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内
閣
の
行
う
助
言
は
天
皇
の
国
事
行
為
に
つ
い
て
の
助
言
で
あ
つ
て
、
国
政
に
関
す
る
助
言
で
は
な
い
。
従
つ

て
内
閣
に
国
事
行
為
に
対
応
し
て
存
在
す
べ
き
国
政
行
為
に
つ
い
て
の
決
定
権
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は

な
い
。
内
閣
以
外
の
機
関
が
衆
議
院
解
散
を
決
定
す
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
助
言
を
す
れ
ば
足
り
る
か
ら
で
あ

る
。
よ
つ
て
答
弁
書
の
い
う
「
衆
議
院
の
解
散
は
、
国
政
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
に
い
う
内
閣
の
助
言
と

承
認
と
は
、
衆
議
院
の
解
散
に
つ
い
て
内
閣
が
実
質
的
に
こ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
」
は
我
田
引
水
の
解

釈
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
憲
法
の
構
造
及
び
精
神
に
照
ら
し
、
三
権
分
立
の
原
則
、
立
法
、
司
法
、
行
政
の
各
権

力
機
関
の
相
互
不
可
侵
の
原
則
、
国
会
の
最
高
機
関
た
る
の
地
位
の
規
定
に
反
す
る
何
ら
正
当
な
根
拠
の
な
い
独

断
的
解
釈
で
あ
る
。 

衆
議
院
解
散
権
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

答
弁
書
の
解
釈
は
、
法
理
論
上
到
底
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
つ
て
、
次
の
質
問
に
答
え
ら

れ
た
い
。 

一 

天
皇
の
発
布
し
た
衆
議
院
解
散
詔
書
は
、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
か
ら
、
こ
の
詔
書
が
発
布
さ
れ

た
だ
け
で
は
、
実
質
的
に
衆
議
院
を
解
散
す
る
効
力
は
生
じ
な
い
。 

内
閣
に
対
し
、
答
弁
書
に
言
う
が
ご
と
き
国
家
の
最
高
機
関
た
る
強
大
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
た

め
に
は
、
憲
法
に
そ
の
旨
の
明
文
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
れ
は
、
解
散
詔
書
が
天
皇
の
国
事
行
為
と
し
て
作
成
さ
れ
た
詔
書
自
体
の
性
質
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な

い
。
従
つ
て
、
天
皇
の
名
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
解
散
詔
書
に
は
、
国
政
に
関
す
る
権
能
が
な
い
と
い
う
詔
書

の
性
質
に
変
動
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

右
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
正
当
と
思
う
が
、
ど
う
で
あ
る
か
。 

内
閣
の
助
言
と
承
認
は
、
詔
書
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。 四 

 



 

二 
答
弁
書
は
「
衆
議
院
自
体
が
こ
れ
（
解
散
）
を
議
決
で
き
る
と
す
る
た
め
に
は
憲
法
上
明
文
の
規
定
を
必
要
と

す
る
」
と
い
う
が
、
一
般
的
に
、
組
織
を
作
つ
た
者
が
そ
の
総
員
の
決
議
に
よ
つ
て
そ
の
組
織
の
解
散
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
団
体
法
の
一
般
理
論
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
憲
法
に
衆
議
院
解
散
に
つ
い
て
実
質
的
決
定
権
を
有
す
る
も
の
を
規
定
し
て
い
な
い
以
上
、
組
織

者
で
あ
る
衆
議
院
議
員
全
体
の
意
思
に
解
散
決
定
権
が
あ
る
こ
と
は
、
法
理
論
上
当
然
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。 

な
お
、
憲
法
第
七
条
は
、
内
閣
に
衆
議
院
解
散
の
決
定
権
を
与
え
た
明
文
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す

る
こ
と
も
憲
法
の
構
造
と
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
到
底
支
持
し
得
な
い
謬
見
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た

と
お
り
で
あ
る
。 

衆
議
院
の
組
織
が
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
憲
法
第
四

十
三
条
に
よ
り
明
白
で
あ
る
。 

五 

 



 

 

六 

よ
つ
て
、
衆
議
院
解
散
の
実
質
的
決
定
を
な
し
得
る
者
は
、
衆
議
院
議
員
の
全
体
的
意
思
表
示
と
し
て
解
散

を
審
議
す
る
衆
議
院
本
会
議
の
議
決
で
あ
る
と
解
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
ど
う
か
。 

法
理
論
上
の
理
由
を
附
し
て
答
弁
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


