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日
本
国
憲
法
及
び
皇
室
典
範
特
例
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
こ
に
皇
位
を
継
承
し
ま
し
た
。

こ
の
身
に
負
っ
た
重
責
を
思
う
と
粛
然
た
る
思
い
が
し
ま
す
。

顧
み
れ
ば
、
上
皇
陛
下
に
は
御
即
位
よ
り
、
三
十
年
以
上
の
長
き

に
わ
た
り
、
世
界
の
平
和
と
国
民
の
幸
せ
を
願
わ
れ
、
い
か
な
る
時

も
国
民
と
苦
楽
を
共
に
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
強
い
御み

心
こ
こ
ろ

を
御
自
身

の
お
姿
で
お
示
し
に
な
り
つ
つ
、
一
つ
一
つ
の
お
務
め
に
真し
ん

摯し

に
取

り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
上
皇
陛
下
が
お
示
し
に
な
っ
た
象
徴
と

し
て
の
お
姿
に
心
か
ら
の
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
こ
に
、

皇
位
を
継
承
す
る
に
当
た
り
、
上
皇
陛
下
の
こ
れ
ま

で
の
歩
み
に
深
く
思
い
を
致
し
、
ま
た
、
歴
代
の
天
皇
の
な
さ
り
よ

う
を
心
に
と
ど
め
、
自
己
の
研け
ん

鑽さ
ん

に
励
む
と
と
も
に
、
常
に
国
民
を

思
い
、
国
民
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
憲
法
に
の
っ
と
り
、
日
本
国
及

び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
誓
い
、

国
民
の
幸
せ
と
国
の
一
層
の
発
展
、
そ
し
て
世
界
の
平
和
を
切
に
希

望
し
ま
す
。
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新天皇陛下
おことば

全文

朝
見
の
儀
に
は
、
安
倍
晋
三
首
相

ら
三
権
の
長
や
都
道
府
県
の
知
事
、

議
長
の
代
表
ら
約
２
６
０
人
が
参

列
。
皇
位
継
承
順
位
１
位
で
皇こ

う

嗣し

と

な
っ
た
秋
篠
宮
さ
ま
ら
男
女
の
成
年

皇
族
も
同
席
し
た
。

儀
式
に
臨
ん
だ
新
陛
下
は
え
ん
び

服
で
、
新
皇
后
雅
子
さ
ま
は
ロ
ン
グ

ド
レ
ス
姿
。
午
前

時

分
ご
ろ
に

入
室
し
、特
設
の
台
の
上
に
立
っ
た
。

新
陛
下
は
「
こ
の
身
に
負
っ
た
重

責
を
思
う
と
粛
然
た
る
思
い
が
し
ま

す
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
上
皇
と
な

っ
た
前
の
天
皇
陛
下
が
即
位
時
に

「
皆
さ
ん
と
と
も
に
」
守
り
、
従
う

と
誓
っ
た
憲
法
に
言
及
し
た
。
続
い

て
安
倍
首
相
が
国
民
を
代
表
し
て
即

位
を
祝
福
し
た
。

朝
見
の
儀
に
先
立
ち
、
松
の
間
で

は
午
前

時
半
ご
ろ
か
ら
、
皇
位
の

証
し
と
さ
れ
る
三
種
の
神
器
の
う
ち

剣
と
璽じ

（
ま
が
玉
）
な
ど
を
受
け
継

ぐ
儀
式
「
剣
璽
等
承
継
の
儀
」
が
行

わ
れ
た
。

新
陛
下
の
前
に
用
意
さ
れ
た
台
の

上
に
、
侍
従
が
剣
璽
と
天
皇
が
国
事

行
為
で
使
う
印
章
の
御
璽
と
国
璽
を

安
置
。
お
こ
と
ば
は
な
く
、
新
陛
下

が
侍
従
ら
を
伴
っ
て
退
出
し
て
終
了

し
た
。

参
列
皇
族
は
、
皇
位
継
承
資
格
の

あ
る
男
性
成
年
皇
族
に
限
る
前
例
が

踏
襲
さ
れ
、
秋
篠
宮
さ
ま
と
皇
位
継

承
順
位
３
位
の
常
陸
宮
さ
ま
の
２
人

の
み
だ
っ
た
。
安
倍
首
相
ら
三
権
の

長
や
閣
僚
ら

人
が
参
列
。
前
回
は

女
性
の
該
当
者
が
い
な
か
っ
た
が
、

今
回
は
片
山
さ
つ
き
地
方
創
生
担
当

相
が
出
席
し
た
。

憲
法
や
皇
室
典
範
に
は
即
位
に
伴

う
儀
式
の
詳
細
な
規
定
は
な
い
。
政

府
は
同
日
、
い
ず
れ
の
儀
式
も
国
事

行
為
と
す
る
こ
と
を
閣
議
決
定
し
た

が
、
即
位
後
朝
見
の
儀
は
、
天
皇
の

あ
い
さ
つ
に
首
相
が
応
え
る
形
が
君

主
と
臣
下
の
関
係
を
思
わ
せ
、
国
民

主
権
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
の
指
摘

が
あ
る
。
剣
璽
等
承
継
の
儀
も
神
話

に
基
づ
く
調
度
品
が
使
わ
れ
る
批
判

が
あ
っ
た
が
、
十
分
に
は
議
論
さ
れ

ず
、
平
成
へ
の
代
替
わ
り
の
例
が
踏

襲
さ
れ
た
。
一
方
で
、
前
回
は
「
奉

答
」
と
し
て
い
た
首
相
の
あ
い
さ
つ

の
名
称
は
「
国
民
代
表
の
辞
」
に
変

更
し
た
。

両
儀
式
と
も
公
務
か
ら
退
い
た
前

の
天
皇
、皇
后
両
陛
下
は
参
列
せ
ず
、

未
成
年
の
皇
族
も
慣
例
で
出
席
し
な

か
っ
た
。

新
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
は
１
日
午

後
、
前
の
天
皇
ご
夫
妻
の
住
ま
い
と

し
て
名
称
が
変
更
さ
れ
た
皇
居
・
吹ふ

き

上あ
げ

仙せ
ん

洞と
う

御
所
を
訪
ね
、
即
位
の
あ
い

さ
つ
を
す
る
。
そ
の
後
、
宮
殿
や
東

宮
御
所
か
ら
名
称
が
変
更
さ
れ
た
赤

坂
御
所
（
東
京
都
港
区
）
で
皇
族
や

宮
内
庁
職
員
か
ら
祝
賀
を
受
け
る
行

事
が
午
後
６
時
ご
ろ
ま
で
続
く
。

４
日
に
は
即
位
を
祝
う
一
般
参
賀

が
宮
殿
で
あ
る
。
国
内
外
に
即
位
を

宣
言
す
る
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
と

都
内
を
パ
レ
ー
ド
す
る
「
祝
賀
御お

ん

列れ
つ

の
儀
」
は

月

日
に
予
定
さ
れ
て

い
る
。

新
天
皇
陛
下
（

）
は
１
日
午
前
０
時
に
即
位
さ
れ
、
同
日
午
前

時

過
ぎ
、
皇
居
・
宮
殿
「
松
の
間
」
で
、
「
即
位
後
朝
見
の
儀
」
に
臨
ま
れ

た
。
天
皇
と
し
て
国
民
に
向
け
た
初
め
て
の
お
こ
と
ば
で
「
自
己
の
研け

ん

鑽さ
ん

に
励
む
と
と
も
に
、
常
に
国
民
を
思
い
、
寄
り
添
い
な
が
ら
、
憲
法
に
の

っ
と
り
、
象
徴
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
」と
述
べ
た
。
元
号
は
「
令
和
」

に
改
ま
っ
た
。

【
高
島
博
之
】

「
即
位
後
朝
見
の
儀
」
で
お
こ
と
ば
を
述
べ
ら
れ
る
新
天
皇
陛
下
‖
皇
居
・
宮
殿
「
松
の
間
」
で
１
日
午
前
11
時
14
分
、
佐
々
木
順
一
撮
影
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