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五
月
二
十
五
日
（
日
）
に
本
明
寺
の

永
代
経
法
要
が
行
わ
れ
多
く
の
方
に
ご

参
集
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
写
真

や
法
話
の
要
約
を
載
せ
ま
す
。
ど
う
ぞ

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

  

（
法
話
要
約
） 

五
月
十
二
日

に

中
国
の

四
川
省

で

大
き
な
地
震
が
有
り
ま
し
た
。
六
万
人

以
上
の
人
が
亡
く
な
り
、
土
砂
崩
れ
や

感
染
症
な
ど
の
二
次
被
害
も
心
配
さ
れ

て
い
ま
す
。
地
震
は
他
人
事
で
は
な
く
、

関
東
地
方
に
も
い
つ
起
こ
っ
て
も
不
思

議
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
か
ら
、
か
な

り
の
年
数
が
経
ち
ま
す
。
江
戸
時
代
末

期
の
話
で
す
が
、
新
潟
に
曹
洞
宗
の
僧

侶
で
あ
り
、
歌
人
で
も
あ
っ
た
良
寛
が

住
ん
で
い
た
こ
ろ
、
文
政
十
一
（
一
八

二
八
）
年
十
一
月
十
二
日
に
今
の
三
条

市
付
近
を
中
心
に
大
地
震
が
発
生
し
、

全
壊
一
万
二
千
九
百
余
り
、
死
者
千
六

百
人
余
り
の
被
害
が
で
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
与
板
（
現
新
潟
県
長
岡
市
）
に
住

ん
で
い
た
知
人
に
慰
め
の
手
紙
を
良
寛

は
出
し
ま
し
た
。 

 

地
し
ん
は
ま
こ
と
に
大
変
に
候
、

野
僧
草
庵
は
何
事
も
な
く
、
親
る

い
中
死
人
も
な
く
め
で
度
く
存
候
。 

 
 

う
ち
つ
け
に
／
し
な
ば
し
な
ず
て

／
な
が
ら
え
て
／
か
か
る
う
き
め

を
／
み
る
が
は
び
し
さ 

（
地
震
で
だ
し
ぬ
け
に
死
ん
で
し

ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
死
な
ず

に
な
ま
じ
生
き
な
が
ら
え
た
た
め

に
、
こ
の
よ
う
に
辛
い
あ
り
さ
ま 

を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
悲
し
い

こ
と
だ
） 

し
か
し
、
災
難
に
逢
時
節
に
は

災
難
に
逢
が
よ
く
候
、
死
ぬ
時
節

に
は
死
ぬ
が
よ
く
候
。
是
は
こ
れ

災
難
を
の
が
る
る
妙
法
に
て
候
。 
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災
難
と
い
う
も
の
は
い
つ
人
に
ふ
り

か
か
っ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
災
難

に
襲
わ
れ
た
ら
そ
れ
を
の
が
れ
る
方
法

は
な
い
。
逃
れ
よ
う
と
す
れ
ば
む
し
ろ

災
難
は
大
き
く
な
る
。
な
ま
じ
逃
れ
よ

う
と
し
な
い
で
、
真
正
面
か
ら
災
難
を

受
け
と
る
し
か
な
い
。
こ
れ
は
良
寛
の

現
世
を
生
き
て
い
く
上
で
の
覚
悟
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
我
々
は
つ
い
自
分
に

都
合
の
悪
い
こ
と
は
避
け
て
、
都
合
の

良
い
こ
と
ば
か
り
考
え
ま
す
が
、
世
の

中
の
事
実
は
仏
教
の
因
縁
の
道
理
に
従

う
し
か
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
す
。 

 

下
の
言
葉
は
相
田
み
つ
を
さ
ん
の
言

葉
で
す
。
人
間
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い

と
い
う
人
間
放
棄
の
気
持
ち
だ
け
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
自
ら
の
不
完
全
性
、

怯
弱
性
、
煩
悩
、
虚
偽
性
を
深
く
洞
察

を
さ
れ
て
人
間
の
も
つ
性
を
悲
し
ま
れ

て
の
言
葉
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
も

っ
と
き
つ
い
表
現
で
、「
罪
悪
深
重
」
や

「
煩
悩
熾
盛
」
、
ま
た
先
程
皆
さ
ん
と
一

緒
に
お
勤
め
を
し
た
正
信
偈
の
中
で
は

「
極
重
悪
人
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で

我
々
の
在
り
方
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

善
導
大
師
は
「
煩
悩
具
足
の
衆
生
は
、

も
と
よ
り
真
実
の
心
な
し
、
清
浄
の
心
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な
し
、
濁
悪
邪
見
の
ゆ
い
え
な
り
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
言
葉
は

我
々
に
と
っ
て
す
ん
な
り
と
は
受
け
入

れ
難
い
言
葉
で
す
。
法
律
に
触
れ
る
よ

う
な
犯
罪
を
犯
し
た
訳
で
も
な
し
、
自

分
は
世
間
の
中
で
は
マ
シ
な
生
き
方
を

し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

仏
法
に
お
い
て
は
不
完
全
性
、
怯
弱
性
、

貪
欲
、
虚
偽
性
な
ど
を
悪
と
意
識
す
る

の
で
す
。
そ
れ
を
自
分
の
努
力
や
精
神

統
一
、
修
養
な
ど
で
乗
り
越
え
る
こ
と

（
自
力
）
は
至
難
の
業
で
す
。
そ
れ
を
、

如
来
の
願
い
と
力
に
よ
っ
て
乗
り
越
え

さ
せ
て
い
た
だ
く
教
え
が
浄
土
真
宗
の

他
力
本
願
の
は
た
ら
き
で
す
。 

 

一
般
的
に
は
信
仰
す
る
こ
と
は
自
分

の
願
い
を
叶
え
た
り
、
心
を
平
穏
に
保

つ
な
ど
の
利
益
を
あ
て
に
し
ま
す
が
、

仏
教
に
お
い
て
求
道
心
に
必
要
な
三
つ

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
に
は
、
自

楽
を
も
と
め
ず
、
自
分
だ
け
が
環
境
良

く
楽
す
る
よ
う
な
こ
と
を
戒
め
ま
す
。

二
つ
に
は
、
人
々
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
、

慈
悲
（
慈
は
苦
を
抜
く
、
悲
は
楽
を
与

え
る
）
の
心
を
持
つ
。
三
つ
に
は
、
す

べ
て
の
人
々
を
憐
愍
し
自
分
の
利
益
を

考
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
求
道

心
に
は
大
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

伝
教
大
師
（
最
澄
）
も
「
悪
事
を
己
に

向
か
え
、
好
事
を
他
に
与
え
、
己
を
忘

れ
て
他
を
利
す
る
は

慈
悲
の
極
み
な

り
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
実
践
す
る
こ
と
は
我
々
に
は

不
可
能
に
近
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
願
い
の
方
向
は
見
失
わ
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
日
ご
ろ
自
分

の
生
き
方
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
確

認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
の

顔
や
姿
は
鏡
を
見
て
整
え
ま
す
が
、
心

は
鏡
に
は
映
り
ま
せ
ん
。
心
の
有
り
様

は
教
え
に
照
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
わ
か
ら

な
い
の
で
す
。
聞
法
や
毎
日
の
お
内
仏

で
の
礼
拝
は
自
分
の
生
き
方
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
心
に
乱
れ
が
な
い
か
な

ど
を
確
認
す
る
作
法
な
の
で
す
。 
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◆
永
代
経
お
手
伝
い 

永
代
経

を
お
手
伝

い
し
て
い
た
だ

い
た
方
々
を
紹
介
し
ま
す
。 

安
藤 

賢
司 

 

川
瀬 

き
ぬ
ゑ 

郡
司 

三
郎 

 

高
田 

ト
ヨ 

高
野 

勢
津
子 
宝
田 

満
男 

宝
田 

康
子 

 

滝
口 

泉 

滝
口 

和
彦 

 

沼
田 

博
幸 

根
岸 

千
栄
子 

根
本 

初
子 

早
矢
仕 

昌
治 

横
澤 

正
克 

横
山 

ナ
ヲ 

 

若
井 

武
久 

お
手
伝
い
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

な
お
、
今
後
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る

方
が
お
り
ま
し
た
ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

◆
お
み
が
き
の
つ
ど
い 

 

川
瀬 

き
ぬ
ゑ 

滝
口 

泉 

 

根
岸 

千
栄
子 

本
田 

有
希 

 

本
田 

彰
一 

 

本
田 

隆
見 

 

本
田 

信
子 

 

松
原 

け
い
子 

松
原 

幸
夫 

 

山
本 

豊
子 

お
手
伝
い
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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一
九
八
〇
年
代

の
漫
才

ブ
ー
ム

の

火
付
け
役
と
な
り
人
生
の
頂
点
と
底
辺

を
経
験
さ
れ
、
い
ま
ふ
た
た
び
少
年
時

代
を
佐
賀
の
祖
母
・
お
サ
ノ
さ
ん
と
過

ご
さ
れ
た
そ
の
思
い
出
を
書
き
記
し
た

『
佐
賀
の
が
ば
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
』
で
作

家
と
し
て
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て

い
る
漫
才
コ
ン
ビ
「
Ｂ
＆
Ｂ
」
の
島
田

洋
七
さ
ん
を
お
招
き
し
て
、
「
真
宗
会

館
」
公
開
講
演
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

「
漫
才
師
と
し
て
売
れ
た
ら
世
の
中

変
わ
る
」
と
思
わ
れ
て
い
た
島
田
さ
ん
。

し
か
し
、
い
く
ら
お
金
が
あ
っ
て
も
夏

は
暑
く
感
じ
る
し
、
冬
は
寒
く
感
じ
る
。

も
ち
ろ
ん
腹
も
減
れ
ば
、
病
気
に
も
な

る
。
お
金
持
ち
に
な
っ
て
も
、
根
本
的

人
間
の
構
造
は
何
一
つ
変
わ
ら
な
い
と

気
づ
か
れ
た
そ
う
で
す
。
い
く
ら
懐
の

中
に
百
万
円
が
入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

体
が
暖
ま
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
ん
な

思
い
を
抱
い
て
い
た
島
田
さ
ん
は
「
お

金
が
あ
る
豊
か
さ
が
本
当
の
豊
か
さ
で

は
な
い
。
心
の
豊
か
さ
が
本
当
の
豊
か

さ
で
あ
る
。
」
と
い
う
「
が
ば
い
ば
あ
ち

ゃ
ん
」
の
言
葉
を
思
い
出
さ
れ
た
そ
う

で
す
。 

 

島
田
さ
ん
は
少
年
時
代
の
こ
の
よ
う

な
経
験
を
お
話
さ
れ
ま
し
た
。
冬
場
の

通
学
時
、
寒
く
て
ど
う
に
も
な
ら
な
か

っ
た
の
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
ジ
ャ
ン

パ
ー
を
買
っ
て
ほ
し
い
と
ね
だ
っ
た
と

こ
ろ
、
来
年
買
え
る
よ
う
に
お
金
を
貯

め
よ
う
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
翌
年
、

念
願
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
手
に
入
れ
た
島

田
さ
ん
は
友
達
に
自
慢
し
ま
し
た
が
、

周
り
の
友
達
は
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
当
た
り
前
だ
っ
た
の
で
、

そ
の
感
動
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
島
田
さ
ん
に
と
っ
て
そ
の
ジ
ャ
ン

パ
ー
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一
生
懸
命

生
活
を
切
り
詰
め
て
頑
張
っ
て
我
慢
し

た
結
果
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
だ
っ
た
の
で
、

二
人
に
と
っ
て
は
と
て
も
大
切
な
、
価

値
の
あ
る
ジ
ャ
ン
パ
ー
だ
っ
た
の
で
す
。

今
の
世
の
中
は
、
す
ぐ
に
何
で
も
買
え
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て
し
ま
う
の
が
当
た
り
前
に
な
り
す
ぎ

て
い
て
、
我
慢
し
て
よ
う
や
く
手
に
入

れ
ら
れ
た
と
い
う
感
動
が
少
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
す
ぐ

に
自
分
と
他
人
と
を
比
べ
、
自
分
に
無

い
も
の
や
境
遇
を
手
に
入
れ
た
い
と
思

い
ま
す
。 

島
田
さ
ん
は
、
「
人
生
、
不
確
か
が

正
解
。
」
と
い
う
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
言
葉

が
き
に
い
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
人
生
、

上
手
く
い
か
な
い
こ
と
が
当
た
り
前
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
手
く
い
か

な
い
と
思
う
と
き
は
、
必
ず
自
分
の
贅

沢
や
わ
が
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
す
。
そ

れ
が
分
か
ら
な
い
か
ら
、
上
手
く
い
か

な
い
と
言
っ
て
悩
む
の
で
す
。
こ
の
悩

み
は
、
自
分
と
他
人
と
比
べ
る
か
ら
起

こ
る
の
で
す
。
自
分
ひ
と
り
だ
け
に
与

え
ら
れ
た
境
遇
だ
と
思
え
ば
、
自
分
が

一
番
大
切
に
思
え
ま
す
。
ま
た
自
分
と

比
べ
た
人
自
身
も
自
分
に
は
な
い
悩
み

を
必
ず
抱
え
て
い
る
は
ず
で
す
。
島
田

さ
ん
は
「
貧
乏
生
活
は
辛
か
っ
た
が
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
過
ご
し
た
少
年
時
代

が
一
番
楽
し
か
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。 

 

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
堅
苦
し
い
文

章
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
島
田

さ
ん
の
お
話
は
「
流
石
漫
才
師
」
と
叫

び
た
く
な
る
よ
う
な
、
笑
い
の
絶
え
な

い
公
演
だ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
ま
す
。 

（
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
９
』 

掲
載
記
事
よ
り
） 

こ
の
研
修
会
に
は
副
住
職
と
共
に
、

嫁
の
有
希
と
娘
の
唯
果
も
参
加
し
ま
し

た
。 こ

こ
最
近
、
こ
の
研
修
会
は
「
寺
を

ひ
ら
く
」
を
テ
ー
マ
に
開
か
れ
て
い
ま

す
。
今
回
は
サ
ブ
テ
ー
マ
に
「
仏
事
を

通
し
て
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
し
、

神
奈
川
県
横
須
賀
市
に
あ
る
長
願
寺
住

職
の
海
法
龍
氏
か
ら
お
話
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

 

海
氏
は
ま
ず
「
寺
を
ひ
ら
く
」
と
い

う
テ
ー
マ
の
問
い
は
ど
こ
か
ら
来
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
話
さ
れ
ま
し
た
。「
寺

を
ひ
ら
く
」
と
い
う
問
い
は
、「
寺
が
閉

ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
寺
を
開
き
た
い
」
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と
い
う
思
い
か
ら
起
き
た
も
の
だ
が
、

た
だ
開
く
だ
け
な
ら
経
営
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
に
相
談
し
て
、
方
法
論
や
技
術
論

を
学
べ
ば
い
い
。「
寺
を
ひ
ら
く
」
と
い

う
問
い
は
「
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
は
な

ぜ
か
」
「
閉
ざ
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
」

と
い
う
問
い
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
海
氏
は
、
昨
年
の
九
月
に
ミ
ャ

ン
マ
ー
で
仏
教
僧
に
よ
る
反
政
府
デ
モ

が
あ
り
、
そ
こ
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
僧
を

守
る
よ
う
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
民
が
共
に

デ
モ
に
参
加
し
、
軍
事
政
権
は
武
力
に

よ
る
弾
圧
を
行
い
多
く
の
死
傷
者
を
だ

し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
あ
る
新
聞
に
「
ミ

ャ
ン
マ
ー
の
僧
侶
と
国
民
は
信
頼
で
繋

が
っ
て
い
る
。
日
本
の
僧
侶
と
国
民
は

習
慣
と
形
式
で
繋
が
っ
て
い
る
。
」
こ
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
さ

れ
た
。
な
ぜ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
僧
侶
と

国
民
が
信
頼
で
繋
が
っ
て
い
る
か
と
い

う
と
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
僧
侶
に
は
「
仏

教
徒
と
し
て
生
き
る
姿
」「
仏
教
に
生
き

る
姿
」
を
表
し
て
い
る
か
ら
国
民
か
ら

信
頼
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

日
本
の
僧
侶
と
国
民
は
習
慣
と
形
式

で
繋
が
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
は 

「
仏
事
」
で
し
か
繋
が
っ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
仏
事
」
は
習
慣

や
形
式
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
仏

の
用
き
が
あ
る
事
が
「
仏
事
」
な
の
で

あ
る
。
仏
教
だ
け
で
な
く
宗
教
は
、
生

き
る
道
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
「
仏
事
」
は
生
き
る
道
を
示
す
場
な

の
で
あ
る
。
私
た
ち
僧
侶
は
習
慣
と
形

式
の
「
仏
事
」
で
繋
が
る
の
で
は
な
く
、

僧
侶
と
国
民
が
人
生

の
支
え
と
な
る

「
仏
事
」
を
行
う
こ
と
が
、
仏
か
ら
願

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。        
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真
宗
会
館
の
花
ま
つ
り
に
副
住
職
、

嫁
の
有
希
、
娘
の
唯
果
で
参
加
し
ま
し

た
。
花
ま
つ
り
の
中
で
は
初
参
り
式
も

あ
り
、
唯
果
も
受
式
し
ま
し
た
。 

「
は
じ
め
て
聞
く
仏
教
講
座
」
は
若
い

坊
さ
ん
と
若
い
門
徒
さ
ん
が
一
緒
に
参

加
し
、
一
緒
に
話
を
聞
い
て
、
一
緒
に

考
え
、
互
い
の
思
い
や
考
え
を
話
し
会

え
る
場
を
開
い
て
い
る
会
で
す
。
本
明

寺
が
会
場
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
品
川

区
の
垣
内
亮
太
朗
さ
ん
と
副
住
職
と
嫁

の
有
希
が
参
加
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
会
も
海
法
龍
氏
に
お
話
を
い
た

だ
き
、
そ
の
後
座
談
会
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
場
で
門
徒
さ
ん
が
日
ご
ろ
ど
の
よ

う
な
悩
み
が
あ
る
か
聞
く
こ
と
が
で
き

た
り
、
坊
さ
ん
の
悩
み
な
ど
も
聞
い
て

も
ら
い
、
意
外
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で

悩
ん
で
い
る
こ
と
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
ま

し
た
。 

 

全
国
青
年
研
修
会
は
東
京
教
区
が
主

催
と
い
う
こ
と
も
あ
り
参
加
し
て
き
ま

し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
い
の
ち
の
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渦―

憲
法
第
九
条
は
だ
れ
の
も
の
？

―
」
と
い
う
こ
と
で
開
か
れ
ま
し
た
。 

 

現
行
の
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
六

十
年
が
経
つ
が
今
、
憲
法
改
正
と
い
う

こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
知
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
法
学
館
／
伊

藤
塾
所
長
、
法
学
館
憲
法
研
究
所
所
長

で
あ
り
ま
す
伊
藤
真
氏
を
お
迎
え
し
て

「
今
こ
そ
「
憲
法
の
力
」
を
つ
け
よ
う
」

と
い
う
講
題
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。 伊

藤
氏
は
ま
ず
、
今
が
ど
う
い
う
時

代
か
を
話
さ
れ
る
う
え
で
、
五
十
年
前

に
あ
っ
た
朝
日
訴
訟
提
訴
（
一
九
五
七

年
）
の
こ
と
を
話
さ
れ
た
。
朝
日
訴
訟

と
は
、
当
時
の
「
生
活
保
護
法
に
よ
る

保
護
の
基
準
」
に
よ
る
支
給
基
準
が
低

す
ぎ
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条
、
生

活
保
護
法
に
規
定
す
る
「
健
康
で
文
化

的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」

を
保
障
す
る
水
準
に
は
及
ば
な
い
こ
と

か
ら
憲
法
違
反
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と

を
厚
生
大
臣
を
相
手
取
り
争
っ
た
行
政

訴
訟
で
、
人
間
の
尊
厳
を
主
張
し
て
そ

の
現
実
を
目
指
し
た
裁
判
で
、
人
間
裁

判
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
政
府

の
動
き
は
再
軍
備
の
動
き
が
強
ま
り
、

社
会
保
障
費
を
カ
ッ
ト
し
て
い
た
。
そ

の
こ
と
か
ら
今
を
見
る
と
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
と
い
う
社
会
保
障
費
の
カ

ッ
ト
、
逆
に
テ
ロ
対
策
と
い
う
軍
備
に

多
く
の
予
算
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
見
る
と
五
十
年
前
と
同
じ
こ
と
を
繰

り
返
し
て
い
る
。 

そ
の

様

な

政
府

が
憲
法
改
正

を

求

め
て
い
る
。
こ
こ
で
現
行
の
憲
法
と
与

党
の
自
民
党
が
作
っ
た
新
憲
法
草
案
を

比
較
し
て
み
た
い
。
ま
ず
憲
法
前
文
だ

が
、
現
行
憲
法
の
核
に
あ
る
こ
と
は
①

人
権
確
立
②
戦
争
放
棄
③
国
民
主
権
の

三
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
①
②
を
実
現
す

る
た
め
に
③
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
新
憲
法
草
案
は
①
国
家
の
た
め
の

国
民
②
国
民
に
国
防
の
義
務
と
愛
国
の

義
務
③
公
益
や
公
の
秩
序
の
重
視
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
新
憲
法
草
案
は
国
民
主

権
で
は
な
く
、
国
民
が
国
家
の
道
具
に

な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。 

次
に
憲
法
第
九
条
で
あ
る
。
こ
の
第

九
条
は
第
二
章
と
い
う
項
目
の
中
に
あ

り
、
第
二
章
に
は
こ
の
第
九
条
し
か
な

い
。
各
章
に
は
名
前
が
あ
り
、
こ
の
第

二
章
の
名
前
が
有
名
な
「
戦
争
の
放
棄
」

で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
名
前
を
新
憲
法
草

案
で
は
「
安
全
保
障
」
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
第
九
条
の
内
容
だ
が
、
新
憲
法

草
案
で
は
一
項
は
残
し
て
あ
る
が
二
項

を
削
除
し
た
。
自
民
党
は
一
項
を
残
し

た
こ
と
で
第
九
条
を
守
っ
た
と
し
て
い

る
が
、
伊
藤
氏
は
二
項
が
大
切
だ
と
言
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わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
一

項
の
よ
う
に
戦
争
を
放
棄
し
て
い
る
憲

法
を
持
つ
国
は
い
く
つ
も
あ
る
。
日
本

国
憲
法
の
第
九
条
は
二
項
で
そ
の
戦
争

の
放
棄
を
ど
の
よ
う
に
し
て
放
棄
す
る

か
を
具
体
的
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
平
和
憲
法
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
。
ま
た
、
新
憲
法
草
案
で
は
二

項
を
削
除
し
た
だ
け
で
な
く
、
第
九
条

の
二
と
し
て
自
衛
隊
を
自
衛
軍
と
す
る

草
案
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
憲
法
草
案

で
は
、
日
本
を
戦
争
の
で
き
る
国
と
し
、

海
外
で
自
由
に
活
動
で
き
る
自
衛
軍
を

所
有
で
き
る
憲
法
な
の
で
あ
る
。 

ま
た

私
た
ち
の

自
由
も

国
家
の

管

理
下
に
置
か
れ
る
。
こ
れ
は
憲
法
第
十

二
条
で
あ
る
。
現
行
憲
法
で
は
「
常
に

公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す

る
責
任
を
負
ふ
。
」
と
あ
る
が
、
新
憲
法

草
案
で
は
「
常
に
公
益
及
び
公
の
秩
序

に
反
し
な
い
よ
う
に
自
由
を
享
受
し
、

権
利
を
行
使
す
る
責
務
を
負
う
」
と
な

っ
て
い
る
。「
公
共
の
福
祉
」
と
は
簡
単

に
言
え
ば
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
け

れ
ば
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

草
案
で
は
国
家
の
管
理
下
に
お
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
責
任
」
が
「
責

務
」
と
な
っ
て
お
り
、
責
任
に
加
え
て

義
務
が
伴
う
の
で
あ
る
。 

そ
の
ほ
か

憲
法
改
正
で
の

問
題
点

は
多
い
と
い
う
。
で
は
改
憲
に
よ
っ
て

私
た
ち
の
生
活
が
ど
う
変
わ
る
か
と
い

う
こ
と
を
伊
藤
氏
は
具
体
的
に
考
え
ら

れ
て
い
る
。 

①
今
よ
り
安
全
な
生
活
に
な
る
か 

・
日
本
が
軍
隊
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て

テ
ロ

の

標
的

に
な
る
可
能
性

が

高

く
な
る 

②
今
よ
り
自
由
な
生
活
に
な
る
の
か 

・
徴
兵
制
が
可
能
に
な
る 

・
人
権
侵
害
（
思
想
良
心
、
信
教
、
表

現
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
）
、
環
境
破
壊

の
危
険 

③
今
よ
り
も
福
祉
が
充
実
し
た
生
活
に

な
る
の
か 

・
予
算
が
軍
備
に
ま
わ
さ
れ
、
福
祉
、

医
療
、
失
業
対
策
、
教
育
へ
の
予
算

が
削
ら
れ
る 

こ
の
よ
う
に
伊
藤
氏
は
憲
法
改
正
後
の

こ
と
を
予
想
し
て
い
る
。 

 

そ
も
そ
も
憲
法
は
ど
う
い
う
も
の
な

の
か
。
私
も
そ
う
だ
っ
た
が
「
憲
法
は

法
律
の
親
玉
」
み
た
い
に
思
っ
て
い
ま

せ
ん
か
。
そ
れ
は
正
解
で
す
が
、
そ
ん

な
簡
単
な
答
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
憲
法
と
法
律
の
違
い
は
、
法
律
は

国
民
の
自
由
を
制
限
し
て
、
社
会
の
秩

序
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
（
国
民
に

対
す
る
歯
止
め
）
で
、
憲
法
は
国
家
権

力
を
制
限
し
て
、
国
民
の
人
権
を
保
障
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す
る
も
の
（
国
家
に
対
す
る
歯
止
め
）

で
あ
る
。
法
律
は
そ
の
時
の
国
民
の
多

数
の
意
思
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
会
議

員
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
し
か
し
、
国

民
の
多
数
の
意
思
に
従
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
常
に
「
正
し
い
」
と
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
時
の
情
報
操
作
や
、
ム

ー
ド
、
目
先
の
利
益
に
よ
っ
て
国
民
の

多
数
が
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
危
機
が

あ
る
。
多
数
決
で
決
め
る
こ
と
は
必
要

で
あ
る
が
、
多
数
決
で
奪
っ
て
は
い
け

な
い
価
値
観
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
権
の

侵
害
と
戦
争
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
文
化

し
た
も
の
が
憲
法
な
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
憲
法
に
は
人
権
規
定
ば
か
り
な
の
で

あ
る
。
今
、
私
た
ち
は
護
憲
か
改
憲
か

を
一
国
民
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
。
軍

事
力
に
よ
っ
て
は
国
民
の
生
命
と
財
産

は
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
に
自
衛

隊
の
最
高
任
務
は
国
民
を
守
る
こ
と
で

は
な
く
、
国
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
む

し
ろ
軍
事
力
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他

国
か
ら
攻
撃
の
口
実
に
な
り
、
逆
に
国

民
を
危
険
に
さ
ら
す
恐
れ
が
あ
る
。
戦

争
で
は
非
戦
闘
員
の
死
者
が
九
割
以
上

で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。 

 

こ
の
研
修
会
の
日
程
中
に
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
で
靖
国
神
社
の
遊
就
館
と
防

衛
省
に
見
学
に
行
っ
た
。
そ
し
て
ま
ず

こ
れ
ら
の
施
設
の
意
味
を
考
え
た
。
戦

争
の
反
省
の
た
め
に
あ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
戦
争
を
肯
定
す
る
た
め
に
あ
る
の

か
。
ど
ち
ら
も
後
者
の
戦
争
肯
定
の
た

め
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
遊
就
館
は

国
民
を
戦
争
の
道
具
に
し
た
こ
と
を
英

霊
と
し
て
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
の
責

任
を
あ
や
ふ
や
に
し
、
防
衛
省
で
は
テ

ロ
対
策
特
別
措
置
法
を
肯
定
さ
せ
る
広

報
な
ど
が
あ
っ
た
。 

 

私
が
こ
の
研
修
会
に
参
加
し
て
思
っ

た
こ
と
は
、
ま
ず
、
私
た
ち
は
現
行
憲

法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
憲
法
改
正
に
よ

り
国
民
が
国
家
の
道
具
に
な
り
か
ね
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
テ
ー

マ
「
憲
法
第
９
条
は
誰
の
も
の
？
」
に

対
し
て
も
、「
憲
法
第
九
条
は
私
の
も
の

で
あ
る
」
と
考
え
ま
し
た
。
私
は
憲
法
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第
九
条
に
よ
り
国
家
に
よ
る
殺
人
（
戦

争
）
を
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
ま
た
、
私
が
人
を
殺
し
て
し
ま
う
危

機
を
止
め
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

民
族
や
人
種
や
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
違
い

は
あ
る
が
同
じ
人
間
で
あ
る
。
そ
の
人

間
同
士
が
殺
し
あ
う
こ
と
は
、
な
ん
て

愚
か
な
こ
と
だ
と
思
う
。 

 

私
た
ち
は
近
い
将
来
に
国
家
か
ら
護

憲
か
改
憲
か
を
問
わ
れ
る
時
が
来
る
と

思
う
。
そ
の
時
に
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り

が
ど
の
よ
う
な
答
え
を
出
す
か
分
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
目
先
の
情
報
や
ム
ー

ド
や
利
益
に
よ
っ
て
答
え
を
出
さ
な
い

で
ほ
し
い
。
伊
藤
氏
は
「
情
報
が
事
実

で
は
な
い
。
情
報
の
先
に
事
実
が
あ
る
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
決
し
て
憲
法

の
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど

う
か
広
い
視
野
を
持
ち
、
様
々
な
可
能

性
を
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

                    

                    

新憲法草案 現行憲法
前文

　日本国民は、自らの意思と決意に基づき、

主権者として、ここに新しい憲法を制定す

る。

　象徴天皇制は、これを維持する。また、国

民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の

尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則

は、不変の価値として継承する。

　日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責

任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有

し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国

民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創

造及び地方自治の発展を重視する。（後略）

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における

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、

①わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢

を確保し、②政府の行為によつて再び戦争の

惨禍が起ることのないやうにすることを決意

し、③ここに主権が国民に存することを宣言

し、この憲法を確定する。そもそも国政は、

国民の厳粛な信託によるものであつて、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。これは人類普遍の原理であり、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。（後略）
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新憲法草案 現行憲法
第２章　安全保障

　

第９条　（平和主義）

①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際

平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争

と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際

紛争を解決する手段としては、永久にこれを

放棄する。

②削除

第９条の２（自衛軍）

①　我が国の平和と独立並びに国及び国民の

安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指

揮権者とする自衛軍を保持する。

（他３項）

第２章　戦争の放棄

第９条

①（同じ）

②　前項の目的を達するため、陸海空軍その

他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権

は、これを認めない。

自民党案第９条の２は新設

第１２条　（国民の責務）

　 この憲法が国民に保障する自由及び権利

は、国民の不断の努力によって、保持しなけ

ればならない。国民は、これを濫用してはな

らないのであって、自由及び権利には責任及

び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及

び公の秩序に反しないように自由を享受し、

権利を行使する責務を負う。

第１２条

　この憲法が国民に保障する自由及び権利

は、国民の不断の努力によつて、これを保持

しなければならない。又、国民は、これを濫

用してはならないのであつて、常に公共の福

祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第２２条

（居住、移転及び職業選択等の自由等）

①　何人も、居住、移転及び職業選択の自由

を有する。

②　すべて国民は、外国に移住し、又は国籍

を離脱する自由を侵されない。

第２２条

①　何人も、公共の福祉に反しない限り、居

住、移転及び職業選択の自由を有する。

②　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱

する自由を侵されない。
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