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皇
学
館
大
学
「
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ム
」

　

こ
の
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
て
想
い
出
し
た
の
が
、
平
成
十
三
年

十
月
に
皇
學
館
大
學
で
開
催
さ
れ
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
代

欧
米
諸
国
に
お
け
る
政
教
関
係
」
で
あ
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

平
成
十
一
年
に
新
田
均
教
授
の
呼
び
か
け
で
始
ま
っ
た
皇
學
館
大

學
神
道
研
究
所
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
始
に
当
た
っ
て
、
司
会

の
新
田
君
は
、
政
教
関
係
に
つ
い
て
わ
が
国
の
「
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
は
、
近
代
日
本
の
こ
と
を
論
じ
る
場
合
に
、
近
代
日
本
と

近
代
の
欧
米
を
比
較
し
て
み
る
と
い
う
視
点
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
」「
そ
ん
な
わ
け
で
、
明
治
憲
法
制
定
当
時
、
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
年
）
当
時
、
つ
ま
り
十
九
世
紀
後
半
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
時
期
の
欧
米
の
政
教
関
係
が
ど
う
い
う
も

の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
に
い
た
る
前
史
も
含
め

て
や
や
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
新
田
君
を
中
心
に
、
京
都
大
学

の
大
石
眞
教
授
（
フ
ラ
ン
ス
担
当
）、
国
学
院
大
学
の
原
田
一
明
助

教
授
（
当
時
）（
イ
ギ
リ
ス
担
当
）、
日
本
大
学
の
高
畑
英
一
郎
助
手

（
当
時
）（
ア
メ
リ
カ
担
当
）
そ
れ
に
私
（
ド
イ
ツ
担
当
）
が
参
加
、
当

初
は
そ
の
他
に
ス
ペ
イ
ン
や
イ
タ
リ
ア
の
担
当
者
も
い
た
が
、
最

終
的
に
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
で
「
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
行
う

こ
と
に
な
っ
た
。
今
、
そ
の
抜
き
刷
り
（『
皇
學
館
大
學
神
道
研
究

所
紀
要
』
第
十
九
輯
、
平
成
十
五
年
三
月
）
を
書
架
か
ら
取
り
出
し

て
み
る
と
、
皆
、
非
常
に
興
味
深
い
報
告
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
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か
る
。
た
だ
、
私
の
報
告
だ
け
は
い
さ
さ
か
準
備
不
足
で
、「
公

開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
な
ら
ぬ
「
後
悔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
い
っ
た

趣
き
で
あ
っ
た
。

　

新
田
君
か
ら
の
要
請
で
気
軽
に
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
も
の
の
、

研
究
の
方
は
一
向
に
進
ま
ず
、
毎
年
秋
の
研
究
会
が
近
づ
く
と
、

い
つ
も
準
備
不
足
で
登
校
拒
否
さ
な
が
ら
の
気
分
に
襲
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
参
加
す
る
の
は
楽
し
み
で
あ
っ
た
。
と
い

う
の
は
、
先
憂
後
楽
（
？
）、
苦
痛
だ
ら
け
の
数
時
間
を
何
と
か

耐
え
忍
べ
ば
、
そ
の
後
に
は
、
い
つ
も
楽
し
み
な
酒
宴
（
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
）
が
待
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
お
か
げ
横
丁
に
あ
る
古

い
つ
く
り
の
田
舎
料
理
店
「
す
し
久
」
な
ど
に
連
れ
ら
れ
て
い
く

と
、
そ
こ
に
は
伊
勢
名
物
の
「
て
こ
ね
寿
司
」
や
美
味
し
い
酒
が

あ
っ
た
。
や
が
て
高
尚
な
学
術
談
義
か
ら
始
ま
り
、
ジ
ョ
ー
ク
、

駄
じ
ゃ
れ
の
応
酬
と
い
つ
も
の
パ
タ
ー
ン
で
終
わ
る
。
そ
の
後
は
、

も
ち
ろ
ん
割
り
勘
だ
が
、
二
次
会
、
三
次
会
も
控
え
て
い
た
。

　

し
か
し
、「
随
想
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
ん
な
話
ば
か
り
書

い
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

記
録
を
も
と
に
、
特
に
参
考
に
な
っ
た
報
告
内
容
を
ご
紹
介
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
「
政
教
分
離
」

　

イ
ギ
リ
ス
の
「
国
教
制
」
に
続
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
政
教
分

離
制
」
に
つ
い
て
報
告
し
た
の
は
高
畑
君
で
あ
っ
た
。
彼
の
専
門

は
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
で
あ
る
。
そ
の
報
告
に
よ
る
と
、
ア
メ

リ
カ
は
今
日
、
政
教
分
離
国
の
代
表
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
内
実
は
宗
教
に
対
し
て
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
し
て
友

好
的
で
あ
る
。
そ
し
て
植
民
地
時
代
か
ら
十
九
世
紀
末
ま
で
の
ア

メ
リ
カ
の
宗
教
制
度
を
概
観
す
る
と
、「
ア
メ
リ
カ
社
会
が
、
政

教
分
離
制
を
採
用
し
て
い
な
が
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
社
会
の
根

幹
と
み
な
し
、
政
府
に
よ
る
奨
励
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い

た
」
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

高
畑
報
告
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
政
教
関
係
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
「
事
実
上
の
国
教
」
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
表
向
き
「
政
教
分
離
制
」
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、

今
日
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
り
、「
政
府
に
よ
る
特
定
宗
教
の

法
定
禁
止
〔
国
教
の
樹
立
の
禁
止
〕」「
教
会
税
の
禁
止
」
そ
れ

に
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
派
の
公
平
な
取
扱
い
」
を
意
味
す
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、「
キ
リ
ス
ト
教
は
良
き
政
府

と
人
々
の
幸
せ
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
政
府
は
（
宗
派
的
に
偏

り
な
く
）
キ
リ
ス
ト
教
を
奨
励
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う

認
識
は
、
政
教
分
離
制
の
成
立
後
も
多
く
の
人
々
の
意
識
の
中
に

あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
当
時
の
連
邦
最
高
裁

判
事
で
あ
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
見
解
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
判
事
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は
『
憲
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』（
一
八
三
二
年
）
の
中
で
、「
秩
序

あ
る
社
会
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
文

明
社
会
が
キ
リ
ス
ト
教
な
し
で
存
立
す
る
と
は
考
え
難
い
。
キ
リ

ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
奨
励
が
政
府
の
義
務

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
、
同
じ
頃
に
出
さ
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
決
の
中
に
も
、

「
我
々
は
宗
教
的
な
国
民
で
あ
り
、
こ
の
国
は
キ
リ
ス
ト
教
国
家

で
あ
る
」（
一
八
九
二
年
）
と
し
た
も
の
が
あ
る
。

　

今
日
で
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
大
統
領
就
任
式
全
体
が
宗
教
的
行

事
の
形
を
取
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
牧
師
の
祈
祷
に
始
ま
り
、
正

副
大
統
領
が
聖
書
に
手
を
お
い
て
宣
誓
を
し
た
後
、
賛
美
歌
が
歌

わ
れ
、
最
後
に
祝
祷
で
も
っ
て
終
わ
る
こ
と
は
わ
が
国
で
も
良
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
議
会
に
お
け

る
専
属
牧
師
の
開
会
の
祈
り
が
建
国
当
時
か
ら
の
伝
統
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
社
会
構
造
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、

こ
れ
を
合
憲
と
し
た
一
九
八
三
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
（
マ
ー

シ
ュ
事
件
）
な
ど
も
存
在
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
典
型
的
な
政
教
分
離
国
で
あ
る
は
ず
の
ア
メ
リ

カ
の
政
教
関
係
を
見
て
も
、
政
教
分
離
と
は
「
国
家
と
教
会
の
分

離
」（Separation･･of･･Church･･and･･State

）
で
あ
っ
て
、「
国
家

と
宗
教
（Religion

）
の
分
離
」
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
宗
教
そ

の
も
の
の
価
値
を
認
め
、「
信
教
の
自
由
」
を
よ
り
確
実
に
保
障

す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
の
が
政
教
分
離
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、「
政
教
分
離
」
と
は
あ
く
ま
で
「
国
家

（State

）」（
＝
実
は
「
政
府
」）
と
「
教
会
（Church

）」
の
結
合
を

禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
歴
史
的
な
国
民
共
同
体
と
し
て
の

国
家
（N

ation

）」
か
ら
「
宗
教
（Religion

）」
を
排
除
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
来
は
「
社
会
」
の
存

立
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
根
幹
を
な
す
の
が
「
宗
教
」
で
あ
る
と

の
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
さ
え
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
了
解
で
き

る
。

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
「
公
認
教
会
制
」
と
明
治
憲

法
下
の
政
教
関
係

　

次
に
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
に
つ
い
て
報
告
を

し
た
の
は
、
こ
の
分
野
の
第
一
人
者
で
あ
る
大
石
教
授
で
あ
っ
た
。

　

大
石
報
告
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
を
規

定
し
て
い
た
の
が
一
八
〇
一
年
の
「
コ
ン
コ
ル
ダ
〔
ナ
ポ
レ
オ
ン

政
府
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
皇
庁
と
の
間
で
結
ば
れ
た
政
教
条
約
〕」

と
、
一
八
〇
二
年
に
こ
の
条
約
を
国
内
で
実
施
す
る
た
め
制
定
さ

れ
た
「
宗
教
組
織
法
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
コ
ン
コ
ル
ダ
体

制
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
体
制
と
呼
ば
れ
る
政
教
関
係
は
、
そ
の
後
た



438明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 46 号〕平成 21 年 11 月

び
た
び
憲
法
が
変
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
ず
っ
と

維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
体
制
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン

ス
の
有
名
な
公
法
学
者
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。
ま
ず
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
は
国
教
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス

政
府
の
公
定
宗
教
で
あ
る
こ
と
」、
次
に
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
祀

は
、
フ
ラ
ン
ス
国
の
公
役
務
で
あ
り
、
そ
の
運
営
の
為
に
一
定
量

の
財
源
が
充
て
ら
れ
、
そ
の
執
行
に
は
公
務
員
で
あ
る
一
定
数
の

官
吏
が
参
加
す
る
」
と
。

　

し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
「
国
教
」
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、

そ
れ
以
外
の
宗
教
を
す
べ
て
排
斥
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
国
教

制
」
で
は
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
を
事
実
上
の
「
国
教
」
と
し
つ
つ

も
、
そ
れ
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
（
ル
タ
ー
派
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
）
や

ユ
ダ
ヤ
教
を
も
公
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
後
に
は
こ
れ
を

「
公
認
宗
教
制
」（
な
い
し
「
公
認
教
制
」）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
、「
公
認
教
制
」
を
採
用
し
て
い
た

の
が
、
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
帝
国
の
中
心
で
あ
っ
た
プ
ロ

イ
セ
ン
王
国
で
は
、「
国
教
制
（
か
つ
て
の
領
邦
教
会
制
）」
は
否
定

さ
れ
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
宗
教
的
行
事
と
関
係
を
有
す

る
国
の
施
設
に
於
い
て
は
、
宗
教
の
自
由
を
損
な
う
こ
と
な
く
、

基
礎
と
さ
れ
る
」
こ
と
は
憲
法
で
承
認
さ
れ
て
い
た
（
十
四
条
）。

ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ル
タ
ー
派
そ
れ
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
「
公

認
」
さ
れ
、
国
か
ら
財
政
支
援
が
行
わ
れ
て
い
た
し
、
教
会
財
産

も
国
の
特
別
の
保
護
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
聖
職

者
は
官
吏
と
し
て
の
身
分
を
有
し
、
国
か
ら
俸
給
を
支
給
さ
れ
て

い
た
。
他
方
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
国
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
で
も
「
国
教
」
は
否
定
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ル

タ
ー
派
そ
れ
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
公
認
さ
れ
、
国
か
ら
財
政
支
援

が
な
さ
れ
て
い
た
し
、
そ
の
他
の
王
国
で
も
同
様
の
公
認
教
制
が

採
用
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
「
公
認
教
制
」
を
見
て
み

る
と
、
明
治
憲
法
下
の
わ
が
国
の
政
教
関
係
と
か
な
り
近
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
は
、
明
治
憲
法
下
で

は
「
国
教
」
は
否
定
さ
れ
て
お
り
（
伊
藤
博
文
『
憲
法
義
解
』）、
そ

の
も
と
で
「
神
社
」
が
「
非
宗
教
」
と
し
て
保
護
さ
れ
た
だ
け
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
も
「
伝
統
仏
教
」
や
「
教
派
神
道
」
さ
ら

に
「
キ
リ
ス
ト
教
」
ま
で
「
公
認
」
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
神
社
」
は
国
の
営
造
物
と
さ
れ
、「
祭
祀
」
に
専
念
さ

せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭

祀
」
が
「
国
の
公
役
務
」
と
さ
れ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
も
「
キ
リ
ス

ト
教
」
が
「
国
の
施
設
の
基
礎
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す

れ
ば
、
こ
れ
も
良
く
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
治
憲
法

下
の
政
教
関
係
は
、
当
時
、
欧
米
各
国
で
も
っ
と
も
広
く
採
用
さ

れ
て
い
た
「
公
認
教
制
」
を
採
用
し
た
も
の
と
見
る
の
が
自
然
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
明
治
憲
法
下
の
政
教
関
係
を
も
っ
て
「
国
家
神

道
体
制
」
と
呼
び
、「
国
家
神
道
」
を
も
っ
て
「
世
界
の
資
本
主

義
国
で
は
類
例
の
な
い
、
特
異
な
国
家
宗
教
」（
村
上
重
良
）
な
ど

と
決
め
付
け
て
非
難
す
る
の
は
、
戦
前
の
実
体
を
無
視
し
た
た
だ

の
戦
後
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
葦
津
珍
彦

氏
や
阪
本
是
丸
教
授
さ
ら
に
新
田
教
授
ら
の
研
究
に
よ
り
、
今
日

で
は
私
ど
も
に
と
っ
て
常
識
と
な
っ
て
い
る
が
、
明
治
憲
法
下
の

政
教
関
係
が
、
当
時
の
先
進
欧
米
諸
国
の
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
っ
と
知
ら
れ
て
良
い
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
信
教
の
自
由
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
が

国
の
そ
れ
は
、
欧
米
各
国
よ
り
さ
ら
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
十
九
世
紀
の
欧
米
各
国
を
見
渡
す
と
、
公
務
員
と

な
る
た
め
に
は
特
定
の
信
仰
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
、

或
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
特
定
の
宗
派
に
属
す
る
こ
と
を
条
件
と
し

て
い
た
国
も
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
高
畑
報
告
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ

カ
で
は
、
連
邦
憲
法
で
は
信
仰
に
よ
る
差
別
は
禁
止
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
等
、
七
つ
の
州

で
は
十
九
世
紀
以
降
も
公
務
就
任
権
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
あ
る
い

は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
も
、

バ
イ
エ
ル
ン
王
国
で
は
、
市
民
権
・
公
民
権
そ
の
も
の
が
公
認
教

会
に
属
す
る
国
民
に
し
か
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
会
議
員
や
公

務
員
に
な
る
た
め
に
は
、
公
認
教
会
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
憲
法
で
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
差
別
は
一

切
存
せ
ず
、
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
て
市
民
権
が
保
障
さ
れ
て
お

り
、「
公
務
就
任
権
」
に
つ
い
て
も
宗
教
的
条
件
な
ど
存
在
し
な

か
っ
た
（
十
九
条
）。

明
治
憲
法
の
比
較
研
究
を

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
戦
前
、
つ
ま
り
明
治
憲
法
下
の
政

教
関
係
を
客
観
的
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
戦
後
日
本
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
当
時
の
欧
米
諸
国
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
如
何
に

重
要
か
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
、
新
田
君
の
主
宰
し
て
く
れ
た

こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

今
年
は
明
治
憲
法
公
布
百
二
十
年
の
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る
が
、

明
治
憲
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
現
行
憲
法
と
の
比
較

だ
け
で
な
く
、
当
時
の
欧
米
諸
国
の
そ
れ
と
の
比
較
が
不
可
欠
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
治
憲
法
の
客
観
的
評
価
も
可
能
と
な
ろ

う
。
明
治
憲
法
の
研
究
は
、
最
近
、
漸
く
緒
に
付
い
た
ば
か
り
だ

が
、
ゆ
く
ゆ
く
は
こ
の
よ
う
な
比
較
研
究
を
行
っ
て
み
た
い
と
考

え
て
い
る
。

（
日
本
大
学
教
授
）




