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衆
議
院
議
員
石
垣
一
夫
君
提
出
「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
法
制
化
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を 

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
五
第
三
一
号 

平
成
十
一
年
六
月
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 



 

一
の
3
に
つ
い
て 

一
の
2
及
び
7
に
つ
い
て 

一
の
1
に
つ
い
て 

商
船
規
則
は
、
船
舶
に
掲
げ
る
べ
き
国
旗
の
様
式
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
国
旗
一
般
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
年
の
慣
行
に
よ
り
日
の
丸
が
我
が
国
の
国
旗
で
あ
る
と
の
認
識
が
確
立
し
、
広
く
国
民
の
間
に
も
定
着

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
、
現
在
、
日
の
丸
が
我
が
国
の
国
旗
で
あ
る
と
い
う
法
的
確
信
が
成
立
し
て
い
る
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

商
船
規
則
は
、
船
舶
に
掲
げ
る
べ
き
国
旗
の
様
式
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
国
旗
一
般
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
は
な 

 

い
。 自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
二
条
第
一
項
等
に
規
定
す
る
「
国
旗
」
も
、
日
の
丸
が
慣
習
法 

商
船
規
則
（
明
治
三
年
太
政
官
布
告
第
五
十
七
号
）
の
う
ち
、
国
旗
の
様
式
に
関
す
る
規
定
は
現
在
も
有
効
で
あ
る
。 

弁
書 

衆
議
院
議
員
石
垣
一
夫
君
提
出
「
国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
」
法
制
化
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

一 

 



 

一
の
5
に
つ
い
て 

一
の
4
に
つ
い
て 

日
の
丸
の
意
味
に
つ
い
て
一
義
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
日
の
丸
は
太
陽
を
表
す
と
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
白
地
に
つ
い
て
は
、
不
詳
で
あ
る
。
文
部
省
に
お
い
て
編
さ
ん
し
た
「
尋
常
小
學
國
語
讀
本 

卷

十
二
」
（
大
正
十
二
年
発
行
）
第
十
三
課
「
國
旗
」
に
お
い
て
は
、
我
が
国
及
び
主
た
る
諸
外
国
の
国
旗
に
つ
い
て
述
べ
ら 

 
 

れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
「
各
國
の
國
旗
は
、
或
は
其
の
建
國
の
歴
史
を
暗
示
し
、
或
は
其
の
國
民
の
理
想
・
信
仰
を
表 

 
 

す
も
の
な
れ
ば
、
國
民
の
之
に
對
す
る
尊
敬
は
、
即
ち
其
の
國
家
に
對
す
る
忠
愛
の
情
の
發
露
な
り
。
」
と
記
述
さ
れ
て
い 

 

る
。 政

府
と
し
て
は
、
法
制
化
に
当
た
っ
て
は
、
御
指
摘
の
点
を
踏
ま
え
、
国
旗
の
制
式
（
寸
法
の
割
合
及
び
彩
色
）
を
明
確

に
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
日
の
丸
が
我
が
国
の
国
旗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
成
文
法
と
し
て
そ
の
根
拠
を

明
確
に
規
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
法
制
化
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

上
国
旗
の
制
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。 

二 

 



 

一
の
11
に
つ
い
て 

一
の
10
に
つ
い
て 

一
の
9
に
つ
い
て 

一
の
8
に
つ
い
て 

一
の
6
に
つ
い
て 

国
旗
の
制
式
に
つ
い
て
は
、
日
の
丸
が
長
年
の
慣
行
に
よ
り
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
と
も

に
、
国
内
外
に
お
け
る
国
旗
の
使
用
実
態
、
国
際
的
な
動
向
等
を
考
慮
し
な
が
ら
、
寸
法
の
割
合
及
び
日
章
の
位
置
並
び
に

彩
色
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
法
制
化
に
当
た
り
、
国
旗
の
掲
揚
等
に
関
し
義
務
付
け
を
行
う
よ
う
な
こ
と
は
、
考
え
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
現
行
の
運
用
に
変
更
が
生
ず
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

一
般
的
に
は
、
国
旗
は
国
家
を
象
徴
す
る
標
識
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。 

日
の
丸
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
江
戸
時
代
以
前
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た 

日
の
丸
が
我
が
国
の
国
旗
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。 三 

 



 

一
の
13
に
つ
い
て 

一
の
12
に
つ
い
て 

国
旗
及
び
国
歌
の
法
制
化
は
、
長
年
の
慣
行
に
よ
り
、
日
の
丸
及
び
君
が
代
が
そ
れ
ぞ
れ
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
国
民
の

間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
御
質
問
と
の
関
係
で
あ
え
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
政

府
の
過
去
の
歴
史
に
関
す
る
考
え
方
は
、
村
山
内
閣
に
お
け
る
平
成
七
年
八
月
十
五
日
の
内
閣
総
理
大
臣
談
話
を
基
本
と
し

て
お
り
、
我
が
国
が
過
去
の
一
時
期
に
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
り
、
多
く
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
対

し
て
多
大
な
損
害
と
苦
痛
を
与
え
た
事
実
を
謙
虚
に
受
け
止
め
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
深
い
反
省
と
お
詫
び
の
気
持
ち
に
立
っ 

と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
至
っ
て
、
日
の
丸
は
、
寛
永
十
一
年
（
千
六
百
三
十
四

年
）
に
幕
府
官
章
と
し
て
定
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
日
の
丸
は
、
安
政
元
年
（
千
八
百
五
十
四
年
）
日
本
総
船
印
に
、
ま
た
、

安
政
六
年
（
千
八
百
五
十
九
年
）
に
は
御
国
総
標
と
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
明
治
時
代
に
入
り
、
明
治
三
年
に
布

告
さ
れ
た
商
船
規
則
で
、
船
舶
に
掲
げ
る
べ
き
国
旗
と
し
て
日
の
丸
の
様
式
が
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

日
の
丸
の
意
味
に
つ
い
て
一
義
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
日
の
丸
は
太
陽
を
表
す
と
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

四 

 



 

一
の
15
に
つ
い
て 

一
の
14
に
つ
い
て 

て
、
世
界
の
平
和
と
繁
栄
に
向
か
っ
て
力
を
尽
く
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

一
般
的
に
は
、
国
旗
は
国
家
を
象
徴
す
る
標
識
と
し
て
、
ま
た
、
国
歌
は
国
家
を
代
表
す
る
歌
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お 

 

り
、
国
旗
及
び
国
歌
を
通
じ
て
国
民
が
自
国
に
つ
い
て
の
帰
属
意
識
、
一
体
感
等
を
抱
く
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
気
持
ち
の

上
で
の
統
合
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
は
、
外
国
に
対
し
て
侮
辱
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
国
の

国
旗
そ
の
他
の
国
章
を
損
壊
し
、
除
去
し
、
又
は
汚
損
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
同
条
は
、
刑
法
第
二
編
第
四
章
の
「
国
交
に
関
す
る
罪
」
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
我
が

国
の
外
交
作
用
の
円
滑
、
安
全
等
を
考
慮
し
て
、
か
か
る
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
我
が
国
の
国
旗
等
に
対
す
る
同
様
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
処
罰
す
る
規
定
が
な
く
、
刑
法
制
定
当

時
に
お
け
る
具
体
的
な
論
議
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
、
国
家
の
威
信
の
保
護
の
在
り
方
と
し
て
刑
罰
を

も
っ
て
強
制
す
る
こ
と
が
適
当
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
他
人
の
所
有
す
る
国
旗
等
の
損
壊
等
に
つ 

五 

 



 

一
の
19
に
つ
い
て 

一
の
17
及
び
18
に
つ
い
て 

一
の
16
に
つ
い
て 

自
衛
隊
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
旗
の
意
匠
は
、
既
に
そ
れ
ぞ
れ
自
衛
隊
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
を
「
統
一
」
又
は
「
簡
素
化
・
整
理
」
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
一
条
の
二
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
衛
隊
旗
は
、
部
隊
の
所

在
を
示
す
と
と
も
に
、
組
織
の
団
結
の
強
化
、
士
気
の
向
上
に
資
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
ま
た
、
同
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る

自
衛
艦
旗
は
、
自
衛
艦
の
所
在
を
示
す
と
と
も
に
、
組
織
の
団
結
の
強
化
、
士
気
の
向
上
に
資
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
日
章
及
び
光
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
意
匠
の
旗
と
し
て
い
る
。 

い
て
は
刑
法
第
二
百
六
十
一
条
（
器
物
損
壊
罪
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
御
指

摘
の
よ
う
な
認
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
国
旗
」
と
は
、
「
日
の
丸
の 

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
法
制
化
に
当
た
り
、
国
旗
の
損
壊
等
を
新
た
に
刑
罰
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

六 

 



 

一
の
22
に
つ
い
て 

一
の
21
に
つ
い
て 

一
の
20
に
つ
い
て 

昭
和
六
十
三
年
三
月
十
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
商
船
規
則
は
船
舶
に
掲
げ
る
べ

き
国
旗
の
様
式
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
国
旗
一
般
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
旨
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。 

旗
」
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
図
形
た
る
商
標
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
「
国
歌
」
に
つ
い
て
は
、
商
標
法
上
、
不
登
録
事
由
と
す
る
規
定
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
日
の 

 
 

 

丸
」
及
び
「
君
が
代
」
の
文
字
商
標
に
つ
い
て
は
登
録
の
対
象
と
な
り
得
、
事
実
、
こ
れ
ら
に
係
る
商
標
に
つ
い
て
登
録
さ

れ
て
い
る
事
例
は
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
の
法
制
化
に
よ
り
、
商
標
法
に
お
け
る
取
扱
い
を
変
更
す

る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

大
日
本
帝
国
国
旗
法
案
は
、
昭
和
六
年
二
月
十
九
日
、
石
原
善
三
郎
議
員
に
よ
り
第
五
十
九
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
、

衆
議
院
に
お
い
て
審
議
の
上
同
年
三
月
二
十
六
日
に
可
決
さ
れ
貴
族
院
に
送
付
さ
れ
た
が
、
同
月
二
十
八
日
が
同
議
会
の
会

期
の
最
終
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
貴
族
院
で
は
審
議
が
行
わ
れ
ず
廃
案
に
な
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

七 

 



 

一
の
23
か
ら
27
ま
で
に
つ
い
て 

日
の
丸
が
国
旗
、
君
が
代
が
国
歌
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
法
令
の
規
定
は
な
い
が
、
長
年
の
慣
行
に
よ 

 

り
、
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
政
府
に
お
い
て
も
、
国
会
に
お
い
て
そ
の
旨
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
学
校
教
育
に
お
け
る
国
旗
及
び
国
歌
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
日
の

丸
を
国
旗
、
君
が
代
を
国
歌
と
し
て
取
り
扱
い
、
「
入
学
式
や
卒
業
式
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
義
を
踏
ま
え
、
国
旗
を 

 

掲
揚
す
る
と
と
も
に
、
国
歌
を
斉
唱
す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
お
い
て
、
教
科
に
関
す
る
事
項
は
文
部
大
臣
が
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
（
同
法
第
二
十
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
三
条
及
び
第
百
六
条
）
、
同
法
の
委
任
を
受
け
て
定
め
ら
れ
た
学
校
教
育
法 

 

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
に
お
い
て
、
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
教
育
課
程
の
基
準
と
し
て
文
部

大
臣
が
公
示
す
る
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
（
同
規
則
第
二
十
五
条
、
第
五
十
四
条
の
二
及
び
第
五
十
七
条

の
二
）
こ
と
か
ら
、
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
大
臣
が
定 

 
 

め
、
告
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

文
部
省
が
所
管
す
る
法
律
に
お
い
て
、
「
国
旗
・
日
の
丸
」
の
掲
揚
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
は
な
い
。 

八 

 



 

二
の
3
に
つ
い
て 

二
の
2
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

昭
和
二
十
年
以
前
に
文
部
省
に
お
い
て
編
さ
ん
し
た
教
科
書
中
、
「
尋
常
小
學
修
身
書
巻
四
」
（
昭
和
十
二
年
発
行
） 

 
 

に
は
、
「
『
君
が
代
』
は
、
日
本
の
國
歌
で
す
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

大
日
本
帝
国
憲
法
は
明
治
二
十
二
年
二
月
に
公
布
さ
れ
、
教
育
勅
語
は
明
治
二
十
三
年
十
月
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
君
が
代
に
つ
い
て
の
記
述
は
特
に
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
学
習
指
導
要
領
は
、
学
校
教
育
法
及
び
同
法
施
行
規
則
の
規
定
の
委
任
に
基
づ
い
て
、
文
部
大
臣
が
告
示
と
し
て

定
め
る
も
の
で
あ
り
、
法
規
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
習
館
高
校
事
件
最
高
裁
判
決
（
平
成
二
年

一
月
十
六
日
）
に
お
い
て
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
昭
和
五
十
五
年
度
以
降
に
使
用
さ
れ
て
い
る
小
学
校
音
楽
科
教
科
書
及
び
昭
和
五
十
六
年
度
以
降
に
使
用
さ
れ
て

い
る
中
学
校
音
楽
科
教
科
書
並
び
に
平
成
四
年
度
以
降
に
使
用
さ
れ
て
い
る
小
学
校
社
会
科
教
科
書
に
お
い
て
は
、
「
君
が 

君
が
代
は
、
長
年
の
慣
行
に
よ
り
、
国
歌
と
し
て
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

九 

 



 

二
の
5
に
つ
い
て 

二
の
4
に
つ
い
て 

平
成
元
年
に
告
示
し
た
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
の
教
育
課
程
審
議
会
の
「
入
学
式

や
卒
業
式
な
ど
の
儀
式
等
に
お
い
て
は
、
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
養
い
国
を
愛
す
る
心
を
育
て
る
と
と
も
に
す
べ
て
の
国

の
国
旗
及
び
国
歌
に
対
し
等
し
く
敬
意
を
表
す
る
態
度
を
育
て
る
観
点
か
ら
、
国
旗
を
掲
揚
し
国
歌
を
斉
唱
す
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
。
」
と
の
答
申
を
踏
ま
え
て
い
る
。
な
お
、
学
習
指
導
要
領
の
告
示
に
当
た
っ
て
閣
議
決
定
は
行
わ
れ
て
い
な 

 
 

い
。 学

習
指
導
要
領
は
教
育
課
程
の
基
準
と
し
て
文
部
大
臣
が
告
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
文
部
大

臣
の
諮
問
に
応
じ
て
教
育
課
程
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
を
文
部
大
臣
に
建

議
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
教
育
課
程
審
議
会
に
お
け
る
審
議
、
答
申
を
踏
ま
え
て
決
定
し
て
い
る
。 

御
指
摘
の
明
治
政
府
が
明
治
二
十
一
年
に
大
日
本
礼
式
を
発
布
し
、
諸
官
庁
及
び
外
国
に
君
が
代
の
楽
譜
を
公
式
に
通
知

し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ 

代
」
が
「
国
歌
」
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
〇 

 



 

二
の
8
及
び
11
に
つ
い
て 

二
の
7
に
つ
い
て 

二
の
6
に
つ
い
て 

ま
た
、
明
治
二
十
六
年
八
月
十
二
日
の
文
部
省
告
示
第
三
号
で
は
、
「
小
學
校
ニ
於
テ
祝
日
大
祭
日
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ノ
際 

唱
歌
用
ニ
供
ス
ル
歌
詞
竝
樂
譜
別
冊
ノ
通
撰
定
ス
」
と
し
て
、
「
君
が
代
」
の
歌
詞
及
び
楽
曲
が
告
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ 

 

れ
は
、
祝
日
及
び
大
祭
日
に
お
け
る
学
校
儀
式
用
の
唱
歌
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。 

君
が
代
の
「
君
」
と
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
は
主
権
者
で
あ
る
天
皇
を
指
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
国

憲
法
の
下
で
は
、
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。 

る
。 政

府
と
し
て
は
、
法
制
化
に
当
た
り
、
国
歌
の
斉
唱
等
に
関
し
義
務
付
け
を
行
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
現
行
の
運
用
に
変
更
が
生
ず
る
よ
う
な
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

君
が
代
の
現
在
の
旋
律
は
、
明
治
十
三
年
十
月
に
宮
内
省
一
等
伶
人
の
林
広
守
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
も
の
と
承
知
し
て

い
る
。
ま
た
、
君
が
代
は
、
明
治
十
三
年
十
一
月
三
日
の
天
長
節
に
際
し
、
宮
中
で
演
奏
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

一
一 

 



 

二
の
12
に
つ
い
て 

二
の
10
に
つ
い
て 

二
の
9
に
つ
い
て 

明
治
二
十
六
年
八
月
十
二
日
の
文
部
省
告
示
第
三
号
に
お
い
て
、
「
君
が
代
」
は
、
林
広
守
が
作
曲
し
た
も
の
と
し
て
公 

 

衆
に
提
供
又
は
提
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
著
作
者
は
林
広
守
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
林
広
守
は
明
治
二
十

九
年
に
死
亡
し
て
お
り
、
現
在
、
同
人
の
「
君
が
代
」
に
係
る
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
に
基
づ
く

著
作
者
人
格
権
及
び
著
作
権
は
消
滅
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
六
十
条
に
は
、
著
作
者
が
存
し
な

く
な
っ
た
後
に
お
け
る
人
格
的
利
益
の
保
護
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
規
定
に
よ
り
、
現
在
に
お
い
て
も
、
著
作
者
が
存 

学
習
指
導
要
領
を
解
説
し
た
小
学
校
指
導
書
社
会
編
（
平
成
元
年
）
に
お
い
て
は
、
国
歌
「
君
が
代
」
は
、
我
が
国
が
繁

栄
す
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、
各
学
校
に
お
い
て
児
童
生
徒
の
発
達
段
階
に
即
し
た
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

日
本
国
憲
法
の
下
で
は
、
天
皇
を
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
す
る
我
が
国
の
末
永
い
繁
栄
と
平
和
を
祈
念
し

た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。 

一
二 

 



 

三
の
1
に
つ
い
て 

二
の
16
に
つ
い
て 

二
の
15
に
つ
い
て 

二
の
14
に
つ
い
て 

二
の
13
に
つ
い
て 

君
が
代
の
楽
譜
は
、
長
い
歴
史
の
中
で
、
様
々
な
演
奏
形
式
等
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。
長
野
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
等
の
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
大
会
や
大
相
撲
に
お
い
て
も
、
そ
の
大
会
等
を
運
営
す
る
団
体
の
判
断

に
よ
り
、
様
々
な
演
奏
形
式
等
の
楽
譜
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

し
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
著
作
者
人
格
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
行
為
を
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。 

国
旗
一
般
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
律
は
な
い
こ
と
か
ら
、
国
旗
に
つ
い
て
も
、
長
年
の
慣
行
に
よ
り
、
日
の
丸
が
国
旗
と

し
て
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
そ
の
法
制
化
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

君
が
代
は
、
長
年
の
慣
行
に
よ
り
、
国
歌
と
し
て
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

君
が
代
の
歌
詞
及
び
楽
曲
は
、
長
年
の
慣
行
に
よ
り
、
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

一
三 

 



 

三
の
4
に
つ
い
て 

三
の
3
及
び
8
に
つ
い
て 

三
の
2
に
つ
い
て 

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
平
成
六
年
条
約
第
二
号
）
第
十
四
条
の
思
想
、
良
心
の
自
由
と
は
、
一
般
に
内
心
（
す
な

わ
ち
も
の
の
考
え
方
な
い
し
見
方
）
に
つ
い
て
、
国
家
は
そ
れ
を
制
限
し
た
り
、
禁
止
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

い
う
意
味
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
学
校
に
お
け
る
国
旗
掲
揚
及
び
国
歌
斉
唱
の
指
導
は
、
日
の
丸
及
び
君
が
代
が
、
長
年
の 

日
の
丸
及
び
君
が
代
が
、
長
年
の
慣
行
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
こ
と
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
成
文
法
に
そ
の
根
拠
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
法
制
化
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
法
制
化
に
当
た
り
、
国
旗
の
掲
揚
等
に
関
し
義
務
付
け
を
行
う
よ
う
な
こ
と
は
、
考
え
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
現
行
の
運
用
に
変
更
が
生
ず
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

一
般
的
に
は
、
国
旗
は
国
家
を
象
徴
す
る
標
識
と
し
て
、
ま
た
、
国
歌
は
国
家
を
代
表
す
る
歌
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

一
四 

 



 

三
の
9
に
つ
い
て 

三
の
7
に
つ
い
て 

三
の
5
及
び
6
に
つ
い
て 

慣
行
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
児
童
生
徒
が
国
旗
及

び
国
歌
の
意
義
を
理
解
し
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
心
情
と
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
国
の
国
旗
及
び
国
歌
に
対
し

て
等
し
く
敬
意
を
表
す
る
態
度
を
育
て
る
た
め
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
導
は
、
児
童
生
徒

が
将
来
広
い
視
野
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
の
観
点
か
ら
、
国
民
と
し
て
必
要
な
基
礎
的
、
基
本
的
な
内
容

を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
児
童
生
徒
の
思
想
、
良
心
を
制
約
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は

な
く
、
同
条
に
は
反
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

長
年
の
慣
行
に
よ
り
、
日
の
丸
及
び
君
が
代
が
そ
れ
ぞ
れ
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
国
旗
及
び
国
歌
の
法
制
化
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

主
要
国
に
お
け
る
国
旗
及
び
国
歌
の
法
制
化
や
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
承
知
し
て
い
る
も
の
は
別
表
一
の

と
お
り
で
あ
る
。 

一
五 

 



 

三
の
11
に
つ
い
て 

三
の
10
に
つ
い
て 

   

国
旗
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
九
月
の
政
務
次
官
会
議
に
お
い
て
、
各
省
庁
と
も
毎
日
自
主
的
に
国
旗
を
掲
揚
す
る
こ

と
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
昭
和
三
十
七
年
の
政
務
次
官
会
議
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国
所
管

の
団
体
等
に
対
し
て
祝
日
に
国
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
の
協
力
方
を
お
願
い
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
世
論
調
査
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
に
実
施
し
た
「
年
号
制
度
・
国
旗
・
国
歌
に
関
す
る
世

論
調
査
」
（
昭
和
五
十
年
三
月
公
表
）
以
降
、
実
施
し
て
い
な
い
。
政
府
と
し
て
は
、
長
年
の
慣
行
に
よ
り
、
日
の
丸
及
び 

 
 

君
が
代
が
そ
れ
ぞ
れ
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
、
国
民
の
間
に
広
く
定
着
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
現
在
、
国
旗
及
び

国
歌
に
関
す
る
世
論
調
査
を
改
め
て
実
施
す
る
予
定
は
な
い
。 

学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
、
国
旗
及
び
国
歌
に
係
る
改
訂
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
六 

 



 

 

             

一
七 



 

 

             

一
八 



 

 

             

一
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二
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二
一 


