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清

憲

法
十

七
条

の
構
造

日
本
書
紀
の
推
古
天
皇
十
二
年
 (六
〇
四
)
 の
条
に
、
夏
四
月
皇
太
子

親
し
く
憲
法
十
七
条
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
年
月
に
つ
い

(
1
)

て
は
法
王
帝
説
に
異
説
が
あ
る
が
、
当
時
中
国
に
流
行
し
た
識
緯
の
説

に
よ
つ
て
甲
子
革
令
と
い
う
こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え

て
、
甲
子

の
年
に
当
る
推
古
十
二
年
を
期
し
て
革
令
 (憲
法
の
施
行
)
 を

断
行
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
憲
法
が
果
し
て
太
子
の
親
撰
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
疑
問

(
2
)

を
抱
く
人
が
あ
る
が
、
今
日
で
は
聖
徳
太
子
の
親
作
と
認
め
て
お
く
方

が
妥
当
か

と
思
わ
れ
る
。

憲
法
十

七
条
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
第

二
条

に

「
篤
く
三
宝
を
敬

へ
、
三
宝

と
は
仏

・
法

・
僧
な
り
」
と
あ
り
、
そ
の
他
第
十
条
の

「
念

を
絶
ち
、
瞑
を
棄
て
て
、
人
の
違
ふ
を
怒
ら
ざ
れ
」
の
ご
と
き
も
仏
教

の
不
瞑
悉
戒
を
訓
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
十
七
条
を
全

体
と
し
て
仏
教
思
想
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
太
子
が
日

本
最
初
の
、
仏
教
を
理
解
し
た
上
で
の
信
仰
者
で
あ

つ
た
こ
と
は
、
憲

法
以
外
の
事
実
か
ら
も
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
憲
法
の

全
文
を
注
意
し
て
読
ん
で
見
る
と
、
必
ず
し
も
そ
れ
程
特
殊
な
仏
教
用

語
は
多
く
な
い
。
む
し
ろ
儒
家

・
法
家
に
関
す
る
用
語

の
方
が
遙
か

に
多

い
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
第

一
条
の
冒
頭

の

「
和
を
以
て
貴
し
と

為
す
」
の
ご
と
き
も
、
恐
ら
く
論
語
 (学
而
第
一
)
 の
「礼
之
用
和
為
貴
」

か
ら
と
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
用
の
字
の
意
昧
は
、
以
 
(
も

つ
て
)
 と
同
じ
で
あ

つ
て
、
「礼
の
和
を
用
つ
て
貴
し
と
為
す
こ
と
は
」

と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
そ
の
他
辻
善
之
助
氏
の

「
日
本
仏

教
史
 
(第
一
巻
)
」
に
よ
れ
ば
、
詩
経

・
尚
書

・
孝
経

・
論
語

・
中
庸

・

左
伝

・
礼
記

・
管
子

・
孟
子

・
荘
子

・
韓
詩
外
伝

・
史
記

・
文
選
等
か

ら
そ
の
材
料
を
採

つ
て
あ
る
と
い
う
。

従
つ
て
、
憲
法
十
七
条
の
思
想
が
、

一
面
は
仏
教
、

他
の

一
面
は
儒

教
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
疑
う
余
地
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
何

れ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
か
を
い
う
こ
と
に
な
る
と
極
め
て
困
難
で

あ
る
。
従
来
聖
徳
太
子
と
い
え
ば
親
篶
聖
人

の
奉
讃
和
讃

の
ご

と
く

-260-



「
和
国
の
教
主
聖
徳
王
」
と
讃
仰
し
、
ひ
た
す
ら
仏
教
者
と
見
て
し
ま

う
傾
向
が
あ

つ
た
。
し
か
し
摂
政

・
皇
太
子
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
そ

の
本
領
は
む
し
ろ
政
治
家
で
あ
り
、
政
治
に
必
要
な
儒
家
法
家
の
思
想

が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
3
)

十
七
と
い
う
数
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
維
摩
経
仏
国
品
の
十
七
事
か

ら
来
た
も
の
と
見
る
の
は
、
三
経
義
疏
太
子
親
撰
説
か
ら
来
た
仏
教
的

(
4
)

見
方
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
岡
田
正
之
博
士
等
の
儒
教
的
な
見
方
も

あ
る
。
岡
田
博
士
の
説
に
つ
い
て
は
わ
た
く
し
は
次

の
様
な
理
由
か

ら
、
太
子
が
こ
れ
に
よ
つ
て
十
七
条
と
い
う
数
を
決
定
せ
ら
れ
た
も
の

で
は
な

い
か
と
思
う
。

岡
田
博
士
は

『
管
子
』
の
五
行
篇
に
見
え
る
、

天
道
以
レ九
制
、
地
理
以
レ八
制
、
人
道
以
レ六
制
、
以
レ天
為
レ父
、
以
レ地
為

レ母
、
以
開
二乎
万
物
噴
以
総
二
一
統
一

に
よ

つ
て
考
え
た
上
、
天
に
九
を
数
え
、
地
に
八
を
数
え
る
あ
り
方

を
と
り
、

し
か
も
そ
れ
が
楚
辞
、
潅
南
子
の
明
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
単

に
管
子
に
の
み
限
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
春
秋
緯

書
の
『
春

秋
元
命
苞
』
に

「陽
数
極
三
十
九
一」
「
陰
極
二子
八
一」
を
以
て

管
子
の
説

に
説
明
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

曾
て
わ
た
く
し
は
こ
の
岡
田
説
に
興
味
を
持
ち
、
十
七
条
を
九
条
と

八
条
と
に
別

つ
て
考
え
た
と
こ
ろ
、
前
九
条
の
中
第

一
条
と
第
九
条
と

の
終
り
は

「何
事
不
成
」
と
な
つ
て
お
り
、
第
十
条
と
第
十
七
条
の
終

り
の
部
分
も
極
め
て
類
似
し
て
お
り
、
第
十
条
は

「是
を
以
て
彼
人
瞑

る
と
錐
も
、
還
り
て
我
が
失
を
恐
れ
よ
」
と
あ
り
、
第
十
七
条
は

「
唯

大
事
を
論
ず
る
に
逮
び
て
は
、
若
し
失
有
ら
ん
こ
と
を
疑
ふ
」
と
何
れ

も
失
の
字
を
用
い
て
反
省
を
説

い
て
い
る
。
更
に
第

一
条
か
ら
第
九
条

ま
で
は
文
体
が
命
令
体
と
考
え
ら
れ
、
第
十
条

か
ら
第
十
七
条
ま
で
の

中
、
五
条
は
禁
止
体
他
の
三
条
は
何
れ
に
も
所
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
て
、
憲
法
十
七
条
は
元
来
聖
徳
太
子
に
よ
つ
て

明
確
に
十
七
、
す
な
わ
ち
天
道
地
理
を
表
現
す
る
数
に
よ
つ
て
構
成
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
容
も
天
地
陰
陽
の
関
係
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、

こ
の
憲
法
の
中
に
敬
神

の
こ

と
が
掲
げ
て
無
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
敬
神

の
こ
と
に
つ
い
て
は
憲

法
制
定
の
後
三
年
、
推
古
十
五
年
に
詔
を
下
し
て
、
今
朕
が
世
に
当
つ

て
、
神
祇
を
祭
祀
る
こ
と
堂
に
怠
り
あ
ら
ん
や
、
と
仰
せ
ら
れ
、
や
が

て
皇
太
子
及
び
大
臣
が
百
僚
を
率
い
て
以
て
神
舐
を
祭
り
拝
み
た
も
う

た
と
い
う
こ
と
が
日
本
紀
に
見
え
て
い
る
。
決

し
て
神
舐
の
祭
祀
を
お

ろ
そ
か
に
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て

こ
こ
に
神
祇
崇
敬
の
こ

と
が
見
え
な
い
の
は
、
憲
法
十
七
条
は
当
時
の
朝
臣
等
に
与
え
ら
れ
た

訓
戒
で
あ
つ
て
、
敬
神

の
ご
と
き
は
余
り
に
も
広
く
普
通
に
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
と
さ
ら
に
こ
れ
を
喩
す
必
要
が
な
か
つ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
と
い
わ
れ
る
。

習
合
思
想

と
憲
法
十

七
条

習

合
思
想
か
ら
見

た
憲
法
十

七
条
 
(
藤

田
)
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神
道
と
憲
法
十
七
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
少
し
精
し
く
考
察

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
太
子
も
亦
古
代
日
本
人
で
あ

つ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
古
代
人
は

一
般
に
極
め
て
宗
教
的
で
あ
つ
た
が
、
わ

け
て
も
太
子
は
祭
祀
を
重
視
す
る
皇
室
の
方
で
あ

つ
た
。
そ
の
こ
と
は

太
子
の
人
柄
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
う
。

そ
の
場
合
古
代
日
本
人
の
考
え
方
は
極
め
て
寛
容
で
あ

つ
て
、
「
あ

れ
か
、

こ
れ
か
」
と
対
決
し
て
二
者
択

一
を
迫
る
と
い
う
風
で
な
く
、

む
し
ろ

「あ
れ
も
、

こ
れ
も
」
と
そ
の
ま
ま
に
受
容
し
て
時
を
か
け
て

お
互
い
に
話
し
合
い
納
得
し
た
上
で
和
合
し
て
ゆ
く
と
い
う
あ
り
方
を

と
つ
た
も
の
と
思
う
。
そ
の

一
例
と
し
て
日
本
書
紀
の
第
六
の

一
書
に

次
の
様
な
神
話
が
見
え
る
。
大
己
貴
神
と
少
彦
名
神
と
は
力
を
あ
わ
せ

て
こ
の
国
土
の
経
営
に
あ
た
つ
た
が
、
あ
る
時
、
大
己
貴
神
が
少
彦
名

神
に
向

つ
て
、
二
人
協
力
し
て
こ
れ
ま
で
こ
の
国
を
経
営

し
て
来

た

が
、
果
し
て
成
れ
り
と
謂
え
ら
ん
や
と
訊
ね
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

少
彦
名
神

が
答
え
て

「
或
は
成
れ
る
所
有
り
、
或
は
成
ら
ざ
る
と
こ
ろ

あ
り
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て

「
是
の
談
は

蓋
し
歯
深
き
致
あ
ら
む
」
と
い
う
、
恐
ら
く
は
書
紀
編
集
者
の
批
評
の

言
葉
が

つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
普
通
な
ら
ば
、
成
れ
り
と
い
う
か
成

ら
ず
と
い
う
か
ど
ち
ら
か

一
つ
を
と
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
何

れ
を
も
捨

て
ず
に

「あ
れ
も
、

こ
れ
も
」
と
い
う
答
を
出
し
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
こ
の
答
に
は
ど
う
や
ら
深
い
道
理
が
あ
る
ら

し
い
と
い
う
批
評
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
う
し
た
考
え

方
に
対
し
て
深
い
共
感
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
恐
ら
く
こ
う
し
た

考
え
方
は
、
少
彦
名
神
の
神
語
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
、
古
代
日
本
人

の
考
え
方
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
古
代
日
本
人
の
考
え
方
は
、
聖
徳

太
子
の
考
え
方
に
も
通

じ
る
も
の
で
あ

つ
た
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
後
世
聖
徳
太
子
を

習
合
神
道
の
開
祖
と
す
る
説
が
行
わ
れ
た
の
も
、

こ
う
し
た
理
由
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
旧
事
記
の
説
に
、

聖
徳
太
子
幼
年
の
時
、

用
明
天
皇
の
問
に
答
え
て
、
神
道
は
根
本
な
り
、
儒
道
は
枝
葉
な
り
、

仏
法
は
花
果
な
り
云
々
と
い
わ
れ
た
と
あ
り
、

こ
の
三
教

一
致
の
説
に

基
づ
い
て
、
江
戸
時
代
に
は
神
儒
仏

一
致
の
太

子
流
神
道
も
形
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
葛
城
神
道
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
江
戸
時
代
末
期
の

高
徳
慈
雪
尊
者
の
ご
と
き
も
、

琶
国
往
古
は
神
道
と
云
ふ
名
目
な
き
也
。
聖
徳
太
子
よ
り
神
道
と
云
フ
名
が

ヒ

始
ま
り
し
こ
と
也
。
老
子
に
無
名
は
万
物
の
初
と
云
し
。
実
に
吾
国
神
道
の

趣
也
。

と
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
説
は
必
ず
し
も
聖
徳
太
子
の
精
神
を
そ
の
ま
ま
に
継
承
し

た
も
の
と
は
云
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
儒
教
と
仏
教
と
が
相
伴

つ

て
行
わ
れ
た
歴
史
の
流
を
見
れ
ば
そ
の
説
の
よ

つ
て
起
る
所
以
も
諒
承

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
覚
さ
れ
な
い
主
体
と
し
て
の
神
道
も
今
日
の
日

本
人
の
信
仰
が
大
部
分
、
吉
事
、
例
え
ば
子
供

の
誕
生
に
は
お
宮
参
り

と
称
し
て
神
社
に
詣
で
、
凶
事
、
例
え
ば
死
者

の
葬
式
は
寺
院
で
行
う
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の
を
常
と
し
て
い
る
等
の
習
合
的
あ
り
方
の
中

に
明
瞭

に
看
取
で
き

る
。
人
生
の
始
終
を
違
う
宗
教
で
行
う
と
い
う
の
も
余
り
類
例
の
な
い

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
千
数
百
年
の
間
、
そ
れ
を
ど
ち
ら
か
に
き
め
よ
う

と
か
、
第

三
の
も
の
に
統

一
し
よ
う
と
か
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
な
か
つ

た
こ
と
は
、
更
に
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た

態
度
は

一
面
は
寛
容
で
あ
り
、

一
面
は
ル
ー
ズ
だ
と
い
い
え
よ
う
。

こ

れ
は
神
道
で
も
あ
り
、
仏
教
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
聖
徳
太
子
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
習
合
過
程
の
基
底
に
法
と

か
理
と
か

の
尊
重
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
れ
も

こ
れ
も
受
容
し
て
習

合
す
る
過
程
で
理
と
か
法
と
か
を
重
視
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
習
合
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
憲
法
十
七
条
の
十
七
と
い
う
数
が
天
道
地
理
を
表
わ

す
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
十
七
条

の
中
に

も
法
と
か
理
と
か
い
う
言
葉
は
頻
出
す
る
。
例
え
ば
第

一
条
の
末
尾
に

は

「事
理
自
ら
通
ず
、
何
事
か
成
ら
ざ
ら
ん
」
と
あ
る
。
事
と
理
な
の

か
事
の
理
な
の
か
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
理
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
第
十
七
条
の
末
尾

も
ま
た
.
「辞
則
得
レ理
」

と
な
つ
て
お
り
、
十
七
条
が
理
の
字
で
終

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

他
、
地
理

の
部
の
最
初
に
当
る
第
十
条
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
皆

「共
に

是
れ
凡
夫
の
み
、
是
非
の
理
、

証
ぞ
能
く
定
む
可
き
」
と
是
非
の
理
と

い
う
言
葉

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
理
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
窟
わ
れ

よ
う
。

ま
た
太
子
は
理
と
同
様
に
法
を
重
視
せ
ら
れ
た
。
第
二
条
は
篤

敬
三
宝
章

で
あ
る
が
、
そ
の
三
宝
と
は
仏

・
法

・
僧
で
あ
り
、
特
に
法

を
重
視
し
て
、
「
四
生
の
終
帰
、
万
国
の
極
宗
、

何

れ
の
世
、
何

れ

の

人
か
是
の
法
を
貴
ば
ざ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
理
な
り
法
な
り
は
い
か
に
し
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
条

に

は

「
上
和
下
睦
、
階
二

於
論
つ事
、
事
理
自
通
」
と
あ
る
が
、
よ
く
考

え

て
見
る

と
、
事
理
が

自
ら
通
じ
る
た
め
に
は
、
意
見
を
異
に
す
る
も

の
同
士
で
十
分
納
得
の

ゆ
く
ま
で
話
し
合
う
こ
と
が
大
切
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
事
を
論
ず
る
に
か
な
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
事
を

論
ず
る
に
あ
た

つ
て
は
、
意
見
は
ち
が
つ
て
も

お
互
い
に
相
手
を
受
け

容
れ
る
ゆ
と
り
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
初
め
か
ら
対
立
的
、
闘
争
的

で
は
、
事
を
論
じ
て
も
お
互
い
に
納
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
難
か
し

い
で
あ
ろ
う
。
「何
事
か
成
ら
ざ
ら
ん
」
と
い
う
の
は
大
変
重
要
な
言

葉
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
話
し
合
い
に
よ
つ
て
得

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
憲
法
十
七
条
に
神
道
が
説

か
れ
て
い
な
い
こ
と
に

こ
そ
、
却

つ
て
神
道
の
本
領
を
見
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注

1
・
4
『
聖

徳
太
子
全
集
第
一
巻
』
-
「
憲法
十

七
条
に
就
て
」
(岡
田
正

之
)
 参
照
。

2
『
日

本
思
想
大
系
=
聖
徳
太
子
集
』
-
「
歴史
上
の
人
物
と
し
て
の
聖
徳

太
子
」
(家
永
三
郎
)
 参
照
。

3
『
聖

徳
太
子
の
太
子
理
想
 (姉
崎
正
治
)』
第
二
章
参
照
。

5
『
慈

雲
尊
者
全
集
第
十
巻
』
「神
道
灌
頂
教
授
式
抄
」
。

習
合
思
想
か
ら
見

た
憲
法
十
七
条
 
(
藤

田
)

-263-


