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日
本
国
憲
法
施
行

’

十
周
年
を
迎
え
て

　
日
本
国
憲
法
は
昭
和
二
十
二

年
の
五
月
三
日
置
施
行
に
な
り

ま
し
た
の
で
、
本
年
は
そ
の
十

周
年
を
迎
え
た
の
で
あ
り
ま

す
。　

こ
の
慧
法
が
公
布
さ
れ
た
時

　
の
勅
語
に
は
、

　
本
日
、
日
本
国
憲
法
を
公
布

　
せ
し
め
た
。

　
こ
の
憲
法
は
、
帝
国
憲
法
を

　
全
面
的
に
改
正
し
た
も
の
で

　
あ
っ
て
、
国
家
再
建
の
基
礎

　
を
人
類
普
遍
の
原
理
に
求

　
め
、
自
由
に
表
現
さ
れ
た
国

　
民
の
総
意
に
よ
っ
て
確
定
さ

　
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
日

　
本
国
民
は
、
み
つ
か
ら
進
ん

　
で
戦
争
を
放
棄
し
、
全
世
界

　
に
、
正
義
と
秩
序
と
を
基
調

　
と
す
る
永
遠
の
平
和
が
実
現

　
す
る
こ
と
を
念
願
し
、
常
に

　
基
本
的
人
硲
を
尊
重
し
、
民

　
千
々
義
に
基
い
て
国
政
を
運

　
干
す
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
明

　
ら
か
に
定
め
た
の
で
あ
る
。

　
朕
は
、
国
民
と
共
に
、
全
力

　
を
あ
げ
相
携
え
て
、
こ
の
憲

　
法
を
正
し
く
運
用
し
、
節
度

　
と
責
任
と
を
重
ん
じ
、
自
由

　
と
平
和
と
を
愛
す
る
文
化
国

　
家
を
建
設
す
る
よ
う
に
努
め

　
た
い
と
思
う
。

と
お
述
べ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
又
こ
の
憲
法
の
前
文
に
は
、

　
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙

さ
れ
た
国
会
に
於
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
っ
て

自
由
の
も
た
ら
す
恵
沢
を
確
保

し
、
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再

び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意

し
、
こ
こ
に
宅
権
が
国
民
に
存

す
る
こ
と
を
宵
書
し
、
こ
の
憲

法
を
確
定
す
る
。
そ
も
そ
も
国

政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
る
信
託

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
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
逓
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
っ
て
、
平

和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と

信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
等
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
い
る
国

際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る

地
位
を
占
め
た
い
と
思
う
。
わ

れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、

ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免

0

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
つ
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
っ
て
、
政
治
道
徳

の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で

あ
り
、

こ
の
法
則
に
従
う
こ
と
…
な
い
と
思
い
ま
す
。

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
う
。

　
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
文
に

示
さ
れ
た
通
り
遠
大
な
瑚
想
の

も
と
に
つ
く
ら
れ
た
憲
法
で
あ

り
ま
す
。

　
吾
々
日
本
国
民
は
、
こ
の
憲

法
を
遵
奉
し
て
、
文
化
国
家
の

建
設
に
遙
噛
し
な
け
れ
ば
な
ら

『
子
ど
も
の
日
』
を
迎
え
て

　
古
く
か
ら
我
が
国
で
は
、
五

月
五
日
は
男
の
子
の
節
句
と
し

て
鯉
の
ぼ
り
を
た
て
、
シ
ョ
ウ

ブ
を
飾
っ
て
そ
の
前
途
を
祝
福

し
て
噛
ま
し
た
が
、
新
ら
し
く

祝
日
が
き
め
ら
れ
た
と
き
、
こ

の
日
を
「
子
供
の
日
」
と
定
め

ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
二
十
六
年

の
五
月
五
日
に
、
子
供
の
憲
法

と
い
わ
れ
る
〃
児
童
憲
章
”
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
児
型
憲
章

に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
私
共
は
こ
の
憲
章
を
よ

く
読
み
、
考
え
、
実
践
し
て
次

代
を
背
負
う
少
年
達
が
す
く
す

く
と
伸
び
る
よ
う
に
つ
と
め
た

い
も
の
で
す
。

　
児
童
憲
章

　
わ
れ
わ
れ
は
日
本
国
憲
法
の

精
神
に
し
た
が
い
、
児
童
に
対

す
る
正
し
い
観
念
を
確
立
し
、

す
べ
て
の
児
童
の
幸
福
を
は
か

る
た
め
に
、
こ
の
憲
章
を
定
め

呼

る
。　

児
童
は
、
人
と
し
て
尊
ば
れ

る
。　

児
童
は
、
社
会
の
一
員
と
し

て
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。

　
児
童
は
、
よ
い
環
境
の
な
か

で
育
て
ら
れ
る
。

一
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
心
身

　
と
も
に
健
や
か
に
う
ま
れ
、

　
育
て
ら
れ
、
そ
の
生
活
を
保

　
障
さ
れ
る
。

二
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
家
庭

　
で
、
正
し
い
愛
情
と
知
識
と

　
技
術
を
も
つ
て
育
て
ら
れ
、

　
家
庭
に
恵
ま
れ
な
い
児
童
に

　
は
、
こ
れ
に
か
わ
る
環
境
が

　
与
え
ら
れ
る
。

三
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
適
当

　
な
栄
養
と
住
居
と
被
服
が
与

　
え
ら
れ
、
ま
た
、
疾
病
と
災

　
害
か
ら
ま
も
ら
れ
る
。

四
、
す
べ
て
児
童
は
、
個
性
と

　
能
力
に
応
じ
て
教
育
さ
れ
、

　
社
会
の
一
員
と
し
て
の
責
任

　
を
自
主
的
に
果
す
よ
う
に
、

　
み
ち
び
か
れ
る
。

五
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
自
然

　
を
愛
し
、
科
学
と
芸
術
を
尊

　
ぶ
よ
う
に
導
か
れ
、
ま
た
、

　
道
徳
的
心
情
が
つ
ち
か
わ
れ

　
る
〇

六
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
就
学

　
の
み
を
確
保
さ
れ
、
ま
た
、

　
十
分
整
っ
た
教
育
の
施
設
を

　
用
意
さ
れ
る
。

七
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
職
業

　
指
導
を
受
け
る
機
会
が
与
え

　
ら
れ
る
。

八
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
そ
の

　
労
働
に
お
い
て
、
心
身
の
発

　
育
が
阻
害
さ
れ
ず
、
教
育
を
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初

夏

麦
の
穂
の
み
な
か
き
た
れ
て
ふ
く
み
た
る
夕
日
の
い
ろ
の
な
や
ま

し
き
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層

麦
畑
の
ひ
と
と
こ
ろ
風
の
吹
き
た
て
ば
夕
日
は
乱
る
そ
の
穂
よ
り

穂
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

暁
を
う
す
ら
白
雲
わ
き
出
で
て
い
よ
よ
み
ど
り
な
る
若
杉
の
山

杉
山
の
若
き
立
木
の
く
き
や
か
に
青
み
つ
ら
な
れ
り
山
の
な
ぞ
へ

に朝
山
の
み
ど
り
が
下
の
道
ゆ
け
ば
露
ふ
り
こ
ぼ
す
百
鳥
の
こ
え

　
う
け
る
機
会
が
失
わ
れ
ず
、

　
ま
た
、
川
童
と
し
て
の
生
活

　
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
な
い
よ
う

　
に
、
充
分
に
保
護
さ
れ
る
。

九
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
よ
い

　
遊
び
場
と
文
化
財
を
用
意
さ

　
れ
、
わ
る
い
環
境
か
ら
ま
も

　
ら
れ
る
。

十
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
虐

　
待
、
酷
使
、
放
任
そ
の
他
不

　
当
な
取
扱
か
ら
ま
も
ら
れ

　
る
。

　
　
あ
や
ま
ち
を
お
か
し
た
児

　
　
童
は
、
適
切
に
保
護
指
導

　
　
さ
れ
る
。

十
一
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
身

　
体
の
不
自
由
な
場
合
、
ま
た

　
は
、
精
神
の
機
能
が
不
充
分

　
な
場
合
に
、
適
切
な
治
療
と

　
教
育
と
保
護
が
与
え
ら
れ

　
る
。

十
二
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
愛

　
と
ま
こ
と
に
よ
っ
て
結
ば

　
れ
、
よ
い
国
民
と
し
て
人
類

　
の
平
和
と
文
化
に
貢
献
す
る

　
よ
う
に
、
み
ち
び
か
れ
る
。

村
婦
協
本
年
度
の
努
力
点

　
本
村
婦
人
連
絡
協
議
会
は
昭

和
二
十
六
年
四
月
に
結
成
以

来
、
村
御
当
局
を
は
じ
め
、
村

民
の
皆
様
の
御
指
導
と
千
三
百

会
員
の
総
親
和
に
よ
り
ま
し

て
年
一
年
、
と
成
長
し
て
ま
い

り
ま
し
て
、
こ
～
に
結
成
以
来

第
六
年
目
を
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
昨
年
は
婦
協
と
表

裏
一
体
の
姿
に
於
て
、
農
協
婦

人
部
を
結
成
し
ま
し
て
、
農
協

振
興
に
婦
人
を
し
て
働
か
せ
て

い
た
ゴ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。　

本
年
は
左
記
の
通
り
、
運
動

方
針
並
に
努
力
点
を
掲
げ
ま
し

て
、
本
村
婦
人
の
正
し
い
歩
み

を
つ
ゴ
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
隔
、
方
針

e
家
庭
教
育
の
責
任
者
と
し
て

　
の
婦
人
の
向
上
を
は
か
る
。

⇔
家
庭
経
済
の
担
当
者
と
し
て

　
の
自
覚
を
促
す
。

⇔
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
つ
く

　
る
た
め
の
団
体
活
動
を
展
開

す
ぢ
。

　
二
、
努
力
貼

　
　
敏
養
部

1
、
グ
ル
ー
プ
の
育
成

2
、
手
供
ク
ラ
ブ
の
育
成
強
化

厚
　
生
部

1
、
家
族
計
画
の
推
進

　
　
（
受
胎
調
節
）

2
、
環
境
衛
生
の
徹
底

3
、
保
育
所
の
開
設
促
進

　
生
産
部

1
、
自
給
菜
園
の
計
画
栽
培

2
、
産
業
研
究
の
推
進

　
イ
、
自
給
肥
料
の
増
産

　
ロ
、
中
、
小
家
畜
の
増
殖

　
生
　
活
　
部

1
、
納
税
意
欲
の
昂
揚

2
、
生
活
の
ム
ロ
琿
化

　
イ
、
時
間
の
励
行

　
ロ
、
諸
行
事
の
簡
素
化

　
ハ
、
生
活
記
録
の
実
行

3
、
貯
蓄
の
増
強

母
の
日
に
想
う

　
五
月
の
第
二
日
曜
は
「
母
の

日
」
で
す
。
母
に
感
謝
し
母
を

讃
え
る
日
で
す
。

　
掬
め
ど
も
つ
き
ぬ
愛
1
。

そ
れ
は
母
の
愛
で
あ
り
ま
し
よ

，
つ
。「

私
が
一
人
の
母
を
描
く
と

き
、
彼
女
が
如
何
に
醜
婦
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
愛
児
を
眺
め
て

い
る
姿
に
母
性
へ
ゑ
》
し
さ
を
捉

え
て
、
こ
れ
を
写
す
の
だ
」
と

有
習
な
画
家
、
ミ
レ
ー
は
言
っ

て
い
ま
す
。

　
母
性
は
永
遠
な
人
類
の
魂
の

故
郷
で
あ
り
ま
す
。
　
「
家
庭
に

於
て
は
母
の
愛
、
野
山
に
於
て

は
太
陽
の
光
」
と
い
う
、
ア
フ

リ
カ
の
便
諺
も
端
的
に
母
性
愛

の
美
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

「
美
し
い
妻
の
魅
力
は
短
い
。

昭
和
三
十
國
年
度

納
税
者
等
表
彰
式
挙
行
さ
る

昭
和
三
十
一
年
度
優
良
納
税
者

等
の
表
彰
式
は
、
恒
例
に
よ
り

去
る
五
月
十
日
東
郷
葉
た
ば
こ

取
次
所
に
於
て
、
関
係
者
多
数

が
出
席
し
盛
大
に
挙
行
さ
れ

た
。
当
日
の
受
賞
者
及
受
賞
団

体
次
の
通
り
。

一
、
優
良
納
税
区
（
三
区
）

　
田
野
区
・
私
讐
区
・
迫
野
内

　
区
。

二
、
優
三
二
納
税
組
ム
ロ
（
炉
六
組

　
合
）

　
寺
追
・
山
ノ
ロ
・
向
原
（
寺

迫
区
）
小
野
田
第
一
・
閾
下

　
第
二
（
小
野
区
）
蕨
野
・
田

　
野
・
稲
葉
野
（
田
野
区
）

　
上
村
山
内
・
上
村
中
山
・
大

　
工
野
上
・
中
水
流
第
一
（
鶴

　
野
内
区
）
西
石
原
（
坪
谷
区
）

　
中
水
流
上
・
中
水
流
下
（
越

　
灘
区
）
東
下
（
迫
野
内
区
）

三
、
優
良
納
税
協
力
者
（
二
六

　
名
）

　
田
代
安
夫
・
植
野
銀
次
郎
・

　
高
瀬
万
次
郎
（
寺
迫
）
塩
月

　
綱
雄
・
関
野
栄
（
福
瀬
）
小

　
林
一
・
畝
原
隆
稔
・
神
野
勇

　
男
（
小
野
田
）
寺
原
好
（
羽

　
坂
）
中
野
正
已
・
三
浦
哲
夫

　
（
仲
深
）
鈴
木
政
夫
・
谷
口

　
末
弘
・
谷
口
久
雄
・
（
田
野

　
三
原
正
喜
・
黒
木
年
夫
・
瀬
戸

　
啓
三
・
渦
尾
紋
治
・
寺
田
春
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中
学
稜
設
置

◎

「

十
周
年
を
迎
え
て

　
東
郷
中
学
校
、
坪
谷
中
学
校

　
　
　
　
　
ゆ

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
昭

和
二
十
二
年
五
月
で
あ
り
ま
す

の
で
、
こ
～
に
満
十
年
を
迎
え

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
設
置
当
時
は
校
舎
も
な
く

て
、
小
学
校
に
併
置
し
て
薄
暗

い
土
間
や
、
玄
関
な
ど
を
仮
り

の
教
室
と
し
て
使
用
し
て
、
授

咋
碍。

のの
F陳

冾
驍
ｱ
、
が
で
き
た
引
潮
泪
引
引
期

　
然
し
当
時
は
中
学
校
教
育
の
　
の
形
成
者
と
し
て
、
必
要
な
資

目
的
、
或
は
教
授
内
容
は
、
教
格
を
養
う
こ
と
～
、
‘
社
会
に
必

育
基
本
法
や
学
校
教
育
法
に
明
要
な
職
業
に
つ
い
て
、
基
礎
的

示
し
て
あ
り
ま
ず
け
れ
ど
、
的
な
知
識
と
技
能
、
鴫
勤
労
を
電
ん

確
に
そ
の
性
格
を
つ
か
み
え
ず
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
で

し
て
、
高
等
科
に
毛
の
は
え
た
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力

程
度
に
し
か
、
或
は
青
年
学
校
を
養
う
こ
と
～
、
学
校
内
外

曜
　
晒
学
生
は
す
で
に
青
年
前
期

に
達
し
ま
す
め
で
、
精
神
面
で

も
、
身
体
の
面
で
も
大
事
な
時

期
に
あ
り
ま
す
。
牲
に
目
覚

め
、
反
抗
的
態
度
は
旺
盛
と
な

　
つ
て
、
人
生
才
二
の
危
期
に
遭

遇
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
生

に
通
ず
る
習
慣
も
、
こ
の
時
期

に
養
わ
れ
る
し
、
一
生
の
進
路

も
大
方
こ
の
期
に
決
定
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
言
三
年
の
教
育

　
は
、
一
生
を
左
右
す
る
と
申
し

　
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

六
力
年
の
義
務
教
育
が
、
撃
力

年
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
所
以

え
て
戴
か
ね
ば
な
ら
な
い
事

は
、
お
茶
の
葉
が
良
い
お
茶
に

な
る
生
な
立
派
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
事
、
こ

れ
が
最
も
大
切
な
条
件
で
あ
ろ

う
と
思
え
ま
す
。

◎
自
然
の
ま
～
に
伸
び
ほ
う
だ

　
い
の
茶
園
。

◎
押
し
分
け
、
引
き
分
け
、
お

　
茶
を
摘
む
。

◎
お
日
様
に
充
分
当
っ
た
葉
、

　
日
蔭
ば
か
り
で
育
つ
た
葉
。

◎
手
間
は
か
》
る
、
品
は
揃
わ

　
ん
、
ガ
リ
茶
は
う
ん
と
出
る

　
全
く
損
な
事
ば
か
り
の
話
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

る
期
間
が
あ
り
ま
す
。
種
を
播

い
て
四
年
間
は
、
肥
料
代
、
手

間
代
等
と
、
色
々
の
支
出
に
比

べ
て
収
入
の
方
が
少
く
、
赤
字

が
続
き
ま
す
。
そ
う
し
て
五
年

目
に
よ
う
や
く
出
来
上
っ
て
、

も
う
け
が
出
来
始
め
る
の
で

す
。　

今
こ
、
に
私
共
の
周
囲
の
茶

園
が
ど
う
で
あ
る
か
を
考
え
て

見
る
必
要
は
無
い
で
し
ょ
う

か
。

　
土
台
の
出
来
て
い
な
い
茶
園

を
、
五
年
目
毎
に
株
下
げ
し
て

い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
損
ば
か

り
を
繰
り
返
し
て
、
本
当
の
茶

跨
町
民
欝
銅
監

立
派
に
仕
立
て
直
し
た
ら
如
何

で
し
よ
う
。

　
一
番
目
を
取
っ
て
、
地
上
五

寸
位
に
切
り
下
げ
て
置
い
て
戴

け
ば
良
い
わ
け
で
す
。
二
年
目

に
そ
の
株
を
地
上
八
寸
か
ら
九

寸
で
切
る
。
三
年
目
に
又
そ
の

株
を
一
尺
二
～
三
寸
に
切
る
と

云
う
様
に
、
少
し
づ
～
切
っ
て

伸
ば
し
て
行
っ
た
ら
、
立
派
に

仕
立
て
た
茶
園
の
様
に
な
り
ま

す
。　

早
く
立
派
な
茶
園
か
ら
、
立

派
な
茶
の
葉
を
取
っ
て
上
手
な

十
件
も
働
い
た
犯
人
の
や
り

方
は
、
五
分
か
十
分
の
間

に
、
サ
ツ
と
盗
ん
で
逃
げ
て

お
り
ま
す
。
外
出
が
、
二
日

も
三
日
も
そ
れ
以
上
に
も
な

る
場
合
は
、
誰
か
に
雷
守
番

に
来
て
も
ら
う
の
が
一
番
い

～
こ
と
で
す
。

お
互
い
に
注
意
し
て
助
け
合

い
、
あ
き
巣
よ
り
の
被
害
防

止
に
つ
と
め
ま
し
よ
う
。

今
．
月
の
農
作
業

鞠
叩

と
、
疫
病
が
発
生
し
や
す
く
な

り
ま
す
か
ら
、
銅
粉
剤
を
反
当

三
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
特
に
下
葉
に

よ
く
か
～
る
よ
う
に
か
け
て
下

さ
い
。

報
酬
が
伴
う
の
で
．
働
く
こ
と

に
希
望
と
明
る
さ
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。
徹
底
的
に
働
く
こ
と
、

他
で
は
望
め
な
い
多
額
の
貯
蓄

を
残
せ
る
こ
と
、
海
外
に
視
野

を
広
め
得
る
こ
と
、
農
村
青
嬬

に
与
え
ら
れ
た
得
難
い
チ
ャ
ン

ス
だ
と
思
い
ま
す
堕
毎
年
あ
る

計
画
で
す
か
ら
、
ど
し
ノ
￥
応

募
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

　
な
お
三
十
一
一
年
度
送
出
に
は

水
野
正
義
（
仲
深
）
矢
野
践
来

（
坪
谷
）
の
両
君
が
合
格
さ
れ

も
ち
ろ
ん
、
お
茶
は
損
を
す
一
国
の
経
営
は
出
来
て
い
な
い
と
一
経
営
を
致
し
ま
し
よ
う
。

2

ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
，

に
お
け
る
杜
会
的
活
動
を
促
進
し
、
そ
の
感
情
を
正
し
く
導
き
、
公
正
な
判
断
力
を
養
う
こ
と
が
、
主
な
も
の
で
あ
り
ま

も
、
ま
た
こ
～
に
あ
る
こ
と
に
思
い
を
よ
せ
て
、
中
学
教
育
の
万
全
を
期
せ
ね
鶴
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
，

、

毎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

お
茶
の
株
を
　
　
　
切
り
揃
え
ま
し
よ
う

’
　
　
　
　
　
　
　
「

　　
@
山
陰
派
出
所
便
り
、
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
ン
皆
さ
ん
”
　
　
交
通
道
徳
を
　
　
　
　
配
り
ま
し
よ
う

◎
あ
き
集
が
ね
ら
う
留
守
宅

せ
を
二
～
三
寸
や
り
ま
す
。
尚
一
病
の
た
め
に
減
収
に
な
る
こ
と
警
野
立
麓
難
単
調
離
謎
れ
融
鞭
す
か
ら
・
の
時
期
の
追
肥
は
τ
苗
の
基
部
三
寸
ぐ
ら
い
を
、

　
　
　
　
　
こ
れ
は
毎
日
膠
嚢
全
佃
驚
羅
拝
安
野
や
引
台
守
轟
轟
　
　
　
　
　
て
い
る
よ
う
季
明
で
守
れ
な
い
春
　
　
の
が
交
通
道
　
　
　
　
　
徳
で
す
。
日

中
谷
憲
一
君
の
便
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
　
田
　
三
　
郎

　
　
　
　
　
　
向
警
察
署
管
内
で
も
本
年
に
な
っ
て
か
ら
、
既
に
十
一
一
件
の
璽
大
事
故
が
発
生
し
、
死
者
七
人
、
負
傷
者
十
二
人
を
出
し
て
い
ま
す
。
車
と
人
と
が
交
通
規
則
を
守
れ
ば
、

昭
和
三
十
年
以
降
雪
国
の
交
通
事
故
発
生
状
況
は

年
度
別

発
生
件
塾
死

者
冨
者
P
位
万
円
）

昭
和
3
0
年
昭
和
3
1
年
前
年
比
較
増
加
率

勧
学
九
＾
一
件
…
套
・
⊥
一
能
い
離
岸
鉄
糞
％
二
・
＾
％
皿

　
　
　
　
　
　
暑
、
E
％
　
　
箪
。
、
一
％
一
　
　
　
　
　
　
・

嚢
　
　
　
…
講

十
八
人
、
傷
者
二
百
八
十
人
、
物
的
損
害
六
百
五
十
九
万
円
に
達
し
、
強
盗
、
殺
人
、
傷
　
　
’

強
調
謹
撰
挾
魑
の
襲
鰯
隷
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
生
件
数
三
百
三
十
六
件
、
死
者
し
て
交
通
事
故
を
な
く
し
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
郷
村
防
犯
組
合
交
通
部
）
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