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〝
憲
法
〟
と
は
何
か

　

前
回
か
ら
〝
眞
正
護
憲
論
〟
の
概
要
を
解
説
し
て
お
り
、
今

回
は
、
帝
国
憲
法
か
ら
占
領
憲
法
へ
の
改
正
が
改
正
限
界
を
超

え
る
（
國
體
規
定
違
反
）
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
も
そ
も〝
憲
法
と
は
何
か
〟に
遡
っ
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

よ
く
「
憲
法
は
、
国
家
権
力
を
縛
っ
て
人
権
を
保
障
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
」
と
の
説
明
が
ま
こ
と
し
や
か
に
な
さ
れ
る

が
、
占
領
憲
法
9
条
を
守
っ
て
戦
力
を
放
棄
し
、
国
民
個
人
の

人
権
を
守
っ
て
も
、
他
国
か
ら
侵
略
さ
れ
て
国
民
が
滅
ん
で
は

い
け
な
い
こ
と
く
ら
い
、
中
学
生
で
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

憲
法
は
、
そ
の
よ
う
な
目
的
論
の
み
で
語
ら
れ
る
ほ
ど
浅
薄
な

も
の
で
は
な
い
。

　

一
つ
譬
え
話
を
す
る
と
、和
菓
子
で
も
何
で
も
よ
い
が
、代
々

続
く
老
舗
に
は
〝
の
れ
ん
〟
と
い
う
信
用
の
集
合
体
が
あ
り
、

家
訓
、
創
業
の
精
神
な
ど
が
何
代
に
も
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ

て
い
る
。
そ
れ
が
文
章
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
か
、
口
頭
の

み
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
か
は
関
係
な
い
。
そ
の
中
心
に
あ
る

の
は
、
そ
の
家
の
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
子
孫
が
祖
先
に
対
し
て

常
に
慎
み
の
念
を
持
ち
な
が
ら
こ
れ
ら
を
守
り
つ
つ
、
家
業
に

励
ん
で
い
る
。

　

国
家
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
お
り
、
国
と
家
と
は
雛
型
の
関

係
に
立
つ
か
ら
、
先
ほ
ど
の
老
舗
の
譬
え
話
は
国
に
も
応
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
神
武
天
皇
ご
即
位
以
来
２
６
０
０
年
の
歴

史
が
あ
る
伝
統
国
家
で
あ
る
我
が
国
は
、
歴
代
天
皇
が
護
っ
て

来
ら
れ
た
修
理
固
成
の
御
神
勅
、
天
壌
無
窮
の
御
神
勅
、
聖
徳

太
子
の
憲
法
十
七
条
及
び
五
箇
条
の
御
誓
文
な
ど
の
規
範
の
積

み
重
ね
が
あ
り
、
そ
れ
を
近
代
の
憲
法
学
に
な
ら
っ
て
書
き
起

こ
し
た
の
が
帝
国
憲
法
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
神
勅
や
誓
文

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②

な
ど
は
〝
憲
法
〟
と
の
名
称
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
〝
実

質
的
意
味
の
憲
法
〟
す
な
わ
ち
〝
國
體
〟
を
構
成
し
て
お
り
、

帝
国
憲
法
の
起
草
者
で
あ
る
井
上
毅
は
、
十
年
の
月
日
を
要
し

て
我
が
国
の
國
體
を
忠
実
に
反
映
さ
せ
た
憲
法
を
起
草
し
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
代
々
承
継
さ
れ
て
き
た
皇
室
の
御
家
法
の
う

ち
最
小
限
の
部
分
が
明
文
で
定
め
ら
れ
た
の
が
皇
室
典
範
（
明

治
典
範
）
で
あ
り
、
皇
室
祭
祀
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、〝
憲
法
〟
と
い
う
も
の
は
、
特
に
我
が
国
の

よ
う
な
伝
統
国
家
の
場
合
、
一
つ
の
世
代
が
勝
手
に
い
じ
く
っ

て
成
立
さ
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
悠
久
の
歴
史
と
伝
統
の
積
み

重
ね
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
本
物
で
は
な
い
。
そ
の

よ
う
な
意
味
で
、
我
々
は
祖
先
に
対
し
て
も
っ
と
謙
虚
に
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
質
的
意
味
の
憲
法
（
國
體
）
に
反
す
る
立
法

　

つ
ま
り
、〝
実
質
的
意
味
の
憲
法
（
國
體
）〝
が
先
に
あ
っ
て
、

こ
の
う
ち
、
国
家
統
治
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
近
代
の
憲
法

学
に
な
ら
っ
て
書
き
起
こ
し
た
の
が
帝
国
憲
法
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
祖
先
が
築
き
上
げ
た
文
化
、
産
業
、

民
俗
だ
け
で
な
く
、
先
人
が
代
々
守
っ
て
き
た
規
範
た
る
〝
法

（
國
體
）〟
を
次
の
世
代
に
承
継
さ
せ
る
、
逆
に
言
う
と
、
一
つ

の
世
代
が
こ
の
〝
法
〟
を
断
絶
さ
せ
よ
う
と
す
る
悪
法
を
作
っ

た
と
し
て
も
違
憲
で
あ
る
と
し
て
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
、
こ

れ
を
〝
法
の
支
配
〟
す
な
わ
ち
〝
國
體
の
支
配
〟
と
呼
ぶ
。

　

例
題
を
と
し
て
、
以
下
の
立
法
が
合
憲
か
ど
う
か
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
国
会
が
①
〝
公
用
語
を
英
語
と
す
る
〟
と
の
立
法

を
し
た
場
合
、
②
親
の
財
産
の
多
寡
で
、
多
く
財
産
を
貰
え
る

人
と
そ
う
で
な
い
人
の
格
差
を
生
じ
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
の

理
由
で
、相
続
制
度
自
体
を
廃
止
す
る
と
の
立
法
を
し
た
場
合
、

③
同
性
婚
だ
け
で
な
く
、
動
物
（
犬
・
猫
）
と
の
婚
姻
を
認
め

る
と
の
立
法
を
し
た
場
合
、
で
あ
る
。

　

結
論
と
し
て
は
い
ず
れ
も
違
憲
で
あ
る
。
ま
ず
①
に
つ
い
て
、

英
語
を
公
用
語
に
し
よ
う
と
す
る
運
動
は
、
明
治
維
新
の
後

や
、
先
の
大
戦
後
す
ぐ
の
頃
に
も
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
法

律
レ
ベ
ル
で
は
、
裁
判
所
法
74
条
で
「
裁
判
所
で
は
、
日
本
語

を
用
い
る
」
と
定
め
る
の
み
で
、
憲
法
レ
ベ
ル
で
公
用
語
が
何

か
を
定
め
た
規
定
が
な
く
、
新
た
に
「
公
用
語
を
英
語
と
す
る
」

と
の
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
一
見
合
憲
で
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。

　

し
か
し
、
我
が
国
は
数
千
年
に
わ
た
り
日
本
語
（
や
ま
と
こ

　 
占
領
憲
法
の
無
効
原
因
②

祖
国
再
生
へ
の
憲
法
論 

②
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と
の
は
）
が
言
語
体
系
の
中
核
で
あ
り
、
海
外
か
ら
漢
字
や
英
語

取
り
入
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
補
助
的
・
副
次

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
語
が
公
用
語
で
あ

る
と
い
う
の
は
法
的
確
信
に
達
し
、〝
実
質
的
意
味
の
憲
法
〟
を

構
成
す
る
。
よ
っ
て
、
英
語
を
公
用
語
と
す
る
立
法
は
違
憲
と
し

て
そ
の
効
力
を
否
定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、法
の
解
釈
は
、〝
紙

に
書
か
れ
た
も
の
だ
け
が
法
律
で
あ
る
〟（
法
実
証
主
義
）
と
い

う
安
易
な
方
法
に
よ
る
べ
き
で
な
く
、
明
文
化
さ
れ
て
い
る
か
否

か
を
問
わ
ず
、
そ
の
国
ご
と
の
歴
史
、
文
化
等
を
つ
ぶ
さ
に
検
討

し
て
、何
が〝
法
〟で
あ
る
か
を
抜
き
出
し
て
い
く
と
い
う
作
業
が
、

法
律
家
の
重
要
な
使
命
な
の
で
あ
る
。

　

②
に
つ
い
て
、
相
続
制
度
の
本
質
は
何
か
と
い
え
ば
、
家
族

に
と
っ
て
神
聖
な
領
域
と
な
る
べ
き
祭
祀
の
承
継
で
あ
る
。
戦
前

の
民
法
で
は
家
督
相
続
と
遺
産
相
続
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
た
相
続

制
度
で
、
こ
の
う
ち
家
督
相
続
は
戸
主
（
家
長
）
な
い
し
祭
祀
主

宰
者
た
る
地
位
の
承
継
で
あ
り
、
そ
れ
を
財
産
面
か
ら
支
え
る
た

め
の
制
度
が
遺
産
相
続
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
〝
恒
産
無
け
れ
ば
恒

心
無
し
〟
と
い
う
と
お
り
、
安
定
し
た
家
産
（
身
代
）
の
承
継
が

家
の
安
定
と
、
そ
れ
に
よ
る
文
化
伝
統
の
維
持
発
展
を
も
た
ら
す

こ
と
か
ら
、家
督
相
続
が
主
、遺
産
相
続
が
従
の
関
係
に
あ
っ
た
。

　

そ
の
む
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
基
礎
と
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
草
案
に
よ
る
（
旧
）
民
法
を
、
明
治
23
年
に
公
布
、
同
26
年

か
ら
施
行
し
よ
う
と
し
た
が
、〝
民
法
出
で
て
忠
孝
滅
ぶ
〟
と

の
大
論
争（
民
法
典
論
争
）の
結
果
、そ
の
施
行
が
無
期
延
期（
実

質
的
な
廃
案
）
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
度
は
ド
イ
ツ
民
法
を

基
礎
と
し
た（
明
治
）民
法
が
明
治
31
年
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
に
は
家
の
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
我
が
国
の
伝
統
に
適
さ
な
い
と
の
批
判
が
あ
り
、
大
正
時

代
に
改
正
が
企
て
ら
れ
た
も
の
の
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
経

緯
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
伝
統
的
な
家
の
制
度
が
、
国
民
の

意
識
の
中
に
強
く
根
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
〝
家
〟
の
概
念
は
、
先
祖
（ancestor

）
と
い
う
縦

軸
と
家
族
（fam

ily

）
と
い
う
横
軸
と
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ

り
、
そ
の
各
々
の
祖
先
の
宗
家
が
〝
万
世
一
系
の
皇
統
〟
に
連

な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
の
祖
先
は
10
代
さ
か

の
ぼ
れ
ば
１
０
２
４
柱
（
2
の
10
乗
）、
27
代
さ
か
の
ぼ
れ
ば

1
億
３
０
０
０
万
柱
に
達
す
る
か
ら
、
祖
先
を
た
ど
る
と
ど
こ

か
で
皇
室
と
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
し
、
見
ず
知
ら
ず
の
国
民
同

士
で
も
何
代
か
さ
か
の
ぼ
る
と
祖
先
が
同
じ
だ
っ
た
り
す
る
の

で
、
祖
先
祭
祀
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
皇
室
に
対
す
る
崇
敬
に

占領憲法の無効原因②

と
ど
ま
ら
ず
、
国
民
同
士
の
団
結
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
目
を
付
け
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
、
我
が
国
を
弱
体
化
さ
せ

る
た
め
に
ま
ず
着
手
し
た
の
が
家
の
制
度
の
解
体
で
あ
っ
た
。

家
族
内
を
個
人
個
人
に
分
解
し
て
対
立
抗
争
を
促
進
さ
せ
て
崩

壊
さ
せ
、
さ
ら
に
こ
れ
に
近
似
す
る
同
族
会
社
な
ど
の
事
業
体

の
調
和
も
崩
壊
し
、
そ
の
結
果
、
我
が
国
の
解
体
が
完
成
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
戦
後
の
民
法
改
正
に
よ
り
家
督

相
続
を
廃
止
し
、
遺
産
は
兄
弟
間
で
均
等
に
相
続
さ
せ
る
均
分

相
続
と
な
っ
た
た
め
、
農
地
が
〝
田
分
け
〟
さ
れ
て
農
業
が
疲

弊
す
る
、
ま
さ
に
相
続
法
制
の
変
更
に
よ
り
〝
戯た

わ

け
者
〟
が
国

家
に
よ
っ
て
大
量
に
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て

も
、
２
６
０
０
年
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
天
皇
た
る
地
位
の

承
継
（
家
督
相
続
）
が
な
さ
れ
る
皇
室
が
守
ら
れ
て
お
り
、
一

般
の
家
族
に
お
い
て
も
〝
夫
婦
同
姓
の
原
則
〟
と
し
て
家
の
制

度
が
辛
う
じ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
伝
統

的
な
家
の
制
度
と
そ
れ
を
承
継
す
る
た
め
の
相
続
制
度
は
実
質

的
意
味
の
憲
法
（
國
體
）
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
相
続
制
度

自
体
を
廃
止
す
る
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
祖
先
が
守
っ

て
き
た
〝
家
〟
と
い
う
も
の
は
、
先
祖
・
子
孫
と
い
う
縦
軸
と

家
族
・
配
偶
者
と
い
う
横
軸
の
複
合
体
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
を

否
定
す
る
よ
う
な
婚
姻
制
度
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
。
現

在
盛
ん
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
持
ち
上
げ
て
い
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の

権
利
な
る
も
の
は
、
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
〝
男
ら
し
さ
〟

〝
女
ら
し
さ
〟
を
否
定
す
る
こ
と
で
健
全
な
本
能
を
劣
化
さ
せ
、

思
想
的
な
〝
断
種
〟
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
ワ
ク

チ
ン
普
及
に
よ
る
医
学
的
な
断
種
と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
口
増
加
を
抑
え
て
食
糧
危
機
に
備
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
が
国
際
金
融
資
本
の
目
論
見
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
人
倫

に
悖
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
同
性
婚
は
、
祖
先
・
子
孫
と
い
う
縦
軸
を
否
定
し
、

我
が
国
の
〝
家
〟
の
概
念
に
合
致
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
違
憲
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
動
物
（
犬
・
猫
）

と
の
婚
姻
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
（
國
體
）
に
つ
い
て

具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
え
た
と
思
う
が
、
占
領
憲
法
の

中
核
的
思
想
で
あ
る
〝
国
民
主
権
〟
主
義
（
第
1
条
後
段
）
は
、

ま
さ
に
天
皇
を
国
民
の
僕し

も
べと

す
る
か
の
ご
と
き
思
想
で
あ
り
、

國
體
に
明
ら
か
に
反
す
る
か
ら
、
帝
国
憲
法
の
改
正
限
界
を
超

え
て
無
効
で
あ
る
こ
と
を
次
回
詳
述
し
た
い
。       （
つ
づ
く
）
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