
１．

改
正
草
案
の
前
文
は
教
育

勅
語
そ
の
も
の

明
治
憲
法
（
１
８
８
９
年
11
月
施
行
）

に
は
、
前
文
（
憲
法
の
基
本
的
な
コ
ン

セ
プ
ト
を
明
ら
か
に
す
る
）
が
な
く
、

憲
法
発
布
勅
語
も
前
文
の
役
目
を
果
た

す
に
は
、
内
容
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
前
文
に
代
わ
る
も
の
が
、
憲

法
に
引
き
続
い
て
下
賜
さ
れ
た
教
育
勅

語
（
１
９
９
０
年
10
月
30
日
）
で
あ
っ

た
。自

民
党
は
、
２
０
１
２
年
４
月
27
日
、

日
本
国
憲
法
改
正
草
案
を
発
表
し
た

が
、
そ
の
改
正
草
案
は
、
日
本
国
憲
法

の
前
文
を
全
て
排
除
し
、
新
し
く
書
き

下
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
内
容
を

見
る
と
、
教
育
勅
語
を
下
敷
き
に
し
て

作
成
し
て
い
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い

る
。下

村
博
文
科
大
臣
は
２
０
１
４
年
４

月
８
日
の
記
者
会
見
で
、
教
育
勅
語
は

「
至
極
ま
と
も
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
と
思
う
。
軍
国
主
義
教
育
の
推
進
の

象
徴
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
が
問
題
だ

っ
た
」
な
ど
と
述
べ
て
い
た
。
日
本
の

守
旧
派
は
、
教
育
勅
語
の
復
活
を
、
虎

視
眈
々
と
狙
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

た
だ
、
こ
の
下
村
発
言
に
対
し
て
も
、

野
党
議
員
も
マ
ス
コ
ミ
も
、
た
い
し
て

反
論
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
反

論
す
る
だ
け
の
、
教
育
勅
語
の
問
題
点

の
理
解
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。そ

こ
で
、
問
題
の
教
育
勅
語
の
内
容

を
、
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
私
の

現
代
語
訳
で
紹
介
す
れ
ば
、
次
の
通
り

と
な
る
。

「
私
（
朕
）
は
以
下
の
よ
う
に
思
う
。

皇
室
の
祖
先
（
皇
祖
皇
宗
）
が
国
を
治

め
始
め
た
の
は
は
る
か
昔
で
あ
り
、
そ

こ
に
深
く
厚
い
徳
を
築
い
た
。
わ
が
臣

民
は
忠
と
孝
を
よ
く
行
い
、
心
を
一
に

し
（
億
兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
）、
代
々
そ

の
美
を
（
世
々
厥
ノ
美
ヲ
）
な
す
の
は

国
体
の
精
華
で
、
教
育
の
淵
源
は
こ
こ

に
あ
る
。

臣
民
よ
、
父
母
に
孝
、
兄
弟
は
仲
良

く
、
夫
婦
は
相
和
し
、
朋
友
は
相
信
じ
、

つ
つ
し
み
深
く
（
恭
倹
）
行
動
し
て
博

愛
を
皆
に
及
ぼ
し
、
学
問
を
修
め
、
手

に
職
を
つ
け
、
知
能
を
啓
発
し
、
徳
と

才
能
を
磨
き
あ
げ
、
進
ん
で
公
益
を
追

求
し
て
社
会
に
貢
献
し
な
さ
い
。
常
に

憲
法
を
尊
重
し
、
法
律
に
従
い
、
非
常

事
態
に
は
公
の
た
め
に
身
を
犠
牲
に
し

（
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
義
勇
公
ニ
奉
ジ
）、

以
っ
て
、
天
下
に
比
類
の
な
い
皇
国
の

繁
栄
に
尽
く
し
な
さ
い
。
こ
の
よ
う
に

す
る
の
は
、
忠
良
の
臣
民
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
こ
れ
に
よ
り
、
祖
先
の
残
し

た
伝
統
（
遺
風
）
を
実
現
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。

こ
の
道
は
、
皇
室
の
祖
先
の
遺
訓

（
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
）
で
あ
り
、
子
孫

た
る
臣
民
が
皆
で
守
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
ず
、
国

の
内
だ
け
で
な
く
、
外
に
も
ひ
ろ
め
な

さ
い
。
私
（
朕
）
は
、
臣
民
と
と
も
に

一
体
と
な
っ
て
徳
の
道
を
歩
ん
で
い
く

こ
と
を
願
う
も
の
だ
」
と
い
う
も
の
だ
。

こ
の
教
育
勅
語
は
、
山
形
有
朋
内
閣

時
代
の
１
８
９
０
年
（
明
治
23
年
）
10

月
30
日
下
賜
さ
れ
た
。
内
閣
法
制
局
長

官
井
上
毅
が
文
書
を
作
成
し
主
導
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
時
の
文
部
大
臣
西
園

寺
公
望
は
本
来
自
由
主
義
者
で
あ
り
、

こ
の
勅
語
は
あ
ま
り
に
も
国
家
中
心
主

義
で
あ
る
と
し
て
第
二
教
育
勅
語
を
検

討
し
た
が
、
大
臣
退
任
で
実
現
し
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

教
育
勅
語
で
最
も
大
事
な
の
は
、

「
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
義
勇
公
ニ
奉
ジ
」

の
部
分
で
あ
ろ
う
。
戦
前
の
日
本
人
は
、

こ
の
く
だ
り
を
叩
き
こ
ま
れ
、
赤
紙
一

枚
が
く
れ
ば
、
バ
ン
ザ
イ
の
歓
呼
の
中

で
、
戦
地
に
向
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
改

正
草
案
の
「
前
文
」
で
は
、「
国
と
郷

土
を
誇
り
と
気
概
を
持
っ
て
自
ら
守

り
」
と
あ
り
、「
国
を
守
れ
」
と
、
教

育
勅
語
よ
り
も
具
体
化
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
決
め
ど
こ
ろ
の
「
皇
祖

皇
宗
ノ
遺
訓
」
と
い
う
部
分
は
、
改
正

草
案
の
「
前
文
」
で
は
、「
長
い
歴
史

と
固
有
の
文
化
の
文
化
を
持
ち
、
国
民

統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
を
戴
く
国

家
」
と
の
冒
頭
の
宣
言
と
、「
日
本
国

民
は
、
良
き
伝
統
と
我
々
の
国
家
を
末

永
く
子
孫
に
継
承
す
る
た
め
、
こ
こ
に

こ
の
憲
法
を
制
定
す
る
」
と
結
ぶ
こ
と

に
よ
り
、「
天
皇
を
戴
く
」、「
長
い
歴

史
と
固
有
の
文
化
の
文
化
」
と
、「
良

き
伝
統
」
と
い
う
言
葉
に
代
え
て
お
り
、

よ
り
具
体
化
し
て
表
現
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
教
育
勅
語
の
「
教
育
」
に

直
接
か
か
わ
っ
た
部
分
は
、「
臣
民
父

母
ニ
孝
ニ
兄
弟
ニ
友
ニ
夫
婦
相
和
シ
朋

友
相
信
シ
、
｜
」
以
下
で
あ
る
。
こ

の
部
分
は
、
改
正
草
案
の
「
前
文
」
で

は
、「
和
を
尊
び
、
家
族
や
社
会
全
体

が
互
い
に
助
け
合
っ
て
国
家
を
形
成
」

と
、
表
現
し
て
い
る
。

さ
て
、
当
時
、
教
育
勅
語
の
こ
の
部

分
か
ら
、
12
の
徳
目
を
抽
出
し
、
教
育

に
利
用
し
た
。
そ
れ
は
、
以
下
の
通
り

だ
。１．

父
母
に
孝
。
２．

兄
弟
に
友

（
兄
弟
仲
良
く
）。
３．

夫
婦
相
和
す
。
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

４．

朋
友
相
信
ず
。
５．

恭
倹
己
を
持

す
（
自
分
の
言
動
を
つ
つ
し
む
）。
６．

博
愛
衆
に
及
ぼ
す
。
７．

学
を
修
め
業

を
習
う
（
学
問
を
修
め
、
手
に
職
を
つ

け
る
）。
８．

知
能
を
啓
発
す
る
。
９．

徳
器
を
成
就
す
る
（
徳
と
才
能
を
磨

く
）。
10．

公
益
を
広
め
政
務
を
開
く

（
進
ん
で
公
益
を
追
求
し
て
社
会
に
貢

献
）。
11．

国
憲
を
重
ん
じ
国
法
に
従

う
。
12．

一
旦
緩
急
あ
れ
ば
義
勇
公
に

奉
ず
（
非
常
事
態
に
は
公
の
た
め
に
身

を
犠
牲
に
す
る
）。

最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
12
番
目
の
、

「
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
義
勇
公
ニ
奉
ジ
」

と
い
う
部
分
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た

が
、
臣
民
は
、
こ
の
文
言
通
り
、
赤
紙

が
く
れ
ば
、
従
順
に
戦
地
へ
向
か
い
、

「
こ
の
戦
争
は
、
本
当
に
日
本
の
利
益

に
な
る
の
か
」「
す
べ
き
戦
争
な
の
か
」

な
ど
と
は
、
考
え
て
は
い
け
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
日
本
人

は
、
し
な
く
て
も
い
い
戦
争
を
し
て
、

国
を
滅
ぼ
し
た
の
だ
。

た
だ
、
教
育
勅
語
を
現
代
に
活
用
し

よ
う
と
す
る
人
間
は
、
こ
の
12
番
目
の

「
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
義
勇
公
に
奉
ず
」

と
い
う
徳
目
か
ら
、
戦
争
に
駆
り
出
さ

れ
る
こ
と
を
排
除
し
、「
勇
気
を
持
っ

て
、
世
の
た
め
に
尽
く
す
」
な
ど
と
、

曖
昧
な
現
代
語
訳
に
し
て
、
批
判
を
か

わ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
12
の
徳
目
を
み
る

と
、
ど
う
見
て
も
、
小
学
生
用
の
徳
目

で
あ
る
。
こ
の
徳
目
を
、
中
学
、
高
校

生
に
な
っ
て
も
、
繰
り
返
し
暗
誦
さ
せ

た
。
従
順
な
臣
民
は
、
天
皇
の
「
赤
子
」

で
あ
り
、
自
ら
考
え
る
こ
と
な
く
、
個

人
と
し
て
自
立
し
た
大
人
に
は
、
ど
う

し
て
も
な
っ
て
欲
し
く
は
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
、

余
り
に
素
朴
で
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

敢
え
て
勅
語
で
述
べ
た
て
る
よ
う
な
内

容
で
は
な
い
。
問
題
は
、
余
り
に
素
朴

で
単
純
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
押
し
付
け

る
人
間
の
世
界
観
次
第
で
、
い
か
よ
う

に
も
、
味
付
け
し
て
国
民
を
誘
導
で
き

る
こ
と
だ
。
軍
国
主
義
の
世
に
な
れ
ば
、

軍
国
主
義
が
教
育
勅
語
の
内
容
そ
の
も

の
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
分
た
ち

の
世
界
観
が
、
皇
室
の
先
祖
が
作
っ
た

国
の
基
本
原
理
と
い
う
こ
と
に
し
、
そ

れ
以
外
の
見
解
を
封
じ
込
め
る
こ
と
に

な
る
。

つ
ま
り
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
書
く

こ
と
で
、「
国
の
基
本
原
理
」
を
徹
底

的
に
曖
昧
に
し
、
時
の
権
力
者
の
意
思

が
、「
国
の
基
本
原
理
」
そ
の
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
「
皇
室
の
祖
先

の
遺
訓
」
で
あ
る
と
し
て
、
天
皇
の
権

威
を
か
り
て
、
自
分
た
ち
の
意
思
を
押

し
付
け
る
強
力
な
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ

が
る
。
そ
れ
が
、
教
育
勅
語
の
教
育
シ

ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
勅
語
が
下
賜
さ
れ
た
翌

年
に
は
深
刻
な
事
件
が
発
生
し
た
。
そ

れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
内
村
鑑
三
が
、

勅
語
に
敬
礼
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
か

ら
だ
。
政
府
と
し
て
は
、
敬
礼
は
自
分

た
ち
の
意
思
が
「
皇
室
の
祖
先
の
遺
訓
」

で
あ
る
こ
と
を
臣
民
に
強
く
印
象
づ
け

る
不
可
欠
の
過
程
で
あ
り
、
敬
礼
拒
否

は
政
府
と
し
て
は
許
し
が
た
い
も
の
だ

っ
た
の
だ
。

結
局
、
教
育
勅
語
は
、
天
皇
を
頂
点

に
す
る
タ
テ
の
秩
序
の
中
に
臣
民
を
組

み
込
も
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
生
徒

は
他
の
価
値
観
を
持
つ
こ
と
を
禁
じ
ら

れ
、
教
育
勅
語
を
棒
暗
記
し
、
繰
り
返

し
唱
え
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
、
疑
問
を

持
つ
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
。
究

極
の
「
あ
て
が
い
ぶ
ち
教
育
」
で
あ
る
。

２．

安
倍
首
相
の
目
指
す
も
の

は
「
国
体
」
理
論

安
倍
首
相
は
、
２
０
１
４
年
２
月
３

日
の
衆
議
院
予
算
員
会
の
質
疑
で
、

「
憲
法
は
日
本
と
い
う
国
の
形
・
理
想

と
未
来
を
示
す
も
の
」
と
述
べ
た
。
こ

れ
は
、
改
憲
論
者
の
共
通
し
た
認
識
で

あ
ろ
う
。

明
治
の
元
勲
は
、
明
治
憲
法
を
作
成

す
る
に
あ
た
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
憲
法

（
３
月
革
命
後
の
１
８
５
０
年
制
定
）

や
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
（
１
８
７
１
年
制

定
）
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
モ

デ
ル
に
し
た
か
と
い
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ

ン
は
、
絶
対
王
制
を
打
倒
し
て
自
由
を

獲
得
す
る
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど

の
民
主
化
の
努
力
に
取
り
残
さ
れ
て
、

帝
政
が
存
続
し
て
い
た
の
で
、
天
皇
制

の
日
本
帝
国
の
憲
法
に
最
適
と
考
え
た

か
ら
だ
。

西
欧
民
主
主
義
国
の
憲
法
は
、
絶
対

王
制
を
打
倒
し
て
民
主
主
義
を
獲
得
し

て
い
る
の
で
、
絶
対
王
制
が
復
活
し
な

い
よ
う
、
憲
法
は
、
国
家
権
力
を
縛
る

も
の
で
あ
る
。
他
方
、
明
治
憲
法
は
、

民
主
主
義
憲
法
と
な
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
、
絶
対
王
政
の
残
る
プ
ロ
イ
セ
ン

の
憲
法
や
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
を
参
考
に

し
た
の
だ
。「
憲
法
は
、
国
家
権
力
を

縛
る
も
の
」
な
ど
と
い
う
考
え
は
、
最

も
避
け
た
か
っ
た
の
だ
。

安
倍
首
相
は
、
前
述
の
予
算
委
員
会

で
、「
憲
法
は
日
本
と
い
う
国
の
形
・

理
想
と
未
来
を
示
す
も
の
」
と
述
べ
る

前
提
と
し
て
、「
憲
法
が
国
家
権
力
を

縛
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
は
絶
対
王

権
時
代
の
主
流
的
な
考
え
方
で
あ
り
」

と
述
べ
て
い
た
。

そ
の
趣
旨
は
、「
憲
法
が
国
家
権
力

を
縛
る
も
の
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

「
憲
法
は
日
本
と
い
う
国
の
形
・
理
想

と
未
来
を
示
す
も
の
」
で
あ
る
と
言
い

た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本

稿
の
前
月
号
で
説
明
し
た
と
お
り
、
国

民
に
、
憲
法
に
書
い
て
あ
る
「
日
本
と

い
う
国
の
形
・
理
想
と
未
来
」
に
忠
実

で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
国
民
が
守
る
べ
き
「
日
本

と
い
う
国
の
形
・
理
想
と
未
来
」
は
、

教
育
勅
語
の
書
き
直
し
で
あ
る
「
前
文
」

に
か
か
れ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
憲
法

に
書
い
て
い
る
こ
と
に
忠
実
で
な
い
国

民
は
、「
非
国
民
」
と
言
い
た
い
の
だ
。

こ
れ
は
ま
さ
に
、
明
治
憲
法
下
の
、

「
国
体
」
理
論
で
あ
る
。

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
。
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