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私
は
、
二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
四
月
三
十
日
付
け
で
『
憲
法
一

代
記
』を
刊
行
し
ま
し
た
。
全
体
が
約
四
五
〇
頁
に
お
よ
び
ま
す（
定

価
：
二
五
〇
〇
円
＋
税
）。
こ
れ
ま
で
私
が
執
筆
し
て
き
た
著
書
・

論
稿
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
約
し
た
総
集
編
と
い
え
ま
す
。そ
の
う
ち
、

と
く
に
伝
え
た
か
っ
た
三
点
に
し
ぼ
り
、
記
述
し
ま
す
。

一
、　
憲
法
９
条
の
解
釈
に
つ
い
て
―
文
民
条
項
と
の
不
可
離
性

憲
法
九
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
解
釈
が
あ
る
こ
と
は

ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
一
番
肝
心
な
点
は
、
憲
法
六
十
六
条
二
項

「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
の
関
係
で
す
。

「
文
民
（civilian

）」
と
は
非
軍
人
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
軍

人
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
い
っ
た
い
な
ぜ
文
民
な

る
語
が
憲
法
に
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
い
き
さ
つ
を
知
り
た
い
」。

そ
う
思
っ
て
米
国
国
立
公
文
書
館
（
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．）、
ワ
シ

ン
ト
ン
国
立
記
録
セ
ン
タ
ー
（
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
）、
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
記
念
館
（
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
）、
英
国
国
立
公
文
書
館
（
ロ
ン
ド
ン
）

な
ど
を
渉し
ょ
う

猟り
ょ
う

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
極
東
委
員
会
で
の
議
論
が
キ

ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
確
信
し
ま
し
た
。

極
東
委
員
会
は
、
日
本
国
の
占
領
管
理
に
関
す
る
最
高
の
政
策
決

定
機
関
で
あ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
は
同
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
、
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
委
員

会
の
議
論
を
精
査
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
け
れ
ど
も
、
同

自
著
を
語
る
『
憲
法
一
代
記
』（
育
鵬
社
）

西

修

（
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
）
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委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
関
す
る
有
意
義
な
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

極
東
委
員
会
が
受
け
取
っ
た
日
本
国
憲
法
草
案
の
九
条
は
、
以
下

の
と
お
り
。

①
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実

に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又

は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、

永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

②
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、

こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

現
行
の
九
条
そ
の
も
の
で
す
。
こ
の
う
ち
、「
前
項
の
目
的
を
達

す
る
た
め
」
は
、
衆
議
院
の
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
小
委
員

会
委
員
長
だ
っ
た
芦
田
均
氏
に
よ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
芦
田
修
正

と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
前
項
の
目
的
、す
な
わ
ち「
侵

略
戦
争
を
し
な
い
と
い
う
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
陸
海
空
軍
そ
の

他
の
戦
力
を
保
持
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
衛
の
た
め
で
あ
れ
ば
陸

海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
解
釈
を

可
能
に
し
ま
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、極
東
委
員
会
で
大
き
な
問
題
に
な
り
ま
し
た
。

火
を
つ
け
た
の
は
ソ
連
で
す
。
一
九
四
六
年
九
月
十
九
日
、
極
東
委

員
会
第
二
十
六
回
会
議
で
、
ソ
連
よ
り
「
す
べ
て
の
大
臣
は
、
シ
ビ

リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
条
項
を
日
本
国
憲
法
へ
入
れ

る
よ
う
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
翌
二
十
日
に
は
、
極
東
委
員
会
第
三
委

員
会
は
、
次
の
声
明
を
発
し
ま
し
た
。
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

「
日
本
語
の
案
文
は
、
い
ま
や
一
項
で
定
め
ら
れ
た
以
外
の
目

的
で
あ
れ
ば
、
軍
隊
の
保
持
が
認
め
ら
れ
る
と
日
本
国
民
に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。（
中
略
）

日
本
国
民
は
、
か
れ
ら
の
憲
法
に
内
閣
総
理
大
臣
を
含
む
す
べ

て
の
国
務
大
臣
は
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ

た
条
項
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
べ
き
こ
と
を
勧

告
す
る
」。

こ
こ
に
お
い
て
、
第
三
委
員
会
は
芦
田
修
正
の
意
味
を
見
抜
き
、

一
項
で
定
め
ら
れ
た
以
外
の
目
的
、
す
な
わ
ち
自
衛
の
た
め
で
あ
れ

ば
軍
隊
の
保
持
が
可
能
に
な
り
、
軍
人
が
生
ま
れ
、
明
治
憲
法
時
代

に
制
度
化
さ
れ
て
い
た
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
の
再
現
を
懸
念
し
た

の
で
す
。
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は
た
せ
る
か
な
、
翌
二
十
一
日
に
開
か
れ
た
極
東
委
員
会
第
二
十
七

回
会
議
で
、
各
国
代
表
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い 

ま
す
。

中
国
代
表
「
修
正
さ
れ
た
条
項
の
み
を
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

常
識
は
、
戦
争
目
的
や
国
際
紛
争
解
決
以
外
の
目
的
で
あ
れ
ば
、
軍

隊
の
保
持
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」。

カ
ナ
ダ
代
表
「
こ
の
憲
法
草
案
が
通
過
し
た
の
ち
に
、
公
的
に
承

認
さ
れ
た
陸
軍
大
将
、
海
軍
大
将
そ
の
他
の
将
軍
が
存
在
す
る
こ
と

は
ま
っ
た
く
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
大
臣
が
シ
ビ
リ
ア

ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
れ
ば
、
将
軍
が
閣
僚
に

任
命
さ
れ
る
可
能
性
の
問
題
は
起
こ
り
得
な
い
」。

ソ
連
代
表
「
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
あ
る
種
の
軍
隊
を
創
設
し
な

が
ら
、
こ
れ
は
完
全
に
日
本
国
憲
法
内
で
正
当
な
の
だ
と
称
し
て
、

日
本
国
民
を
あ
ざ
む
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
主
要
な
危
険
で

あ
る
と
私
は
思
う
。
国
会
議
員
（
原
文
はthe m

em
bers of the 

D
iet

）
が
す
べ
て
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
文
言

を
挿
入
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、そ
う
し
な
い
心
理
的
、

精
神
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。

そ
の
他
の
代
表
の
見
解
は
省
略
し
ま
す
が
、
極
東
委
員
会
で
は
以

下
の
２
点
に
お
い
て
、
完
全
な
共
通
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で

き
ま
す
。

⑴
九
条
案
の
修
正
に
よ
り
、
自
衛
の
た
め
な
ら
ば
、
軍
隊
（
戦
力
）

を
保
持
で
き
る
と
の
解
釈
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
。

⑵
内
閣
閣
僚
が
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定

を
憲
法
に
入
れ
る
こ
と
。

重
要
な
点
は
、
極
東
委
員
会
に
お
け
る
討
議
の
な
か
で
芦
田
修
正

そ
の
も
の
に
反
対
の
言
説
が
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
自
衛
の
た
め
な

ら
ば
、軍
隊
（
戦
力
）
を
持
ち
得
る
と
い
う
芦
田
修
正
を
受
け
入
れ
、

軍
隊
が
設
置
さ
れ
た
と
き
の
「
歯
止
め
」
と
し
て
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条

項
が
必
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
す
。

極
東
委
員
会
か
ら
の
指
示
を
受
け
取
っ
た
連
合
国
最
高
司
令
官
の

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
は
、
九
月
二
十
四
日
、
民
政
局
長

の
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
と
同
局
次
長
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
を
吉
田
茂
首
相
の
も
と
へ
遣
わ
し
ま
し
た
。

原
文
は
以
下
の
よ
う
で
す
。“T

he Prim
e M

inister and all 
M

inisters of State shall be civilians.”
政
府
は”civilians”

の
訳
語
に
苦
労
し
、「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の

他
の
国
務
大
臣
は
、
武
官
の
経
歴
を
有
し
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
」
の
案
文
を
作
成
し
ま
し
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
極
東
委
員

会
は
、
修
正
に
よ
り
憲
法
上
、
自
衛
の
た
め
の
軍
隊
保
持
が
可
能
に

な
っ
た
と
判
断
し
て
、
ミ
リ
タ
リ
ー
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
避
け
る
べ

く
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
の
導
入
に
執
拗
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
す
。

政
府
は
、
極
東
委
員
会
で
の
議
論
の
内
容
を
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
政
府
は
、
こ
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
い

か
な
る
目
的
で
あ
っ
て
も
、
軍
隊
（
戦
力
）
を
保
持
で
き
な
い
と
い

う
筋
違
い
の
解
釈
を
と
り
続
け
た
の
で
す
。
こ
こ
に
こ
そ
、
政
府
の

九
条
解
釈
に
か
か
わ
る
根
源
的
な
問
題
点
が
存
在
す
る
の
で
す
。

政
府
の
上
記
案
文
は
、
貴
族
院
へ
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
同
院
の
帝

国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
に
設
け
ら
れ
た
小
委
員
会
に
お
い
て
、

過
去
の
経
歴
を
問
う
政
府
の
案
文
は
削
除
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
い
き

さ
つ
を
東
大
法
学
部
憲
法
担
当
の
著
名
な
宮
澤
俊
義
氏
が
説
明
し
て

い
ま
す
。

「
極
東
委
員
会
か
ら
、『
国
務
大
臣
は
シ
ヴ
ィ
リ
ヤ
ン
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
規
定
を
入
れ
ろ
と
注
文
さ
れ
た
の
に

対
し
、『
国
務
大
臣
は
武
官
の
経
歴
を
有
し
な
い
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
』
と
定
め
る
の
は
、
注
文
さ
れ
た
範
囲
よ
り
以
上

に
出
て
国
務
大
臣
に
な
る
資
格
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
妥
当
で
は
な
い
。
こ
う
考
え
て
、
小
委
員
会
は
、
総

司
令
部
か
ら
注
文
さ
れ
な
い
こ
と
ま
で
お
先
ま
わ
り
す
る
の
は

や
め
て
、
注
文
さ
れ
た
こ
と
だ
け
を
規
定
し
よ
う
、
と
い
う
結

論
に
お
ち
つ
い
た
」。

当
時
、シ
ビ
リ
ア
ン
に
相
当
す
る
日
本
語
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
小
委
員
会
で
は
、
シ
ビ
ア
ン
の
訳
語
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

「
平
人
」「
凡
人
」「
文
臣
」「
文
化
人
」「
文
人
」「
文
民
」「
民
人
」「
平

和
業
務
者
」
な
ど
が
各
委
員
か
ら
提
示
さ
れ
、
最
終
的
に
「
文
民
」

が
採
択
さ
れ
た
の
で
す
。

十
月
二
日
に
は
、
佐
藤
達
夫
法
制
局
次
長
が
ケ
ー
デ
ィ
ス
民
政
局

次
長
に
電
話
を
入
れ
、
了
承
を
得
ま
し
た
。
そ
し
て
十
月
三
日
の
特

別
委
員
会
に
お
い
て
、「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、

文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
条
項
案
が
確
定
し
た
の
で
す
。

こ
の
特
別
委
員
会
に
お
け
る
条
項
案
が
十
月
六
日
に
貴
族
院
本
会

議
で
可
決
さ
れ
、
翌
七
日
に
衆
議
院
本
会
議
へ
回
付
、
貴
族
院
に
よ

っ
て
可
決
さ
れ
た
条
項
案
に
つ
い
て
い
っ
さ
い
の
審
議
が
な
さ
れ
ず

に
、
た
だ
ち
に
採
決
に
付
さ
れ
、
賛
成
多
数
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
衆
議
院
で
は
文
民
条
項
に
つ
い
て
、
一
分
た
り
と
も
討

議
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
日
本
国
憲
法
成
立
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過
程
の
い
び
つ
さ
が
露
呈
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
成
立
経
緯
を
ふ
ま
え
、
私
は
憲
法
九
条
と
文
民
条
項

の
密
接
不
可
離
性
を
主
唱
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。
北
岡
伸
一
（
東

京
大
学
名
誉
教
授
な
ど
）、
五
百
旗
部
眞
（
防
衛
大
学
校
長
な
ど
）、

村
田
晃
嗣
（
同
志
社
大
学
学
長
な
ど
）、
岩
田
温
（
政
治
哲
学
者
）

と
い
っ
た
政
治
学
者
は
、
私
の
説
の
妥
当
性
を
共
有
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
憲
法
学
界
に
お
い
て
顧
み
ら
れ
て
き
て
い
る
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
私
は
、
本
書
で
語
を
強
く
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ま

し
た
。「
僭
越
な
が
ら
、
憲
法
学
者
に
告
げ
た
い
。『
極
東
委
員
会
の

議
論
を
精
読
し
て
、
九
条
解
釈
論
を
展
開
せ
よ
！
』」。

私
は
今
後
も
、
実
直
に
持
説
を
主
張
し
て
ま
い
り
ま
す
。
読
者
諸

氏
に
お
か
れ
て
は
、
私
の
説
に
耳
を
傾
け
て
い
だ
だ
け
れ
ば
幸
せ 

で
す
。

日
本
国
憲
法
へ
の
文
民
条
項
導
入
の
経
緯
概
要

　

一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年　

一
月
十
一
日　
『
日
本
の
統
治
体
制
の
改
革
』（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ〈
国

務
・
陸
・
海
軍
三
省
調
整
委
員
会
〉
二
二
八
文
書
）
を
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
元
帥
が
受
領
、「
国
務
大
臣
ま
た
は
内
閣
閣
僚
は
、

す
べ
て
の
場
合
に
、
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

七
月
二
日　
『
新
し
い
日
本
国
憲
法
の
た
め
の
基
本
原
則
』（
極

東
委
員
会
の
政
策
決
定
）「
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
国
務
大

臣
の
す
べ
て
は
、
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

八
月
十
九
日　

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
吉
田
首
相
に
対
し
、
極

東
委
員
会
の
基
本
原
則
を
説
明
し
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
の
導

入
を
求
め
る
も
、
日
本
国
政
府
は
こ
れ
を
拒
否
、
総
司
令
部

も
了
承
。

八
月
二
十
四
日　

衆
議
院
本
会
議
で
芦
田
修
正
を
含
む
憲
法
改

正
案
が
可
決
さ
れ
る
。

九
月
十
九
日　

極
東
委
員
会
第
二
十
六
回
会
議
で
、
ソ
連
よ
り

「
す
べ
て
の
大
臣
は
、
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

を
入
れ
る
よ
う
提
案
。

九
月
二
十
日　

極
東
委
員
会
第
三
委
員
会
が
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条

項
を
入
れ
る
よ
う
勧
告
。

九
月
二
十
一
日　

極
東
委
員
会
第
二
十
七
回
会
議
で
討
論
。

九
月
二
十
四
日　

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
民
政
局
長
が
吉
田
首
相
に
対

し
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
の
追
加
を
強
く
要
請
。
日
本
側
は
困

惑
す
る
も
、
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
。

九
月
二
十
六
日　

貴
族
院
小
委
員
会
に
て
、
織
田
信
恒
議
員
が

シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
導
入
の
た
め
の
質
疑
。
こ
れ
に
対
し
て
金
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森
徳
次
郎
・
憲
法
担
当
国
務
大
臣
が
応
諾
。

九
月
二
十
八
～
十
月
二
日　

貴
族
院
小
委
員
会
に
て
審
議
。
最

終
的
に
シ
リ
ア
ン
を
「
文
民
」
と
訳
す
こ
と
に
決
定
。

十
月
三
日　

貴
族
院
特
別
委
員
会
に
て
現
行
の
六
十
六
条
二
項

が
確
定
。

十
月
六
日　

貴
族
院
本
会
議
で
特
別
委
員
会
の
修
正
案
を
可
決
。

十
月
七
日　

衆
議
院
本
会
議
で
可
決
。

二
、
世
界
の
憲
法
動
向

私
は
、
比
較
憲
法
に
か
か
わ
る
著
書
、
論
稿
を
発
表
す
る
と
き
に

は
、世
界
の
憲
法
動
向
と
の
関
連
で
三
つ
の
表
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。

毎
回
、
そ
の
時
点
で
調
査
し
た
最
新
の
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
努

め
て
き
て
い
ま
す
。

以
下
、
表
1
～
表
3
に
お
い
て
、
基
本
的
に
本
書
出
版
時
の
表
を

再
掲
し
ま
す
が
、
本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
そ
の
後
の
調
査
を
も
と
に

若
干
の
補
正
と
追
加
を
し
ま
し
た
。

表
1
か
ら
、
少
な
く
と
も
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

⑴
世
界
の
成
典
化
憲
法
一
八
九
か
国
中
、
日
本
国
憲
法
は
古
い
方

か
ら
十
四
番
目
。
世
界
的
に
は
「
新
」
憲
法
と
は
と
て
も
い
え

な
い
。

⑵ 

〔
参
考
〕
に
掲
げ
た
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を

含
め
、
い
ず
れ
の
国
家
も
何
回
も
の
憲
法
改
正
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。「
憲
法
は
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
時
代
が
変
わ
れ
ば
憲

法
改
正
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
」
が
、
世
界
の
共
通
認
識
。
憲
法

を
「
不
磨
の
大
典
」
視
し
て
き
て
い
る
日
本
こ
そ
が
、
異
常
、

異
例
、
異
様
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
。

⑶ 

「
憲
法
を
時
代
に
合
わ
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
人
び
と
が
い
る

が
、
倒
錯
し
た
考
え
方
。
日
本
国
憲
法
は
、
戦
争
直
後
の
焼
け

野
原
の
時
代
に
作
成
、
そ
れ
か
ら
七
十
八
年
を
経
過
。
現
代
の

視
点
に
立
っ
て
、
日
本
国
憲
法
を
見
直
す
こ
と
は
、
ご
く
当
た

り
前
の
こ
と
。

こ
こ
に
イ
ン
ド
の
初
代
首
相
、
ジ
ャ
ワ
ハ
ー
ラ
ル
・
ネ
ル
ー

（
一
八
八
九
～
一
九
六
四
年
）
の
言
辞
を
記
載
し
ま
す
。

「
も
し
諸
君
が
こ
の
憲
法
を
抹
殺
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
憲
法
を
本
当
に
神
聖
で
不
可
侵
の
も
の
に
す
れ
ば
よ
い
。

変
更
さ
れ
ず
、
静
止
状
態
に
あ
る
憲
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
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表１　各国憲法の制定年（～ 1940 年代）と改正の実際
2024 年 3 月現在

国名 制定年 改正の実際
アメリカ 1787 年 1992 年 5 月までに 18 回、27 か条の追補
ノルウェー 1814 年 頻繁（400 回以上とも、近年改正 2014 年〈大改正〉、23 年 5 月）
ベルギー 1831 年 頻繁（1994 年 2 月以降 2017 年 10 月までに 30 回）
ルクセンブルク 1868 年 1919 年 5 月から 2016 年 10 月までに 36 回改正
オーストラリア  1901 年 77 年 7 月までに 8 回改正
メキシコ 1917 年 2023 年 9 月末までに 255 回改正
オーストリア 1920 年 頻繁（近年改正 2022 年、23 年）
リヒテンシュタイン 1921 年 18 年末までに 35 回改正
ラトビア 1922 年 18 年 10 月までに 15 回改正
レバノン 1926 年 04 年 9 月までに 11 回改正
アイルランド 1937 年 19 年 6 月までに 38 回改正
アイスランド 1944 年 13 年 7 月までに 7 回改正
インドネシア 1945 年 59 年に復活、02 年 8 月までに 4 回改正
日　本 1946 年 無改正
中華民国（台湾） 1947 年 22 年 11 月までに 8 回改正（うち 1 回は無効判決）
イタリア 1947 年 22 年 11 月までに 20 回改正（20 年 9 月の改正は国会議員

の大幅減）
ドイツ 1949 年 22 年 12 月までに 67 回改正
コスタリカ 1949 年 頻繁（近年改正 20 年）
インド   1949 年 23 年 9 月までに 106 回改正

〔参　考〕
＊フランス（1958 年）　2024 年 3 月までに 25 回改正。08 年 7 月の改正は全条文の約半分の

47 か条におよぶ大幅なもの。24 年 3 月の改正で中絶の自由を明記。
＊スイスは、2000 年 1 月 1 日に新憲法が施行されたが、22 年 9 月までに 35 回改正。旧憲

法は 1874 年に制定、1999 年までに約 140 回改正。
＊フィンランドは、2000 年 3 月 1 日に新憲法が施行、18 年 10 月にまでに 4 回改正。
＊非成典化憲法国　イギリス、ニュージーランド、サウジアラビア、イスラエル、サンマリノ、

バチカン。恒久憲法未制定国　リビア。
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の
憲
法
は
、
そ
れ
が
よ
い
も
の
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
使
用

が
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
き
る
べ

き
憲
法
は
、
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
適
合
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
変
化
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

表
2
で
は
、「
平
和
条
項
」
に
つ
い
て
、
十
七
の
項
目
と
そ
の
お

も
な
採
用
国
を
表
示
し
ま
し
た
。
い
ま
や
非
常
に
多
く
の
国
の
憲
法

に
平
和
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。「
日
本

国
憲
法
は
平
和
条
項
を
有
す
る
世
界
で
唯
一
の
国
で
あ
る
」
は
、
完

全
に
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
ま
す
。

私
が
平
和
条
項
と
し
て
十
七
の
項
目
に
分
類
し
て
発
表
し
た
最
初

は
、一
九
九
九
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た『
日
本
国
憲
法
を
考
え
る
』（
文

春
新
書
）
に
お
い
て
で
す
。
こ
の
と
き
は
一
七
八
の
成
典
化
憲
法
国

中
、
一
二
四
か
国
（
六
九
・
七
％
）
に
平
和
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
世
界
地
図
で
わ

か
る
日
本
国
憲
法
』（
講
談
社
）
で
は
、
一
八
二
か
国
中
、
一
五
〇

か
国
（
八
二
・
四
％
）
に
な
り
、
徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

③
の
「
内
政
不
干
渉
」
は
、
本
来
、
他
国
の
内
政
に
干
渉
し
、
武

力
を
行
使
し
た
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
と
し
て
、
平
和

の
重
要
な
要
素
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
内
政
不
干
渉
」

を
盾
に
し
て
国
内
で
の
民
族
弾
圧
を
継
続
し
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判

を
「
内
政
干
渉
」
と
し
て
排
除
し
て
い
る
国
が
あ
り
ま
す
。

中
国
憲
法
（
一
九
八
二
年
）
の
前
文
に
は
「
主
権
と
領
土
保
全
の

相
互
尊
重
、
相
互
不
可
侵
、
内
政
不
干
渉
、
平
等
互
恵
お
よ
び
平
和

依
存
の
五
原
則
を
堅
持
す
る
」
こ
と
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
同
国
の
ウ
ィ
グ
ル
族
へ
の
弾
圧
は
「
地
獄
の
様
子
」（
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
）
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
族
の
文
化

も
完
全
に
破
壊
し
て
い
ま
す
。
近
年
は
「
台
湾
は
中
華
人
民
共
和
国

の
神
聖
な
領
土
の
一
部
で
あ
る
」
と
の
前
文
の
一
節
を
実
現
す
る
と

し
て
、
台
湾
を
武
力
で
併
合
す
る
こ
と
を
公
言
し
、
そ
れ
に
対
す
る

外
部
か
ら
の
反
対
行
動
を
「
内
政
干
渉
」
で
あ
る
と
唱
え
て
い
ま
す
。

本
来
の
平
和
条
項
た
る
「
内
政
不
干
渉
」
が
中
国
共
産
党
政
府
に
よ

っ
て
、
都
合
よ
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
現
実
を
看
過
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

な
お
、
習
近
平
・
国
家
主
席
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
国
家
主
席

お
よ
び
国
家
副
主
席
の
任
期
が
「
連
続
し
て
二
期
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
」
と
の
規
定
を
削
除
し
、「
終
身
国
家
主
席
」
た
る
地
位
を
獲
得
、

習
近
平
に
よ
る
絶
対
体
制
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

⑬
に
つ
い
て
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
憲
法（
一
九
九
六
年
）十
七
条
は「
外

国
の
軍
事
基
地
の
設
置
は
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
土
で
は
認
め
ら
れ
な
い
」
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表 2　平和条項の態様と採用国
2023 年 8 月現在

① 平和政策の推進（平和を国家目標
に設定している国などを含む） アルバニア、インドネシア、クウェートなど

② 国際協和（国連憲章、世界人権宣
言の遵守、平和的共存などを含む） ハンガリー、スリランカ、マダガスカルなど

③ 内政不干渉 ブラジル、カタール、中国など
④ 非同盟政策 アンゴラ、モザンビーク、ナミビアなど
⑤ 中立政策 オーストリア、スイス、トルクメニスタンなど
⑥ 軍縮 バングラデシュ、カーボベルデ、東チモールなど
⑦ 国際組織への国家権力の一部委譲 デンマーク、ドイツ、コンゴ民主共和国など
⑧ 国際紛争の平和的解決 ポルトガル、アルジェリア、ブータンなど
⑨ 侵略ないし征服戦争の否認 フランス、韓国、キルギスなど
⑩ テロ行為の排除 スペイン、ブラジル、チリなど

⑪ 国際紛争を解決する手段としての
戦争放棄

イタリア、アゼルバイジャン、エクアドル、ボリ
ビア、日本

⑫ 国家政策を遂行する手段としての
戦争放棄　 フィリピン

⑬ 外国軍隊の通過禁止・外国軍事基
地の非設置　 ベルギー、ウクライナ、フィリピンなど

⑭ 核兵器（生物兵器、化学兵器も含む）
の禁止・排除　 カンボジア、コロンビア、パラオなど

⑮（自衛以外の）軍隊の不保持 コスタリカ、パナマ

⑯ 軍隊の行動に対する規制（シビリ
アンコントロールを含む） パプアニューギニア、南アフリカ、ソマリアなど

⑰ 戦争の宣伝（煽動）行為の禁止 クロアチア、リトアニア、タジキスタンなど

＊ 1 項目でも規定のある成典化憲法国　189 か国中 161 か国（85．2％）
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と
定
め
、
続
く
十
八
条
で
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
対
外
的
な
政
治
的
行
動

は
、
国
際
法
の
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
原
則
と
規
範
に
従
い
、
国
際

社
会
の
成
員
と
の
平
和
的
で
相
互
互
恵
的
な
協
力
を
維
持
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
国
の
利
益
と
安
全
を
確
保
す
る
」
と
の
規
定
を
お
い
て

い
ま
す
。

こ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・

プ
ー
チ
ン
大
統
領
政
権
下
で
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
が
ロ
シ
ア
の
領
土
に

一
方
的
に
併
合
さ
れ
、
ま
た
二
〇
二
二
年
二
月
、
ロ
シ
ア
の
侵
攻
に

よ
り
領
土
が
剥
奪
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が

領
土
奪
還
に
向
け
て
応
戦
し
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
の
と
お
り
で

す
。
憲
法
の
規
定
が
、
国
際
法
上
違
法
な
侵
略
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
本
来
は
国
際
連

合
に
そ
の
解
決
を
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
国
際
連
合
は
機
能
不
全
に
陥

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
平
和
の
維
持
に
は
国
防
の
充
実
と

他
国
と
の
安
全
保
障
関
係
維
持
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
認
識

さ
れ
ま
す
。

な
お
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
大
統
領
の
任
期
に
つ
い
て
、
従
来
、

六
年
を
一
期
と
し
、
連
続
二
期
ま
で
は
可
能
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
通
算
二
期
ま
で
を
可
能
と
し
、
さ
ら
に
そ

の
任
期
は
現
職
の
大
統
領
ま
た
は
大
統
領
職
に
あ
っ
た
者
（
現
職
の

プ
ー
チ
ン
大
統
領
と
前
大
統
領
の
ド
ミ
ト
リ
ー
・
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ

が
該
当
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
憲
法
改
正
を
断
行
し
ま
し
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
最
長
二
〇
三
六
年

（
八
十
一
歳
）
ま
で
大
統
領
職
に
在
籍
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
か
く
し
て
ロ
シ
ア
の
政
治
体
制
は
、
プ
ー
チ
ン
大

統
領
の
意
の
ま
ま
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
⑪
の
「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
放

棄
」
に
つ
い
て
、
少
し
く
説
明
し
ま
す
。
こ
の
文
言
が
日
本
国
憲
法

九
条
一
項
に
あ
る
こ
と
は
先
述
し
ま
し
た
。
同
じ
規
定
を
も
っ
て
い

る
憲
法
を
摘
記
し
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
（
一
九
四
七
年
）
十
一
条
「
イ
タ
リ
ア
は
、
他
の

国
民
の
自
由
を
侵
害
す
る
手
段
お
よ
び
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段

と
し
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
」。

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
憲
法
（
一
九
九
五
年
）
九
条
「
ア
ゼ
ル
バ
イ

ジ
ャ
ン
共
和
国
は
、
他
国
の
独
立
を
侵
害
す
る
手
段
と
し
て
、
お
よ

び
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
否
認
す
る
」。

エ
ク
ア
ド
ル
憲
法
（
二
〇
〇
八
年
）
四
一
六
条
「
エ
ク
ア
ド
ル
は
、

国
際
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
国
際
紛
争
を
解

決
す
る
た
め
に
武
力
の
威
嚇
お
よ
び
武
力
の
行
使
を
否
認
す
る
」。

ボ
リ
ビ
ア
憲
法
（
二
〇
〇
九
年
）
十
条
「
ボ
リ
ビ
ア
は
、
国
家
間
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の
相
違
お
よ
び
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
侵
略
戦

争
を
否
認
す
る
」。

わ
が
国
の
憲
法
学
者
の
な
か
に
は
、九
条
一
項
の
文
言
を
も
っ
て
、

戦
力
（
軍
隊
）
の
放
棄
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
る
向
き
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
、
上
述
し
た
よ
う
な
同
じ
規
定
を
も
つ
す
べ
て
の
国
の
憲
法

に
は
、軍
隊
の
設
置
条
項
が
あ
り
ま
す
。（
イ
タ
リ
ア
憲
法
五
十
二
条
、

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
憲
法
九
条
、
エ
ク
ア
ド
ル
憲
法
一
五
八
条
、
ボ

リ
ビ
ア
憲
法
二
四
二
～
二
五
〇
条
）。
こ
の
こ
と
は
「
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
放
棄
」」
が
軍
隊
の
放
棄
に
結
び
つ

か
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。こ
こ
に
も
わ
が
国
の
憲
法
学
者
の〝
井

の
中
の
蛙
〟
的
現
象
が
み
ら
れ
ま
す
。

表
3
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
、
平
和
条
項
を

除
い
て
、
日
本
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
ば
か
り
で
す
。

も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
〇
五
か
国
中
、
一
〇
五
か
国
す
べ

て
に
国
家
緊
急
事
態
対
処
条
項
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

私
は
、
国
家
緊
急
事
態
対
処
条
項
を
「
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
、

内
乱
、
組
織
的
な
テ
ロ
行
為
、
重
大
な
サ
イ
バ
ー
攻
撃
、
経
済
的
な

大
恐
慌
、
大
規
模
な
自
然
災
害
、
深
刻
な
流
行
性
の
疫
病
な
ど
、
平

時
の
統
治
体
制
で
は
対
処
で
き
な
い
国
家
の
非
常
時
に
あ
っ
て
、
国

家
が
そ
の
存
立
と
国
民
の
生
命
お
よ
び
憲
法
秩
序
を
守
る
た
め
に
特

別
の
緊
急
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
定
め
る
条
項
」
と
定
義
づ
け
て
い

ま
す
。

一
九
六
六
年
の
国
際
人
権
規
約
（
自
由
権
規
約
）
四
条
に
は
、
以

下
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。

「
①
国
民
の
生
存
を
脅
か
す
公
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
そ
の
緊
急

事
態
の
存
在
が
公
式
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
規
約

の
締
約
国
は
、
事
態
の
緊
急
性
が
真
に
必
要
と
す
る
限
度
に
お

い
て
、
こ
の
規
約
に
も
と
づ
く
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
措
置
は
当
該
締
約
国
が
国
際
法
に
も
と
づ

き
負
う
他
の
義
務
に
抵
触
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
人
種
、
皮
膚

の
色
、
性
、
言
語
、
宗
教
ま
た
は
社
会
的
出
身
の
み
を
理
由
と

す
る
差
別
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
。

②
上
記
の
規
定
は
、
第
六
条
（
生
命
に
対
す
る
権
利
の
保
障
）、

第
七
条
（
拷
問
ま
た
は
残
虐
な
刑
罰
の
禁
止
）、
第
八
条
一
項

お
よ
び
二
項
（
奴
隷
的
状
態
の
禁
止
）、
第
十
一
条
（
契
約
の

義
務
不
履
行
に
よ
る
拘
束
の
禁
止
）、
第
十
五
条
（
遡
及
処
罰

の
禁
止
）、
第
十
六
条
（
法
律
の
前
に
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る

権
利
の
保
障
）、
な
ら
び
に
第
十
八
条
（
思
想
、
良
心
お
よ
び
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宗
教
の
自
由
の
保
障
）
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
を
許
す
も
の

で
は
な
い
。

③
義
務
に
違
反
す
る
措
置
を
と
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
の
規
約
の

締
結
国
は
、
違
反
し
た
規
定
お
よ
び
違
反
す
る
に
至
っ
た
理
由

を
、
国
際
連
合
事
務
総
長
を
通
じ
て
こ
の
規
約
の
他
の
締
結
国

に
た
だ
ち
に
通
知
す
る
。
さ
ら
に
、
違
反
が
終
了
す
る
日
に
、

同
事
務
総
長
を
通
じ
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
」。

各
国
が
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
こ
と
を
是
認
し
、
さ
ら
に
「
真
に

必
要
と
す
る
限
度
に
お
い
て
」
と
い
う
条
件
つ
き
で
規
約
に
違
反
す

る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。

私
が
一
九
九
〇
年
以
降
に
制
定
さ
れ
た
憲
法
に
特
化
し
、
上
記
九

項
目
に
つ
い
て
調
査
・
発
表
し
た
の
は
二
〇
〇
八
年
十
二
月
末
（
対

象
国
九
十
三
か
国
）、
一
五
年
十
二
月
末
（
対
象
国
一
〇
三
か
国
）、

一
九
年
八
月
末
（
対
象
国
一
〇
四
か
国
）
で
す
が
、
対
象
国
す
べ
て

の
国
に
国
家
緊
急
事
態
対
処
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
平
和
条
項
は
一
〇
五
か
国
中
一
〇
三
か
国
に
導
入
さ
れ
て

い
ま
す
（
フ
ィ
ジ
ー
一
九
九
七
年
憲
法
と
チ
ュ
ニ
ジ
ア
二
〇
二
二
年

憲
法
に
は
平
和
条
項
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
）。

そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の
ほ
と
ん
ど
の
諸
国
憲
法
は
、
平
和
条
項
と

表 3　1990 年 2 月（ナミビア）以降、2022 年 7 月（チュニジア）までに新しく制定された 
各国憲法（105 か国）の態様―新しい権利、平和・国家緊急事態対処条項などを中心に

2023 年 8 月現在

項目 条項導入
国数

割合
（%） おもな導入国

①環境の権利・義務・保護 100 95.2 ナミビア、コロンビア、パラグアイ
②プライバシーの権利 88 83.8 ポーランド、ウクライナ、アンドラ
③知る権利 76 72.4 アルバニア、キルギス、ボリビア
④家族の保護 88 83.8 カンボジア、ブータン、アルゼンチン
⑤政　党 92 87.6 スロバキア、モロッコ、コロンビア
⑥国民投票（憲法改正を含まず） 94 89.5 スイス、ペルー、フィンランド
⑦平　和 103 98.1 東チモール、コソボ、イラク
⑧憲法裁判所 67 63.8 ハンガリー、ジョージア、モンゴル
⑨国家緊急事態対処 105 100 スイス、フィンランド、ロシア
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国
家
緊
急
事
態
対
処
条
項
を
不
可
分
の
関
係
に
設
定
し
て
い
る
の 

で
す
。

一
九
七
八
年
に
は
、
統
合
幕
僚
会
議
議
長
だ
っ
た
栗
栖
弘
臣
氏

（
一
九
二
〇
～
二
〇
〇
四
年
）
が
「
現
在
の
法
体
制
の
も
と
で
は
、

自
衛
隊
は
有
事
に
際
し
て
超
法
規
的
な
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

い
」
と
発
言
し
ま
し
た
。「
超
法
規
的
措
置
」
は
、
立
憲
主
義
に
相

反
し
ま
す
。
憲
法
お
よ
び
法
律
で
有
事
に
備
え
た
対
応
措
置
を
規
定

し
て
お
く
べ
き
は
当
然
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
早
く
に
指
摘
し
た
の
が
、
京
都
帝
国
大
学
お
よ

び
立
命
館
大
学
で
憲
法
学
の
教
鞭
を
と
っ
た
大
西
芳
雄
氏
（
一
九
〇
九

～
一
九
七
五
）
で
す
。「
憲
法
に
も
法
律
に
も
非
常
事
態
に
対
す
る

何
ら
の
措
置
を
予
定
し
な
い
国
は
、
一
見
、
立
憲
主
義
の
原
則
に
忠

実
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
て
、
実
は
、
そ
の
反
対
物
に
転
落
す
る
危

険
を
ふ
く
む
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
」（
日
本
公
法
学
会
『
公
法

研
究
』
第
十
七
号
、
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）。
し
ご
く
妥
当
な
言

説
で
す
、
け
れ
ど
も
大
西
芳
雄
氏
の
考
え
方
は
、
当
時
で
も
現
在
で

も
、
多
数
説
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
憲
法
学
者
の
非
立
憲
的
態
度
が

露
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
、
注
目
に
値
す
る
の
は
「
環
境
の
権
利
・
義
務
・
保
護
」

条
項
は
、
一
〇
五
か
国
中
、
一
〇
〇
か
国
（
九
五
・
二
％
）
に
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

環
境
問
題
が
国
際
社
会
で
課
題
と
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
二
年
六

月
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た
国
連
人
間

環
境
会
議
に
お
い
て
で
す
。
こ
の
日
は
「
世
界
環
境
デ
イ
」
と
さ
れ
、

わ
が
国
で
は
「
環
境
の
日
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
会
議
で
発
せ
ら
れ
た
『
人
間
環
境
宣
言
』
の
前
文
は
、
次
の
よ

う
に
刻
ま
れ
ま
し
た
。

「
人
は
環
境
の
創
造
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
環
境
の
形
成
者
で

も
あ
る
。（
中
略
）
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
中
で
環
境
へ

の
影
響
に
い
っ
そ
う
の
思
慮
深
い
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
行
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
知
・
無
関
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
と
福
祉
が
依
存
す
る
地
球
上
の

環
境
に
対
し
、
重
大
か
つ
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
害
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
。
逆
に
十
分
な
知
識
と
賢
明
な
行
動
を
も
っ
て
す

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
と
子
孫
の
た
め
、

人
類
の
必
要
と
希
望
に
そ
っ
た
環
境
で
よ
り
良
い
生
活
を
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

そ
し
て
、
同
宣
言
は
天
然
資
源
の
保
護
（
第
二
原
則
）、
野
生
生
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物
の
保
護
（
第
四
原
則
）
と
と
も
に
、
第
二
十
六
原
則
で
「
人
と
そ

の
環
境
は
、
核
兵
器
そ
の
他
す
べ
て
の
大
量
破
壊
兵
器
手
段
の
影
響

か
ら
免
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
国
は
、
関
連
す
る
国
際
的
機
関

に
お
い
て
、こ
の
よ
う
な
兵
器
の
除
去
と
完
全
な
る
廃
棄
に
つ
い
て
、

す
み
や
か
に
合
意
に
達
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
ナ
ミ
ビ
ア
の
一
九
九
〇

年
憲
法
、
一
九
九
一
年
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
、
一
九
九
二
年
の
パ
ラ

グ
ア
イ
憲
法
で
す
。

ナ
ミ
ビ
ア
憲
法
九
十
五
条
「
国
は
、
と
り
わ
け
次
の
事
項
に
関
す

る
政
策
を
採
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
福
祉
を
積
極
的
に
推
進

し
、
維
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
～
⑪
は
省
略
。

⑫
生
態
系
、
基
本
的
な
生
態
的
進
化
、
ナ
ミ
ビ
ア
の
生
物
学
的
多

様
性
の
保
持
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
す
べ
て
の
ナ
ミ
ビ
ア
人
の
た
め

に
正
当
と
認
め
ら
れ
得
る
形
で
の
自
然
資
源
の
活
用
、
と
く
に
政
府

は
、
ナ
ミ
ビ
ア
領
土
内
に
外
国
の
核
お
よ
び
有
毒
の
廃
棄
物
を
投
棄

し
ま
た
は
再
利
用
す
る
こ
と
に
対
し
、
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」。

前
述
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
八
十
一
条
お
よ
び
パ
ラ
グ
ア
イ
憲
法
八

条
に
は
、
環
境
保
護
の
た
め
に
核
兵
器
の
み
な
ら
ず
、
生
物
兵
器
お

よ
び
化
学
兵
器
の
製
造
・
持
ち
込
み
を
禁
止
す
る
規
定
を
お
い
て
い

ま
す
。

環
境
条
項
を
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
し
た
事
例
と
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
憲
法
（
一
九
五
八
年
）、
ド
イ
ツ
憲
法
（
一
九
四
九
年
）
お
よ

び
イ
タ
リ
ア
憲
法
（
一
九
四
七
年
）
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
（
一
九
五
八
年
憲
法
）
で
は
、二
〇
〇
四
年
二
月
に
『
環

境
憲
章
』
を
採
択
、
環
境
が
「
人
類
の
共
通
財
産
で
あ
る
」（
前
文
）

と
の
基
本
認
識
が
示
さ
れ
、「
各
人
は
、
均
衡
の
と
れ
る
か
つ
健
康

が
尊
重
さ
れ
る
環
境
の
な
か
で
生
き
る
権
利
を
有
す
る
権
利
」（
一

条
）
な
ど
の
規
定
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
五
年
三
月
に
は

憲
法
を
改
正
し
て
、
前
文
に
従
来
の
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
お

よ
び
国
民
主
権
の
原
理
へ
の
忠
誠
に
加
え
て
、
新
た
に
「
環
境
憲
章

に
定
め
ら
れ
て
い
る
権
利
と
義
務
へ
の
忠
誠
を
厳
粛
に
宣
言
す
る
こ

と
」
と
い
う
文
言
が
取
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
（
一
九
四
九
年
憲
法
）
は
、
一
九
九
四
年
十
月
の
第

四
十
二
回
改
正
と
二
〇
〇
二
年
七
月
の
第
五
十
回
改
正
に
よ
り
、
ま

た
イ
タ
リ
ア
憲
法
（
一
九
四
七
年
）
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
に
、
そ

れ
ぞ
れ
環
境
条
項
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
い
ま
や
、
環
境
条
項
は
憲
法
の
必
置
条
項
で
あ
る
と
の
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傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
一
九
九
〇
年
以
降
に
制
定
さ
れ
た
諸
国
憲
法
の
動
向

を
検
証
し
て
、
日
本
国
憲
法
は
典
型
的
に
二
十
世
紀
型
の
憲
法
で
あ

り
、
完
全
に
時
代
遅
れ
の
憲
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
言
で
き
ま

す
。三

、
日
本
国
憲
法
の
作
成
に
直
接
・
間
接
に
か
か
わ
っ
た
人
た
ち

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
人
た
ち

私
は
、
一
九
八
四
年
一
月
か
ら
八
七
年
九
月
に
か
け
て
、
日
本
国

憲
法
の
作
成
に
直
接
・
間
接
に
か
か
わ
っ
た
四
十
七
人
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
し
ま
し
た
。
か
っ
こ
内
は
、
米
国
人
に
つ
い
て
は
、
出
身
校
、

総
司
令
部
案
作
成
時
に
お
け
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
の
階
級
、
所
属
委
員
会
、

帰
国
後
の
地
位
な
ど
、
日
本
人
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
地
位
と
そ
の

後
の
地
位
を
記
載
し
ま
し
た
。＊
印
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
関
連
内
容
。

こ
の
な
か
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
で
日
本
国
憲
法
の
原
案
を
作
成

し
た
八
人
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
最
大
の
キ
ー
パ
ー
ス
ン
は
、
運
営

委
員
長
と
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
作
成
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の

日
本
側
と
の
全
交
渉
に
当
た
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐

（
一
九
〇
六
～
一
九
九
六
年
）
で
す
。
私
は
ケ
ー
デ
ィ
ス
氏
に
四
度

面
会
し
て
い
ま
す
が
、
特
筆
し
て
お
き
た
い
の
は
、
九
条
に
か
か
わ

る
言
述
で
す
。

一
九
四
六
年
二
月
三
日
に
日
本
側
へ
提
示
さ
れ
た
九
条
の
原
案
た

る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
（
以
下
、
マ
・
ノ
ー
ト
と
略
記
）
第
二

原
則
は
以
下
の
内
容
で
し
た
。

「
国
の
主
権
的
権
利
と
し
て
の
戦
争
は
、廃
止
す
る
。
日
本
は
、

紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
、
お
よ
び
自
己

の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
さ
え
も
、
戦
争
を
放

棄
す
る
。
日
本
は
、
そ
の
防
衛
と
保
護
を
、
い
ま
や
世
界
を
動

か
し
つ
つ
あ
る
崇
高
な
理
想
に
委
ね
る
。

い
か
な
る
日
本
の
陸
海
空
軍
も
決
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た

い
か
な
る
交
戦
権
も
、
日
本
軍
隊
に
対
し
て
与
え
ら
れ
な
い
」。

こ
こ
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
戦
争

に
は
「
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
」
と
、「
自

己
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
」
の
二
種
類
あ

る
と
考
え
、
そ
の
い
ず
れ
も
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
記
し

て
い
た
こ
と
で
す
。
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1984（昭和 59）年

1 月 26 日 岩倉規夫（内閣官房会計課長、初代国立公文書館館長）
＊松本委員会との関連

1 月 27 日
藤崎萬里（外務省入省、終戦連絡〈以下で終連と略記〉中央事務局、最高裁
判所判事）
＊終連中央事務局での活動内容

2 月 2 日 朝海浩一郎（外務省入省、終連中央事務局、駐米国大使）
＊終連中央事務局での活動内容

2 月 18 日 渡辺佳英（法制局参事官、中小企業金融公庫総裁）
＊ひらがな・口語体のいきさつ

2 月 20 日 幣原道太郎（幣原喜重郎総理大臣長男、獨協大学教授）
＊ 9 条の発案者について

2 月 23 日 島静一（外交科試験合格、終連中央事務局、駐イラク大使）
＊終連中央事務局での活動内容

3 月 1 日 降旗徳弥（幣原喜重郎総理大臣秘書官、国務大臣、電話にて）
＊ 9 条の発案者について

3 月 5 日 木内四郎（内閣副書記官長、国務大臣）
＊ 9 条の発案者について

3 月 8 日 増田甲子七（福島県知事、国務大臣）
＊ 9 条の発案者について

3 月 14 日 山田久就（外務省入省、終連中央事務局、国務大臣）
＊終連中央事務局での活動内容

3 月 20 日 村田聖明（ニッポン・タイムズ社員、ジャパン・タイムズ常務）
＊ 9 条の発案者について

3 月 23 日 押谷富三（大阪府議、衆議院議員、政務次官）
＊ 9 条の発案者について

3 月 24 日 リチャード・B. フィン（ハーバード大学ロー・スクール、極東委員会米国代表団）
＊極東委員会との関係

4 月 3 日
ロバート・E. ウォード（スタンフォード大学、海軍情報部、カリフォルニア
大学で博士号、スタンフォード大学フーバー研究所所長）
＊「天皇の身体」との関係

4 月 6 日
ハンス・H. ベアワルト（カリフォルニア大学、民政局公職追放課、帰国後カ
リフォルニア大学で博士号、カリフォルニア大学教授）
＊「戦争放棄」のとらえ方

4 月～ 9 月
セオドア・マクネリー（ウィンスコンシン大学、GHQ 民間諜報局情報分析官、
帰国後コロンビア大学で博士号取得、メリーランド大学教授）
＊私の受けいれ教授として、日本国憲法の成立過程全般

6 月 16 日 オズボーン・ハウゲ（セント・オラフ大学、海軍中尉、立法権に関する委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

7 月 9 日
リチャード・A. プール（ハーバーフォード大学、海軍少尉、天皇等に関する
委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

7 月 26 日 ジャスティン・ウィリアムズ（アイオワ大学で博士号、民政局立法課長）
＊ GHQ 民政局メンバーとしての所見

10 月 19 日 ベアテ・シロタ・ゴードン（ミルズ大学、人権に関する委員会）
＊憲法草案に女性の権利条項を導入した背景

11 月 4 日
ミルトン・J. エスマン（プリンストン大学で政治学博士、陸軍中尉、行政権
に関する委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容
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11 月 13 日

チャールズ・L. ケーディス（ハーバード大学ロー・スクール、大佐、民政局次長、
運営委員長）
＊運営委員長としての全体的内容
ジョン・マキ（ワシントン大学、民政局 <46 年 2 月～ 8 月 >、帰国後ハーバ
ード大学で博士号、マサチューセッツ大学教授）
＊ GHQ での活動内容

11 月 28 日 A（匿名希望）
＊ 9 条の和文英訳担当者としての所見

1985（昭和 60）年

2 月 1 日　
セシル・J. ティルトン（ハーバード大学ビジネス・スクール、陸軍少佐、地
方行政に関する委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

3 月 23 日
ジョージ・A. ネルスン（ロックフェラー財団研究員、陸軍中尉、天皇等に関
する委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

8 月 6 日 石黒武重（法制局長官、国務大臣）
＊松本委員会との関係

8 月 16 日 古井喜実（松本烝治委員会嘱託、国務大臣）
＊松本委員会との関係

8 月 23 日 マーセル・グリリ（コロンビア大学、民間情報教育局から民政局へ移動）
＊ GHQ 民政局での活動内容

9 月 16 日 諸橋襄（枢密院書記官長、帝京大学法学部長）
＊枢密院での活動内容

9 月 27 日 松本重治（近衛文麿ブレーン、国際文化会館理事長）
＊近衛文麿の活動内容

10 月 13 日 大石義雄（佐々木惣一教授助手、京都大学教授）
＊佐々木惣一の活動内容

1986（昭和 61）年

1 月 28 日 デイル・M. ヘレガース（日本国憲法成立過程の研究者、書簡にて）
＊意見交換

1 月 31 日

奥野誠亮（内務官僚、国務大臣）
＊帝国議会の雰囲気
細川隆元（朝日新聞編集局長、社会党議員、政治評論家、電話にて）
＊帝国議会の雰囲気

2 月　7 日 門司亮（日本社会党結成に参加、衆議院議員）
＊帝国議会の雰囲気

2 月 12 日

竹本孫一（片山哲総理大臣秘書官、衆議院議員）
＊帝国議会の雰囲気
和田一仁（西尾末広衆議院議員秘書、衆議院議員）
＊帝国議会の雰囲気

2 月 13 日

佐藤玖美子（佐藤達夫長女、駒澤大学教授）
＊佐藤達夫の人柄
佐藤紀子（佐藤達夫次女、富山県高岡市長夫人、電話にて）
＊佐藤達夫の人柄

3 月 11 日 原健三郎（衆議院議員、衆議院議長）
＊帝国議会での活動内容
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総
司
令
部
民
政
局
に
お
い
て
こ
の
マ
・
ノ
ー
ト
第
二
原
則
に
修
正

を
加
え
た
の
が
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
で
す
。

「
国
の
主
権
的
権
利
と
し
て
の
戦
争
は
、
廃
止
す
る
。
武
力
に

よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
は
、
他
国
と
の
間
の
紛
争
を
解

決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
放
棄
す
る
。

陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
決
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

な
く
、
ま
た
交
戦
権
は
、
国
家
に
対
し
て
決
し
て
与
え
ら
れ 

な
い
」。

こ
の
修
正
の
特
色
は
、
マ
・
ノ
ー
ト
に
あ
っ
た
「
お
よ
び
自
己
の

安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
さ
え
も
」
の
部
分
を
削
除
し

た
こ
と
と
、「
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
」
を
加
え
た

こ
と
に
あ
り
ま
す
。

ケ
ー
デ
ィ
ス
氏
は
、
一
九
八
四
年
十
一
月
、
私
に
以
下
の
よ
う
に

語
り
ま
し
た
。「
私
は
、
マ
・
ノ
ー
ト
第
二
原
則
に
あ
っ
た
『
自
己

の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
さ
え
も
、
戦
争
を
放
棄
す

る
』
の
文
言
を
削
除
し
ま
し
た
。
私
は
ど
の
国
家
に
も
『
自
己
保
存

の
権
利
』
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
は
、
他
国
の
軍
隊
に

上
陸
さ
れ
た
場
合
、
自
ら
を
防
衛
す
る
こ
と
は
当
然
で
き
る
は
ず
で

3 月 26 日
フランク・リゾー（ジョージ・ワシントン大学修士、陸軍大尉、財政に関す
る委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

4 月 28 日 トーマス・ブレークモア（ケンブリッジ大学、国務省、GHQ 法務部、電話にて）
＊ GHQ での活動内容

12 月 8 日 水野勝邦（貴族院議員 < 旧華族 >、立正大学教授）
＊貴族院での活動内容

1987（昭和 62）年

9 月 20 日
ロバート・A. フィアリー（ハーバード大学、国務省極東局北東アジア部日本
課　書簡にて）
＊マッカーサー草案の準備内容

期日無限定

中川融（外務省入省、国連大使、駒澤大学教授）
＊当時の外務省における雰囲気など
林修三（大蔵省入省、内閣法制局長官、駒澤大学教授）
＊当時の法制局における雰囲気など

以上 47 人
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す
。
た
だ
座
し
て
死
を
待
っ
た
り
、
侵
略
者
に
わ
が
も
の
顔
で
の
し

歩
か
せ
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。

私
は
ま
た
、『
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
は
、
他
国

と
の
間
と
の
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、永
久
に
放
棄
す
る
』

を
追
加
し
ま
し
た
。
確
か
一
九
四
五
年
六
月
に
調
印
さ
れ
た
国
連
憲

章
か
一
九
二
八
年
に
七
月
に
署
名
さ
れ
た
パ
リ
不
戦
条
約
に
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

芦
田
修
正
に
つ
い
て
い
え
ば
、
芦
田
氏
が
修
正
案
を
も
っ
て
私
を

訪
れ
た
と
き
、
即
座
に
Ｏ
Ｋ
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
芦
田
氏
が
驚
い
て

い
ま
し
た
。
芦
田
修
正
が
あ
る
種
の
軍
隊
を
持
つ
こ
と
を
可
能
に
し

て
も
、
他
国
に
対
し
て
戦
争
を
し
か
け
る
の
で
は
な
く
て
、
侵
略
を

撃
退
し
、
あ
る
い
は
反
乱
を
抑
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ぎ
り
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
基
本
原
則
に
反
し
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
」。

こ
う
し
て
み
る
と
、
極
東
委
員
会
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も
、
自
衛
の
た
め

の
軍
隊
保
持
を
許
容
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
日
本
政
府

は
、
平
和
主
義
の
語
に
呪
縛
さ
れ
、
行
き
過
ぎ
た
自
己
規
制
に
も
と

づ
く
解
釈
に
拘
泥
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

も
う
一
人
、
一
九
八
五
年
三
月
に
お
こ
な
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ネ
ル

ス
ン
（
一
九
二
〇
？
～
没
年
不
明
、
陸
軍
中
尉
）
氏
と
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
お
伝
え
し
ま
す
。
ネ
ル
ス
ン
氏
は
フ
ラ
ン
ス
の
片
田
舎
に
住

ん
で
お
り
、
自
宅
へ
は
パ
リ
の
オ
ル
リ
ー
空
港
か
ら
ペ
リ
グ
ー
空
港

へ
プ
ロ
ペ
ラ
機
で
二
時
間
の
フ
ラ
イ
ト
、
さ
ら
に
車
で
約
一
時
間
を

要
し
ま
し
た
。

「
天
皇
の
地
位
と
し
て
『
象
徴
』
な
る
語
を
使
っ
た
の
は
私
で

あ
る
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
の

分
野
で
学
者
、
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・

バ
ジ
ョ
ッ
ト
（
一
八
二
六
～
一
八
七
七
年
）
の
『
英
国
憲
法
論
』

（
初
版
は
一
八
六
七
年
）
に
〝
象
徴
〟
な
る
語
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
で
す
（
注
・
同
書
に
は
「
英
国
王

は
目
に
見
え
る
統
合
の
象
徴
〈sym

bol

〉
と
書
か
れ
て
い
る
）。

と
に
か
く
、
日
本
の
皇
室
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
英
国
の
よ

う
な
皇
室
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
し
た
」。

日
本
国
憲
法
一
条
の
「
天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本

国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
」
の
出
所
が
わ
か
り
、
遠
路
フ
ラ
ン
ス
ま

で
来
た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

な
お
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
八
人
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
メ
ン
バ
ー
の

大
半
が
、
自
分
た
ち
が
草
案
を
作
成
し
た
あ
の
『
憲
法
』
が
四
十
年
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近
く
ま
っ
た
く
改
正
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
非
常
に
驚
い

て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
四
十
年
を
経
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
を
ど
う
伝

え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
人
と
し
て
、
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
の
総
務
部
長
だ
っ
た
朝

海
浩
一
郎
氏
（
の
ち
に
米
国
大
使
な
ど
歴
任
）
の
証
言
を
お
伝
え
し

て
お
き
ま
す
。

「
占
領
と
い
う
の
は
、非
常
に
厳
し
い
も
の
で
す
。
向
こ
う
は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
血
を
流
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
憲
法
の

押
し
つ
け
云
々
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
憲
法
を
押
し
つ
け
な
け
れ

ば
、
占
領
軍
と
し
て
の
価
値
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」。

私
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
事
実
（
フ
ァ
ク
ト
）
と
証
拠
（
エ
ビ
デ
ン
ス
）

に
も
と
づ
き
論
を
展
開
し
、
付
和
雷
同
す
る
こ
と
な
く
、
ユ
ー
モ
ア

を
大
切
に
し
て
自
分
ら
し
さ
を
貫
く
」
こ
と
で
す
。
本
書
を
執
筆
す

る
に
あ
た
り
、
こ
の
モ
ッ
ト
ー
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
基
本
に
し
た

の
は
、当
然
で
す
。本
書
は
、い
わ
ば
終
活
本
第
一
号
に
あ
た
り
ま
す
。

私
の
趣
味
で
あ
る
落
語
を
活
か
し
た
『
ユ
ー
モ
ア
の
玉
手
箱
』（
産

経
新
聞
出
版
）
が
十
月
に
発
売
さ
れ
ま
す
。
憲
法
、
比
較
憲
法
、
防

衛
法
学
以
外
の
本
は
、
最
初
で
最
後
に
な
る
で
し
ょ
う
。
終
活
本
第

二
号
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
現
在
、
新
た
な
テ
ー
マ
を
見
つ
け
、
終
活
本
第
三
号
に
挑

戦
し
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
い
た
だ
き
た
く
お

願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。


