
靱指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成

南

利

明

第

一
章
　
政
権
掌
握
と
ラ
イ
ヒ
指
導
の
受
託

第
二
章
　
党
と
国
家
の
統

一

第
二
章
　
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー

第

一
章
　
政
権
掌
握
と
ラ
イ
ヒ
指
導
の
受
託

「私
は
ド
イ
ツ
国
民
の
福
利
の
た
め
に
全
力
を
挙
げ
、
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
と
法
律
を
遵
守
し
、
私
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
を
良
心
的
に
果
た
し
、

首
相
の
職
務
を
偏
り
な
く
、
ま
た
万
人
に
対
し
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。」
前
年

一
一
月
の
国
会
選
挙
で
再
度
ラ
イ

ヒ
国
会
の
第

一
党
と
な
っ
た

「国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
」、
い
わ
ゆ
る
ナ
チ
ス
党
指
導
者
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
三
カ
月
近
く

れ
は
い
”
鰤
¨
睛
脚
¨
拠
』
［

法
（
ぐ

熊
蒔
峰
¨
嘲
い
わ
峰
げ
嗽
¨
鰊
は
一旦
皐
輸
獅
囀
判

済 ‐こ
れ
ぃ
な
け
雌
獅

一 権
層
一
郵
』

一 ヒ
月 ン
お

○ ン
げ
¨
レ
は
Ｍ
［

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
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こ
と
で
あ

っ
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（↓
　
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

「
一
種
の
大
統
領
直
属
の
連
立
内
一酬

】

で

新
政
権
の
性
格
が

「議
会
に
お
け
る
多
数
派
に
基
礎
を
置
く
内
閣
」

あ

っ
た
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
日
の
出
来
事
が

『
ラ
イ
ヒ
憲
法
』
第
五
三
条
に
基
づ
く
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
る
任
命
行
為
で
あ
り
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
地
位
と
権
限
も
ま
た
憲
法
に
根
拠
を
置
き
、
憲
法
か
ら
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
以
前
の
歴
代
の
首
相
の
そ
れ
と
何
ら
変
わ
る

と
こ
ろ
は
な
か

っ
た
。
彼
は

『
ラ
イ
ヒ
憲
法
』
に
定
め
ら
れ
た
官
職
、
即
ち
ラ
イ
ヒ
首
相
職
を
有
す
る
者
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
彼
の

権
限
は

『
ラ
イ
ヒ
憲
法
』
に
定
め
ら
れ
た
権
限
以
上
の
も
の
で
も
、
ま
た
そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
な
か

っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
日
ヒ
ト
ラ
ー
が

手
に
し
た
権
力
は
、
「
指
導
者
権
力
」
、

つ
ま
り
は
、
民
族
の
最
良
の
子
供
で
あ
る
こ
と
を
唯

一
の
根
拠
に
民
族
か
ら
授
与
さ
れ
る
、
国
家
と
は

ま

っ
た
く
無
関
係
な
、
国
家
の
外
に
あ
る
、
あ
る
い
は
国
家
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
権
力
と
い
っ
た
も
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
大
統
領
に
よ
る

首
相
職

へ
の
任
命
と
い
う
、
文
字
通
り
、
『
ラ
イ
ヒ
憲
法
』
を
唯

一
の
根
拠
に
授
与
さ
れ
た
、
国
家
に
由
来
す
る
、
国
家
の
権
力
そ
の
も
の
で

あ

っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

臨

酬
翻
絣

」
魏

け
請

け
対 ン

け
態 ノレ
』
舗

稗

蔦

茅

健

霧

韓

基

一
バ

剌
鮭

螺

騨

繁

展

電

″
は
螺

た
議
院
内
閣
制
の
下
に
あ

っ
て
憲
政
め
常
道
に
即
し
た
も
の
で
あ
ち
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
と
り
わ
け
政
権
発
足
の
経
緯
に
鑑
み

て
、
新
し
い
内
閣
が
早
急
に
国
民
に
対
し
信
を
問
う
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
必
要
な
こ
と
で
も
あ

っ
た
の
だ
か
ら
。
二
月
五
日
の
投
票
結
果
も

ま
た
、
国
法
上
は
、
ナ
チ
ス
党
が
国
会
に
お
け
る
第

一
党
の
地
位
を
確
保
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
が
国
民
に
よ
り
信
任
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
以
外

の
何
物

で
も
な
く
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
ス
の
勝
利
は

一
月
二
〇
日
に
彼
ら
が
手
に
し
た
権
カ
ト
ー
そ
れ
が
国
家
権
力
で
あ

っ
た
と
い
う
限
り
に

お
い
て
―
―
の
性
格
に
何
ら
の
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
翌
六
日
の

『
ド
イ
ツ
一
般
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
∪
い

Ｆ

・

Ｋ
の
党
と
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
警
告
を
込
め
た
論
評
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ

っ
た
。
「
ナ
チ
ス
党
は
も
は
や
権
力
の
た
め
に
戦
う
運
動
で

は
な
い
。
彼
ら
は
権
力
を
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、
今
後
の
政
策
運
営
に
際
し
、
こ
の
新
た
な
事
態
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。



ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ラ
イ
ヒ
首
相
と
し
て
、
政
治
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
の
生
存
に
か
か
わ
る
諸
問
題

も
ま
た
、
彼
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
相
貌
を
も

っ
た
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
突
発
的
な
出

来
事
で
あ
れ
、
強
権
的
な
事
柄
で
あ
れ
、
彼
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
政
府
あ
る
い
は
行
政
の
枠
内
で

一
挙
に
解
決
し
う
る
巨
大
な
権
威
を
手
に
入

れ
た
の
だ
。

（
し
あ
ヽ

て
、
今
後
、
彼
が
ラ
イ
ヒ
大
統
領
閣
下
の
意
図
に
沿

っ
て
政
治
活
動
を
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
確
信

す
る
も
の
で
あ
る
。」

二
月
二

一
日
、
「国
民
高
揚
の
日
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
日
、
ポ
ツ
ダ
ム
の
衛
成
教
会
で
催
さ
れ
た
国
会
開
会
式
に
お
い
て
、
ヒ
ン
デ
ン

ブ
ル
ク
大
統
領
は
ヒ
ト
ラ
ー
等
に
対
し
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。　
コ
一月
五
日
の
選
挙
に
お
い
て
、
わ
が
民
族
の
多
数
が
私
の
信
任
を
受
け

た
政
府
に
対
す
る
支
持
を
明
ら
か
に
し
、
政
府
の
活
動
に
憲
法
上
の
根
拠
を
与
え
た
。
ラ
イ
ヒ
首
相
並
び
に
大
臣
諸
君
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
は

多
様
か

つ
困
難
な
も
の
が
あ
る
。
諸
君
が
確
固
た
る
意
思
を
も
ち
て
こ
れ
ら
任
務
の
解
欲
輩
邁
進
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
確
信
す
る
。
新
た
な
ラ
イ

ヒ
国
会
の
議
員
諸
君
が
政
府
を
支
持
し
、
協
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
大
統
領
の
発
言
の
趣
旨
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

彼
の
意
図
が
、
大
統
領
直
属
の
内
閣
と
し
て
国
会
に
足
掛
か
り
を
も
た
な
か
っ
た
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
や
パ
ー
ペ
ン
内
閣
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー

内
閣
に
対
し
、
本
来
の
形
で
の
議
院
内
閣
制

へ
の
復
帰
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
、
宣
言
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
見
て

間
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
関
心
事
は
憲
法
の
枠
内
で
政
権
基
盤
を
大
統
領
か
ら
議
会

へ
移
す
こ
と
に
あ

っ
た
の
で

あ
り
、
彼
に
と

っ
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
が
国
家
の
権
力
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
い
、
自
明
の
こ
と
、

当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
統
領
に
続
い
て
行
わ
れ
た
演
説
か
ら
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
認
識
、
意
図
が
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
容
易

に
う
か
が
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
中
で
先
ず

一
月
二
〇
日
の
出
来
事
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
た
。
「
〔ド
イ
ツ
民
族
と
ラ
イ
ヒ
を
分
裂

と
闘
争
の
中
に
投
げ
込
ん
だ
あ
の
い
ま
わ
し
い
大
戦
後
〕
自
ら
の
民
族

へ
の
信
頼
に
根
ざ
し
、
新
た
な
共
同
体
を
形
成
せ
ん
と
す
る
ド
イ
ツ
統

一
の
新
し
い
運
動
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
若
い
ド
イ
ツ
に
対
し
、
閣
下
は
高
潔
な
決
断
を
も

っ
て
、　
一
九
二
三
年

一
月
二
〇
日
、
ラ
イ
ヒ
の

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
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四

指
導
を
託
さ
れ
た
の
で
す
」
と
。
さ
ら
に
今
回
の
選
挙
の
趣
旨
及
び
そ
の
結
果
の
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
彼
は
い
う
。
「
し
か
し
、
民
族
自
身

も
ま
た
新
た
な
ド
イ
ツ
の
生
存
秩
序
に
対
し
彼
ら
の
同
意
を
表
明
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
確
信
に
基
づ
き
、
国
民
政
府
を

構
成
す
る
わ
れ
わ
れ

一
同
は
ド
イ
ツ
国
民
に
対
し
先
の
選
挙
戦
に
お
い
て
訴
え
か
け
を
行
い
ま
し
た
。
二
月
五
日
に
は
、
民
族
の
多
数
に
よ
り
、

断
固
た
る
決
断
に
基
づ
き
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
信
仰
告
白
が
与
え
ら
れ
た
の
で
（ガ

Ｊ

こ
の
二
日
後
に
行
わ
れ
た
国
会
演
説
の
中
で
も
同
様
の

発
言
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
ナ
チ
ズ
ム
運
動
は
、
猛
烈
な
弾
圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
人
の
多
く
の
精
神
と
意
思
を
と
ら
え
、

防
衛
の
戦
い
に
糾
合
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
今
や
、
こ
の
数
週
間
の
う
ち
に
、
他
の
国
民
的
団
体
と
結
ん
で
、　
一
九

一
八
年
以
来
ド
イ
ツ
を

支
配
し
て
き
た
勢
力
を
排
除
し
、
革
命
に
よ
詢
「
家
権
力
を
国
民
的
指
導
部
の
手
に
取
り
戻
し
た
。
二
月
五
日
は
、
ド
イ
ツ
民
族
が
こ
の
出
来

事
に
彼
ら
の
同
意
を
与
え
た
日
で
あ
っ
た
の
だ
」
と
。

つ
ま
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
と

っ
て
、　
一
月
二
〇
日
の
出
来
事
は
単
な
る
政
権
交
代
で
は
な
く
、
ま
た
二
月
五
日
の
選
挙
も
、
内
閣
の
信
任
を
求

め
、
国
会
の
多
数
派
の
形
成
を
目
指
す
従
来
の
意
味
で
の

「国
会
選
挙
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
型
゛
掴

家
の
統
治
と
は
異
な
る
、
「
ラ
イ
ヒ
指
導
」
と
い
う
新
た
な
政
治
形
態
に
対
す
る
ド
イ
ツ
民
族
に
よ
る
信
任
投
票
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。

現
に
、
ラ
イ
ヒ
政
府
が
ド
イ
ツ
民
族
に
向
け
た
二
月

一
日
の
選
挙
ア
ピ
ー
ル
の
中
に
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
国
民
と
国
家
の
指
導
者
（●
”
け中Ｏ
●
”
Ｆ

］絣
醤
製
泌
締
外
粥
詰
爆
袈
可
、毎
い馨
鍛
針
嚇
一誠
―こ‐こべ与）に
製
螺
‰
脚
鰐
）」鋭

き
り
と
、
ョ

月
三
〇
日
は
体
制
が
変
革
さ
れ
た
日
で
あ

っ
た
。
‘‘，，，―
わ
れ
わ
れ
が
求
め
る
も
の
は
ド
イ
ツ
民
族
の
偉
大
な
信
任
投
票
で
あ
る
」

と
の
考
え
を
表
明
し
て
い
た
。
統
治
に
代
わ
る

「指
導

（
」
∽
信
任
、
そ
れ
が
今
回
の
選
挙
の
真
の
目
的
で
あ

っ
た
。
い
わ
ば

「投
票
用
紙
と
い

う
手
段
に
よ
る

一
人

一
人
の
態
度
決
定
が
革
命
を
も
た
ら
す
」
、
そ
う
し
た

「仕
掛
け
」
が
セ
ッ
ト
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、

投
票
結
果
の
有
す
る
意
義
も
ま
た
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
期
待
し
た
議
院
内
閣
制
の
復
活
と
い
っ
た
点
に
な
か

っ
た
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。

「新
た
な
ド
イ
ツ
の
生
存
秩
序
」
、
即
ち
、
ナ
チ
ス
党
及
び
そ
の
指
導
者
で
あ
る
ヒ
ト
ラ
ー
が
民
族
と
ラ
イ
ヒ
を
指
導
す
る
、
そ
う
し
た
新
た
な



憲
法
体
制
に
対
し
て
ド
イ
ツ
民
族
が
投
票
用
紙
を
通
じ
て
信
仰
告
白
を
行

っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ

っ
た
の
面
に

ゲ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
点
を
、

開
会
式
に
続
い
て
開
か
れ
た
国
会
の
冒
頭
、
ラ
イ
ヒ
議
長
と
し
て
の
挨
拶
の
中
で
次
の
よ
う
に
確
認
し
、
宣
言
し
て
い
る
。
「紳
士
淑
女
諸
君
。

私
た
ち
は
今
偉
大
な
時
に
立

っ
て
い
ま
す
。
数
週
間
に
し
て
国
民
革
命
の
聖
な
る
炎
が
ド
イ
ツ
民
族
を
と
ら
え
た
の
で
す
。
ラ
イ
ヒ
大
統
領
閣

下
は
ド
イ
ツ
民
族
に
対
し
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
余
が
信
任
を
も

っ
て
ド
イ
ツ
民
族
の
指
導
を
委
ね
た
国
民
高
揚
の
指
導
者
た

ち
に
諸
■
は
随
き

（
従
一均
一
と
を
欲
す
る
か
、
と
。
圧
倒
的
多
数
が
こ
の
決
断
に
従

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
い
ま
だ
か
つ
て
ド
イ
ツ
の
議
会
史
に

な
か

っ
た
も
の
で
し
た
ピ

第
五
回
党
大
会
が
、
合
法
革
命
の
成
功
を
受
け
、
「勝
利
の
大
会
」
の
名
を
冠
し
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
開
か
れ
た
の
は
、
こ
の
五
カ
月
余

り
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ル
ー
イ
ト
ポ
ル
ト
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
開
会
式
の
終
了
後
、
夕
刻
か
ら
開
か
れ
た
党
文
化
会
議
に
お
い
て
こ
の
日
は

日
影

ダ

治 っ
妻

乳

鑓

藁

喩
螺

岬

鷺

噸

牌

鋼

舞

訴

妊

訴

菱

¨

地
位
に
立

つ
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
の
疑
問
も
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、
午
前
中
に
行
わ
れ
た
開
幕
式
の
演
説
の
中
で
指
導

者
代
理
で
あ
る
ヘ
ス
は
ハ
ッ
キ
リ
と
語

っ
て
い
た
。
「党
が
民
族
意
思
を
組
織
的
に
表
現
す
る
。
そ
れ
故
、
党
が
国
民
と
国
家
（Ｚ
ｐ
け中ｏ
こ
の
指

導
の
担
い
手
で
あ
り
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
党
の
指
導
者
が
国
民
と
国
家
の
指
導
者
と
な

っ
た
の
だ
」
と
。
さ
ら
に
彼
は
ヒ
ト
ラ
ー
に
次
の

よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
「あ
な
た
は
、
国
民
と
国
家
の
指
導
者
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
最
終
的
勝
利
の
保
証
人
な
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ

な
た
の
中
に
体
現
さ
れ
た
国
民
と
国
家
の
指
導
者
に
対
し
心
よ
り
歓
迎
の
意
を
表
す
る
も
の
で
減
す

」
こ
の
時
か
ら
お
よ
そ
八
年
後
、　
一
九
四

一
／
四
二
年
の
冬
季
救
済
事
業
の
開
幕
式
の
中
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
改
め
て
、　
一
月
二
〇
日
を

「指
導
者
」
と
し
て
の
地
位
と
身
分
が
確
立
さ

欄
輩
到
は
「
臓
一
れ
は
い
け
々
仕

ヒ ‐こ
噺
』
軸
い
魏

託 ン
し
（
デ

・妙
的

ル
ク
の
名
も
、
ド
イ
ツ
民
族
の
名
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
、
「神
は
、　
一

も

っ
と
も
、
こ
う
し
た
彼
ら
の
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
権
掌
握
か
ら
最
初
の
国
会
に
至
る
時
点
、
制
度
的
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
及
び
ナ
チ
ス

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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六

党
が
民
族
と
ラ
イ
ヒ
を
指
導
す
る
状
況
に
な
か

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
た
だ
ラ
イ
ヒ
首
相
と
し
て
国
家
の
権
力
機
関
の

一
つ

の
担
い
手
で
し
か
な
く
、
党
も
ま
た
中
央
党
や
社
民
党
等
と
並
ぶ

一
つ
の
政
党
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
「民
族
の
意
思
と
指
導
の
権
威

が
結
び
つ
い
た

一
つ
の
憲
法
体
制
」
の
構
築
は
遠
い
将
来
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
べ
き
民
族
共
同
林
助

建
設
は
今
よ
う
や
く
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
国
家
権
力
は
、
最
終
的
に
誂
た
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た

と
は
い
え
、
差
し
当
た
り
当
分
の
間
、
共
同
体
建
設
に
と
っ
て
不
可
欠
の

「技
術
的
な
補
助
手
段
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ナ
チ
ス
が
た
だ
ち
に
取
り
組
ん
だ
合
法
革
命
の
目
的
も
、
国
家
権
力
そ
れ
自
体
の
壊
体
で
は
な
く
、
こ
の
当
の
国
家

権
力
を
党
と
並
ぶ
民
族
指
導
の
た
め
の
最
適
手
段
と
な
る
べ
く
再
構
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ぐ
る
と
、
何
故

一
九
二
四
年
の
時
点
に
お
い
て
レ
ー
ム
等
Ｓ
Ａ
に
対
す
る
粛
清
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、

電

制
動
』
湖
渇

郷

師

。 る

「 で
力

「
ぼ
制
郷

赫

炒
醍

趙

鍼

尋

勇

鶴

韓

盤

″
計

礼

¨
物
湾

繊

岬

「
国
家
』
緊
急
防
衛
と
し
て
正
当
な
措
置
で
あ

っ
た
」
と
の
決
定
を
下
し
湖
ざ
と
は
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い

問

箋

転

舞

録

彙
請

つ 「副
轟
刹

‐こ な
増
脚

鯛

解

盟

″
鯉

鮮

講

踵

蜆

っ
髪

曰
証

制
の
完
成
に
至
る
ま
で
、
党
と
並
ん
で
国
家
を
民
族
の

（
最
黎
Ⅶ
標
実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
、
利
用
す
る
、
そ
う
し
た
暫
定
的
な

憲
法
体
制
が
、
両
者
の
比
重
を
絶
え
ず
変
化
さ
せ
な
が
ら
も
、　
一
九
四
五
年
の
崩
壊
を
迎
え
る
ま
で
第
ニ
ラ
イ
ヒ
を
支
配
し
、
貫
徹
す
る
こ
と

に
な
る
。
国
家
を
介
在
し
た
新
た
な
、
し
か
し
暫
定
的
な
憲
法
体
制
は
、
旧
来
の
国
家
―
憲
法
体
制
で
も
、
ま
た
将
来
の
目
標
と
し
て
の
指
導

者
―
憲
法
体
制
で
も
な
く
、
そ
れ
に
至
る
過
渡
的
、
か
つ
中
間
的
な
体
制
と
し
て
、
「指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制

角
多

ｏヽヽ
‐ｒ
”
”
一‐く
①ヽ
「”
∽？

“
●
∞
）」
の
名
で
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
憲
法
体
制
の
構
成
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。



第
二
章
　
党
と
国
家

の
統

一

政
権
掌
握
後
の
強
制
的
同
質
化
の
過
程
に
お
い
て
ナ
チ
ス
党
以
外
の
諸
政
党
を
解
散
に
追
い
込
ん
だ
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
そ
の
作
業
が
完
了
し
た

七
月
六
日
、
首
相
官
邸
に
ラ
イ
ヒ
代
官
を
招
集
し
、
彼
ら
を
前
に
今
回
の

一
連
の
措
置
の
意
義
を
総
括
し
、
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
「諸

政
党
は
今
や
最
終
的
に
除
去
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
は
歴
史
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
有
す
る
意
義
並
び
に
効
果
と
い
う
も
の
は
い
ま
だ

十
分
認
識
し
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
日
至
る
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ

（の
環
思
を
貫
徹
し
う
る
絶
対
的
な
権
力
を
手
に
入
れ
た
。
党

（２５
）

が
今
や
国
家
と
な
っ
た
の
だ
」
と
。
八
日
後
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
『政
党
新
設
禁
止
法
』
を
制
定
、
公
布
し
、
ナ
チ
ス
党
以
外
の
政
党
の

「存

続
」、
「新
設
」
の
企
図
を
三
年
以
下
の
重
懲
役
又
は
六
カ
月
以
上
三
年
以
下
の
軽
懲
役
で
も

っ
て
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
改
め
て

「
ド
イ
ツ
国

内
に
は
唯

一
の
政
党
と
し
て
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
が
存
在
す
る
」
こ
と
を
確
認
、
「複
数
政
党
制
」
に
代
わ
る

「
ナ
チ
ス
一
党
支

（２７
）

配
体
制
」
の
確
立
を
宣
言
し
た
。
さ
ら
に
、
五
カ
月
後
の

一
二
月

一
日
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
『
党
と
国
家
の
統

一
を
保
障
す
る
た
め
の
法
律
』

を
制
定
、
公
布
、
先
の
法
律
に
よ
り
唯

一
の
政
党
と
し
て
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
新
た
な
憲
法
体
制
の

一
翼
を
担
う
に
至

っ
た
ナ
チ
ス
党
と
国
家
の
関

係
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
即
ち
、
「
ナ
チ
ズ
ム
革
命
の
勝
利
の
結
果
、
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
が
ド
イ
ツ
国
家
思
想
の
担
い
手

と
な
り
、
国
家
と
不
可
分
に
結
ば
れ
た
。
党
は
公
法
人
と
す
る
。
」

フ
ア
ブ
リ
ツ
イ
ウ
ス
が
法
律
を
注
釈
す
る
中
で
い
う
よ
う
に
、
党
と
綱
嫁
の
統

一
は
、
「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
ナ
チ
ス
党
指
導
者
に
対
し
ラ
イ

ヒ
首
相
職
及
び
国
家
の
監
督
を
委
ね
た
瞬
間
に
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
」
に
せ
よ
、
こ
の

『
統

一
法
』
が
、
合
法
革
命
に
よ
り
そ
の
実
現

が
目
指
さ
れ
た
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
と
な
る
党
と
国
家
の
関
係
を
は
じ
め
て
明
確
に
規
定
し
、

（２９
）

内
外

に
向
け

て
明
ら
か
に
し
た
点

に
お
い
て
、
き
わ
め

て
重
大
な
意
義
を
も

つ
法
律

で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
し
た
が

っ
て
、

シ

ュ
ト

ゥ
ッ

（３０
）

カ
ル
ト
が
こ
の
法
律
を

「真
の
憲
法
を
形
成
す
る
」
と
評
し
た
こ
と
も
必
ず
し
も
的
外
れ
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
「
党
が
ド
イ
ツ
国
家
思
想
の
担
い
手
と
な
り
、
国
家
と
不
可
分
に
結
ば
れ
る
」
憲
法
的
事
態
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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、

あ

っ
た
の
か
。
立
法
理
由
書
は
次

の
よ
う
に
い
う
。
「

「
政
党
新
設
禁
止
法
』

に
よ
り
〕

ナ
チ
ス
党
が
獲
得
し
た
ド
イ

ツ
国
家
に
お
け
る
特
別

の
地
位
を
確
立
す

べ
く
、
党
と
国
家

の
不
可
分

の
結
合
を
眼

に
見
え
る
形

で
表
現
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

っ
た
。
統

一
法

は
党
を
憲
法
上
国
家

（３‐
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（３２
）　
　
　
　
　
　
　
　
（３３
）

の
中

に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
」
と
。
当
初
、

こ
の
こ
と
か
ら
、

フ
リ

ッ
ク
や
ケ
ル

ロ
イ
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
よ

（３４
）

う
な
、
党
が
国
家

の
官
庁
組
織

に
組
み
込
ま
れ
、
国
家

の

一
つ
の
機
関
と
な

っ
た
と

の
解
釈
が
流
布
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
業
務
上
横

（３５
）

領

の
罪

に
問
わ
れ
た
Ｓ
Ａ
中
隊
長
が
刑
法
第
二
五
九
条

に
い
う

「
官
吏
」
と
み
な
さ
れ
有
罪
判
決
を
受
け
る
と
い

っ
た
事
態
が

一
部

で
生
ま
れ

た
も

の
の
、
し
か
し
、
法
律

の
意
図
が
そ
う
し
た
点

に
な
か

っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
大
方

の
論
者

の

一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば

シ

ュ
ミ

ッ
ト
は
、
「
国
家
と
運
動
は

一
つ
に
結
ば
れ
た
も

の
の
、
し
か
し
融
合
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
。
「
そ
れ
ら
は
互
い
に
分
離
さ

れ
る
も

の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
相
互

に
区
別
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
党
は
運
動

で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
べ
き

で
は
な
く
、
ま
た
、
自
ら
の
生

命

の
保
全
を
目
的

に
、
単
純

に
国
家

の
組
織

の
中

に
合
流
す

べ
き
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
国
家
に
と

っ
て
も
、
ま
た
運
動

に
と

っ

（３６
）

て
も
等
し
く
危
険
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」

何
よ
り
も
先
ず
確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
党
及
び
国
家
は
自
ら
に
固
有
の
意
思
と
目
的
を
有
す
る
独
立
の
組
織
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
い

（
ず
磁
ヽ
民
族
の
指
導
者
の
手
の
中
に
あ

っ
て
、
民
族
の
最
終
目
標
に
奉
仕
す
る

一
つ
の
手
段
、
装
置
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で

（３８
）

あ
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
『
我
が
闘
争
』

の
中

で
、
「
国
家
は
目
的

で
は
な
く
、　
一
つ
の
手
段

で
あ
る
」
と
し
、
国
家

の
手
段
的
性
格
を
次

の
よ
う

に

ハ
ッ
キ
リ
と
確
認
、
宣
言
し

て
い
た
。
「
そ
の
目
的

は
、
肉
体
的

ｏ
精
神
的

に
同
じ
種

に
属
す
る
人
間

の
共
同
体
を
維
持
し
、
助
成
す
る
こ

と

に
あ
る
。
‐，，，，‐
国
家

の
価
値
と
い
う
も

の
は
、
当
該
民
族

に
と

っ
て
こ
の
制
度
が

〔右

の
目
的

の
実
現

に
と

っ
て
〕
ど
の
程
度

の
価
値
を
有

（３９
）

す
る
か
に
よ

っ
て
も

っ
ぱ
ら
は
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
数
年
後

の
国
防
軍
訴
訟

に
お
い
て
も
同
様

の
考
え
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。
「
ナ
チ
ス

党
は
国
家
の
中
に
民
族
の
維
持
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
を
見
る
。
，，‐‐，‐
民
族
主
義
的
思
想
に
と
っ
て
、
重
要
な
事
柄
は
民
族
の
維
持
に
あ

（４０
）

り
、
国
家
は
そ
の
た
め
の
手
段

に
過
ぎ
な
い
。
」

（４．
）

こ
の
時

ヒ
ト
ラ
ー
は

「
ナ
チ
ス
党

は
，，，，，‐，こ

と
語

っ
て
い
た
も

の
の
、
党
自
体
も
ま
た
、
そ
れ
が
目
的

の
た
め

の
手
段

で
あ
る
と
い
う
点

に



お
い
て
、
国
家
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か

っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
、　
一
九
二
七
年

一
月
二
〇
日
の
国
会
演
説
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
わ

れ
わ
れ
人
間
は
、
神
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
人
種
の
存
在
の
意
義
、
目
的
を
認
識
す
る
こ
と
も
、
確
か
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
人
間

の
作

っ
た
組
織
や
機
関
の
意
義
、
目
的
は
、
不
変
に
存
在
し
続
け
る
民
族
の
維
持
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す
有
用
性
に
よ

っ
て
は
か
ら
れ

る
。
し
た
が

っ
て
、
民
族
が
第

一
次
的
存
在
で
あ
る
。
党
は
、
第
二
次
的
存
在
と
し
て
、
民
族
の
維
持
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
で
し
か
な

い
。
こ
の
課
題
に
忠
実
で
あ
る
程
度
に
応
じ
て
、
党
は
有
用
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
正
当
化
さ
れ
る
。
も
し
こ
の
課
題
を
果
た
さ
な
く
な
る
な

（４２
）

ら
ば
、
そ
れ
は
有
害
と
な
り
、
改
革
な
い
し
廃
止
さ
れ
る
か
し
て
、
よ
り
良
い
も
の
に
よ

っ
て
置
き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

も

っ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
指
導
者
の
手
の
中
に
あ

っ
て
そ
の
実
現
の
た
め
に
協
働
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
な
が
ら
、
指
導
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
党
と
国
家
の
間
に
は
明
ら
か
に
根
本
的
な
相
異
が
あ

っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
指
導

者
ｉ

畜

詈

と
ｉ

慮

準

基

に
以

鴨

鏑

縣

評

提

一
奎

¨
」

け輯

拝

た
と
す
る
な
ら
ば
、
共
同
体
で
は
な
い
国
家
と
の
関
係
は
、
法
規
範
″

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
指
導
者
は
国
家
の

「監
督
者
（Ｆ
ｏオ
輸
一
の
地
位
に
立

つ
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
関
係
が
指
導
で
あ
れ
、
監
督
で
あ
れ
、
憲
法
体
制
の
中
に
民
族
の
指
導
者
の
手
段
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
結
果
、
党
と
国
家
は
と
も
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
関
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
従
来
の
そ
れ
に
比
べ
、
大
き
な
変
容
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
国
家
に
関
し
て
い
え

（４６
）

ば
、
も
は
や

「
機
関
を
通
し
て
活
動
す
る
法
人
格
」
と
し
て
と
ら
え
う
る
も

の
で
は
な
く
な

っ
た
。

イ

ェ
リ
ネ

ッ
ク
以
来
支
配
的
と
な

っ
た
国

家
観

に
よ
れ
ば
、
国
家
は
固
有

の
独
立
し
た
法
人
格
を
有
し
、
政
府
、
大
統
領
、
首
相
等
は
こ
の
国
家
と
い
う
不
可
視

の
人
格
存
在

の

「
機
関
」

と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
政
府
等

の
機
関

の
権
限
や
活
動

の

一
切
が
国
家

の
意
思
を
表
現
す
る
憲
法
や
法
律
等
の
法
規
範

の
実
現
に
定

位
し
、
か

つ
そ
れ
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
こ
う
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ヘ
ー
ン
の
指
摘

に

（４７
）

も
あ
る
と
お
り
、
民
族
共
同
体
及
び
指
導

の
原
理
の
登
場
が
こ
の
よ
う
な
観
念

の
妥
当
性
を
奪

い
取

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
国

（４８
）

家
を
超
え
、
国
家

の
外

に
立

つ
民
族

の
指
導
者
が
国
家

の
機
関
と
い

っ
た
も

の
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
当
然

の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
彼
は
、

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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憲
法
や
法
律
で
は
な
く
、
共
同
体
の
理
念
、
精
神
、
生
存
法
則
等
に
基
づ
い
て
方
針
を
決
定
し
、
民
族
を
指
導
し
、
そ
し
て
国
家
を
監
督
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
国
家
の
変
容
は
明
ら
か
で
あ

っ
た
。

ヘ
ー
ン
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
首
相
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
歓
迎
式
典
に
お
い
て
バ
イ
エ
ル
ン
国
家

（４９
）

を
運
動
の
機
関
で
あ
る
と
宣
言
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
『
プ
ロ
イ
セ
ン
地
方
自
治
法
』
が
序
文
の
中
で

「民
族
に
奉
仕
す
る
国
家
の
課
題
」

に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
を
引
き
な
が
ら
、
指
導
者
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
国
家
の
方
が
彼
の

「機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

（５０
）

と
に
な

っ
た
の
だ
と
結
論
す
る
。

他
方
、
ナ
チ
ス
党
も
ま
た
、
憲
法
体
制
の

一
翼
を
担
う
も
の
と
し
て
、
私
法
上
の
登
録
団
体
で
し
か
な
か
っ
た
従
来
の
政
党
に
対
し
、
そ
れ

（
５‐
）

ら
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
性
格
を
も

つ
に
至

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
統

一
法
』
が

「
党
は
公
法
人
稼
？
ｏ
①ヽ
∽争
”
Ｆ

計
の

Ｒ
「８
〓
争
８

”
ｏｏＦ
の）と
す
る
」
と
の
規
定
を
置
い
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
立
法
理
由
書
は
次
の
よ
う

に
い
う
。
「
ナ
チ
ス
党
は
、
国
家
の
中
で
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
を
果
た
す
た
め
に
、
確
固
と
し
た
法
形
式
を
必
要
と
す
る
に
至

っ
た
。
そ

（５２
）

れ
故
、
党
は
公
法
人

の
特
徴
を
も

つ
も

の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
法
人
と
い
う
も

の
が
、
元
来
、
地
方
自
治
体
や
社

会
保
険
団
体
等
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
固
有

の
法
人
格
を
付
与
さ
れ
た
公
的
行
政
機
関

の

一
つ
と
し
て
、
国
家

の
目
的

の
実
現
を
任
務
と
し
、

（５３
）

そ
の
た
め
、　
一
方

で
、
国
家
か
ら
特
権
を
付
与
さ
れ
、
他
方

で
、
国
家

の
監
督

に
服
す
る
団
体

で
あ

っ
た
限
り
、
国
家
を
超
え
、
国
家

の
外

に

（５４
）

立

つ
民
族
の
指
導
者
に
直
属
す
る
党
が
こ
う
し
た
公
法
人
と
同

一
視
し
う
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

ヘ
ー
ン
は
、
そ
も
そ
も

「団
体
（パ
■
窮

のヽ多
Ｒ
けと

と
い
う
概
念
で
も

っ
て
し
て
は
ナ
チ
ス
党
の
持

つ
固
有
の
憲
法
的
特
質
を
と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
。
も
し
党
が
団
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
紹
介
し
た
国
家
観
と
同
様
に
、
党
は
機
関
を
通
し
て
活
動
す
る

一
個
の

法
人
格
の
所
有
者
と
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
党
の
指
導
者
は
、
国
家
に
お
け
る
大
統
領
や
首
相
と
同
様
、
単
な
る
団
体
の
機
関
に
過
ぎ
な
い

も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
団
体
と
い
う
概
念
自
体
が
共
同
体
で
あ
る
ナ
チ
ス
党
の
本
質
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
で
も

（５５
）

あ
え
て
公
法
人
と
特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
ナ
チ
ス
党

の
卓
越
し
た
地
位
を
覆

い
隠
す
」
も

の
で
し
か
な
か

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
党

は
、
国
家

の
特
定
目
的

の
実
現

の
た
め
に
国
家

の
中

に
設
置
さ
れ
た
団
体
と

い

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
家
と
並
ん
で
第
ニ
ラ
イ
ヒ



の
鑢
猟
体
制
を
構
成
す
る
要
素
そ
の
も
の
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
璽
思
法
上
の
団
体
」
、
よ
り
正
確
に
は
、
「
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
を
担
う

運
動
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
結
局
、
ボ
ル
マ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
も
と
も
と
、
「
ナ
チ
ス
党
の
地
位
は
法
律
の

（５９
）

規
定

に
よ

っ
て
は
正
し
く
把
握
し
う
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
」

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
統

一
法
』
が
あ
え
て
党
を

「
公
法
人
」

と
規
定
し
た
こ

巌
靴
、
革
命

の
勝
利
後
ナ
チ
ス
党
が
新
た
に
獲
得
し
た
公
的
性
格
を
確
認
し
、
ま
た
周
知
さ
せ
る
た
め

の
、

い
わ
ば

一
種

の

「
緊
急
避
難
的
措
置
」
と
し

て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ

Ｐ
た
と

い
え
よ
う
。
実
際
、

フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
公
法
人

に
か
か
わ
る
従
来

の

法
令
、
た
と
え
ば

『
ラ
イ
ヒ
憲
法
』
第

一
三

一
条
や

『
ラ
イ
ヒ
民
法
』
第
八
二
九
条
等

の
条
項

の
ナ
チ
ス
党

へ
の
適
用
が
あ
り
え
な
い
こ
と
に

（６．
）

つ
き
す
べ
て
の
法
律
学
者
の
間
で

「完
全
な

一
致
」
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
後
、　
一
九
二
五
年
四
月
二
九
日
の

（Ｃ

『第

一
施
行
令
』
は
党
を
改
め
て
缶
判
（同
体
６
①ヨ
①中ヨ
魯
Ｒ
けと

と
規
定
し
直
し
、
さ
ら
に
は
、　
一
九
四
二
年

一
二
月

一
二
日
の

『
ナ
チ
ス
党

の
法
的
地
位
に
関
す
る
指
導
者
命
令
』
で
は
、
『統

一
法
』
の
文
言
そ
の
も
の
が
削
除
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

党
と
国
家
が
、
こ
の
よ
う
に
と
も
に
運
動
の
機
関
で
あ
り
、
目
的
の
た
め
の
手
段
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
最
終
日
標
の
実
現
に
向
け
て
協
働
す

る
立
場
に
あ
る
と
し
て
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
役
割
、
機
能
を
担
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
党

と
国
家
の
統

一
は
単
な
る
融
合
に
堕
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
ナ
チ
ズ
ム
か
ら
す
れ
ば
、

国
家
に
と

っ
て
も
、
ま
た
運
動
に
と
っ
て
も
等
し
く
危
険
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
統

一

化
が
最
大
限
の
効
果
を
発
揮
す
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
機
能
の
特
性
に
応
じ
た
民
族
の
最
終
日
標
へ
の
貢
献
、
奉
仕
の
役
割
分
担
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
、
行
政
の
最
終
責
任
者
で
あ
る
フ
リ
ッ
ク
は
、　
一
九
三
九
年
に
行
わ
れ
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
講
演
の
中
で
、

「国
家
の
行
政
の
範
囲
を
党
の
領
域
に
対
し
て
画
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
党
と
国
家
の
任
務
の
在
り
様
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
見
解
を
披
露
し
て
い
た
。
「党
は
民
族
を
指
導
す
る
。
党
は
巨
大
な
モ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
民
族
の
生
命
を
動
か
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力

で
あ
る
。
党
の
任
務
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
思
想
の
純
粋
性
を
護
り
、
ド
イ
ツ
民
族
の
中
に
そ
れ
を
息
づ
か
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
民
族
を
指
導
し
、

そ
の
目
的
に
向
か
っ
て
絶
え
ず
整
序
す
る
こ
と
、
指
導
部
と
民
族
の
緊
密
な
繋
が
り
を
不
断
に
持
続
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
国
家

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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の
行
政
は

〔法
律
を
〕
執
行
す
る
。

（
そ
ｍ
■
務
は
、
法
律
を
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
の
諸
原
則
及
び
目
的
の
枠
内
に
お
い
て
安
定
的
、
か

つ
事
態

に
即
し
、
均
等
に
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」

党
の
任
務
に
つ
い
て
は
、

フ
リ

ッ
ク
の
右
の
見
解
も
そ
う
で
あ
る
が
、　
一
九
二
五
年
の
党
大
会
に
お
け
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
発
言
―
―

「
党
の
任

務
は
、
民
族
全
体
を
ナ
チ
ズ
ム
の
教
義
に
基
づ
い
て
教
育
し
、
彼
ら
を
国
家
の
指
導
の
た
め
に
被
指
導
者
団
と
し
て
国
家
に
配
置
す
る
こ
と
に

（６５
）

あ
る
。
」
―
―

の
影
響
も
あ

っ
て
、　
一
般
に
ド
イ
ツ
民
族
に
対
す
る
世
界
観
教
育
を
中
心
に
、
共
同
体
の
政
治
方
針
の
決
定
等
、
民
族
の
政
治

思
想
の
ト
レ
ー
ガ
ー
と
し
て
の
役
割
を
強
調
す
る
見
方
が
支
配
的
で
あ

っ
都
度
ヽ
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
役
割
は
、
重
要
で
は
あ
れ
、
あ

く
ま
で
も
党
に
課
せ
ら
れ
た
全
体
の
任
務
の

一
部
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
ナ
チ
ズ
ム
が
世
界
観
を
標
榜
し
、
世
界
観
と
い
う
も
の
が

一
人

一
人
の

民
族
同
胞
の
現
存
在
全
体
に
対
す
る
支
配
と
管
理
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「世
界
観
の
守
護
者
」
を
任
ず
る
ナ
チ
ス
党
の
任
務
が
単

に
民
族
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
む
し
ろ
、
党
は
世
界
観
の
直

接
の
執
行
者

で
も
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
最
終
目
標
の
実
現
に
向
け
た
現
存
在
全
体
に
対
す
る
統
御
と
整
序
の
実
行
、
そ
れ
が
党
の
鍮
砲

に
他
な

ら
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
実
は
、
こ
の
点
に
関
し
、
国
家
の
課
題
も
ま
た
基
本
的
に
大
き
な
違
い
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
両
者
の

相
異
は
、
課
題
の
内
容
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
解
決
に
至
る
手
法
に
こ
そ
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ク
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

国
家
の
任
務
が
、
そ
の
折
々
に
指
導
者
に
よ
り
裁
可
さ
れ
た
法
令
を
、
明
確
な
管
轄
領
域
の
画
定
の
下
に
、
伝
統
的
な
行
政
的
手
段
の
行
使
に

よ
り
執
行
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
党
の
任
務
は
、
法
治
の
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
、
指
導
者
に
対
す
る
忠
誠
と
指
導
者
か
ら
の
受

託
を
根
拠
と
し
て
、
全
体
性
と
運
動
性
の
法
則
の
下
に
、
指
導
者
が
そ
の
都
度
決
定
す
る
運
動
の
テ
ン
ポ
に
即
し
て
民
族
の
生
存
法
則
を
直
接

（６８
）

執
行
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
だ
。

（
６９
）

そ
の
意
味
で
は
、

フ
リ
ッ
ク
の
先
の
発
言
や
多
く
の
論
者
の
思
い
込
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
党
と
国
家
の
管
轄
の
画
定
は
、
少
な
く
と
も
そ

れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
の
内
容
に
関
す
る
限
り
は
、
元
々
不
可
能
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
犯
罪
者
に
対
す
る

戦
い
を
め
ぐ
る
フ
リ
ッ
ク
と
ヒ
ム
ラ
ー
の
、
あ
る
い
は
、
青
少
年
教
育
を
め
ぐ
る
ル
ス
ト
と
シ
ー
ラ
ッ
ハ
の
主
導
権
争
い
等
々
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ



の
歴
史
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
た
管
轄
権
を
め
ぐ
る
党
と
国
家
の
争
い
も
ま
た
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
管

轄
の
確
定
が
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
争
い
の
決
着
は
た
だ
民
族
の
指
導
者
に
よ

っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ネ
ー
セ
が

『
統

一
法
』
を
解
説
す
る
中
で
、
「
指
導
者
は
指
導
者
と
し
て
、
党
の
任
務
を
自
ら
の
判
断
に
基
づ
い
て
拡
大
し
、
国
家
の
そ
れ
に

（Ю
）

対
し
境
界
設
定
を
行
う
権
利
を
有
し
て
い
る
」
と
主
張
し
た
よ
う
に
、
党
と
国
家
の
い
ず
れ
が
当
該
任
務
を
担
当
す
る
か
は
、
も

っ
ぱ
ら
指
導

者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ

っ
た
の
だ
。
最
終
目
標
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
折
々
の
状
況
の
下
、
指
導
者
は
、
課
題
解
決

に
向
け
て
、
そ
れ
に
見
合

っ
た
最
適
の
手
段
を
、
選
択
的
に
、
時
に
は
並
行
的
に
、
動
員
し
う
る
の
で
あ
り
、
党
と
国
家
は
、
そ
う
し
た
指
導

者
の

（
手
ｍ
和

に
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
異
な
る
機
能
を
通
じ
て
と
も
に
協
働
し
て
最
終
日
標
の
実
現
に
貢
献
す
べ
く
期
待
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
結
局
、
党
と
国
家
の
統

一
と
は
、
同
じ
目
標
に
定
位
し
、
同
じ
課
題
の
解
決
に
向
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
機
能
に
応
じ
て
行
わ

（２
）

れ
る
役
割
分
担

の
謂
に
他
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
両
者
が
、
相
互

に

「
区
別
」
さ
れ
る
べ
き
も

の
で

（７３
）

あ
り
な
が
ら
、
不
可
分

の

「
統

一
」
を
形
成
す
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
に

つ
き
疑
間
は
な
い
。

党
と
国
家
の
こ
う
し
た
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
『統

一
法
』
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
法
律
家
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
論
以
上
に
決
定
的
な

意
義
を
も
っ
た
も
の
に

一
九
二
五
年
の
党
大
会
が
あ
っ
た
。
こ
の
大
会
は
、
周
知
の
と
お
り
、
期
間
中
に
招
集
さ
れ
た
国
会
が

『血
の
保
護
法
』

等
の
い
わ
ゆ
る
人
種
法
律
を
制
定
し
た
こ
と
に
よ
リ
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
に
と

っ
て
重
要
な
大
会
と
な
っ
た
が
、
同
時
に
、
こ
の
問
題
に
関

連
し
て
大
会
中
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
党
と
国
家
の
任
務
に
関
し
て
行

っ
た
発
言
に
よ
り
、
『統

一
法
』
が
不
分
明
な
ま
ま
放
置
し
、
あ
る
い
は
ミ
ス

（３

リ
ー
ド
し
、
そ
の
た
め
多
く
の
解
釈
論
争
を
惹
き
起

こ
し
た
党
と
国
家

の
役
割
、
相
互

の
関
係

の
在
り
様
が

「
根
本
的
に
解
明
」
さ
れ
た
と

い

う
点

に
お
い
て
も
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
体
制
上
、
同
様

に
画
期
を
な
す
大
会
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

大
会

の
冒
頭
、
九
月

一
一
日
の
開
幕
演
説

の
中

で
、

ユ
ダ
ヤ

マ
ル
ク
ス
主
義
や
議
会
制
民
主
主
義
等

の
民
族

の
敵

の
打
倒
後
も
残
存
す
る
国

内

の
敵

に
対
す
る
戦

い
の
遂
行

の
必
要
性

に

つ
い
て
語

っ
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
そ
の
戦

い
の
方
途
と
と
も

に
、
党
と
国
家

の
果
た
す

べ
き
役
割

に

つ
い
て
次

の
よ
う
な
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
「
国
内

に
あ
る
民
族

の
敵

に
対
す
る
戦

い
は
、
形
式
的
な
官
僚
機
構
、
及
び
そ
れ
が
有
す
る
不

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一
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一
四

十
分
さ
に
よ
り
決
し
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
む
し
ろ
、
国
家
の
形
式
的
な
官
僚
機
構
が
問
題
の
解
決
に

と

っ
て
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
代
え
て
、
民
族
の
生
存
を
確
実
に
保
障
す
べ
く
、
よ
り
生
き
生
き
と
し

た
強
力
な
組
織
を
設
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
民
族
は
何
ら
か
の
形
式
的
な
制
度
の
た
め
に
そ
こ
に
存
在
す
る
と
考
え
、
そ
の
結
果
、

或
る
制
度
が
与
え
ら
れ
た
課
題
を
解
決
し
え
な
い
場
合
・、
民
族
は
こ
の
課
題
の
解
決
を
諦
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
上
も
な

く
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
が
故
に
。
む
し
ろ
、
実
際
は
そ
の
反
対
な
の
だ
。
国
家
に
よ
り
解
決
さ
れ
う
る
事
柄
は
国
家
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
国
家
が
そ
の
本
質
上
解
決
し
え
な
い
事
柄
は
運
動
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
国
家
も
ま
た
民
族
の
生
存
の

た
め
の

一
つ
の
組
織
形
式
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
民
族
の
生
存
意
思
の
直
接
的
表
現
で
あ
る
党
、
ナ
チ
ス
運
動
に
よ
り
支
配
、
動
員
さ
れ
る
も
の

に
過
ぎ
な
い
が
故
に
。
，ｔｔｔｔ‐
目
的
は
民
族
の
維
持
に
あ
る
。
こ
れ
が
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
の
基
本
原
則
で
あ
る
。
民
族
の
維
持
に
明
ら
か
に
害

と
な
る
も
の
は
除
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し

一
つ
の
制
度
が
こ
の
課
題
を
引
き
受
け
る
の
に
適
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場

合
、
別
の
制
度
が
そ
の
課
題
を
引
き
受
け
、
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
，・，，，―
わ
れ
わ
れ
は
不
穏
な
世
界
の
直
中
に
生
き
て
い
る
。
厳
格
な

原
則
、
及
び
そ
の
容
赦
な
き
執
行
の
み
が
ド
イ
ツ
を
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
カ
オ
ス
か
ら
救
い
出
す
力
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
―
，

―
万
難
を
排
し
て
危
険
を
芽
の
う
ち
に
摘
み
取
る
覚
悟
を
有
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
家
の
も
つ
内
的
本
質
に
照
ら
し
て
異
質
で
あ
り
、

明
ら
か
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
役
割
を
、
か
よ
う
な
課
題
の
解
決
に
と

っ
て
よ
り
適
当
と
思
わ
れ
る
制
度
に
、
も
し
そ
の
こ

と
が
必
要
と
あ
ら
ば
何
時
で
も
、
立
法
的
手
段
で
も

っ
て
委
譲
す
る
こ
と
を
躊
躇
い
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
―
し
か
し
、
そ
の
決
定
は
も
っ
ぱ
ら

（７５
）

指
導
部

の
意
思

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
個
人

の
意
思

に
で
は
な
い
。
」

こ
の
演
説
が
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
史
の
中
で
有
し
た
意
義
は
、
『統

一
法
』
が
規
定
し
た

「党
と
国
家
の
不
可
分
の
統

一
」
の
真
に
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
の
日
か
ら
直
接
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
国
家
が
、
消
極
的
な
言
い
回
し
な
が
ら

も
、
党
と
並
ぶ
民
族
の
課
題
解
決
の
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
、
国
家
に
は
国
家
の
機
能
の
特
性
に
応
じ
た
役
割
が
存
在
す

る
こ
と
、
し
か
し
、
国
家
に
よ
っ
て
は
解
決
不
可
能
な
課
題
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
課
題
の
解
決
は
党
に
委
譲
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ



と
、
そ
し
て
、
そ
の
決
定
は
指
導
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ

（
と
時
、
今
後
民
族
共
同
体
の
建
設
が
本
格
化
す
る
中
で
明
確
化
が
迫
ら
れ

て
い
た
党
と
国
家
の
関
係
の
在
り
様
が
最
終
的
に
確
認
さ
れ
る
に
至

っ
（た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
演
説
が
明
ら
か
に
し
た
基
本
方
針
は
、
早
速
、

四
日
後
、
そ
の
解
決
が
運
動
に
と

っ
て
最
大
の
課
題
で
あ

っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
適
用
さ
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
リ
ヒ
ト
ラ
ー
の
方
針
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
よ
り

一
層
明
白
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

九
月

一
五
日
、
党
大
会
が
開
か
れ
て
い
る
最
中
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
国
会
は
、
午
後
九
時
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
議
長
の
次
の

よ
う
な
挨
拶
か
ら
始
ま

っ
た
。
「議
員
諸
君
！
諸
君
は
自
由
の
党
大
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
町
に
急
速
招
集
さ
れ
た
。

何
世
紀
も
の
時
を
経
て
、
再
び
こ
の
古
い
名
誉
あ
る
都
市
が
ラ
イ
ヒ
国
会
の
開
催
の
地
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
，，・・・…
本
日
こ
こ
に
ラ
イ

ヒ
国
会
が
招
集
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
国
会
も
ま
た
ラ
イ
ヒ
党
大
会
と
不
可
分
に
結
び

つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
ラ
イ
ヒ
国
会
は
わ
れ
わ
れ
の
指
導

者
に
感
謝
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
党
と
国
家
の
、
そ
し
て
民
族
と
運
動
の
統

一
を
明
白
か

つ
一
義
的
に
表
現
す
る
出
来

事
√
地
ｎ
ら
な
い
。
諸
君
は
、
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
の
演
説
に
よ

っ
て
、
本
日
の
会
議
の
も

つ
重
要
性
を
理
解
す
る
で

あ
ろ
う
。
」
続
い
て
、
『ラ
イ
ヒ
国
旗
法
』
、
『
ラ
イ
ヒ
市
民
法
』
、
『
血
の
保
護
法
』
の
提
案
演
説
に
立

っ
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
内
外
の
ユ
ダ
ヤ
人
勢

力
に
よ
る
ド
イ
ツ
及
び
ド
イ
ツ
人
に
対
す
る
挑
発
行
動
と
、
そ
れ
に
憤
激
し
た
ド
イ
ツ
人
の
側
か
ら
す
る
防
衛
行
為
の
恐
れ
が
新
た
な
ユ
ダ
ヤ

人
立
法
め
必
要
を
生
み
出
し
た
と
の
認
識
を
表
明
し
た
後
、
今
後

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
を
進
め
る
上
で
の
党
と
国
家
の
役
割
、
そ
の
関
係
に

つ
い
て
、
四
日
前
の
演
説
の
趣
旨
に
沿
い
な
が
ら
、
自
ら
の
見
解
と
今
後
の
方
針
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
み
せ
た
。
「
〔
ラ
イ
ヒ
政
府

は
今
回
立
法
的
手
段
に
よ
る
問
題
の
解
決
を
決
意
し
た
が
〕
、
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
が
依
拠
し
た
考
え
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
即
ち
、　
一

回
限
り
の
世
俗
的
解
決
に
よ

っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
と
の
間
に
ド
イ
ツ
民
族
に
と

っ
て
我
慢
可
能
な
関
係
を
見
い
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
そ

う
し
た
状
況
を
作
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
希
望
が
果
た
さ
れ
ず
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
煽
動
が
ド
イ
ツ
国
内
及
び

国
際
社
会

の
中

で
今
後
も
引
き
続
き
行
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
改
め
て
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
―
―

『
血
の
保
護
法
』
は
、
こ
れ
か
ら
も
失
敗
が
繰
り
返
さ
れ
る
場
合
、
最
終
的
解
決
の
た
め
に
法
律
の
力
で
も

っ
て
ナ
チ
ス
党
に
移
管
せ
ざ
る
を

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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一
六

え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う

一
つ
の
問
題
を
、
法
律
と
い
う
手
段
√
鶴
）っ
て
規
制
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
法
律
の
背
後
に
は
党
が
立
ち
、
そ

し
て
、
党
と
と
も
に
、
党
の
背
後
に
ド
イ
ツ
国
民
が
立

（
っ

に
い
る
。
」

三

つ
の
法
律
が
国
会
の

「歓
呼
」
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
た
後
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
右
の
演
説
の
締
め
括
り
の
言
葉
と
関
係
し
た
、
き
わ
め
て
短

い
が
、
し
か
し
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
呼
び
掛
け
で
も

っ
て
国
会
の
閉
会
を
宣
言
し
た
。
「議
員
諸
君
！
諸
君
は
本
日
こ
こ
に

一
つ
の
法
律
に
同

意
を
与
え
た
。
こ
の
法
律
の
も

つ
全
体
的
意
義
が
十
分
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
何
世
紀
も
の
時
間
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
諸
君
は
、
国

家
が
法
律
と
い
う
手
段
を
放
棄
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
尽
力
せ
よ
。
諸
君
は
、
わ
が
民
族
が
法
律
と
い
う
道
を
今
後
も
進
む
よ
う
、
尽
力
せ

よ
。
諸
君
は
、
ド
イ
ツ
民
族
全
体
の
こ
の
上
な
い
規
律
錐
一

っ
て
こ
れ
ら
の
法
律
に
高
貴
な
価
値
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
尽
力
せ
よ
。
こ
う
し

た
諸
々
の
事
柄
に
対
し
諸
君
は
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
」
ラ
イ
ヒ
議
員
に
負
わ
さ
れ
た

「責
任
」
は
、
彼
ら
の
全
員
が
ナ
チ
ス
党
員
又
は

そ
の
シ
ン
パ
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
む
ろ
ん
、
象
徴
的
な
意
味
を
も

つ
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
彼
ら
に
仮
託
し

て
、
今
後
こ
の
法
律
を
執
行

・
適
用
す
る
国
家
の
他
の
機
関
、
即
ち
、
行
政
及
び
司
法
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
翌

一

六
日
に
行
わ
れ
た
党
大
会
の
閉
会
演
説
の
中
で
、
改
め
て
、
「
国
家
の
任
務
は
、
歴
史
的
に
生
成
し
発
展
し
た
国
家
的
組
織
の
行
政
を
法
律
の

枠
内
で
、
か

つ
法
律
に
よ
っ
て
継
続
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
の
確
認
を
行

っ
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
さ
ら
に
、
古
い
政
党
国
家
の
残
滓
が
払
拭
さ
れ

て
い
な
い
今
日
、
国
家
の
活
動
に
対
す
る
党
の
側
か
ら
の

「
監
視
」
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
た
。
「
国
家
指
導
部

の
行
路
が
明
ら
か
に
ナ
チ
ス
の
諸
原
則
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
党
が
警
告
し
、
必
要
な
場
合
、
そ
れ
を
正
す
た
め
干
渉
す
る
こ
と
を
余
儀

（８‐
）

な
く
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
う
る
」
と
。

も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
党
と
国
家
は
と
も
に
民
族
の
生
存
法
則
の
執
行
を
課
題
と
し
、
た
だ
そ
の
実
現
の
た
め
の
方
法
に
お
い
て
相
異

が
あ

っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
の
手
段
が
投
入
さ
れ
る
か
は
、
運
動
の
テ
ン
ポ
に
即
し
て
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
手
段
の
特
性
に
応
じ
て
、
そ

の
折
々
の
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
指
導
者
が
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ

っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、　
一
九
二
五
年
の
党
大
会
の
時
点
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
選

択
は
、
少
な
く
と
も

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
に
関
す
る
限
り
、
国
家
に
よ
る
解
決
の
優
先
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、



む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
が
国
家
の
党
に
対
す
る
優
位
を
意
味
す
る
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
事
態
が
ま

っ
た
く
逆

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
右
に
引
い
た
最
後
の
発
言
―
―

「党
が
警
告
し
、
―
―
干
渉
す
る
。
」
―
―
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
既

け
帥
い
わ
対
』
」
“
』
い

と て
お
い
い

あ ラ
「
い

。 、
増
型
藤
和
紳
】
“
】
癖
繭
令
す
る
の
で
は

餌
て
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
国
家
に
命
令
す
（（和

」

と

・構
成
す
る
二
本
の
柱
で
あ

っ
た
と
し
て
、
党
の
国
家
に
対
す
る
優
位
性

は
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
い
、
自
明
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
だ
。

ヘ
ー
ン
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
先
の
発
言
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
「
国
家
で
は
な

党
の
鰯
ぃ
舞

軽 一
Ｍ
利
薪
鈍
一
け

あ
（
る

♂
『
翡
「
存
在
理
由
は
、
官
庁

・
官
僚
装
置
を
使

っ
て
、
党
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
大
き
な
方
針
を
実
現
し
、

国
家
が
か

つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
こ
う
し
た
新
た
な
事
態
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
家
の
在
り
様
に
大
き
な
変
革
を
迫
る
も
の
で

あ

っ
た
。
た
と
え
国
家
の
任
務
が
伝
統
的
な
手
段
で
も

っ
て
法
律
に
基
づ
い
て
行
政
を
継
続
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
に
せ
よ
、
「単
に
法
律
を
執

行
す
る
だ
け
の
中
立
的
な
国
家
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
許
さ
れ
よ
う
は
ず
も
な
か

っ
た
。
あ
り
て
い
に
い
う
な
ら
ば
、
国
家
も
ま
た
、
可
能
な
範

囲
に
お
い
て
、
党
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「世
界
観
の
兵
士
」
と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
「
国

家
の

一
切
の
活
動
は
、
そ
れ
故
、
完
全
な
ナ
チ
ズ
ム
の
生
活
共
同
体
の
実
現
の
た
め
に
指
導
者
が
定
め
た
目
標
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
。
「従
来
の
国
家
が
、
中
立
性
を
維
持
す
る
た
め
、
行
う
こ
と
を
欲
せ
ず
、
ま
た
行
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た

一
切
の
事
柄
を
ナ
チ
ズ

ム
国
家
は
明
白
か

つ
断
固
と
し
て
引
き
受
け
る
。
国
家
の

一
切
の
活
動
は

一
つ
の
例
外
も
な
く
ナ
チ
ズ
ム
の
民
族
指
導
の
掟
に
服
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。　
一
切
の
活
動
は
民
族
の
指
導
部
の
要
請
に
即
し
て
整
序
さ
れ
、
こ
の
要
請
が
ど
の
程
度
実
現
さ
れ
た
か
に
つ
き
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
わ

（
れ
』
Ч

の
時
代
は
再
び
国
家
及
び
そ
の
個
々
の
機
関
の

一
切
の
思
惟
、
意
思
、
活
動
を
評
価
す
る
尺
度
と
な
る

一
つ
の
基
準
を
獲
得
し

た
の
で
あ
る
。
」

民
族
の
世
界
観
が
こ
の

「基
準
」
を
構
成
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
統

一
法
』
が
規
定
す
る
よ
う
に
、
世
界
観
を
代
表
す
る
ナ
チ

ス
党
が

「
ド
イ
ツ
国
家
思
想
の
担
い
手
」
と
な
る
、
そ
う
し
た
時
代
が
始
ま

っ
た
の
だ
。
国
家
が
政
治
指
導
者
の
意
を
体
し
て
活
動
す
る

「
肉

指
導
者
卜
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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八

輸
〕
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
世
界
観
が
国
家
の

「魂
」
を
形
成
す
る
。
こ
れ
な
し
に
は
、
国
家
は

「
魂
の
な
い
、
死
ん
だ
機
械
」
に
堕
す
こ

と
に
な

っ
た
で
あ
ろ
（知
″

国
家
の
諸
活
動
の
目
標
及
び
方
針

（
の
レ
「

は
党
の
掲
げ
る
世
界
観
に
よ
り
規
定
さ
（細

、）

そ
の
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
世

界
観
の
統

一
性
及
び
同
調
性
が
党
と
国
家
の
統

一
性
を
保
障
す
る
。
さ
ら
に
、
民
族
の
指
導
者
が
、
民
族
の
最
良
の
子
供
と
し
て
民
族
の
世
界

観
を
体
現
す
る
限
り
に
お
い
て
、
党
と
国
家

（
の
蹴

一
の
最
終
的
な
保
障
人
の
地
位
に
立

つ
。
党
と
国
家
の
統

一
、
両
者
の
不
可
分
の
統
合
は
、

結
局
は
、
「
人
格
結
合
の
原
理
に
よ
り
保
障
さ
れ
」
、
民
族
の
指
導
者
が
両
者
の
結
節
点
と
し
て
、
こ
の
統

一
を

「
眼
に
見
え
る
形
で
表
現
す

輸
」
と
い
う
わ
け
で
あ

つ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

「表
現
」
は
、
『統

一
法
』
か
ら
八
カ
月
後
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
の
死
去
と
同
時
に
、

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
を
構
成
す
る
も
う

一
つ
の
基
本
法
に
よ
り
法
的
裏
付
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
二
章
　
指
導
者
兼

ラ
イ
ヒ
首
相

ア
ド
ル
フ

・
ヒ
ト
ラ
ー

（９２
）

一
九
二
四
年
八
月

一
日
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
『元
首
法
』
を
制
定
、
公
布
し
、
「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
フ
ォ
ン
・
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
死
去
」
を
条

件
に
、
『
ラ
イ
ヒ
憲
法
』
が
規
定
す
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の

一
切
の
権
限
を

「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
で
あ
る
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
に
委
譲
す

舞

鯰

新

登

汁

贅

離

鉾

詳

証

鰤

斃

弓

瑾

勒

渕

の 『誘

紆

≒

最
後
に
残
さ
れ
て
い
た
大
統
領
の
権
限
を
合
わ
せ
て
、
国
家
権
力
の

一
切
を
掌
握
し
、
監
督
す
る
地
位
と
権
能
を
獲
得
す
る
に
至

っ
た
。
そ
の

意
味
で
、
『
元
首
法
』
が
、
党
と
並
ん
で
国
家
に
対
す
る
完
全
江
統
御
を
完
成
し
た
も
の
と
し
て
、
政
権
掌
握
以
降
ナ
チ
ス
が
取
り
組
ん
だ
合

法
革
命
の
完
成
を
画
し
、
新
た
な
憲
法
体
制
の
成
立
を
宣
言
す
る
法
徊
ど
ぃ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
『元
首
法
』
の
意
義
を
単
に
従
来
分
離
さ
れ
て
い
た
大
統
領
と
首
相
の
二
つ
の
国
家
の
官
職
の
統
合
に
見
い
出
し
、
そ
れ
に

よ
り
最
終
的
に
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
全
国
家
権
力
の
統
合
、
い
わ
ゆ
る

「独
裁
体
制
」
の
確
立
が
実
現
さ
れ
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
ネ
ー
セ
の
指



（９６
）

摘
に
も
あ
る
通
り
、
こ
の
新
た
な
事
態
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
フ
ー
バ
ー
が

「
〔民
族
と
党
の
〕
指
導
者
が

（９７
）

自
ら
の
内
に
ラ
イ
ヒ
の
す
べ
て
の
高
権
を
統
合
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
今
回
の
出
来
事
の
本
質
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う

一
個
の

「
人
格
」
が

民
族
及
び
党
の
指
導
者
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
立
法

・
司
法

・
行
政
に
か
か
わ
る
国
家
権
力
の

一
切
を
掌
握
し
、
国
家
を
党
と
並
ん
で
民
族

指
導
実
現
の
た
め
の

一
つ
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
地
位
と
権
能
を
獲
得
し
た
と
い
う
、
「
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
」
の
基
本
と
な
る
枠

組
み
を
最
終
的
に
確
立
し
、
内
外
に
一曇
一日
し
た
こ
と
に
あ

っ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
元
首
法
』
及
び
そ
の
後
に
実
施
さ
れ
た

「
民

族
投
票
」
に
仕
組
ま
れ
た
巧
妙
な
仕
掛
け
を
と
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

先
ず
、
差
し
当
た
り
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
『
元
首
法
』
第

一
条
の
全
文
を
掲
げ
て
お
こ
う
。
「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
官
職
は
ラ
イ
ヒ
首
相
の
官

職
と
統
合
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
従
来
の
権
限
は
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
で
あ
る
ア
ド
ル
フ
ｏ
ヒ
ト
ラ
ー

貧
Ｒ

『
●
ず
ヽ
Ｒ

Ｃ
●
一
コ
①い争
∽ド
”
●
Ｎ
中Ｒ

＞
Ｏ
ｏ
罵

目
〓
ｏヽ
）に
委
譲
さ
れ
る
。
彼
は
自
ら
の
代
理
人
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」

改
め
て
こ
れ
ら
の
文
言
を
読
み
返
し
た
場
合
、
国
家
の
組
織
構
成
を
定
め
る
基
本
法
と
し
て
、
こ
の
条
文
の
も

つ
い
さ
さ
か
奇
妙
な
体
裁
に

気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
も
し
前
段
が
い
う
よ
う
に
二

つ
の
官
職
の
統
合
が
目
的
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
従
来
の
権

限
は
ラ
イ
ヒ
首
相
に
委
譲
さ
れ
る
」
と
い
う
規
定
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
ま
た
国
家
法
上
か
ら
は
、
そ
れ
が
適
切
、
妥
当
な
措
置
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
元
来
、
国
家
の
統
治
組
織
に
あ

っ
て
は
、
権
限
の
委
譲
は
官
職
に
対
し
て
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
権
限
の
受
託
者
の
非
人
格
性
が
担
保
さ
れ
、
法
治
の
原
理
が
保
障
さ
れ
、
ひ
い
て
は
統
治
の
継
続
性
が
確
保
さ
れ

う
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
、
条
文
に
見
ら
れ
る
通
り
、
権
限
の
委
譲
が

「
ラ
イ
ヒ
首
相
」
に
対
し
て
で
は
な
く
、

「
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」
と
い
う
称
号
を
も

つ

「
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
後
段
が
、
「彼
」
、
即
ち

「
ア
ド
ル

フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
が

「自
ら
の
代
理
人
」
を
選
定
す
る
と
定
め
た
こ
と
も
右
の
事
態
を
受
け
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ

ス
７
つ
。

そ
れ
で
は
、
何
故

「
ラ
イ
ヒ
首
相
」
で
は
な
く
、
「
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
で
あ

っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は

一
つ
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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『元
首
法
』
が
想
定
し
、
前
提
と
し
た
憲
法
体
制
は
、
も
は
や
従
来
の
意
味
で
の
国
家
―
憲
法
体
制
な
ど
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
単
純
な
事
実

で
あ
る
。
国
家
の
基
本
法
に
具
体
的
な
個
人
名
が
登
場
す
る
こ
と
自
体
き
わ
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
『元
首

法
』
は
、　
一
方
で
、
権
限
の
委
譲
の
対
象
を

「
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
―
憲
法
体
制
と
の
訣
別
を
、
他
方
で
、

ヒ
ト
ラ
ー
に
対
し

「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」
と
い
う
憲
政
史
上
例
を
見
な
い
称
号
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
の
指
導
者
が
党
と
国

家
を
民
族
の
最
終
日
標
に
奉
仕
す
る
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
、
利
用
す
る
、
そ
う
し
た
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
新
た
な
憲
法
体
制
の
基
本
的
な
構
成
と

確
立
を
内
外
に
宣
言
し
た
の
だ
と
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
「
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
と
い
う
国
家
の
外
に
あ
る

一
個
の
代
替
不
可
能
な
人
格
が
、

ラ
イ
ヒ
首
相
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
と
い
っ
た
代
替
可
能
な
或
る
何
ら
か
の
非
人
格
的
な
国
家
の
官
職
に
代
わ
っ
て
、
憲
法
体
制
の
中
核
に
位
置
し
、

民
族
及
び
党
の

「指
導
者
」
と
し
て
、
同
時
に
、
大
統
領
の
官
職
を
統
合
し
た

「
ラ
イ
ヒ
首
相
」
職
を
担
う
と
い
う
、
ま
っ
た
く
新
た
な
憲
法

体
制
が
そ
う
で
あ
っ
面
に

し
た
が
つ
て
ヽ
「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
と
い
う
称
号
は
、
文
字
通
り
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ

ト
ラ
ー
の
人
格
を
介
し
た
運
動
と
国
家
の
結
合
と
い
う
未
聞
の
憲
法
体
制
を
反
映
し
、
表
現
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ

ん
、
こ
の
結
合
は
単
な
る
並
列
的
な
も
の
で
あ
り
よ
う
は
ず
が
な
く
、
「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」
と
い
う
称
号
自
体
に
既
に
運
動
の
国
家
に

対
す
る
優
位
（ロ
ド
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
即
ち
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
人
格
の
中
に
体
現
さ
れ
た
指
導
者
権
力
と

い
う
、
国
家
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
、
国
家
の
外
に
由
来
し
、
国
家
を
超
え
る
権
力
が
国
家
権
力
を
統
括

・
管
理
し
、
民
族
指
導
実
現
の
た

め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
垂
直
的
な
権
力
構
造
が
そ
う
で
あ
っ
倒
″

そ
の
際
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー

が
、
そ
の
い
ず
れ
の
資
格
に
お
い
て
行
動
す
る
か
、

つ
ま
り
、
運
動
の
指
導
者
と
し
て
行
動
け
る
か
、
そ

（
れ
曖
ヽ
国
家
権
力
を
統
合
し
た
ラ
イ

ヒ
首
相
と
し
て
行
動
す
る
か
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
の
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
元
首
法

Ｏ
Ｓ
”
け８
ぎ
諄
”
Ｌ

，
”
①∽ΦけＮこ

の
意
義
が
、
そ
の
名
に
反
し
て
、
国
家
で
は
な
い
、
民
族
の
指
導
者
を
頂
点

と
す
る
ま
っ
た
く
新
た
な
憲
法
体
制
を
確
立
し
、
宣
言
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
、
こ
こ
に
は
こ
の
憲
法
体
制
の

死
命
を
制
し
か
ね
な
い
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
憲
法
体
制
の
中
核
を
成
す
、
元
来
国
家
の
外
に
あ
り
、



「
碑

紹

跨

知

又

鷲

契

社

れ

に
射

誠

約

綱
規
什
錦

颯
一
彬

『
降

［
農
」
に
颯

鯰

珈
鋒

つ疑

一
¨
期

構
成
法
』
も
ま
た
ラ
イ
ヒ
国
会
に
よ
り

『
ラ
イ
ヒ
憲
法
』
第
七
六
条
の
定
め
る
憲
法
改
正
立
法
の
手
続
を
踏
ん
で
制
定
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
の
権
威
が

『
ラ
イ
ヒ
憲
法
』
を
頂
点
と
す
る

授
権
の
連
鎖
に
よ
り
根
拠
づ
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
彼
の

一
切
の
権
力
、
及
び
権
力
活
動
が
そ
こ
か
ら
正
当
性
を
受
け
取
る
こ
と
に
つ
き
、
か

つ
て
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
や
ラ
イ
ヒ
首
相
の
場
合
と
何
ら
変
わ
り
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
「指
導
者
」
は

『
元
首
法
』
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
非
人
格
的
な
国
家
の

「官
職
」
に
堕
し
、
彼
の
有
す
る
権
力
も
ま
た
単
に

一

つ
の
国
家
権
力
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
、
「指
導
者
」
は
も
は
や
国
家
を
超
え
て
立

つ
民
族
の
指
導
者
で
は
な

く
、
指
導
者
権
力
も
ま
た
全
体
的
か
つ
無
制
約
的
な
権
力
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
実
際
、
マ
イ
ス
ナ
１
／
カ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク

が
、

（
今
面
め
立
法
措
置
に
よ
り
、
指
導
者
は

「国
家
の
機
関
⌒ｒ
ｐ
ｐ
一８

∞ヽ
ｐ
じ

」
と
な
り
、
ま
た

「国
家
の
人
格
（ｒ
８
け選
ｏヽ
＆
ュ
中争
ざ
こ
」

と
な
っ
た
と
主
張
し
た
と
し
て
、
そ
れ
は
決
し
て
的
外
れ
な
法
律
解
釈
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
指
導
者
及
び
指
導
者
権
力
を
解
放
す
べ
く
、
最
後
に
仕
組
ま
れ
た
仕
掛
け
が

「民
族
投
票
」
の
実

施
で
あ

っ
た
。
『元
首
法
』
が
公
布
さ
れ
た
翌
日
、
「
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
の
死
去
」
に
よ
り

「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」
の
地
位
に
正
式

に
就
い
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
『
元
首
法
の
執
行
に
関
す
る
命
（制

」
を
布
告
し
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
に
対
し
、
「内
閣
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
か
つ
憲
法

に
基
づ
き
合
法
的
に
私
の
人
格
及
び
ラ
イ
ヒ
首
相
職
に
対
し
か
つ
て
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
権
限
が
委
任
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
民
族
の

明
白
な
裁
可
を
受
け
る
こ
と
を
私
は
希
望
す
る
」
と
し
て
、
早
急
の
民
族
投
票
の
実
施
を
命
じ
た
。
既
に
前
年
の
八
月
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
ゲ
ッ

ベ
ル
ス
等
を
前
に
し
て
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
死
去
し
た
際
に
お
け
る
官
職
の
統
合
と
民
族
投
票
の
実
施
に
つ
い
て
語

っ
て
い
た
と
さ
れ
（細
ド
、

そ
れ
で
は
、
何
故
の
民
族
投
票
で
あ
つ
た
の
か
。
そ
の
目
的
は
何
で
あ

っ
た
の
か
。
『命
令
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
ヨ

切
の
国
家
権
力
は
民

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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族
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
か

つ
秘
密
の
投
票
を
通
じ
て
民
族
に
よ
り
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
確
固
た
る
信
念
に
基
づ
き
、

私
は
、
内
閣
の
決
定
を
必
要
な
補
足
を
付
し
た
上
で
た
だ
ち
に
ド
イ
ツ
民
族
に
問
う
べ
く
自
由
な
民
族
投
票
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
、
貴
下
に

対
し
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
」
投
票
日
の
三
日
前
に
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
民
族
に
対
し
ラ
ジ
オ
演
説
を
通
し
て
今
回
の
民
族
投
票
の
目
的

が
何
で
あ
る
か
に
つ
き
語
り
か
け
て
い
る
。
即
ち
、
「
〔
ラ
イ
ヒ
大
統
領
と
ラ
イ
ヒ
首
相
〕
の
二

つ
の
役
割
の
結
合
が
い
か
に
合
理
的
で
あ
り
、

ま
た
ラ
イ
ヒ
政
府
の
法
律
が
こ
の
問
題
を
憲
法
上
い
か
に
疑
間
の
余
地
な
く
解
決
し
た
に
せ
よ
、
私
は
、
ド
イ
ッ
ラ
イ
ヒ
の
新
た
な
憲
法
体
制

を
構
築
す
る
と
い
う
こ
の
上
も
な
く
重
大
な

一
歩
を
踏
み
出
す
権
限
を
先
に
私
に
与
え
ら
れ
た
全
権
か
ら
導
き
出
す
こ
と
を
拒
否
し
な
け
れ
ば

（Ⅳ
）

な
ら
な
い
。
否
。
そ
れ
は
民
族
自
ら
が
決
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

演
説
が
い
う
と
こ
ろ
の

「先
に
私
に
与
え
ら
れ
た
全
権
」
が

『
新
構
成
法
』
第
四
条
を
指
す
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。　
一
片
の
法
律
で
は
な
く
、
民
族
自
ら
の
投
票
に
よ
る
新
た
な
地
位
と
権
能
の
承
認
、
そ
れ
が
民
族
の
指
導
者
と
し
て
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
ふ
さ

わ
し
い
舞
台
装
置
で
あ

っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
法
的
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
権
限
の

「指
導
者
兼

ラ
イ
ヒ
首
相

ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」

へ
の
委
譲
は
、
『
元
首
法
』
が
そ
の
た
め
の
条
件
と
し
た

「
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
の
死
去
」
に
よ

］

つ 完
潮
は
社
に
家
は

措 っ
静
『
ゎ

っ
（
疑

硼
蜘
】
〔
に
は
¨
萌
嘲
】
一
行
“

一
一
嚇
』
一
け

，
一
一
』
｛
一
一い
呻
一
¨
一
一
〕
”
〔
一
¨
崚
¨
け
¨
「

ば
な
ら
な
か

っ
た
理
由
は
、
「
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
指
導
に
対
す

憲
法
体
制
の
中
核
を
成
す
指
導
者
及
び
指
導
者
権
力
が
本
来
有
し
て
い
た
非
国
家
的
性
格
を
取
り
戻
し
、
法
的
授
権
に
必
然
的
に
伴
う

「法
治

の
原
理
の
罠
」
か
ら
そ
れ
ら
を
救
出
す
る
こ
と
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
指
導
者
及
び
指
導
者
権
力
の
権
威
を
、

『
ラ
イ
ヒ
新
構
成
法
』
等
の
法
規
範
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
国
家
を
超
え
、
国
家
の
外
に
あ
る

「
民
族
の
裁
可
」
に
よ

っ
て
根
拠
づ
け
る
こ

と
、
そ
れ
が
問
題
で
あ

っ
た
の
だ
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
「
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
は
非
人
格
化
を
蒙
る
こ
と
な
く
、
「
民
族
の
最
良
の
子

供
」
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
有
す
る
比
類
の
な
い

「人
格
」
の
ま
ま
に
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
唯

一
の
根
拠
と
し
て

「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」



の
地
位
に
就
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、
彼
の
有
す
る
権
力
は
、
国
家
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
、
国
家
の
外
に
、
国
家
を
超
え
た
と
こ

ろ
の
、
民
族
に
由
来
し
、
民
族
か
ら
授
与
さ
れ
た
権
力
と
し
て
の
性
格
を
内
外
に
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
今
回
の
民
族
投
票
の
目
的
は
、
国
家
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
単
な
る

「擬
似
民
主
主
義
的
な
纂
奪
行
為
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
輸
】

と
い
っ
た
も
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
よ
り
根
源
的
に
憲
法
体
制
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
、
法
治
の
原
理
に
基
づ
く
国
民
統
治
に
代
わ
り
、

種
の
同

一
性
の
原
理
に
基
づ
く
民
族
指
導
の
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
。

も

っ
と
も
、
民
族
投
票
に
よ
り
は
じ
め
て

「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」
の
地
位
と
身
分
が
創
設
さ
れ
、
民
族
指
導
を
担
う
新
た
な
憲
法
体
制

が
根
拠
づ
け
ら
れ
、
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
指
導
者
及
び
指
導
者
権
力
の
本
質
を
見
誤
る
も
の
と
い
わ
ぎ
る

を
え
な
い
。
『元
首
法
の
執
行
に
関
す
る
命
令
』
の
中
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
「
〔ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
官
職
の
統
合
、
及
び
権
限
の
委
譲
に
関
係
な

く
〕
私
は
、
職
務
の
内
外
を
問
わ
ず
、
従
来
通
り
、
た
だ
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
と
呼
ば
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
宣
言
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
民

（
族
暇
猟
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
既
に
民
族
及
び

党
の
指
導
者
と
し
て

「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」
で
あ

っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
起
源
が

一
九
二
三
年

一
月
二
〇
日
の
出
来
事
に
遡

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
そ
の
授
権
の
根
拠
が
実
は
ド
イ
ツ
民
族
自
体
で
も
な
か
っ
た
こ
と
は
、
既
に
紹
介
し
た

一
九
四

一
／
四
二

年
の
冬
季
救
済
事
業
の
開
幕
演
説
の
中
で
、
彼
が
、
「神
は
、　
一
九
二
三
年

一
月
、
私
に
対
し
ラ
イ
ヒ
の
指
導
を
委
託
し
た
」
と
語

っ
て
い
た

裁
〔
御
漿
商
』
計
れ
は
「
帥
資
」
獄
磁
］
鯉
』
牌
韓
絆
剌
赫
準
秘
剛

ノレ 点
が

・ お
】
Ⅸ
衆
』
に
期
に
御
¨
咄
鎌

運 ‐こ
輯
ぃ
」
神
唯
織
制
菫
」
董
か
降
は

壼郎
隣
琳
制
―
―

「指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
」
―
―
を
単
に
事
後
的
に
認
知
し
、
内
外
に
向
け
て
宣
言
し
よ
う
と
す
る
、　
一
種
の

「祝
祭
的

行
為
」
で
し
か
な
か
っ
た
と
結
論
さ
れ
る
。

（脳
）

投
票
率
九
五

・
七
％
、
賛
成
八
九

・
九
％
、
そ
れ
が
公
式
発
表
の
伝
え
る
投
票
結
果
で
あ

っ
た
。
翌
日
、　
一
切
の
肩
書
抜
き
に
た
だ

「
ア
ド

ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
と
の
署
名
を
附
し

「
ナ
チ
ス
党
員
及
び
ド
イ
ツ
民
族
同
胞
」
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
布
告
は
、　
一
五
年
間
に
わ
た

っ
た
戦

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
構
成

一
一三
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公
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〇
二
年
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一
一四

い
の
終
了
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
「
ラ
イ
ヒ
の
最
高
権
力
か
ら
全
行
政
機
構
を
経
て
末
端
の
地
区
の
指
導
に
至
る
ま
で
、
ド
イ
ツ
ラ
イ

れい居御け中み鵬̈
蒔脚帥れ』つるｒは秘し（同軸鵡メル脚観鉾韓胸特
・世「埓鳴ぺ）′‐′っ軍絢舞畳獅『騒
「統い「帰‐こ明〔［はつ裁が日

力
の
最
終
的
確
立
が
成
就
し
た
」
と
の
次
の
よ
う
な
勝
利
の
宣
言
で
も

っ
て
始
ま

っ
た
。
「
ナ
チ
ス
革
命
は
革
命
的
権
力
事
態
と
し
て
は
終
了

し
た
。
革
命
は
そ
の
望
み
う
る
す
べ
て
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
達
成
し
た
。
民
族
の
指
導
部
が
今
日
ド
イ
ツ
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て

権
力
を
有
し
て
い
る
。
民
族
の
指
導
部
が
ナ
チ
ス
革
命
の
結
果
あ
ら
ゆ
る
行
動
の
可
能
性
を
手
に
入
れ
た
の
だ
。
ナ
チ
ス
運
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
指
導
部
の
意
思
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
こ
と
は
も
は
や
い
か
な
る
者
に
よ
っ
て
で
あ
れ
不
可
能
と
な
っ
た
。
指
導
部
の

行
動
は
、
そ
れ
が
ナ
チ
ズ
ム
か
ら
委
託
さ
れ
た
任
務
の
執
行
で
あ
る
限
り
、
戦
術
的
、
個
人
的
、
従

っ
て
一
時
的
な
性
質
の
諸
要
因
以
外
、
何

も
の
に
よ
っ
て
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
，，，‐，―

一
九
世
紀
と
い
う
神
経
質
な
時
代
は
わ
れ
わ
れ
の
手

（
―こ
は
）っ
て
最
終
的
に
葬
り
去

ら
れ
た
。
こ
れ
か
ら

一
〇
〇
〇
年
間
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
も
は
や
い
か
な
る
革
命
も
起
こ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」

略
語
表

略
語
に
つ
い
て
は
法
政
研
究
七
巻
二
号

一
七
六
頁
に
掲
載
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
新
た
に
追
加
し
た
略
語
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
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