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〝
憲
法
記
念
日
〟
と
い
う
名
称
の
ま
や
か
し

　

今
回
か
ら
、
祖
国
再
生
同
盟
の
基
幹
政
策
の
一
で
あ
る
〝
眞

正
護
憲
論
〟
の
概
要
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
、
祖
国

再
生
の
道
し
る
べ
を
示
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

戦
後
の
我
が
国
は
、
経
済
的
・
軍
事
的
に
み
て
ア
メ
リ
カ
の

属
国
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
期
に
な
さ

れ
た
様
々
な
弱
体
化
政
策
で
あ
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
占
領

憲
法
（
日
本
国
憲
法
）
の
制
定
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
占
領
憲
法
が
大
日
本
帝
国
憲
法
（
明
治
憲
法
）

の
改
正
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
を
ご
存
じ
だ
ろ
う

か
？ 

表
向
き
は
、
帝
国
憲
法
73
条
に
基
づ
き
天
皇
の
改
正
発

議
が
な
さ
れ
、
貴
族
院
及
び
衆
議
院
で
そ
れ
ぞ
れ
修
正
可
決
し

た
上
で
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
５
月
３
日
は
憲
法
記
念
日
と
さ
れ
て
い
る

が
、「
改
正
記
念
日
」
に
す
ぎ
ず
、
帝
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た

（
明
治
23
年
）
11
月
29
日
が
真
の
憲
法
記
念
日
の
は
ず
で
は
な

い
か
。

　

改
憲
論
も
護
憲
論
も
、
占
領
憲
法
が
「
有
効
に
」
成
立
し
た

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
「
憲
法
記
念
日
」
と
の
名
称
を

受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
占
領
憲
法
の
効
力

論
争
を
封
じ
込
め
る
た
め
の
洗
脳
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
占
領
憲
法
が
帝
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
よ
っ
て
成

立
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
仮
に
改
正
手
続
が
帝
国
憲
法
に

違
反
し
た
事
実
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
占
領
憲
法
が
憲

法
と
し
て
は
無
効
で
、
帝
国
憲
法
が
現
在
も
有
効
と
の
帰
結
に

至
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
政
治
論
で

は
な
く
厳
格
な
論
理
的
一
貫
性
が
求
め
ら
れ
る
純
粋
な
法
律
論

の
話
な
の
で
あ
る
。

祖
国
再
生
同
盟
代
表
・
弁
護
士
　
木
原
功
仁
哉

占領憲法の無効原因①

改
憲
論
・
護
憲
論
と
対
峙
す
る
〝
眞
正
護
憲
論
〟

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
統
治
は
、
広
島
と
長
崎
に
原
爆
を
投
下

し
た
強
大
な
軍
事
力
を
背
景
に
、
仮
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
逆
え
ば
天
皇

の
地
位
す
ら
保
障
で
き
な
い
と
の
脅
し
に
よ
る
実
質
的
な
〝
直

接
統
治
〟
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
〝
暴
力
の
切
れ
端
〟
と
し

て
制
定
さ
れ
た
占
領
憲
法
は
、
後
述
す
る
無
効
原
因
が
あ
る
こ

と
か
ら
し
て
も
憲
法
と
し
て
有
効
と
は
い
え
な
い
。

　

我
々
が
主
張
す
る
眞
正
護
憲
論
は
、
徹
底
的
に
論
理
性
を
貫

い
た
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
占
領
憲
法
の
改
正
に
反
対
す

る
だ
け
で
な
く
、
昭
和
22
年
の
帝
国
憲
法
か
ら
占
領
憲
法
へ
の

改
正
は
違
憲
無
効
で
あ
る
た
め
帝
国
憲
法
が
現
在
も
有
効
で
あ

り
、
占
領
憲
法
は
ア
メ
リ
カ
と
の
講
和
条
約
（
東
京
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ

と
交
渉
し
、
制
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
〝
東
京
条
約
〟
と
称
す
べ

き
で
あ
る
。）
の
限
度
で
効
力
を
認
め
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

　

そ
の
支
持
者
に
は
西
田
昌
司
参
院
議
員
（
自
民
）、
石
原
慎

太
郎
元
東
京
都
知
事
、
中
川
昭
一
元
財
務
相
を
は
じ
め
自
民
党

右
派
を
中
心
に
支
持
者
が
少
な
く
な
い
。

　

以
下
で
は
、
占
領
憲
法
が
憲
法
と
し
て
無
効
で
あ
る
原
因
と

し
て
①
帝
国
憲
法
75
条
類
推
違
反
、
②
同
73
条
違
反
、
③
ヘ
ー

グ
陸
戦
法
規
違
反
、
④
改
正
限
界
（
國
體
条
項
）
超
越
に
つ
い

て
述
べ
る
。
④
は
、
國
體
論
に
関
す
る
説
明
が
必
要
な
の
で
、

次
回
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
帝
国
憲
法     

条
類
推
違
反

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
に
よ
り
国
家
主
権
を
喪
失
し
て
い
た
と
い
う
国

家
の
重
大
な
変
局
時
に
、
国
家
の
最
重
要
法
規
で
あ
る
憲
法
を

改
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
の
よ
う
な
改
正
は
法
的
に
無

効
な
の
で
あ
る
。

　

帝
国
憲
法
75
条
に
は
「
憲
法
及
皇
室
典
範
ハ
摂
政
ヲ
置
ク
ノ

間
之
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
あ
る
。
帝
国
憲
法
の
起
草

者
で
あ
る
伊
藤
博
文
の
解
説
に
よ
る
と
、
摂
政
が
置
か
れ
る
場

合
と
い
う
の
は
陛
下
に
ご
病
気
な
ど
の
ご
不
例
が
あ
る
時
で

あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
国
家
変
局
時
に
憲
法
や
皇
室
典
範
と
い

う
最
重
要
法
規
を
改
正
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
摂
政
が
置
か
れ
て
い
る
時
よ
り
も
は
る
か
に

変
局
時
と
い
え
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
時
と
い
う
の
は
、
帝
国
憲
法
75

条
の
趣
旨
で
あ
る「
国
家
変
局
時
に
は
憲
法
改
正
が
で
き
な
い
」

と
同
じ
問
題
状
況
が
発
生
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
、
同
条
の

射
程
を
及
ぼ
し
、同
条
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
と
い
え
る
。

こ
れ
を
「
類
推
適
用
」
と
い
う
。
よ
っ
て
、
帝
国
憲
法
か
ら
占

　 
占
領
憲
法
の
無
効
原
因
①

祖
国
再
生
へ
の
憲
法
論 

①

75
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領
憲
法
へ
の
改
正
は
、
帝
国
憲
法
75
条
類
推
違
反
に
よ
り
無
効

で
あ
る
か
ら
、
帝
国
憲
法
は
現
在
で
も
有
効
で
あ
る
と
い
う
論

理
的
帰
結
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
清
瀬
一
郎
・
元
衆
議
院
議
員
（
後
の
衆
議
院
議

長
）
が
、
昭
和
30
年
７
月
４
日
に
参
議
院
本
会
議
で
指
摘
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
清
瀬
議
員
の
指
摘
が
あ
ま
り
に
も

正
論
な
の
で
、
宮
澤
俊
義
（
東
大
法
学
部
教
授
）
な
ど
Ｇ
Ｈ
Ｑ

に
お
も
ね
っ
て
公
職
追
放
を
免
れ
た
当
時
の
憲
法
学
者
た
ち
は

ろ
く
に
反
論
で
き
ず
に
黙
殺
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。②

帝
国
憲
法
　 

条
違
反

　

占
領
憲
法
の
起
草
が
連
合
軍
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、

帝
国
憲
法
73
条
で
定
め
る
〝
憲
法
改
正
発
議
大
権
〟
を
侵
害
す

る
も
の
で
無
効
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
改
正
の
発
議
権
は

天
皇
に
一
身
専
属
し
、
帝
国
議
会
で
す
ら
修
正
で
き
な
い
と
す

る
の
が
当
時
の
憲
法
学
の
定
説
で
あ
り
、
内
閣
な
ど
の
機
関
は

も
ち
ろ
ん
、
外
国
勢
力
の
介
在
や
関
与
を
許
容
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
占
領
憲
法
の
発
議
は
、
昭
和
21
年
２
月
13
日
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
同
月
３
日
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
（
Ｇ
Ｓ
）
へ

「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
三
原
則
（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
）」
に
沿
っ

て
作
成
を
指
示
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
完
成
し
た
英
文
の
「
日

本
国
憲
法
草
案
」（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
）を
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
長
ホ
イ
ッ

ト
ニ
ー
准
将
と
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
か
ら
吉
田
茂
外
相
と
松
本
烝

治
国
務
大
臣
ら
に
手
交
し
て
、
こ
れ
に
基
づ
く
帝
国
憲
法
の
改

正
を
強
制
し
た
こ
と
に
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
の
発
議
と

は
全
く
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の「
大
権
の
私
議
と
簒
奪
」

は
、「
統
帥
権
の
干
犯
」
と
い
う
よ
う
な
非
難
の
程
度
を
遙
か

に
超
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
改
正
大
権
が
一
身
專
属
の
天
皇
大
権
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
が
自
発
的
か
つ
自
律
的
に
改
正
を
発
議
せ

ず
、
天
皇
と
枢
密
院
を
差
し
置
い
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
占
領
下
政
府

に
よ
っ
て
改
正
案
が
私
議
さ
れ
、
改
正
大
権
が
簒
奪
さ
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

帝
国
議
会
に
お
い
て
は
、
衆
議
院
で
帝
国
憲
法
改
正
発
議
案

を
修
正
可
決
し
、
そ
の
後
に
貴
族
院
で
も
衆
議
院
の
送
付
案
を

さ
ら
に
修
正
可
決
し
、
そ
れ
を
回
付
さ
れ
た
衆
議
院
で
は
、
こ

れ
を
憲
法
改
正
特
別
委
員
会
に
付
託
せ
ず
に
直
ち
に
本
会
議
で

起
立
方
式
に
よ
り
修
正
回
付
案
を
採
択
し
て
可
決
し
た
の
で
あ

占領憲法の無効原因①

る
。
こ
の
よ
う
な
重
大
案
件
を
こ
う
し
た
杜
撰
で
強
引
な
方
法

と
手
続
で
議
決
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
手
続
面
で
の
合
法
性
を

充
た
さ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
衆

議
院
に
お
い
て
二
度
、
貴
族
院
に
お
い
て
一
度
、
そ
れ
ぞ
れ
修

正
決
議
し
た
点
は
、発
議
大
権
の
侵
害
と
な
っ
て
無
効
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
帝
国
議
会
に
は
修
正
権
は
な
い
と
い
う
学
説
を

主
張
し
て
い
た
佐
々
木
惣
一
（
京
大
法
学
部
教
授
）
と
宮
澤
俊

義
は
、
共
に
貴
族
院
議
員
で
あ
り
な
が
ら
貴
族
院
で
の
修
正
に

何
ら
反
対
し
な
か
っ
た
典
型
的
な
変
節
学
者
で
あ
る
。
こ
の
変

節
学
者
ら
の
唱
え
て
き
た
学
説
を
受
け
入
れ
て
、
帝
国
議
会
に

は
発
議
案
に
対
す
る
修
正
権
が
な
い
の
が
定
説
で
あ
る
と
し
て

こ
れ
に
反
対
し
、
修
正
を
加
え
る
こ
と
は
法
的
連
続
性
を
欠
く

と
衆
議
院
本
会
議
で
明
確
に
主
張
し
た
の
は
、
皮
肉
に
も
衆
議

院
議
員
の
野
坂
参
三
（
共
産
党
）
だ
け
で
あ
っ
た

③
ヘ
ー
グ
陸
戦
法
規
違
反

　

オ
ラ
ン
ダ
の
ヘ
ー
グ
（
ハ
ー
グ
）
で
我
が
国
及
び
連
合
国
が

締
結
し
て
い
た
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
（
ヘ
ー
グ

條
約
）」（
Ａ
．
Ｄ
．
１
９
０
７
）
の
条
約
附
属
書
「
陸
戦
ノ
法

規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
」
43
条
（
占
領
地
の
法
律
の
尊
重
）
に

よ
れ
ば
、「
国
ノ
権
力
カ
事
実
上
占
領
者
ノ
手
ニ
移
リ
タ
ル
上

ハ
、
占
領
者
ハ
、
絶
対
的
ノ
支
障
ナ
キ
限
、
占
領
地
ノ
現
行
法

律
ヲ
尊
重
シ
テ
、
成
ル
ヘ
ク
公
共
ノ
秩
序
及
生
活
ヲ
回
復
確
保

ス
ル
為
施
シ
得
ヘ
キ
一
切
ノ
手
段
ヲ
尽
ス
ヘ
シ
。」
と
規
定
さ

れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、「
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活

強
化
に
対
す
る
一
切
の
障
礙
を
除
去
す
べ
し
。」（
第
10
項
）

と
の
表
現
を
も
っ
て
、
改
革
す
べ
き
は
帝
国
憲
法
自
体
で
は

な
く
、
そ
の
運
用
面
に
お
け
る
支
障
の
除
去
に
あ
っ
た
こ
と

を
強
く
指
摘
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
帝
国
憲
法
を
改
正

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
「
絶
対
的
ノ
支
障
」
な
ど
は

全
く
な
か
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
の
根
本
規
範
及
び
最
高
規
範
と

し
て
通
用
し
て
き
た
帝
国
憲
法
に
は
種
々
の
人
権
条
項
が
あ

り
、
連
合
軍
の
占
領
政
策
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
運

用
を
十
全
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
「
絶
対
的
ノ
支
障
」
が
あ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
明
治
典
範
を
含
む
正
統
典
範
に

至
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
何
ら
「
支
障
」
と
考
え
ら
れ
る
点
す
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
つ
づ
く
）
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