
理
の
有
力
な
基
準
と
な
る
。
ナ
チ
の
占
領
法
令
は
も
ち
ろ
ん
、
ナ
チ
と
協
力
し
た

〔
フ
ラ
ン

ス
の
〕
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の

一
切
が
、
解
放
後
た
だ
ち
に
無
効
と
さ
れ
た
の
は
、
占
領
中
を
通
じ
て
、
多
数
の
国
民

の
支
持
を
う
る
余
地
の
な
い
、
売
国
的

・
フ
ア
ッ
シ
ョ
的
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
」

日
本
の
憲
法
問
題
を
こ
ん
に
ち
に
い
た
る
ま
で
複
雑
に
し
て
い
る
最
大
の
要
囚
は
、
実
質
的
に
日
本
を
単
独
占
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領
し
た
ア
メ
リ
カ
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
官
一言
と
は
ま

っ
た
く
相
容
れ
な
い
体
質
を
持

つ
天
皇
・日
本
政
府
を
通
じ
て

「憲

法
制
定
権
力
」
を
行
使
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
動
き
に
対
し
、
日
本
国
民
と
国
際
世
論
は
新
憲
法

を
日
本
国
民
の
自
由
な
意
思
を
表
明
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
奮
闘
し
ま
し
た
。
日
本
政
府
案
が
衆
貴
両
院
の
審

議
を
通
じ
て
４。
数
力
所
修
正
さ
れ
た
の
は
そ
の
反
映
で
す
。

し
か
も
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
う
し
て
制
定
さ
れ
た
憲
法
が
わ
ず
か
施
行
か
ら
１
年
た
た
な
い
う
ち
に
占
領
政
策
を

転
換
し
、
こ
の
憲
法
を
改
悪
し
、
空
洞
化
さ
せ
る
た
め
の
政
策
を
、
日
本
の
保
守
支
配
層
と

一
体
と
な

っ
て
お
し

す
す
め
て
き
ま
し
た
。

ま
ず
公
布
か
ら
わ
ず
か
１
年
後
の
４８
年
５
月
、
第
２
次
大
戦
後
ソ
連
と
の
対
立
を
深
め
つ
つ
あ

っ
た
ア
メ
リ
カ

は
、
日
本
を
極
東
に
お
け
る

「反
共
の
防
波
堤
」
と
す
る
こ
と
を
め
ざ
し

（
ロ
イ
ヤ
ル
米
陸
軍
長
官
）
、
「近
い
将

来
の
戦
争
勃
発
の
際
」
に

「日
本
の
人
的
資
源
を
活
用
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
、
「日
本
軍
を
容
認
す
る
立
場
で
新

憲
法
の
改
正
を
達
成
す
る
た
め
の
調
査
が
行
わ
れ
る
べ
き
」
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
ま
し
た

（米
国
防
総
省

「限

定
的
再
軍
備
計
画
し
。
し
か
し
、
当
時
占
領
下
に
あ
る
日
本
で
憲
法
改
悪
ま
で
行
う
こ
と
は
国
際
社
会
の
批
判
を

招
く
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
警
察
予
備
隊

（後
の
自
衛
隊
）
の
設
置
を
日
本
政
府
に
命
じ
る
こ
と
に
よ

つ
て
、

事
実
上
の
九
条
破
壊
に
踏
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
公
務
員
の
ス
ト
権
剥
奪
や
公
安
条
例
制
定
な
ど
民
主
主
義
破
壊

の
既
成
事
実
づ
く
り
を
す
す
め
ま
し
た
。

日
本
の
支
配
勢
力
は
、
ア
メ
リ
カ
の
こ
う
し
た
憲
法
破
壊
の
政
策
に
積
極
的
に
協
力
し
た
だ
け
で
な
く
、
「当
時
、

吉
田
さ
ん

（首
相
）
や
私
に
は
、
占
領
軍
が
い
な
く
な
る
と
憲
法
改
正
が
む
ず
か
し
く
な
る
か
ら
、
日
本
の
事
情

を
理
解
し
だ
し
た

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
い
る
う
ち
に
憲
法
を
改
め
よ
う
、
と
の
考
え
が
あ

っ
た
の
で
す
が
、
あ
の
朝

鮮
動
乱
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
急
に
辞
め
て
し
ま

っ
た
た
め
に
具
体
化
」
し
な
か
っ
た

（岸
信
介
、
自
主
憲
法
制
定

l



国
民
会
議
機
関
紙

「憲
法
」
第
九
号
）
と
残
念
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
日
本
の
保
守
勢
力
は
、

５２
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
に
よ
っ
て
主
権
を
回
復
す
る
や
、
た
だ
ち

に

「自
主
憲
法
の
制
定
」
を
旗
印
に
憲
法
改
悪
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
り
、
あ
わ
せ
て
、
憲
法
破
壊
の
政
治
を
続
け

て
き
ま
し
た
。
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
決
定
的
違
い
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
が
ナ
チ
ス
の
憲
法
を
拒
否
し
た
の
に

対
し
、
日
本
国
民
は
占
領
下
で
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
を
支
持
し
、
そ
の
後
の
平
和
と
民
主
主
義
、
生
活
を
守

る
さ
ま
ざ
ま
な
た
た
か
い
を
通
じ
、
こ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
て
き
た
こ
と
で
す
。

こ
う
し
て
日
本
国
民
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
保
守
支
配
層
の
反
動
的
企
て
を
、

７。
年
に
も
わ
た
っ
て
阻
止
し

続
け
て
き
ま
し
た
。
し
か
も
国
民
は
、
こ
れ
ら
の
た
た
か
い
を
通
じ
、
環
境
権
、
日
照
権
な
ど
の

「新
し
い
権
利
」

も
こ
の
憲
法
の
中
味
と
し
て
取
り
込
む
な
ど
、
よ
り
豊
か
な
も
の
へ
と
発
展
さ
せ
て
き
て
い
ま
す
。
「憲
法
は
古

く
な

っ
た
」
な
ど
の
言
い
分
は
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
米
法
学
者
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま

つ

た
く
通
用
し
ま
せ
ん
。
逆
に
今
う
き
ぼ
り
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
安
倍
首
相
ら
の
改
憲
論
が
、
依
然
と
し
て
明
治

憲
法
の

「外
見
的
立
憲
主
義
」
と
決
別
で
き
な
い
で
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。

日
本
国
憲
法
の
７０
年
は
こ
の
憲
法
制
定
の
原
点
を
確
認
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
も

っ
と
も

つ
と
政
治
や
社
会
、
く

ら
し
に
生
か
し
て
い
く
新
た
な
出
発
点
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。


