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大
日
本
帝
国
憲
法

（
明
治
憲
法
）
の
制
定
は
、
制
定
前
の
国
家
の
形
態

・
性

格
を
い
か
に
変
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
私
の
報
告
の

ね
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
接
近
す
る
た
め
に
は
、
何
に
焦
点
を
あ
わ
せ
れ

ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
与
え
ら
れ
た
時
間
の
中
で
明
治
憲
法
体
制
の
多
く
の
側

面
に
ふ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
議
会
の
開
設
の
意
義
と
い

う
と
こ
ろ
に
論
点
を
絞
り
こ
ん
だ
う
え
で
、
さ
ら
に
議
会
の
予
算
議
定
権
の
間

題
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
初
期
議
会
の
状
況
を
想
起

し
て
も
ら
え
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
予
算
こ
そ
が
政
府

―
―
執
行
権
力
と
議
会

（衆
議
院
）
の
間
の

一
大
争
点
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
予
算
を
め
ぐ

っ
て

政
府
は
議
会
対
策
に
苦
慮
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
予
算
議
定

権
を
有
す
る
議
会
の
有
無
に
憲
法
制
定
前
と
後
の
国
家
形
態
の
根
本
的
差
異
を

見
出
す
こ
と
は
至
当
で
あ
る
と
思
え
る
。

憲
法
制
定
の
意
義
を
追
及
す
る
た
め
に
は
、
当
然
な
が
ら
憲
法
制
定
前
の
維

新
政
権
の
性
格
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
維
新
政
権
の
出

現
は
、

「
有
司
」
専
制
体
制
の
成
立
に
は
か
な
ら
な
か

っ
た
。
薩
長
両
藩
の
中

枢
的
掌
握
者
は
、
天
皇
を
幕
藩
体
制
に
対
す
る
大
義
名
分
と
し
て
奉
戴
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
倒
幕
に
成
功
し
、
新
政
権
を
樹
立
し
た
。
こ
こ
に
近
代
天
皇
制
の

核
心
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
自
ら
は
何
ら
新
政
権

（権
力
）
確
立
の
主
体
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
倒
幕
勢
力
が
大
義
名
分
と
し
て
利
用

す
る
た
め
の

「
玉
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
理
念
上
は
天
皇

親
政
の
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
維
新
政
権
の
現
実

（実
態
）
は
、

「
有
司
」

（薩
長
藩
閥
が
中
枢
を
し
め
る
統
治
階
級
）
の
専
制
で
あ
り
、
天
皇
親
政
は
全

く
名
目
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
体
制
を
名
目
的
デ
ス
ポ
テ

ィ
ズ
ム
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
が
単
純
な

古
代
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム

（古
代
天
皇
制
）
の
復
古
で
は
な
く
、
新
た
に
形
成
さ

文

久

れ
つ
つ
あ
る
近
代
社
会
に
適
合
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
近
代

的
な
名
目
的
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

維
新
政
権
の
特
質
を
以
上
の
よ
う
に
規
定
し
た
う
え
で
、
∧
民
主
主
義
∨
と

∧
専
制
∨
と
い
う
政
治
理
論
上
の
概
念
に
つ
い
て
解
説
を
こ
こ
で
行

っ
て
お
く

こ
と
が
以
下
展
開
す
る
憲
法
体
制
論
理
解
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
憲
法
体
制
と
は

「
有
司
」

専
制
体
制
と
い
う
極
度
に
専
制
的
国
家
形
態
の
修
正

―
―

い
く
ら
か
で
も
民
主

的
方
向

へ
の
―
―
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
断

の
是
非
を
判
断
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
私
の
理
論
上
の
立
脚
点
を
明
ら
か
に

し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

∧
民
主
主
義
∨
や
∧
専
制
∨
は
国
家
形
態
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
か
ら
、

ま
ず
国
家
形
態
と
は
何
か
を
規
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

国
家
意
志
の
最
高
的
裁
可

・
決
定
権
を
め
ぐ
る
国
家
権
力
の

一
般
的
な
組
織
的

制
度
的
構
成
と
形
態
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
∧
民
主
主
義
∨
と
は
、　
一
般
的
法

律
形
態
で
の
国
家
意
志
の
決
定
権
が
形
式
制
度
上
∧
議
会
Ｖ
に
よ

っ
て
掌
握
さ

れ
て
い
る
、
つ
ま
り

一
般
的
諸
法
が
国
民
的
諸
階
級

・
階
層
の
直
接

・
間
接
の

関
与
に
よ

っ
て
成
立
す
る
国
家
形
態
を
い
う
。
こ
の
、
立
法
権
が
独
立
化
し
て

い
る
こ
と

（
議
会
の
存
在
）
が
、
∧
政
府
―
執
行
的
諸
機
関
∨

（
こ
れ
は
専
制

的
に
集
権
化
さ
れ
た
官
僚
制
で
あ
る
）
の
専
制
的
統
治
権
力
と
し
て
の
独
立
化

を
制
御
し
防
止
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
∧
専
制
∨
と
は
、
執
行
権
力

が
議
会
か
ら
立
法
権
を
実
質
的
剥
奪
　
吸
収
し
て
し
ま
い

（議
会
の
存
在
が
前

提
と
な

っ
て
い
る
場
合
）
、
あ
る
い
は
三
権
を

一
身
に
兼
ね
る

（
近
代
以
前
の

国
家
）
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
意
志
の
最
高
的
裁
可

・
決
定
権
を
独

占
的
に
掌
握
し
て
い
る
形
態
で
あ
る
。

「
有
司
」
専
制
体
制

へ
の
批
判
は
二
つ
の
方
向
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
。
士
族
反

月
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乱
と
自
由
民
権
運
動
で
あ
る
。
士
族
反
乱
は
単
に
封
建
社
会

へ
時
代
を
逆
行
さ

せ
よ
う
と
い
う
反
動
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
藩
閥
に
よ
る

「
有
司
」

の
独
占
を
打
破
し
て
自
ら
統
治
階
級
に
割
り
込
み

（参
入
）
さ
せ
よ
う
と
す
る

動
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
士
族
反
乱
の
挫
折

・
失
敗
の
後
に
大
き
な

発
展
を
む
か
え
る
自
由
民
権
運
動
は
、
専
制
的
国
家
形
態
そ
の
も
の
の
変
革
に

よ

っ
て
よ
り
多
く
の
諸
階
級

・
階
層
を
統
治

（政
治
）
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
を

は
か

っ
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

自
由
民
権
運
動
は
、
今
日
の
我
々
の
想
像
を
絶
す
る
危
機
感
を
既
成
の
統
冶

階
級

（
藩
閥
を
中
心
と
す
る

「
有
司
」
）
に
与
え
た
。
彼
ら
統
治
階
級
は
、
倒

幕
と
維
新
政
権
の
樹
立
を
な
し
と
げ
た
自
分
た
ち
こ
そ
が
、
∧
統
治
∨
を
専
制

的
か
つ
排
他
的
に
担
う
資
格
を
有
す
る
特
権
的
集
団
で
あ
る
と
深
く
確
信
し
て

い
た
。
こ
の
確
信
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
有
司
」
た
ち
は
、
憲
法
制
定

・
議
会

開
設
を
内
実
と
す
る
西
欧
的
立
憲
制
度
の
導
入
が
、
国
際
的
文
明
社
会
に
参
入

し
よ
う
と
す
る
日
本
に
と

っ
て
将
来
的
に
不
可
避
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
瞭
に

認
識
し
て
い
た

（
認
識
の
度
合
い
に
は
も
ち
ろ
ん
精
粗
が
あ

っ
た
が
）
。

明
治
憲
法
体
制
の
特
質
は
、
統
治
階
級
と
し
て
の
自
ら
の
地
位
　
既
得
権
を

死
守
し
つ
つ
も
、
立
憲
制
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
か
ら
生

ま
れ
る
。
明
治
十
四
年
政
変
は
、
統
治
階
級
が
自
ら
の
地
位
を
独
占
的
　
排
他

的
に
維
持
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

っ
た
。
薩
長
藩
閥
層
は
、
大

隈
の
憲
法
構
想
の
な
か
に
大
隈

一
派
と
民
権
陣
営
に
よ
る
国
家
の
指
導
権
掌
握

と
い
う
事
態
の
現
実
を
想
像
し
て
恐
怖
し
た
の
で
あ
る
。
大
隈
の
演
じ
た
役
割

は
近
年
の
中
国
民
主
化
に
お
け
る
趙
紫
陽
の
存
在
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
中

国
に
お
い
て
も
、
革
命
を
担

っ
た
元
老
た
ち
は
、
趙
紫
陽
の
民
主
化
運
動

へ
の

対
応
の
な
か
に
、
共
産
党
体
制
を
つ
き
く
ず
す
動
き
を
想
像
し
、
趙
を
国
家
統

治
の
中
枢
か
ら
追
放
し
た
の
で
あ
る
。

続
治
階
級
の
抱
え
こ
ん
だ
矛
盾
を
、
あ
く
ま
で
も
存
続
さ
せ
つ
つ
新
し
い
体

制
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
。
こ
の
課
題
に
と
り
く
み
、　
一
つ
の
憲
法
体
制
の
デ

ザ
イ
ン
に
成
功
し
た
の
が
井
上
毅
で
あ
る
。
明
治
二
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
明

治
憲
法
は
、
井
上
が
岩
倉
具
視
の
た
め
に
起
草
し
た

「
大
綱
領
」
の
ワ
ク
を
は

ず
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
井
上
は
イ
ギ
リ
ス
流
の
立
憲
主
義
が
議
院
制
内
閣

を
も
た
ら
す
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
排
撃
す
る
た
め
に
ド
イ
ツ

・

プ

ロ
イ
セ
ン
流
の
憲
法
の
起
草
を
提
言
す
る
が
、
こ
の
国
王
大
権
を
大
き
く
確

保
し
た
ド
イ
ツ

・
プ
ロ
イ
セ
ン
流
憲
法
の
も
と
で
こ
そ
統
治
階
級
の
地
位
の
維

持

・
保
全
が
可
能
と
な
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
井
上
が
範
に
し
よ
う
と
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
体
制
の
構
造
と
、
こ

の
体
制
下
大
き
な
政
治
上
の
事
件
と
な

っ
た
憲
法
紛
争

（争
議

・
闘
争
）
を
と

り
あ
げ
て
少
し
考
察
を
く
わ
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
紛
争
こ
そ

ド
イ
ツ

・
プ
ロ
イ
セ
ン
を
模
倣
せ
ん
と
す
る
将
来
の
日
本
に
お
い
て
起
こ
り
う

る
も
の
で
あ
り
、
予
想
さ
れ
る
こ
の
種
の
事
態
に
対
す
る
予
防
措
置
が
い
か
に

明
治
憲
法
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
い
な
い
か
を
把
握
す
る

こ
と
を
と
お
し
て
、
明
治
憲
法
体
制
の
特
質
を
摘
出
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
は
、
国
王
の
人
権
と
し
て
大
臣

・
文
武
官
の
す
べ
て
の
官

職
任
命
権

（
四
十
五

・
四
十
七
条
）
、
軍
隊
の
統
帥
権

（
四
十
六
条
）
、
宣
戦

・
講
和

・
条
約
締
結
権

（
四
十
八
条
）
等
を
規
定
し
て
い
る
が
、
他
方
、
立
法

権
に
つ
い
て
は

「
国
王
と
両
議
院
に
よ

っ
て
共
同
に
行
使
さ
れ
」
、

「
国
王
と

両
議
院
の

一
致
が
す
べ
て
の
法
律
に
つ
い
て
必
要
で
あ
る
」

（
六
十
二
条
）
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
最
も
大
き
な
問
題
は

「
国
王
と
両
議
院
の

一
致
が
す
べ
て

の
法
律
に
つ
い
て
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
に
あ

っ
た
。
憲
法
に
お
い
て
予

算
は
法
律
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
九
十
八
条

「
国
家
予
算
は
毎
年
法
律
に
よ

っ
て
確
定
さ
れ
る
」
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
衆
議
院
が
予
算
案
を
否
決
す
る
と
き
、

予
算
は
確
定
さ
れ
な
い
。
し
か
も
、
憲
法
に
よ
れ
ば
予
算
不
成
立
の
場
合
の
前

年
度
予
算
執
行
の
規
定
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
た
し
か
に
二
進
も
三
進

も
い
か
な
く
な
る
。
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
憲
法
紛
争
に
つ
い

て
以
下
簡
単
に
ス
ケ

ッ
チ
し
て
お
く
。

そ
も
そ
も
は
、
衆
議
院
が
政
府
提
出
の
軍
制
改
革
費
を
否
定
し
た
こ
と
に
端

を
発
す
る
。
と
き
の
ビ
ス
マ
ル
ク
内
閣
は
、
軍
制
改
革
は
国
家
の
存
立
の
た
め

に
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
四
年
間
予
算
な
し
の
統
治
を
断
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
衆
議
院
に
結
集
す
る
自
由
主
義
派
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
非
立
憲

主
義
的
統
治
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
こ
れ
が
単
純
化
し
た
憲
法
紛
争
の
経
緯
で
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あ
る
。
こ
こ
で
付
言
す
べ
き
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
ど
う
考
え
て
も
非
民
主
的

な
ビ
ス
マ
ル
ク
の
統
治
を
正
当
化
す
る
憲
法
理
論
が
、
紛
争
終
結
後
に
出
現
し
、

し
か
も
そ
の
理
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
同
種
の
議
論
が
ロ
エ
ス
レ

ル
や
モ
ッ
セ
を
通
じ
て
明
治
憲
法
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
パ

ウ
ル

・
ラ
ー
バ
ン
ト
の

『
予
算
論
』

（
一
八
七

一
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
ラ
ー

バ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。
予
算
の
確
定
は
形
式
的
意
味
の
法
律

（国

王
と
両
議
院
と
の
合
意
に
よ

っ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
法
定
立
の
条

件
を
決
式
的
に
満
た
し
て
い
る
も
の
）
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
意
味
に
お
け
る
法

規
定
立
行
為

（
あ
る

「
法
命
題
」
の
拘
束
力
あ
る
定
立
）
の
性
質
を
も
た
な
い
。

そ
れ
は
、
立
法
の
形
式
で
行
わ
れ
る
行
政
行
為
で
あ
る
。
行
政
行
為
は
法
律
に

従

っ
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
法
律
が
規
定
す
る
収
入

。
支
出
を
尊
重
す
る
こ
と
は

政
府
な
ら
び
に
憲
法
上
の
義
務
で
あ
る
。

で
は
明
治
憲
法
は
、
議
会
の
予
算
議
定
権
を
完
全
に
骨
抜
き
に
し
て
無
意
味

に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
無
意
味
に
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、

憲
法
制
定
　
国
会
開
設
の
意
義
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
ぎ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
稲
田
政
次

『
明
治
憲
法
成
立
史
』
、
坂
井
雄
吉

『
井
上
毅
と
明
治
国
家
』

が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
明
治
憲
法
は
予
算
議
定
権
を
完
全
に
否
定
し
て
は

い
な
い
こ
と
、
そ
こ
に
は
立
憲
主
義
の
最
低
線
は
守
ろ
う
と
い
う
思
想

・
意
志

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
憲
法
起
草
過
程
に
お

け
る
予
算
議
定
権
規
定
の
変
遷
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
示
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。　
一
八
八
六
年
末
の
井
上
毅
の
諮
間
に
答
え
て
ロ
エ
ス
レ
ル
は

「
法

律

二
基
ヅ
ク
支
出
」
と

「
皇
帝
ノ
憲
法
上

ノ
権
利

二
拠
ル
所
ノ
支
出
」
を
議
会

の
議
定
権
か
ら
除
外
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
し
か
も
彼
は
予
算
不
成
立
の
場
合

の
措
置
と
し
て

「
内
閣
ノ
責
任
プ
以
テ
皇
帝
の
最
上
裁
決
フ
仰
グ
」
べ
き
こ
と

を
言

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
天
皇
の
最
終
裁
決
権
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
、
憲
法
紛
争
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
ラ
ー
バ
ン
ト
流
の
理
論
を
採
用
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
み
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
ど
う
み
て
も

ロ
エ
ス
レ
ル
の
主

張
は
、
議
会
の
予
算
議
定
権
を
実
質
上
否
定
す
る
も
の
と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
議
会
が
実
質
上
予
算
議
定
権
を
有
さ
な
い
体
制
を
果
た
し
て
立
憲

制
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
誰
し
も
疑
間
に
思
う
で
あ
ろ
う
。
ロ
エ
ス
レ
ル
の

答
議
を
閲
読
し
た
後
に
丼
上
が
起
草
し
た

「
甲
案
」

「
乙
案
」
で
は
ロ
エ
ス
レ

ル
の
勧
告
は
退
け
ら
れ
る
。
井
上
は

「
法
律

二
基
ヅ
ク
支
出
」
に
関
す
る
規
定

で

「
帝
室
費
及
特
別
ノ
法
律
ブ
以
テ
定
メ
タ
ル
歳
出
歳
入
又

ハ
法
律

二
拠
り
政

府

ノ
義
務

二
於
テ
必
要
ナ
ル
歳
出

ハ
之
フ
予
算

二
掲
グ
ル
モ
毎
年
決
議
ス
ル
ノ

限
リ
エ
ア
ラ
ス
」

（
甲
案
五
十
九
条
）
と
し
て

「
法
律
」
の
範
囲
を
き
わ
め
て

限
定
的
な
も
の
に
し
た
う
え
で
、

「
皇
帝
ノ
憲
法
上
の
権
利
」
に
よ
る
支
出
と

は
甲

・
乙
案
と
も
に

一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
ロ
エ
ス
レ
ル
の
い
う

「
皇
帝
ノ
憲

法
上

ノ
権
利
」
に
よ
る
支
出
に
は
君
主
の
官
制
大
権
、
軍
編
制
大
権
等
に
も
と

づ
く
積
極
的
な
支
出
の
自
由
を
保
証
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
を

井
上
は
非
立
憲
的
と
み
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
予
算
不
成
立
の
場
合
に
お
け

る
皇
帝
の
最
終
裁
決
の
案
も
不
採
用
で
あ
る
。
こ
れ
も
同
様
に
そ
の
非
立
憲
的

な
内
容
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
実
際
井
上
は
、
明
治
二
十
年
春
に
起
草
さ
れ
た
、

ロ
エ
ス
レ
ル
の
憲
法
草
案
の
八
十
五
条
に
予
算
不
成
立
の
場
合
、
政
府
に
勅
裁

に
よ
る
原
案
執
行
を
許
す
こ
と
が
認
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
次
の
よ
う
な

厳
し
い
批
判
を
投
げ
つ
け
て
い
る
。

「
本
条
ノ
主
義
フ
略
言
ス
ル
ト
キ
ハ
政
府
卜
議
院
卜
予
算
ノ
叶
議
整

ハ
ザ
ル

ト
キ

ハ
政
府
之
フ
断
行
ス
ト
云
二
過
ギ
ス
果
シ
テ
然
ラ

ハ
始
メ
ョ
リ
予
算
フ

議

二
付

セ
ザ
ル
ニ
若
カ
ズ
始
メ
ョ
リ
議
院
ヲ
設
ケ
ザ
ル
ニ
若
カ
ズ
又
始
メ
ョ

リ
憲
法
ヲ
定
メ
ザ
ル
ニ
若
カ
ズ
」

最
終
的
に
制
定
さ
れ
た
明
治
憲
法
は
、
予
算
不
成
立
の
場
合
の
天
皇
裁
決
権

を
採
用
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
井
上
の
主
張
が
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
六

七
条
で

「
憲
法
ノ
大
権

二
基
ツ
ケ
ル
」
歳
出
に
関
し
て
は
ロ
エ
ス
レ
ル
案
が
と

り
い
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
も

「
既
定
ノ
歳
出
」
と
い
う
枠
を
は
め
、

さ
ら
に

「
政
府

ノ
同
意
」
と
い
う
条
件
で
議
会
の
議
定
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
丼
上
の
主
張
の
反
映
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
憲
法
体
制
そ
の
も
の
を
∧
民
主
主
義
的
∨
国
家
形

態
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
議
会
の
権
限
が
大
き
く
剥
奪
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
議
会
の
開
設
が
開
設
前
の
∧
専
制
的
Ｖ
国
家
形
態
に

一
定
の
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

明
治
憲
法
体
制
は
二
方
面

へ
の
大
き
な
振
幅
を
そ
の
解
体

・
消
滅
の
前
に
み
せ
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る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
初
期
の

「
政
党
内
閣
制
」
と
い
わ
ゆ
る

「
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
こ
の
両
極
端
の
体
制
が
憲
法
改
正
に
よ
ら

ず
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
を
論
理
的
に
解
明
し
う
る
な
ら
ば
、
明
治
憲
法
体
制
の

本
質
的
認
識
は
よ
ヶ
完
全
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
報
告
は
こ
の
問
題
に

直
接
答
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
問
題
解
決
の

一
つ
の
足
が
か
り
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
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