
即位・大嘗祭Ｑ＆Ａ
天皇代替わりってなに？

安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京事務局
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私
た
ち
、
安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
の
会
・
東
京
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
六
日
の
、
安
倍
首
相
の

靖
国
神
社
参
拝
に
対
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
六
三
三
人
の
原
告
に
よ
っ
て
、
国
・
靖
国
神
社
・
安
倍
晋
三

個
人
を
相
手
ど
っ
て
裁
判
を
お
こ
し
て
い
ま
す
。

　

東
京
地
方
裁
判
所
で
は
一
二
回
の
口
頭
弁
論
を
経
て
、
二
〇
一
七
年
四
月
二
八
日
に
い
よ
い
よ
判
決
と

な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
い
ま
、
明
仁
天
皇
の
「
生
前
退
位
」
を
め
ぐ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
国
会
で
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
前
に
、
早
く
も
二
〇
一
八
年
中
の
退
位
と
新
天
皇
の
即

位
、
そ
れ
に
伴
う
「
即
位
の
礼
」、
新
元
号
の
制
定
、
二
〇
一
九
年
秋
の
「
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
」
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、

「
代
替
わ
り
」
の
儀
式
を
す
る
こ
と
が
、
決
ま
っ
た
話
の
よ
う
に
進
ん
で
い
ま
す
。

は
じ
め
に
…

私
た
ち
は
、
な
ぜ
『
天
皇
代
替
わ
り
っ
て
な
に
？

　
Ｑ
＆
Ａ
』
を
出
版
す
る
の
か
？
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天
皇
や
天
皇
制
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
天
皇
制
は
「
国
民
主
権
」

原
則
に
た
つ
日
本
国
憲
法
で
規
定
さ
れ
た
国
家
の
制
度
で
す
。
即
位
に
と
も
な
う
い
く
つ
か
の
儀
式
や

「
大
嘗
祭
」
な
ど
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
宗
教
的
な
儀
式
で
す
。
政
府
は
特
別
会
計
を
組
ん
で
、
そ
れ
ら
を

公
的
な
儀
式
と
し
て
行
な
お
う
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
国
の
宗
教
行
為
を
禁
じ
た
憲
法
第

二
〇
条
（
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
）
な
ど
に
対
す
る
明
白
な

違
憲
行
為
で
す
。

　

私
た
ち
の
安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
の
論
点
の
一
つ
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
、「
国
が
特
定
の
宗
教
と
結

び
つ
く
」
政
教
分
離
問
題
に
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
「
代
替
わ
り
」
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
す
な
か
で
、

天
皇
代
替
わ
り
に
関
す
る
政
教
分
離
問
題
に
対
す
る
指
摘
が
余
り
に
少
な
い
こ
と
を
、
私
た
ち
は
懸
念
し

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
ま
ず
そ
の
こ
と
を
訴
え
た
い
と
思
い
、
こ
の
小
さ
な
パ
ン
フ
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

二
〇
一
七
年
四
月　

安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
の
会
・
東
京
事
務
局
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天
皇
が
交
代
す
る
こ
と
＝
「
代
替
わ
り
」
は
、
近
代
天
皇
制
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
死
に
よ
っ
て
し
か

あ
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
。「
皇こ
う
こ
く
し
か
ん

国
史
観
」
的
に
は
、
一
瞬
で
も
「
皇
位
」
が
空
白
に
な
っ
て
は
困
る
の
で
、

天
皇
の
死
に
よ
っ
て
、
継
承
順
第
一
位
の
人
物
が
、
自
動
的
に
皇
位
を
継
承
（
践せ
ん
そ祚
）
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
天
皇
の
死
＝
明
仁
天
皇
の
即
位
は
、一
九
八
九
年
一
月
七
日
。
翌
日
か
ら
「
平
成
」
改
元
と
な
り
、

二
月
二
四
日
に
昭
和
天
皇
の「
大た
い
そ
う喪
の
礼
」が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
一
一
月
一
二
日
に
は「
即

位
の
礼
」、
同
二
二
日
か
ら
二
三
日
に
か
け
て
「
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
」
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

約
二
年
間
、
主
な
も
の
だ
け
で
八
九
件
に
も
の
ぼ
る
葬
儀
と
即
位
に
関
す
る
一
連
の
儀
式
が
あ
り
ま

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…「
代
替
わ
り
」っ
て
な
に
？

Q 1
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し
た
。「
ハ
レ
と
ケ
」
の
よ
う
に
こ
の
社
会
の
時
間
が
彩
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
う
ち
「
大
喪
の
礼
」
と

「
剣け
ん
じ
と
う
し
ょ
う
け
い

璽
等
承
継
の
儀
」「
即
位
後
朝ち
ょ
う
け
ん見
の
儀
」「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
は
国
事
行
為
と
し
て
行
な
わ
れ
、
ま

た
皇
室
行
事
と
し
て
行
な
わ
れ
た
「
大
嘗
祭
」
に
も
国
の
特
別

予
算
が
支
出
さ
れ
る
な
ど
、
明
ら
か
な
政
教
分
離
違
反
が
行
わ

れ
ま
し
た
。「
代
替
わ
り
」
の
時
期
に
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
・
芸

能
な
ど
の
「
自
粛
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
天
皇
批
判
の
言
論
へ
の

右
翼
テ
ロ
や
政
治
弾
圧
な
ど
、
民
主
主
義
の
根
幹
に
係
わ
る
問

題
も
多
く
発
生
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
明
仁
天
皇
の
「
生
前
退
位
」
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
死

に
よ
る
の
で
は
な
い
「
代
替
わ
り
」
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
天

皇
自
身
が
そ
れ
を
発
意
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
の
違
い
は
あ
っ

て
も
、
ま
わ
り
が
天
皇
の
意
思
を
忖そ
ん
た
く度
し
て
動
く
こ
と
は
あ
た

り
ま
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
の
制
度
で
あ
る
天
皇
制
が
何
で

あ
る
か
を
決
め
て
よ
い
の
は
天
皇
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
主
主

義
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

まずは「三種の神器」などの引き継ぎから。
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憲
法
の
条
文
に
は
「
政
教
分
離
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
日
本
国
憲
法
は
第
二
〇
条
一
項

「
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」、
三

項
「
国
お
よ
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め

て
い
ま
す
。
こ
の
条
文
が
政
教
分
離
の
原
則
で
、
国
が
特
定
の
宗
教
と
結
び
つ
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

定
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
八
九
条
で
、
宗
教
上
の
組
織
団
体
へ
の
公
金
支
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

も
定
め
て
い
ま
す
。

　

特
定
の
宗
教
と
結
び
つ
く
と
、
国
民
の
宗
教
心
を
利
用
し
て
為い
せ
い
し
ゃ

政
者
の
思
う
ま
ま
に
有
利
な
政
治
活
動

を
進
め
や
す
く
な
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
教
分
離
っ
て
な
に
？

Q 2
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ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
で
敗
戦
に
至
る
ま
で
の
日
本
は
国
と
特
定
の
宗
教
が
結
び
つ
き
、
誰
も
戦
争
に

反
対
で
き
な
い
、
国
の
動
き
に
反
対
の
意
見
を
持
つ
者
が
「
非
国
民
」
と
攻
撃
さ
れ
る
社
会
で
し
た
。
そ

の
根
っ
こ
に
は
、天
皇
制
や
靖
国
神
社
、国
家
神
道
が
ど
っ
し
り
と
座
り
、日
本
の
軍
国
主
義
の
柱
と
な
っ

て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
尊
い
命
が
ア
ジ
ア
各
国
で
、
そ
し
て
日
本
国
内
で
犠
牲
と
さ
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
こ
と
へ
の
深
い
歴
史
的
反
省
に
よ
り
、
現
憲
法
の
上
記
二
〇
条
や

八
九
条
で
、
国
と
特
定
の
宗
教
と
が
結
合
し
な
い
、
分
離
し
た
状
態
に
あ

る
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で
す
。

　

国
が
特
定
の
宗
教
と
結
合
す
る
時
、
最
も
大
切
な
人
権
の
一
つ
で
あ
る

思
想
信
条
の
自
由
が
国
に
よ
り
侵
さ
れ
、
人
心
が
国
に
よ
っ
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
る
社
会
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
れ
は
国
の
た
め
に
人
々

が
犠
牲
を
払
う
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
社
会
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

二
度
と
私
た
ち
は
、
国
に
命
を
捧
げ
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
よ
う
な
社

会
に
戻
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。政
教
分
離
原
則
の
大
事
な
立
法
趣
旨
で
す
。

奉納された真榊が、憲法違反の証拠。
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即
位
の
礼
と
は
、
天
皇
が
地
位
を
継
承
し
た
こ
と
を
内
外
に
示
す
一
連
の
儀
式
を
言
い
ま
す
。

　

一
九
九
〇
年
の
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
で
、
明
仁
天
皇
は
「
日
本
国
憲
法
及
び
皇こ
う
し
つ
て
ん
ぱ
ん

室
典
範
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
っ
て
皇
位
を
継
承
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
『
即
位
礼
正
殿
の
儀
』
を
行
い
、
即
位
を
内
外
に
宣

明
い
た
し
ま
す
」
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。
昭
和
天
皇
の
時
は
「
朕ち
ん
お
も惟
う
に
我
が
皇こ
う
そ
こ
う
そ
う

祖
皇
宗
惟か
ん
な
が
ら神
の
大
道

に
遵た
っ
と

び
」
で
始
ま
り
「
祖そ
し
ゅ
う
し
ん
れ
い

宗
神
霊
の
降こ
う
か
ん鑒
に
対
す
る
こ
と
を
得え

し
め
よ
」
と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら

れ
た
「
即
位
礼
ノ
勅
語
」
を
発
し
て
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
国
家
神
道
宣
言
で
す
。

　
「
降
鑒
」
と
は
、
神
霊
が
天
上
か
ら
下
界
の
人
間
を
見
守
る
こ
と
で
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…「
即
位
の
礼
」っ
て
な
に
？

Q 3
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即
位
の
礼
は
、
天
皇
が
宮
中
三
殿
に
祀
ら
れ
て
い
る
天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
・
天て
ん
じ
ん神
地ち

ぎ祇
・
歴
代
の
天
皇
な
ど
神
々

に
即
位
の
礼
を
行
う
こ
と
を
告
げ
る
「
賢か
し
こ
ど
こ
ろ所
・
皇こ
う
れ
い
で
ん

霊
殿
・
神
殿
に
期
日
奉
告
の
儀
、
伊
勢
神
宮
・
天
皇

陵
等
に
勅ち
ょ
く
し
は
っ
け
ん

使
発
遣
の
儀
」
で
始
ま
り
、
一
年
を
か
け
て
「
即
位
礼
・
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
後
賢
所
御
神か
ぐ
ら楽
の
儀
」
で

終
わ
る
宮
中
祭
祀
を
中
心
と
し
た
三
〇
以
上
の
儀
式
の
連
続
で
す
。

　

一
九
九
〇
年
に
行
わ
れ
た
「
即
位
の
礼
・
大
嘗
祭
」
の
費
用
は
、

一
二
三
億
円
の
巨
額
に
上
っ
て
い
ま
す
。

　

明
仁
天
皇
の
時
は
、「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」。
ロ
ー
ル
ス
・
ロ

イ
ス
の
オ
ー
プ
ン
カ
ー
パ
レ
ー
ド
「
祝
賀
御
列
の
儀
」。
四
日
間

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
晩
餐
会
「
饗
宴
の
儀
」
の
み
を
国
事
行

為
と
し
て
、
そ
の
他
は
「
皇
室
の
公
的
行
事
」
と
い
う
形
式
で
、

政
教
分
離
違
憲
行
為
に
抵
触
す
る
こ
と
を
巧
妙
に
避
け
よ
う
と
し

ま
し
た
が
、
神
奈
川
「
バ
ン
ザ
イ
違
憲
訴
訟
」
な
ど
政
教
分
離
違

憲
訴
訟
が
各
地
で
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。

　

首
相
・
閣
僚
な
ど
に
よ
る
靖
国
神
社
私
的
参
拝
論
と
同
様
の
ま

や
か
し
論
で
す
。

首相の発声で、高御座の天皇に向かって「万歳」。
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大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
は
、
天
皇
が
即
位
後
、
初
め
て
行
う
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
で
す
。

　

一
一
月
二
三
日
、
今
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
で
「
勤
労
感
謝
の
日
」
と
し
て
休
日
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
戦
前
は
「
新
嘗
祭
」
と
い
う
祭
日
で
し
た
。

　

マ
ス
コ
ミ
報
道
な
ど
に
よ
っ
て
、
毎
年
風
物
詩
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
る
皇
居
内
で
の
天
皇
の
田
植
え
・

稲
刈
り
は
、
実
は
宮
中
祭
祀
や
伊
勢
神
宮
な
ど
に
穫
れ
た
穀
物
を
送
る
た
め
の
神
事
な
の
で
す
。

　

大
嘗
祭
で
は
、
そ
の
た
め
に
だ
け
大
嘗
宮
を
造
営
し
、
悠ゆ

き紀
殿
及
び
主す

き基
殿
に
お
い
て
新
穀
を
皇
祖
及

び
天て
ん
じ
ん神
地ち

ぎ祇
に
供
え
、
自
ら
も
食
し
、
国
家
・
国
民
の
た
め
に
そ
の
安
寧
と
五
穀
豊
穣
な
ど
を
感
謝
し
、

祈
念
す
る
と
い
う
宗
教
儀
式
を
行
い
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…「
大
嘗
祭
」っ
て
な
に
？

Q 4
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そ
の
た
め
、
大
嘗
祭
は
国
事
で
は
な
く
、
皇
室
の
公
的
な
行
事
と
い
う
ま
や
か
し
の
論
が
考
え
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

大
嘗
祭
は
、
皇
室
の
行
事
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
嘗
祭
関
連
直
接
費
用
だ
け
で
も
二
二
億
円
（
う
ち
、

大だ
い
じ
ょ
う
ぐ
う

嘗
宮
造
営
関
係
費
用
約
一
四
億
円
）
と
い
う
膨
大
な
臨
時
費
が
組
ま
れ
ま
し
た
。
大
嘗
宮
は
、
大
嘗

祭
の
た
め
に
だ
け
に
悠
紀
院
・
主
基
院
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
は
黒

木
造
、
掘
立
柱
、
切き
り
づ
ま
づ
く
り
つ
ま
い

妻
造
妻
入
り
で
建
て
ら
れ
、
屋
根
は
青
草
ぶ

き
と
い
う
特
殊
な
建
物
が
、
三
〇
棟
余
り
仮
設
さ
れ
る
祭
場
で
、

一
九
九
〇
年
の
時
は
、
皇
居
東
御
苑
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

折
口
信
夫
に
よ
る
、
新
天
皇
は
大
嘗
宮
に
敷
か
れ
た
神
座
で

衾ふ
す
ま

に
く
る
ま
り
天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
を
迎
え
、
神し
ん
ぜ
ん
き
ょ
う
し
ん

膳
供
進
と
共き
ょ
う
し
ょ
く食

儀ぎ
れ
い礼
を
中
心
と
す
る
祭
祀
を
行
い
、
天
皇
霊
を
身
に
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
天
皇
は
神
に
な
る
と
い
う
「
真ま
ど
こ
お
ぶ
す
ま

床
襲
衾
」
論
が
有
名
で

す
。

　

大
嘗
祭
は
、
現あ
ら
ひ
と
が
み

人
神
を
生
み
出
す
宮
中
祭
祀
の
中
心
的
宗
教
儀

式
で
す
。

大嘗祭は深夜の神事。
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戦
前
、
天
皇
は
「
現あ
ら
ひ
と
が
み

人
神
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。「
天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
」
の
子
孫
で
あ
り
、「
万ば
ん
せ
い
い
っ
け
い

世
一
系
」
の

皇こ
う
と
う統
（
天
皇
の
男
系
系
統
）
を
引
き
継
ぐ
「
神
聖
に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
」
存
在
の
天
皇
は
、「
生

き
て
い
る
神
様
」
と
い
う
わ
け
で
す
。「
お
顔
を
見
て
も
目
が
つ
ぶ
れ
る
」
と
言
わ
れ
、
天
皇
が
外
出

（
行ぎ
ょ
う
こ
う幸
）
の
と
き
沿
道
に
駆
り
出
さ
れ
た
人
々
は
深
く
頭
を
下
げ
、
顔
を
上
げ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
で
す
。

　

戦
前
、
天
皇
、
皇
后
の
写
真
（
御ご
し
ん
え
い

真
影
）
は
各
学
校
に
配
布
さ
れ
、
写
真
と
教
育
勅
語
を
収
め
る
奉ほ
う
あ
ん安

殿で
ん

が
各
学
校
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
児
童
、
生
徒
は
学
校
の
校
門
を
く
ぐ
る
と
奉
安
殿
に
ま
ず
最
敬
礼
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
礼
の
仕
方
が
悪
い
と
「
不
敬
」
と
叱
責
さ
れ
ま
す
。
小
さ
な
子
ど
も
の
と
き
か
ら
、

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…「
現
人
神
」っ
て
な
に
？

Q 5
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天
皇
は
神
様
だ
と
い
う
こ
と
を
頭
に
叩
き
込
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
神
様
で
す
か
ら
そ
の
言
わ
れ
る
こ
と
に

間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
を
す
る
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
の
戦
争
は
聖
戦
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
臣し
ん
み
ん民
は

命
を
惜
し
ま
ず
勇
ま
し
く
死
ぬ
こ
と
こ
そ
が
一
番
の
忠
節
と
信
じ
た
の
で
す
。

　

戦
後
、
一
九
四
五
年
九
月
二
七
日
、
天
皇
は
連
合
国
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元げ
ん
す
い帥
を
訪
問
し
ま
し

た
が
、そ
の
時
の
写
真
が
新
聞
に
出
ま
し
た
。

み
な
仰
天
し
ま
し
た
。
威
張
っ
て
腰
に
手
を

か
け
た
大
男
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
わ
き
に
直

立
不
動
の
姿
勢
を
し
て
い
る
小
男
の
昭
和
天

皇
。
誰
も
が
こ
れ
は
神
様
で
は
な
い
と
思
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

一
九
四
六
年
一
月
一
日
、
昭
和
天
皇
自
身

が
自
分
は
神
様
で
は
な
い
と
「
人
間
宣
言
」

を
発
表
し
ま
し
た
。
で
も
、
も
う
こ
れ
に
驚

く
人
は
誰
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

「これは神様ではない！」
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明
仁
天
皇
の
代
替
わ
り
宗
教
儀
式
に
政
府
や
自
治
体
が
関
与
し
た
の
は
「
政
教
分
離
」「
国
民
主
権
」

の
憲
法
に
違
反
す
る
と
、
全
国
で
い
く
つ
も
の
裁
判
が
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
滋
賀
献け
ん
こ
く穀
祭
違
憲
訴
訟
」
…
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
の
五
年
前
で
す
が
、
滋
賀
県
の
献
穀
祭
（
新
嘗
祭
献
納
の
米
粟

収
穫
神
事
）
に
「
公
費
支
出
」
の
違
憲
判
断
と
公
費
返
還
を
求
め
た
住
民
訴
訟
。
大
阪
高
裁
判
決
「
返
還

要
求
は
棄
却
だ
が
公
費
支
出
は
憲
法
二
〇
条
三
項
に
違
反
す
る
」
と
実
質
勝
訴
し
て
い
ま
す
。

　

大
嘗
祭
に
関
わ
る
訴
訟
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

①
「
大
分
抜ぬ
き
ほ穂
の
儀
違
憲
訴
訟
」
…
「
主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
」
に
県
知
事
が
出
席
し
た
こ
と
の
違
憲
性

な
ど
を
問
う
住
民
訴
訟
。

…
…

即
位
礼
・
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟
っ
て
な
に
？

Q 6
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②
「
大
嘗
祭
鹿
児
島
訴
訟
」
…
県
知
事
の
大
嘗
祭
出
席
の
違
憲
性
と
費
用
の
返
還
を
求
め
た
住
民
訴
訟
。

③
「
大
阪
即
位
礼
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟
」
…
宗
教
儀
式
に
国
が
関
与
し
た
こ
と
の
違
憲
判
断
と
公
費
返
還
、

賠
償
を
求
め
た
国
賠
訴
訟
。
全
国
一
七
〇
〇
人
の
住
民
が
大
阪
で
提
訴
。

④
「
神
奈
川
バ
ン
ザ
イ
訴
訟
」
…
主
権
者
県
民
の
代
表
で
あ
る
県
知
事
が
即
位
礼
大
嘗
祭
に
参
列
、「
一
・
三

ⅿ
も
下
位
か
ら
天
皇
を
仰
ぎ
見
て
バ
ン
ザ
イ
を
叫
ん
だ
」
こ
と
な
ど
の
違
憲
性
を
問
う
住
民
訴
訟
。

⑤
「
東
京
即
位
礼
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟
」
…
都
知
事
の
宗
教
儀
式
参
列
、
都
主
催
奉
祝
式
典
、
献
上
品
、

植
樹
、
花
電
車
な
ど
五
一
二
〇
万
円
支
出
の
返
還
と
違

憲
性
を
問
う
住
民
訴
訟
。

　

①
②
④
⑤
の
訴
訟
に
対
す
る
最
高
裁
判
断
は
「
儀
式
の
宗

教
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
歴
史
的
伝
統
文
化
で
あ
り
、
祝

意
を
表
す
の
は
社
会
儀
礼
」
と
し
て
、
い
ず
れ
も
違
憲
か
ど

う
か
の
憲
法
判
断
を
避
け
て
い
ま
す
。

　

③
の
訴
訟
は
、
大
阪
高
裁
判
決
で
「
国
の
関
与
は
政
教
分

離
規
定
と
国
民
主
権
の
憲
法
に
違
反
す
る
疑
い
が
否
定
で
き

な
い
」
と
認
め
一
部
勝
訴
し
ま
し
た
。

大分県知事の儀式出席に抗議する市民。



16

　

昔
は
、
穀
物
の
収
穫
管
理
が
支
配
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
し
た
か
ら
、
宮
中
の
収
穫
神
事
に
つ
い
て

は
日
本
書
紀
な
ど
に
多
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
も
、
天
皇
は
新
嘗
祭
（
一
一
月
二
三
日
）
で
新
穀
（
米
・
粟あ
わ

な
ど
）
の
初
穂
を
神
に
捧
げ
る
神
事

を
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
し
、
宮
中
へ
の
新
穀
献
納
を
栄
誉
と
し
て
、
収
穫
神
事
（
抜ぬ
き
ほ穂
の
儀
、
献け
ん
こ
く穀
祭
な

ど
）
を
大
々
的
に
行
い
続
け
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
は
新
天
皇
と
な
る
〝
人
〞
が
天
照
大
神
と
寝
食
を
共
に
し
て
神
霊
を
受
継
ぎ
〝
天
皇
〞
と
な

る
「
天
皇
を
神
と
し
て
い
た
時
代
の
」
重
要
神
事
で
す
。
儀
式
で
使
う
米
（
神
酒
と
飯
米
用
）
を
耕
作
す

る
特
別
な
二
つ
の
斎さ
い
で
ん田
が
、
悠ゆ

き紀
田
と
主す

基き

田
で
、
飛
鳥
時
代
頃
か
ら
、
朝
廷
の
支
配
地
域
の
広
さ
を
誇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

悠
紀
田
、
主
基
田
っ
て
な
に
？

Q 7
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示
す
る
た
め
に
東
西
の
二
地
方
の
田
か
ら
新
穀
を
供
出
さ
せ
た
よ
う
で
す
。
二
つ
の
地
方
は
、
大
嘗
祭
の

年
の
二
月
に
宮
中
前
庭
で
甲こ
う
ら羅
を
焼
く
亀き
ぼ
く卜
神
事
で
決
め
ま
す
。
明
治
以
降
は
、悠
紀
地
方
と
し
て
静
岡
・

長
野
・
新
潟
な
ど
を
含
め
東
日
本
八
県
か
ら
悠
紀
斎

田
、
主
基
地
方
と
し
て
西
日
本
二
九
府
県
か
ら
主
基
斎

田
が
、決
め
ら
れ
ま
し
た
。
各
斎
田
で
は「
大
祓
い
」「
斎

田
抜
穂
の
儀
」
な
ど
数
々
の
神
道
儀
式
を
行
っ
て
収
穫

献
納
し
ま
す
。
た
だ
し
、
現
行
の
悠
紀
・
主
基
斎
田
で

の
献
穀
祭
な
ど
諸
儀
式
の
形
は
、
皇
室
神
道
の
権
威
を

強
め
る
た
め
に
、
一
八
八
九
年
旧
皇こ
う
し
つ
て
ん
ぱ
ん

室
典
範
の
裁
定
か

ら
一
九
〇
九
年
の
旧
登と
う
き
ょ
く
れ
い

極
令
公
布
ま
で
の
明
治
時
代

後
半
二
〇
年
間
に
決
め
ら
れ
た
形
式
で
す
。
つ
ま
り
、

せ
い
ぜ
い
一
二
〇
年
前
に
決
め
た
形
式
で
、
古
来
か
ら

連
綿
と
続
く
歴
史
的
伝
統
文
化
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

献穀祭の儀式も明治以降に作られたもの。
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「
三さ
ん
し
ゅ種
の
神じ
ん
き器
」
と
は
、
歴
代
天
皇
が
皇
位
の
印
と
し
て
継
承
し
て
来
た
と
言
わ
れ
て
い
る
神
話
に
基

づ
く
、
鏡
（
八や
た
の
か
が
み

咫
鏡
）、
剣
（
草く
さ
な
ぎ
の
つ
る
ぎ

薙
剣
）、
玉
（
八や
さ
か
に
の
ま
が
た
ま

坂
瓊
勾
玉
）
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
「
古

事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
を
起
源
と
し
て
い
ま
す
。

皇こ
う
し
つ
て
ん
ぱ
ん

室
典
範
（
一
九
四
七
年
法
律
三
号
）
で
は
、
天
皇
が
死
去
し
た
場
合
、「
皇こ
う
し嗣
（
皇
位
継
承
者
）
が
、

直
ち
に
即
位
す
る
」（
四
条
）
と
だ
け
規
定
し
て
い
ま
す
が
、
旧
皇
室
典
範
（
一
八
八
九
年
制
定
）
で
は
、

「
天
皇
崩
ず
る
と
き
は
、皇
嗣
即
ち
践せ
ん
そ祚
し
祖
宗
の
神
器
を
承
く
」（
一
〇
条
）
と
し
て
い
ま
し
た
。「
践
祚
」

と
は
、
皇
嗣
が
天
皇
の
地
位
に
つ
く
こ
と
。
皇
位
継
承
、
で
す
。

　

昭
和
天
皇
が
死
去
し
た
一
九
八
九
年
一
月
七
日
の
直
後
、
皇
太
子
明
仁
は
天
皇
に
即
位
し
、
皇
居
「
松

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
三
種
の
神
器
」っ
て
な
に
？

Q 8
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の
間
」
で
国
の
儀
式
と
し
て
「
剣け
ん
じ
と
う
し
ょ
う
け
い

璽
等
承
継
の
儀
」
を
行
い
、三
種
の
神
器
、御ぎ
ょ
じ璽
（
天
皇
の
印
）、国こ
く
じ璽
（
日

本
国
の
印
）
等
を
承
継
し
ま
し
た
。

　

戦
後
廃
止
さ
れ
た
登と
う
き
ょ
く
れ
い

極
令
（
一
九
〇
九
年
皇
室
令
第
一
号
）
で
は
、
三
種
の
神
器
の
う
ち
、
剣
や
璽

が
新
天
皇
の
下
に
自
ら
動
く
と
い
う
考
え
か
ら
「
剣け
ん
じ
と
ぎ
ょ

璽
渡
御
の
儀
」
と
呼
ば
れ
、
国
璽
と
御
璽
と
共
に

天皇の後の箱に「草薙剣」が入っている。

侍
従
長
が
新
天
皇
の
前
の
机
に
置
き
ま

し
た
が
、
天
皇
の
皇
室
祭
祀
権
を
世
襲

す
る
行
為
を
、
国
事
行
為
と
し
て
挙
行

し
た
こ
と
は
、
現
日
本
国
憲
法
の
象
徴

性
を
越
権
し
て
お
り
、
ま
た
明
白
な

政
教
分
離
違
反
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。
天

皇
が
一
泊
以
上
の
旅
行
の
時
、
侍
従
が

剣
と
勾
玉
を
捧
げ
持
ち
随
行
す
る
こ
と

を
「
剣け
ん
じ
ど
う
ざ

璽
動
座
」
と
言
い
、
天
皇
の
伊

勢
神
宮
参
拝
等
で
今
も
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
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宮き
ゅ
う
ち
ゅ
う
さ
い
し

中
祭
祀
と
は
、
皇
居
の
中
に
あ
る
宮
中
三
殿
で
行
わ
れ
る
様
々
な
祭
り
を
中
心
と
し
た
祭
祀
の
こ

と
で
、
皇
室
神
道
行
事
を
指
し
て
い
ま
す
。
天
皇
は
皇
室
祭
祀
の
最
高
祭
司
で
す
。
宮
中
三
殿
と
は
、

皇こ
う
そ
し
ん

祖
神
・
天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
を
祀ま
つ

る
賢か
し
こ
ど
こ
ろ所
、
歴
代
天
皇
の
祖
霊
を
祀
る
皇こ
う
れ
い
で
ん

霊
殿
、
天て
ん
じ
ん神
地ち

ぎ祇
、
八や
お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
々

を
祀
る
神
殿
の
三
つ
で
す
。
皇
室
祭
祀
は
大
祭
と
小
祭
に
分
け
ら
れ
、
大
祭
は
天
皇
自
ら
が
祭
主
と
し
て

執
り
行
い
ま
す
。
大
祭
は
、
紀
元
節
祭
や
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
な
ど
一
三
の
祭
祀
が
あ
り
、
新
天
皇
が
即
位
し
た
後
の

新
嘗
祭
が
、
大
嘗
祭
と
な
り
、
天
皇
一
世
一
代
の
大
祭
と
な
り
ま
す
。

　

敗
戦
ま
で
は
宮
中
祭
祀
は
国
の
祭
祀
で
し
た
。
一
八
七
一
年
の
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
「
神
社
は
国
家

の
祭
祀
」
と
さ
れ
、
宮
中
祭
祀
も
一
九
〇
八
年
に
皇
室
令
の
一
つ
「
皇
室
祭
祀
令
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

宮
中
祭
祀
っ
て
な
に
？

Q 9
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ま
し
た
。
敗
戦
後
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
国
家
神
道
は

解
体
さ
れ
、「
神
道
指
令
」
に
よ
っ
て
国
家
の
祭
祀

で
あ
っ
た
神
社
は
「
宗
教
法
人
神
社
本
庁
」
に
位
置

づ
け
を
変
え
ま
し
た
。
宮
中
祭
祀
は
、
宮
内
省
か
ら

宮
内
庁
へ
と
移
行
さ
れ
、
国
政
か
ら
切
り
離
さ
れ
て

い
た
旧
皇こ
う
し
つ
て
ん
ぱ
ん

室
典
範
も
廃
止
さ
れ
、
現
在
の
全
面
改
定

さ
れ
た
皇
室
典
範
は
一
般
法
と
な
り
、
皇
室
祭
祀
令

も
廃
止
。
と
こ
ろ
が
宮
内
庁
は
内
部
通
牒
を
出
し
、

「
新
た
に
明
文
の
規
定
が
な
く
な
っ
た
事
項
に
つ
い

て
は
、
旧
皇
室
令
に
準
じ
て
実
施
す
る
こ
と
」
と
し

て
、
依
然
と
し
て
旧
皇
室
令
に
基
づ
い
た
宮
中
祭
祀

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
の
宮
中
祭
祀
は
、「
天

皇
家
の
祭
祀
」
の
位
置
づ
け
と
な
り
な
が
ら
も
、
そ

の
費
用
は
皇
室
経
費
の
内
廷
費
（
天
皇
及
び
内
廷
皇

族
の
生
活
費
）
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

新嘗祭の儀式。
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明
治
維
新
は
日
本
を
近
代
的
統
一
国
家
に
変
え
ま
し
た
が
、
政
治
的
に
は
「
王
政
復
古
」
で
し
た
。
徳

川
家
を
倒
し
て
も
、
そ
れ
に
代
わ
る
力
を
独
り
で
持
つ
大
名
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
財
力
も
武
力
も
な
い

が
、「
宗
教
的
権
威
」
は
あ
っ
た
天
皇
を
、
担
ぎ
上
げ
た
の
で
す
。

　
「
官
軍
」
は
「
天
子
様
（
天
皇
）」
を
宣
伝
し
な
が
ら
維
新
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
、
観
光
の
名
所
と
し
て
民
衆
に
人
気
が
高
か
っ
た
皇
室
の
祖
神
・
天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
を
祀
る
伊
勢

神
宮
を
頂
点
に
、
全
国
の
神
社
を
再
編
成
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
神
仏
混
交
で
仲
の
良
か
っ
た
寺
も
攻
撃

（
廃は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

仏
毀
釈
）、
世
の
変
化
に
喜
び
顔
を
出
し
た
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
を
捕
ま
え
大
弾
圧
し
ま
し
た
。
こ
の
時

政
府
の
考
え
は
神
道
を
国
教
に
す
る
こ
と
で
し
た
。し
か
し
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
が
欧
米
の
大
非
難
を
浴
び
、

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

国
家
神
道
っ
て
な
に
？

Q 10
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制
限
付
き
で
す
が
信
仰
の
自
由
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
国
教
化
は
挫
折
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
政
府
は
神
道
は
宗
教
で
は
な
く
、「
祭
祀
」
で
あ
る
と
詭
弁
を
作
り
出
し
、
神
社
神
道
と
皇
室

神
道
を
結
合
さ
せ
て
国
家
神
道
を
作
り
、
宗
教
以
上
の
超
越
的

な
「
国
民
道
徳
」
と
し
て
国
民
に
こ
れ
を
守
る
こ
と
を
命
じ
ま

し
た
。
教
育
勅
語
は
そ
の
基
本
教
典
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。

戦
前
の
日
本
、
大
日
本
帝
国
は
「
祭
政
一
致
」
の
国
で
し
た
。

　

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
入
り
、
時
勢
が
厳
し
く
な
る
と
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ど
に
も
神
社
参
拝
や
宮き
ゅ
う
じ
ょ
う
よ
う
は
い

城
遙
拝
を
強
要
す

る
な
ど
、
国
家
神
道
は
猛
威
を
振
る
い
、
信
仰
の
自
由
な
ど
消

し
飛
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　

国
家
神
道
は
敗
戦
後
占
領
軍
の
指
令
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら

れ
、「
神
々
」
は
み
な
宗
教
に
な
り
、
伊
勢
神
宮
、
靖
国
神
社

も
一
宗
教
に
な
り
、
日
本
は
政
教
分
離
の
国
に
な
っ
た
の
で

す
。

戦中の小学生、神社で「宮城遥拝」。
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戊ぼ
し
ん辰
戦
争
で
死
ん
だ
「
官
軍
」
の
死
者
を
祀ま
つ

る
た
め
に
、
明
治
天
皇
の
命
令
で
創
建
さ
れ
た
東
京

招し
ょ
う
こ
ん魂
社し
ゃ

が
、
一
八
七
九
年
に
改
称
さ
れ
た
の
が
靖
国
神
社
で
す
。
靖
国
神
社
は
天
皇
の
た
め
に
「
命
を

捧
げ
た
」
人
び
と
を
、「
英
霊
」
と
し
て
祀ま
つ

る
神
社
と
し
て
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
「
天
皇
の
軍
隊
」
の
死
者
は
合ご
う
し祀
さ
れ
続
け
、
現
在
で
は
二
四
六
万
人
以
上
が
靖
国
神
社
に
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
天
皇
の
た
め
に
戦
っ
て
死
ん
だ
人
間
だ
け
が
対
象
な
の
で
、「
戦
闘
に
協
力

し
た
」
と
認
め
ら
れ
た
人
以
外
の
一
般
戦
災
死
没
者
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

戦
前
、
靖
国
神
社
は
国
家
神
道
の
中
心
施
設
で
し
た
。
合
祀
は
天
皇
の
勅ち
ょ
っ
き
ょ許
に
よ
る
と
さ
れ
、
ま
た

例れ
い
た
い
さ
い

大
祭
な
ど
へ
の
天
皇
・
皇
后
、
皇
族
の
参
拝
や
代
拝
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
天
皇
の
「
臣

…
…
…

天
皇
と
靖
国
神
社
の
関
係
っ
て
な
に
？

Q 11
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下
」
を
祀
る
神
社
と
し
て
は
異
例
の
待
遇
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
戦
後
は
、
一
宗
教
法
人
と
い
う
建
前
で

す
が
、
実
際
に
は
戦
没
者
名
簿
の
提
供
な
ど
国
の
協
力
は
続
き
、
靖
国
神
社
に
よ
る
天
皇
へ
の
祭
神
名
簿

の
「
奏そ
う
じ
ょ
う上
」
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
戦
後
、
昭
和
天
皇
は
八
回
靖
国
神
社
を
参
拝
し

て
い
ま
す
が
、
一
九
七
五
年
を
最
後
に
天
皇
自
身
の
参
拝

は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
〇
〇
六
年
に
「
発
見
」
さ
れ
た
「
富

田
（
元
宮
内
庁
長
官
）
メ
モ
」
に
よ
れ
ば
、
Ａ
級
戦
犯
合

祀
を
「
昭
和
天
皇
が
不
快
に
思
っ
た
」
か
ら
と
の
こ
と
で

す
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
を
受
け
容
れ
る
こ

と
で
延
命
し
た
天
皇
が
、
Ａ
級
戦
犯
を
「
慰
霊
」
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
現
在
も
春
と
秋
の
例
大
祭
に
は
天
皇
の
勅ち
ょ
く
し使

が
「
賜た
ま
わ

り
物
」
を
も
っ
て
参さ
ん
こ
う向
し
て
い
る
こ
と
に
、
靖

国
が
天
皇
に
と
っ
て
特
別
な
神
社
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

靖国神社には天皇の勅使が参向している。
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よ
く
米
国
の
ア
ー
リ
ン
ト
ン
国
立
墓
地
等
を
例
に
出
し
て
「
戦
死
し
た
兵
士
の
慰
霊
は
万
国
共
通
に
見

ら
れ
る
普
遍
的
な
も
の
」
等
と
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
正
確
に
は
英
語
のM

em
orial

の
訳
語
は
「
亡

く
な
っ
た
方
を
思
い
出
し
記
憶
す
る
こ
と
」
で
「
追
悼
」
が
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て

「
慰
霊
」
は
、
生
き
て
い
る
者
が
死
者
の
霊
を
慰
め
る
こ
と
、
英
訳
す
る
とcom

fort the spirit of the 

dead

で
、ず
い
ぶ
ん
意
味
が
変
わ
り
ま
す
。
神
道
的
な
宗
教
観
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
神
道
用
語
と
言
っ

て
も
よ
い
も
の
で
す
。
し
か
も
、
古
来
の
神
道
に
お
け
る
「
慰
霊
」
は
、
死
者
の
霊
を
供
養
に
よ
っ
て
鎮

め
る
と
い
う
「
鎮
魂
」
の
意
味
を
表
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
明
治
以
降
新
た
に
靖
国
神
社
や
護
国
神
社

に
お
い
て
創
り
出
さ
れ
た
「
慰
霊
」
の
言
葉
に
は
、
幕
末
維
新
の
政
争
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
国
事
殉
難
者

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…「
慰
霊
」っ
て
な
に
？

Q 12
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（
戦
死
者
）
の
「
招し
ょ
う
こ
ん魂
」
思
想
が
新
た
に
込
め
ら
れ
、
具
体
的
に
は
「
天
皇
の
た
め
に
命
を
さ
さ
げ
た
戦

没
者
を
神
と
し
て
祀
り
顕け
ん
し
ょ
う彰
（
褒
め
称
え
る
）
す
る
」
と
い
う
意
味
も
込
め
ら
れ
、
招
魂
さ
れ
た
戦
没

者
が
「
英
霊
」
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
、
と
い
う
靖
国
的
参
拝
を
表
す
宗
教
的
意
味
を
も
併
せ
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
遊
就
館
の
展
示
で
は「
慰
霊
」をM
em
orial

と
英
訳
し
て
い
ま
す
が
、万
国
共
通
の「
追

悼
」の
概
念
で
は
な
く
、政
教
分
離
原
則
に
基
づ
け
ば
、国
や
地
方
自
治
体
の
行
事
や
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で「
慰

霊
」
の
言
葉
を
使
う
の
は
ふ
さ
わ
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
政
府
主
催
の
「
全
国
戦
没
者

追
悼
式
」
で
、
一
九
七
五
年
に
中
央
の
標

柱
を「
全
国
戦
没
者
追
悼
之
標
」か
ら「
全

国
戦
没
者
之
霊
」
に
変
更
し
ま
し
た
。
こ

れ
も
靖
国
思
想
を
念
頭
に
入
れ
た
神
道
的

な
「
慰
霊
」
を
表
現
し
て
い
る
言
葉
で
あ

り
、
政
教
分
離
原
則
違
反
と
言
え
ま
す
。

「慰霊」というのは宗教的な行為。
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元
号
を
改
め
る
こ
と
を
改
元
と
言
い
ま
す
。

　

元
号
と
は
、
古
代
中
国
で
行
わ
れ
た
年
月
日
の
表
示
に
支
配
者
の
名
を
冠
し
て
人
民
に
使
用
を
強
制
し

た
制
度
か
ら
始
ま
り
、
周
辺
諸
国
が
真ま

ね似
て
広
が
っ
た
制
度
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
権
力
者
が
領
土
を
支

配
し
、
人
民
を
支
配
し
、
時
間
を
支
配
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
人
民
は
元
号
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

権
力
者
に
服
従
の
意
を
表
す
制
度
と
言
え
ま
す
。

　

日
本
で
は
大
化
の
改
新
よ
り
始
ま
り
、
古
く
は
天
皇
の
代
替
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
災
害
が
起
き
た
時

な
ど
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
天
皇
一
代
に
一
元
号
と
な
り
、
天
皇
が
時
間
を

支
配
す
る
と
い
う
形
と
な
り
ま
し
た
。
戦
後
、こ
の
こ
と
を
決
め
た
旧
皇こ
う
し
つ
て
ん
ぱ
ん

室
典
範
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…「
改
元
」っ
て
な
に
？

Q 13
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一
九
七
九
年
元
号
法
に
よ
り
法
制
化

さ
れ
ま
し
た
。

　

１
．
元
号
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　

２
．
元
号
は
、
皇
位
の
継
承
が
あ

つ
た
場
合
に
限
り
改
め
る
。

　

こ
の
法
案
が
提
出
さ
れ
た
国
会
に

お
い
て
、「
自
分
は
西
暦
で
い
き
た

い
と
い
う
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今

日
ま
で
と
同
様
に
、
併
用
で
、
自
由

な
立
場
で
届
け
出
を
願
っ
て
も
こ
れ

を
受
理
す
る
。」
と
い
う
答
弁
が
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
卒
業

証
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、
西
暦
を
希

望
す
れ
ば
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

「新元号」を発表する小渕官房長官。
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天
皇
の
「
ご
公
務
」
と
は
、憲
法
に
定
め
ら
れ
た
「
国
事
行
為
」
以
外
の
、「
公
的
行
為
」
の
こ
と
で
す
。

内
閣
総
理
大
臣
及
び
最
高
裁
判
所
長
官
の
親
任
式
、
外
国
特
命
全
権
大
使
の
信
任
状
捧ほ
う
て
い呈
式
、
勲
章
親し
ん
じ
ゅ授

式
な
ど
の
宮
殿
で
行
わ
れ
る
儀
式
の
他
、
拝
謁
、
会
見
、
茶
会
、
天
皇
皇
后
主
催
の
様
々
な
行
事
が
、
宮

殿
な
ど
に
お
い
て
年
間
二
〇
〇
件
以
上
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

外
国
に
派
遣
さ
れ
る
大
使
夫
妻
に
も
、
赴
任
前
と
帰
国
後
に
会
見
。
国
際
親
善
を
目
的
と
し
た
国
賓
の

た
め
の
公
式
晩ば
ん
さ
ん餐
や
外
国
要
人
、
在
京
外
国
大
使
の
引
見
、
午
餐
、
外
国
元
首
と
の
親
書
・
親
電
の
交
換
。

国
民
体
育
大
会
や
植
樹
祭
な
ど
の
日
本
国
内
の
「
お
出
ま
し
（
行ぎ
ょ
う
こ
う幸
）」、
外
国
訪
問
。
皇
太
子
・
同
妃

は
じ
め
皇
族
も
、
各
種
大
会
に
出
席
し
、
皇
室
の
「
ご
公
務
」
の
一
端
を
担
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
の
「
象

…
…
…
…
…
…
…
…
…

天
皇
の「
ご
公
務
」っ
て
な
に
？

Q 14
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徴
天
皇
制
」
の
も
と
で
、天
皇
の
「
公
的
行
為
」
が
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。

　

憲
法
第
四
条
第
一
項
に
は
、「
天
皇
は
、
日
本
国
憲

法
の
定
め
る
国
事
行
為
の
み
を
行
な
い
、
国
政
に
関
す

る
権
能
を
有
し
な
い
。」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
公
的

行
為
」
が
「
違
憲
行
為
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。

　
「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」

の
会
合
で
は
、
天
皇
の
「
公
的
行
為
」
は
、
そ
の
時
々

の
天
皇
が
、「
自
ら
の
考
え
で
、
程
度
、
内
容
な
ど
を

決
め
て
い
け
ば
よ
い
。
…
…
」
と
あ
り
、
明
ら
か
な
違

憲
行
為
で
あ
る
「
公
的
行
為
」
の
拡
大
を
追
認
す
る
ば

か
り
か
、
そ
の
内
容
も
天
皇
自
身
が
決
め
て
よ
い
と
の

見
解
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、「
代
替
わ
り
」
に
よ
っ

て
天
皇
制
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
う
の
か
、
一
層

の
課
題
認
識
が
必
要
で
す
。

国会開会式での「おことば」も国事行為ではない。
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憲
法
第
二
条
で
「
皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
つ
て
、
国
会
の
議
決
し
た
皇こ
う
し
つ
て
ん
ぱ
ん

室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
「
皇
室
典
範
」
の
第
一
条
に
は
「
皇
位
は
、
皇こ
う
と
う統
に
属
す

る
男
系
の
男
子
が
、
こ
れ
を
継
承
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
女
性
は
天
皇
に
な
れ
な
い
の
で
す
。
い
わ
ゆ

る
「
女
性
天
皇
問
題
」
と
は
、
こ
の
規
定
が
引
き
起
こ
す
状
況
お
よ
び
、
そ
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
提
起

さ
れ
る
諸
課
題
の
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、「
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
」
が
い
な
く
な
る
と
い
う
状
況
と
そ
の
対
策
問
題
で
す
。

現
在
、
皇
位
継
承
者
は
四
人
。
第
一
継
承
者
は
現
皇
太
子
で
、
次
に
そ
の
弟
、
三
番
目
に
そ
の
息
子
（
天

皇
の
孫
）、
そ
し
て
現
天
皇
の
弟
で
す
が
、
彼
は
年
齢
的
に
対
象
外
だ
し
、
皇
太
子
の
弟
も
皇
太
子
と
同

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…「
女
性
天
皇
問
題
」っ
て
な
に
？

Q 15
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年
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
皇
太
子
の
次
の
世
代
は
実
質
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
女
性
皇
族
は
結
婚
し
た
ら
皇
族
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
皇
族
の
数
も
減
っ
て
い
く
ば

か
り
で
す
。
こ
う
い
っ
た
「
お
家
断
絶
の
危
機
」
的
状
況
は
、

近
代
天
皇
制
が
始
ま
っ
て
以
来
、常
に
心
配
の
種
と
し
て
あ
り
、

そ
の
対
策
と
し
て
、
何
度
も
女
性
天
皇
容
認
論
が
浮
上
し
て
き

ま
し
た
。
戦
前
は
認
め
ら
れ
て
い
た
側そ
く
し
つ室
も
、
戦
後
は
否
定
さ

れ
「
危
機
」
は
増
幅
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
天
皇
は
伝
統
に
則
っ
て
男
系
男
子
で

継
承
す
べ
き
派
と
、
女
性
・
女
系
天
皇
容
認
で
安
定
を
図
る
べ

き
派
に
よ
る
論
争
が
続
い
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
男
系
男
子
規

定
は
女
性
差
別
で
あ
る
と
い
う
女
性
天
皇
容
認
論
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
で
残
す
べ
き
制
度
で
し
ょ
う
か
。
考

え
る
価
値
は
十
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

女性皇族（秋篠宮眞子）の「公務」？
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元
日
、
憲
法
記
念
日
な
ど
、
い
く
つ
か
の
国
民
の
祝
日
の
意
味
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
わ
か
る
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
一
九
四
八
年
「
自
由
と
平
和
を
求
め
て
や
ま
な
い
日
本
国
民
は
、
美
し
い
風
習
を
育
て
つ

つ
、
よ
り
良
き
社
会
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
感
謝
し
、
又
は
記
念
す
る
日
を
定
め
る
」
と
し
て
制
定
さ
れ

た
国
民
の
祝
日
が
、
実
は
大
日
本
帝
国
憲
法
時
代
の
祝
祭
日
の
名
称
変
更
、
意
義
付
け
な
ど
焼
き
直
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

戦
前
は
、
皇
室
祭
祀
と
国
の
祝
祭
日
が
結
び
つ
き
、
天
皇
と
皇
室
祭
祀
の
権
威
を
国
民
意
識
に
刷
り
こ

む
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
教
育
現
場
な
ど
で
機
能
し
て
い
ま
し
た
。

元
日
（
四し
ほ
う
は
い

方
拝
・
歳さ
い
た
ん
さ
い

旦
祭
）、
建
国
記
念
の
日
（
紀
元
節
）、
春
分
の
日
（
春し
ゅ
ん
き
こ
う
れ
い
さ
い

季
皇
霊
祭
）、
秋
分
の
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…「
祝
日
」っ
て
な
に
？

Q 16
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（
秋し
ゅ
う
き
こ
う
れ
い
さ
い

季
皇
霊
祭
）、
勤
労
感
謝
の
日
（
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
）、
天

皇
誕
生
日
（
天て
ん
ち
ょ
う
せ
つ

長
節
）、
昭
和
の
日
（
＝
昭
和
天
皇

誕
生
日
）、文
化
の
日（
明
治
節
＝
明
治
天
皇
誕
生
日
）

等
々
、
天
皇
や
皇
室
祭
祀
に
関
す
る
祝
日
の
多
さ
が

わ
か
り
ま
す
。﹇
次
ペ
ー
ジ
﹈

　

一
九
五
一
年
三
月
の
吉
田
茂
首
相
の
「
独
立
後
は

紀
元
節
を
復
活
し
た
い
」
発
言
か
ら
、
神
社
本
庁
な

ど
が
音
頭
を
と
り
、
紀
元
節
復
活
の
運
動
が
活
発
化

し
、「
建
国
記
念
の
日
」
は
、
一
九
六
六
年
六
月
成

立
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
反
対
派
は
一
九
六
七
年
の

「
建
国
記
念
の
日
」
か
ら
紀
元
節
復
活
反
対
集
会
を

継
続
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
祝
日
で
は
な
く
「
休
日
」
と
言
い
慣

ら
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

戦前の小学校では「祭日」に式典がおこなわれた。
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「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
下
（
戦
前
）
の

「
祝
祭
日
」　

趣
旨
と
変
遷

｢

日
本
国
憲
法
」
下
（
戦
後
）
の

「
祝
日
」　

趣
旨
と
変
遷

1
月
1
日

四
方
拝
（
祝
）
天
皇
が
早
朝
に
、
天
地
四
方
を
拝
す

る
。
法
令
で
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い
、

年
初
の
慣
習
に
よ
る

元
旦

年
の
は
じ
め
を
祝
う

1
月
第
2
月
曜
日

成
人
の
日

お
と
な
に
な
つ
た
こ
と
を
自
覚
し
、

み
ず
か
ら
生
き
抜
こ
う
と
す
る
青
年

を
祝
い
は
げ
ま
す

＊
か
つ
て
の
元
服
の
儀
が
行
わ
れ

た
と
い
う
日
。
1
月
15
日
に
制
定
、

２
０
０
０
年
か
ら
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン

デ
ー

2
月
11
日

紀
元
節
（
祝
）
日
本
書
紀
の
神
武
天
皇
即
位
日
（
と

さ
れ
る
日
）

建
国
記
念
の
日
建
国
を
し
の
び
、
国
を
愛
す
る
心
を

養
う

3
月
20
日
ま
た
は

21
日

春
季
皇
霊
祭

（
祭
）

春
分
の
日
に
皇
室
が
歴
代
天
皇
・
皇

后
・
皇
族
な
ど
皇
祖
の
神
霊
を
祀
る

儀
式

春
分
の
日

自
然
を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し
む

＊
春
季
皇
霊
祭
か
ら
続
く
も
の

4
月
29
日

天
長
節
（
祝
）
天
皇
（
昭
和
）
誕
生
日

昭
和
の
日

（
旧
「
天
皇
誕

生
日
」・「
み
ど

り
の
日
」）

激
動
の
日
々
を
経
て
、
復
興
を
遂
げ

た
昭
和
の
時
代
を
顧
み
、
国
の
将
来

に
思
い
を
い
た
す

＊
「
天
皇
誕
生
日
（
昭
和
）」、「
み
ど

り
の
日
」
か
ら
変
更

5
月
3
日

憲
法
記
念
日

日
本
国
憲
法
の
施
行
を
記
念
し
、
国

の
成
長
を
期
す
る

5
月
4
日

み
ど
り
の
日

自
然
に
親
し
む
と
と
も
に
そ
の
恩
恵

に
感
謝
し
、
豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
む

＊
「
天
皇
誕
生
日
（
昭
和
）」
を
変
更

し
た
が
、「
昭
和
の
日
」
制
定
で
日
付

を
変
更
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5
月
5
日

こ
ど
も
の
日

こ
ど
も
の
人
格
を
重
ん
じ
、
こ
ど
も

の
幸
福
を
は
か
る
と
と
も
に
、
母
に

感
謝
す
る

7
月
第
3
月
曜
日

海
の
日

海
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

海
洋
国
日
本
の
繁
栄
を
願
う

＊
明
治
天
皇
が
東
北
・
北
海
道「
巡
行
」

を
終
え
横
浜
港
に
到
着
し
た
日
と
さ

れ
る
7
月
20
日
に
制
定
、
２
０
０
３

年
か
ら
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー

8
月
11
日

山
の
日

山
に
親
し
む
機
会
を
得
て
、
山
の
恩

恵
に
感
謝
す
る

9
月
第
3
月
曜
日

敬
老
の
日

多
年
に
わ
た
り
社
会
に
つ
く
し
て
き

た
老
人
を
敬
愛
し
、
長
寿
を
祝
う

＊
9
月
15
日
の
「
と
し
よ
り
の
日
」

か
ら
始
ま
り
「
祝
日
」
化
さ
れ
る
。

２
０
０
４
年
か
ら
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー

9
月
23
日

秋
季
皇
霊
祭

（
祭
）

秋
季
に
行
わ
れ
る
皇
霊
祭

秋
分
の
日

祖
先
を
う
や
ま
い
、な
く
な
つ
た
人
々

を
し
の
ぶ

＊
秋
季
皇
霊
祭
か
ら
続
く
も
の

10
月
第
2
月
曜
日

体
育
の
日

ス
ポ
ー
ツ
に
し
た
し
み
、
健
康
な
心

身
を
つ
ち
か
う

＊
１
９
６
４
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催
日
を
記
念
し
10
月
10
日
に
制

定
、
２
０
０
０
年
か
ら
ハ
ッ
ピ
ー
マ

ン
デ
ー

11
月
3
日

天
長
節
（
祝
）
明
治
天
皇
誕
生
日
↓
明
治
節

文
化
の
日

自
由
と
平
和
を
愛
し
、
文
化
を
す
す

め
る

11
月
23
日

新
嘗
祭
（
祭
）
天
皇
が
新
穀
を
天
神
地
祇
に
勧
め
て

神
を
祭
り
、
自
ら
も
食
す

勤
労
感
謝
の
日
勤
労
を
た
つ
と
び
、
生
産
を
祝
い
、

国
民
た
が
い
に
感
謝
し
あ
う

12
月
23
日

天
皇
誕
生
日

天
皇
の
誕
生
日
を
祝
う
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（
一
九
四
六
年
一
一
月
三
日
）

　

日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表

者
を
通
じ
て
行
動
し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
、

諸
国
民
と
の
協
和
に
よ
る
成
果
と
、
わ
が
国
全
土
に
わ
た
つ

て
自
由
の
も
た
ら
す
恵
沢
を
確
保
し
、
政
府
の
行
為
に
よ
つ

て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と

を
決
意
し
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、

こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛

な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来

し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の

福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原

理
で
あ
り
、こ
の
憲
法
は
、か
か
る
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅

を
排
除
す
る
。

　

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関

係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
つ
て
、

平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ

ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、

平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら

永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、

名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界

の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の

う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専

念
し
て
他
国
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
政
治

道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
則
に
従

ふ
こ
と
は
、
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に

立
た
う
と
す
る
各
国
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　

日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ

の
崇
高
な
理
想
と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

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
つ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る
日
本
国

民
の
総
意
に
基
く
。

第
二
条

皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
つ
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
す
べ
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
。

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
、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
。

○
２　

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
で
き
る
。

日
本
国
憲
法　

関
連
条
文
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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
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
六
条　

天
皇
は
、
国
会
の
指
名
に
基
い
て
、
内
閣
総
理
大

臣
を
任
命
す
る
。

○
２　

天
皇
は
、
内
閣
の
指
名
に
基
い
て
、
最
高
裁
判
所
の

長
た
る
裁
判
官
を
任
命
す
る
。

第
七
条　

天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国
民
の

た
め
に
、
左
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。

一　

憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
。

二　

国
会
を
召
集
す
る
こ
と
。

三　

衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

四　

国
会
議
員
の
総
選
挙
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

五　

国
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
官
吏
の
任
免

並
び
に
全
権
委
任
状
及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
証

す
る
こ
と
。

六　

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を

認
証
す
る
こ
と
。

七　

栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

八　

批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認

証
す
る
こ
と
。

九　

外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

十　

儀
式
を
行
ふ
こ
と
。

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
す
る
こ
と
は
、
国
会
の
議
決

に
基
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条　

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保

障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、

又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

○
２　

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事

に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

○
３　

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る

宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
十
九
条　

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組

織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、

又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の

事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て

は
な
ら
な
い
。

第
九
十
九
条　

天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、

裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す

る
義
務
を
負
ふ
。
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