
込調

説指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）

第

一
章
　
唯

一
の
立
法
権
者
と
し
て
の
民
族
の
指
導
者
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー

第
二
章
　
一二
つ
の
立
法
機
関
と
立
法
形
態

第
二
章
　
一二
法

へ
の
党
の
関
与

第
四
章
　
ユエ
法
権
の
指
導
者
権
力
化

（以
上
、
八
巻

一
号
）

第
五
章
　
指
導
者
に
よ
る
法
の
告
知

第
六
章
　
民
族
指
導
と
立
法
、
法
律

（以
上
、
本
号
）

第
五
章
　
指
導
者
に
よ
る
法
の
告
知

法
が
法
律
と
い
う
形
態
を
と
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
命
令
と
い
う
形
態
を
と
ろ
う
と
、

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）

南

利

　
明

ま
た
そ
れ
が
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
り
、
あ
る
い
は
ラ
イ

一
五

一
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ヒ
国
会
、
国
防
最
高
評
議
会
等
に
よ
り
制
定
さ
れ
よ
う
と
、　
一
切
の
法
の
淵
源
が
唯

一
民
族
の
指
導
者
で
あ
る
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
に
存

す
る
こ（脚

に
つ
い
て
、
異
論
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ク
は

「
一
切
の
法
は
指
導
者
か
ら
由
来
す
（型

」
と
い
い
ヽ
ク
ル
ー
ゲ
／
ク

リ
ュ
ー
ガ
ー
も
ま
た

「法
は
指
導
者
の
意
思
と
合
致
し
て
の
み
存
在
可
能
で
あ
り
、
彼
の
意
［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｕ

思
な
く
し
て
い
か
な
る
法
も
存
在
し
な
い
」
と

い
う
。
そ
れ
は
、
既
に
紹
介
し
た
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
の（訓
¨
に
あ
る
と
お
り
、
コ
ラ
イ
ヒ
政
府
等
の
立
法
機
関
〕
は
指
導
者
が
自
ら
決
定
を
下
す
た

め
の
単
な
る
枠
組
み
に
過
ぎ
ず
、
立
法
権
は
い
ず
れ
の
場
合
も
指
導
者
の
手
の
中
に
あ
る
」
こ
と
か
ら
由
来
す
る
、
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
、
ラ
イ
ヒ
政
府
等
も
ま
た
、　
一
個
の
独
立
の
立
法
機
関
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
イ
プ
セ
ン
が
正
し
く

指
摘
す
る
よ
う
に
、
民
族
の
指
導
者
が
法
の
定
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（響

立
に
際
し
て
利
用
す
る
単
な
る
〓

つ
の
手
続
」
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
「指
導
者
の
意
思
が
ド
イ
ツ
の
法
（判

」
で
あ
り
ヽ
「法
と
指
導
者
の
意
思
は
同
じ

一
つ
の
も
（硼

」
で
あ

つ
た
に
せ
よ
、
そ

の
こ
と
は
、
あ
た
か
も
法
実
証
主
義
が
そ
う
主
張
す
る
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
法
が
指
導
者
の
意
思
の
産
物
、
創
造
物
で
あ
る
と
の
結
論

を
帰
結
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
（♂

。
た
と
え
ば
ラ
レ
ン
ツ
は
、
指
導
者
も
ま
た
、
シ
ョ
ム
ロ
が

「立
法
者
は
任
意
の
い
か

な
る
内
容
で
あ
れ
法
と
し
て
定
立
し
う
る
」
と
主
張
す
る
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
決
し
て

「自
由
で
は
な
い
」
と
す
（型

。
さ
ら
に
は
、
そ

も
そ
も
、
固
有
の
形
成

・
発
展
法
則
が
支
配
す
る
民
族
共
同
体
に
あ

っ
て
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
い
う
と
こ
ろ
の
テ
ー
ゼ
ー
｛
何
が
正
し
い

か
を
何
人
も
確
認
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
何
人
か
が
何
が
法
で
あ
る
べ
き
か
を
確
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
法
を
力
ず
く
で
貫
徹
し
う
る
者
は
、

（２７５
）

（２７６
）

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
を
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
―
―
が
妥
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
ナ
チ
ズ

ム
の
法
理
論
の
中
に
異
論
は
見
ら
れ
な
い
。
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
が

「法
と
は
、
ゲ
ル
マ
ン
的
ド
イ
ツ
的
観
念
に
よ
れ
ば
、
不
断
に
形
成
、
発
展

す
る
民
族
の
生
存
形
象
の
不
文
の
表
現
に
他
な
ら
な
（硼

」
と
主
張
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
論
の
詳
細
に
違
い
は
あ
れ
、　
一
切
の
法
理

論
は
、
法
と
法
律
を
同

一
視
し
、
法
は
立
法
者
の
制
定
行
為
に
よ
る
人
為
的
な
所
産
で
あ
る
と
の
観
念
を
否
定
す
（型

と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。

一
五

二



（２７９
）

『党
綱
領
』
が
、
第

一
九
条
に
お
い
て
、
「わ
れ
わ
れ
は
ロ
ー
マ
法
を
排
し
、
こ
れ
に
代
え
て
ド
イ
ツ
普
通
法
を
要
求
す
る
」
と
主
張
す
る
時
、

（２８０
）

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
は
じ
め
て
正
し
く
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
う
し
た
法
観
念
の
背
景
に
、
ナ
チ
ズ
ム
に
固
有
の
人
種

・
民
族
観
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
人
種
を
肉
体

的
の
み
な
ら
ず
精
神
的
特
性
を
共
有
す
る
人
間
集
団
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
民
族
を
構
成
す
る
支
配
人
種
の
精
神
的
活
動

が
当
該
民
族
の
文
化
的
特
徴
を
決
定
し
、
刻
印
し
て
ゆ
く
と
み
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
著
で
詳
し
く
論
じ
た
と
お
り
で
あ
（型

。

そ
の
際
、
文
化
的
特
徴
の
中
に
、
言
葉
や
精
神
、
心
情
、
習
俗
、
道
徳
等
の
他
に
、
法
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

（２８２
）

か
ろ
う
。
た
と
え
ば
デ
ィ
コ
ウ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「ナ
チ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
法
と
は
個
々
の
法
規
範
の
総
体
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
法
は
共
同
体
の
現
に
あ
る
生
存
形
式
に
他
な
ら
な
い
。　
一
切
の
法
は
、
民
族
精
神
の
表
出
形
式
と
し
て
、
民
族
に
制
約
さ
れ
、
そ

こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
は
、
他
の
一
切
の
民
族
精
神
の
表
出
形
式
と
同
様
に
、
有
機
的
基
体
、
即
ち
、
い
わ
ゆ
る
遺
伝
素

質
、
人
種
に
か
か
わ
っ
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
血
の
共
有
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
民
族
共
同
体
と
無
関
係
に
、
人
為
的
に
法
規
範
を

創
造
し
う
る
と
い
っ
た
事
態
な
ど
考
え
ら
れ
え
な
い
。
む
し
ろ
、　
一
切
の
法
は
、
或
る
一
定
の
特
性
を
有
す
る
人
種
精
神
に
属
し
、
そ
れ
と

と
も
に
死
滅
し
、
あ
る
い
は
勝
利
を
収
め
る
も
の
で
あ
（型

ピ

デ
ィ
コ
ウ
が

一
切
の
法
の
淵
源
で
あ
る
と
し
た

「民
族
精
神
」
は
、
容
易
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ

れ
は
、
ニ
ヨ
フ
イ
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を

「第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
法
哲
学
の
先
聰
響
」
と
呼
ん
で
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
法
を
時
間

と
空
間
を
超
越
し
て
妥
当
す
る
不
変

・
普
遍
的
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
に
固
有
の
歴
史
的
発
展
の
所
産
と
と
ら
え
る
こ

と
も
同
様
で
あ
っ（型
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
イ
マ
ー
は
両
者
の
間
に
は
或
る
一
つ
の
大
き
な
相
異
が
あ
る
と
い
う
。
即
ち
、
民
族
精
神
は
、

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
時
代
、
未
だ

「人
種
」
の
も
つ
基
本
的
意
義
が
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
故
に
、
「空
疎
か
つ
神
秘
的
な
概
念
」
に
と
ど
ま

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）

一
五
三
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一
五
四

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
今
や
、
人
種
理
論
の
進
展
に
よ
り
、
具
体
的
な
内
容
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
だ
、
と
。
さ
ら
に
彼
は
次

の
よ
う
に
い
う
。
「わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
、
民
族
精
神
が

一
個
の
自
然
科
学
的
か
つ
精
神
科
学
的
に
認
識
可
能
な
現
実
在
で
あ
る
こ
と
を
承
知

す
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
遺
伝
科
学
、
人
種
理
論
の
成
果
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
球
上
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
、
つ
ま
り

遺
伝
素
質
を
同
じ
く
す
る
人
間
集
団
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
或
る
一
定
の
肉
体
的
特
徴
、
精
神
的
性
向
を
共
有
し
、
こ
の
特
性
は
変
わ
る

こ
と
な
く
次
の
世
代
に
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
精
神
と
は
内
側
か
ら
見
た
人
種
の
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
ま
た
、
人
種
と
は
精
神
の
外
面
の
こ
と

で
あ
る
。
同
じ
人
種
に
属
す
る
人
間
は
精
神
的
に
共
鳴
し
あ
い
、
精
神
的
な
経
験
を
共
有
し
あ
う
。
民
族
精
神
と
は
民
族
生
活
の
あ
ら
ゆ
る

現
象
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
こ
う
し
た
事
柄
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
、
同
じ
人
種
は
同
じ
感
情
を
有
し
、
そ
れ
故
、
同

じ
法
の
精
神
、
同
じ
法
を
生
み
出
す
こ
と
を
承
知
す
る
。
か
く
て
、
法
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
法
感
情
は
、
生
物
学
的
、
生
存
法
則
的
に
、

つ
ま
り
は
人
種
の
中
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
（熙

ピ

ド
イ
ツ
民
族
も
無
論
例
外
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
支
配
人
種
で
あ
る
北
方
人
種
に
根
拠
づ
け
ら

れ
、
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
、
他
の
民
族
と
は
異
な
る
固
有
の
民
族
精
神
、
そ
し
て
法
秩
序
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ（型
。
こ
の
法
秩
序
の

も
っ
と
も
基
本
的
な
構
成
原
理
が
、
ド
イ
ツ
民
族
の

「血
」
を
淵
源
と
し
、
ド
イ
ツ
民
族
の
世
界
観
を
形
成
す
る

「生
存
法
則
」
で
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
（岬

。
即
ち
、
指
導
者
原
理
を
は
じ
め
と
し
て
、
血
の
純
粋
性
の
原
理
、
全
体
性
の
原
理
、
不
平
等
性
の
原
理
、
貴
族

主
義
的
原
理
、
生
存
闘
争
の
原
理
、
選
抜

・
淘
汰
の
原
理
、
人
格
原
理
、
責
任
原
理
、
忠
誠
原
理
等
々
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
基
本

原
理
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
、
た
と
え
ば
、
生
活
空
間
の
獲
得
の
権
利
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
強
者
の
弱
者
に
対
す
る
支
配
権
、
指
導
者
の
民

族
指
導
の
権
能
、
被
指
導
者
団
の
忠
誠
義
務
、
さ
ら
に
は
、
異
人
種
と
の
混
血
の
禁
止
、
遺
伝
病
者
等
に
対
す
る
断
種
や
堕
胎
の
権
利
、
母

と
な
る
女
性
の
義
務
、
婚
姻
資
金
や
児
童
補
助
金
の
受
領
権
、
価
値
あ
る
子
孫
の
誕
生
を
期
待
し
え
な
い
配
偶
者
に
対
す
る
離
婚
の
請
求
権

等
々
が
生
じ
る
。
多
く
の
民
族
に
共
通
に
見
ら
れ
る
権
利
や
制
度
に
つ
い
て
も
、
そ
の
機
能
や
性
格
は
他
の
民
族
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な



る
も
の
と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば

「財
産
権
」
に
関
し
、
カ
イ
マ
ー
は
そ
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
「ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
、
財
産
権

は
個
人
に
帰
属
す
る
無
制
限
の
権
利
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
共
同
体
へ
の
配
慮
に
よ
り
制
約
を
受
け
る
社
会
的
権
利
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
同
時
に
一
つ
の
義
務
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ（型
」
と
。
あ
る
い
は
、
「婚
姻
」
と

「家
族
」
に
関
し
、
ギ
ュ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
い

う
。
「ナ
チ
ズ
ム
は
、
婚
姻
と
家
族
の
中
に
、
健
全
な
子
孫
の
増
殖
を
も
っ
と
も
優
れ
て
保
障
す
る
制
度
を
見
る
。
そ
れ
故
、
婚
姻
締
結
は
〔個

人
間
の
私
的
な
契
約
行
為
で
は
な
く
〕
国
家
の
高
権
行
為
と
な
り
、
家
族
は
国
家
の
特
別
の
保
護
の
下
に
置
か
れ（熙
ピ

基
本
原
理
で
あ
れ
、
個
々
の
権
能
や
権
利
、
義
務
、
制
度
で
あ
れ
、
こ
う
し
た

一
切
の
法
は
、
ヴ
オ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
に
あ
っ
て

は
、
死
せ
る
文
字
と
し
て
紙
の
上
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
も
っ
と
も
深
奥
の
淵
源
で
あ
る

「血
」
の
中
に
生
き
生
き
と
し
た
所
与
と
し
て

書
き
込
ま
れ
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ（型
。
し
た
が
つ
て
、
各
成
員
は
、
民
族
同
胞
と
し
て
、
北
方
人
種
の
血
を
共
有
な
い
し
分
有
す
る
限

り
、
成
文
法
化
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
法
秩
序
に
定
位
し
、
ま
た
、
強
制
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
自
ら
の
一
切
の
生
、
行
動
を
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
整
序
す
る
も
の
と
な
（型

。
何
が
法
で
あ
り
、
何
が
不
法
で
あ
る
か
を
感
じ
、
知
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
、

（２９３
）

学
ぶ
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
血
に
由
来
す
る
生
得
の
能
力
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
た
と
え
違
法
行
為
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、

国
家
の
介
入
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
国
家
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
共
同
体
の
手
に
よ
り
、
し
か
る
べ
き
適
当
な
手

（２９４
）

段
を
も
っ
て
解
決
さ
れ
、
失
わ
れ
た
秩
序
の
回
復
が
は
か
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
と
法
秩
序
の
在
り
様
は
、
そ
れ
が
種
の
同

一
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
ひ
と
た
び

異
種
の
血
が
流
入
、
混
合
し
、
種
の
純
粋
性
が
損
な
わ
れ
、
民
族
が
雑
種
化
し
た
場
合
、
た
ち
ま
ち
変
質
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
当

然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ラ
ン
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
国
家
権
力
の
登
場
が
求
め
ら
れ
、
不
可
避
と
な
る
の
は
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と

さ
れ（熙
。
血
の
混
合
が
生
み
出
す
共
通
の
法
感
情
の
喪
失
、
そ
れ
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
、
党
派
の
対
立
は
、
当
該
社
会
の
中
で
も
っ
と

も
強
い
力
を
有
す
る
者
、
つ
ま
り
は
国
家
権
力
が
何
が
法
で
あ
る
か
を
決
定
し
、
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
収
拾
可
能
で
あ
っ
た
と
い

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）　
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（２９６
）

う
わ
け
だ
。
そ
れ
は
、
法
律
が

一
切
の
正
義
の
基
準
と
な
り
、
法
律
に
よ
る
決
着
が
唯

一
共
通
の
正
義
と
化
す
、
そ
う
し
た
社
会
で
あ
っ
た
。

ニ
コ
ラ
イ
は
、
い
か
に
も
彼
ら
し
い
表
現
で
、
「民
族
が
混
合
し
、
ユ
ダ
ヤ
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
々
は
す
べ
て
の
救
い
を

『良
き
法
律
』

に
期
待
し
、
書
か
れ
た
法
律
が
す
べ
て
の
知
恵
の
核
心
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
末
期
や
後
期

ロ
ー
マ
の
時
代
、
近
代
の
国
民
国
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
法
と
法
律
を
同

一
視
し
、　
一
切
の
法
の
淵
源
を
立
法
者
に
還
元
し
よ
う
と

す
る
法
実
証
主
義
の
登
場
は
、
雑
種
化
し
た
民
族
、
ユ
ダ
ヤ
化
し
た
社
会
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
、
彼
ら
の
姿
を
忠
実
に
反
映
す
る
出
来
事
以

（２９７
）

外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
の
だ
と
結
論
さ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
北
方
人
種
を
中
核
と
し
、
類
縁
の
人
種
か
ら
成
る
ド
イ
ツ
民
族
に
と
っ
て
、
法
は
権
力
者
が
下
す
絶
対
命
令
に
よ
り

は
じ
め
て
定
立
さ
れ
、
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
な
る
と
す
る
法
思
想
ほ
ど
、
無
縁
な
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
（岬

。
し
か
し
な
が
ら
、

ニ
コ
ラ
イ
等
も
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
今
日
の
複
雑
な
政
治
、
経
済
等
の
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
立
法
及
び
立
法
者
の
役
割
が

必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。　
一
つ
に
は
、
民
族
の
法
精
神
、
法
感
情
の
不
十
分
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
多
く

の
場
合
、
何
が
法
で
あ
り
、
不
法
で
あ
る
か
に
つ
き
、　
一
般
的
な
方
向
性
を
指
し
示
す
程
度
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
多
様

な
生
活
関
係
の
中
で
、
共
同
体
が
何
を
正
義
と
み
な
し
、
何
を
義
務
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
民
族
同
胞
に
対
し
、
疑
間
の
余

地
の
な
い
形
で
、
こ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
―ナ（渕
。
こ
の
点
に
関
し
、
法
の
明
晰
性
、
及
び
そ
れ
を
生
み
出
す
法

的
安
定
性
が
、
共
同
体
に
あ
っ
て
も
不
可
欠
と
さ
れ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ（コ
。
二
つ
に
は
、
生
存
法
則
の
促
進
が
あ
る
。
ラ
ン
ゲ
が

指
摘
す
る
と
お
り
、
勝
利
を
収
め
た
革
命
に
と
っ
て
、
民
族
の
法
生
活
を
そ
の
固
有
の
発
展
法
則
の
自
ず
か
ら
な
る
動
き
に
委
ね
る
こ
と
な

ど
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ナ
チ
ズ
ム
の
法
理
論
は
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
を
凌
駕
す
（型

。
『断
種
法
』
や

『常
習
犯

罪
者
法
』、
『血
の
保
護
法
』
等
の
一
連
の
人
種
浄
化
の
た
め
の
法
律
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
最
終
日
標
の
実
現
に
向
け
、
自
然
的
な
法



の
発
展
を
法
の
定
立
に
よ
っ
て
人
為
的
に
促
進
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
革
命
の
本
来
の
意
義
、
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
、
決
定
的

な
理
由
が
加
わ
る
。
共
通
の
法
精
神
を
有
し
、
民
族
同
胞
の
間
に
共
通
の
法
感
情
を
生
み
出
す
は
ず
の
共
同
体
の
存
在
は
、
ド
イ
ツ
民
族
に

と
っ
て
も
、
少
な
く
と
も

一
九
二
三
年
当
時
、　
一
つ
の
目
標
で
あ
り
、
課
題
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
第

一
次
大
戦
の
敗
北

の
原
因
を
民
族
の
「世
界
観
的
分
裂
」
と
「血
の
分
裂
」
に
求
め
、
二
つ
の
分
裂
の
克
服
に
よ
る
共
同
体
の
再
構
成
を
新
た
な
指
導
部
の
た
当

と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
状
況
の
下
に
お
い
て
、
今
現
に
あ
る
人
々
の
法
感
情
に
す
べ
て
を
委
ね
る
こ
と
の
不
可
能
性
は
改
め
て
指
摘
す
る

（３０３
）

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
血
の
分
裂
に
由
来
す
る
異
質
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
跛
屋
す
る
時
代
、
民
族
の
法
精
神
は
隠
薇
、
秘
匿
さ
れ
、

民
族
同
胞
の
法
感
情
も
ま
た
四
分
五
裂
の
状
態
に
お
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
民
族
の
内
奥
に
潜
む
本
来
の
法
を
認
識
し
、

表
現
す
る
立
法
者
の
存
在
は
こ
こ
で
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

法
の
明
晰
化
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
生
存
法
則
の
促
進
、
民
族
の
法
精
神
の
認
識
、
表
現
で
あ
れ
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
こ
う
し
た
役
割
を

担
い
う
る
も
の
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
民
族
の
指
導
者
を
お
い
て
他
に
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ（型
。
彼
の
み
が
、
民
族
の

も
っ
と
も
優
れ
た
血
か
ら
生
ま
れ
、
民
族
の
世
界
観
を
も
っ
と
も
純
粋
か
つ
強
固
に
体
現
す
る
者
と
し
て
、
何
が
真
に
民
族
の
法
で
あ
る
か

を
宣
明
す
る
「法
の
告
知
型
」
で
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
法
の
告
知
が
、
法
実
証
主
義
が
い
う
と
こ
ろ
の
「法
の
創
造
」
で
な
か
っ

た
こ（Ⅱ
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
キ
ュ
ッ
ヒ
ェ
ン
ホ
フ
の
言
葉
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
「法
の
に
馴
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
出
来
事
に

他
な
ら
な
か
っ
た
。
指
導
者
が
、
民
族
の
最
良
の
子
供
と
し
て
、
自
ら
の
人
格
の
内
に
体
現
し
た
民
族
の
法
精
神
を
明
る
み
に
出
し
、
民
族

同
胞
に
対
し
、
ド
イ
ツ
民
族
の
政
治
的
必
然
性
に
即
し
て
、
何
が
法
で
あ
り
、
不
法
で
あ
る
か
を
確
認
し
、
宣
言
す
る
こ
と
こ
そ
が
問
題
で

あ
っ
た
の（渕
。
そ
の
意
味
で
、
指
導
者
の
立
法
権
力
は
指
導
者
原
理
そ
れ
自
体
の
中
に
内
在
的
制
約
を
見
い
雌
蟄
、
彼
は
民
族
の
法
の
言
葉

（３‐０
）

を
述

べ
る
口
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
ま
た
、
法
の
告
知
が
、
民
族
の
法
精
神
、
法
感
情
に
た
だ
法
律
の
形
式
を
付
与
す
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
、
単
な

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
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る

「法
の
発
見
」
に
尽
き
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
（型

。
法
精
神
や
法
感
情
は
、
た
と
え
そ
れ
が
民
族
の
種
に
即
し
た
も
の

で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
所
詮
、
た
い
て
い
は
方
向
性
を
指
し
示
す

一
般
的
な
枠
組
み
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
具
体
的
秩
序
思
想
を
提
唱

し
た
と
さ
れ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
婚
姻
や
家
族
等
の
制
度
と
並
ん
で
、
「指
導
者
」
を
そ
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
、
「共
同
体
に
お
い
て
不

可
欠
な
指
導
」
に
つ
い
て
語
り
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
法
理
論
の
正
確
な
名
称
と
し
て
、
「具
体
的
秩
序
―
形
成
思
想
」
を
掲
に
型
理
由
も
自
ら

明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
「民
族
精
神
の
本
質
は
形
成
に
あ
る
」
と
さ
え
い
う
。
「
こ
の
形
成
は
、
わ
け
て
も

客
観
的
な
出
来
事
な
ど
で
は
な
く
、
決
定
、
つ
ま
り
主
体
の
参
加
を
要
求
す
る
。
―
―
民
族
は
、
指
導
者
に
よ
る
決
定
に
よ
り
は
じ
め
て
歴

史
的
に
行
動
す
る
民
族
、
つ
ま
り

『政
治
的
民
族
』
と
な
（型

」
と
。
か
く
て
ヽ
法
精
神
、
法
感
情
を
基
体
と
し
て
、
最
終
日
標
に
定
位
し
つ

つ
、
そ
の
折
々
の
革
命
の
進
捗
状
況
に
即
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
的

・
外
的
事
情
を
勘
案
し
な
が
ら
、
民
族
の
生
存
法
則
を
構
成
原
理
に
、
今

こ
こ
で
、
民
族
の
種
と
運
命
に
合
致
し
た
最
善
の
法
を
構
成
し
、
決
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
立
法
に
か
か
わ
っ
て
民
族
の
指
導
者
に
課

（３‐４
）

せ
ら
れ
た
最
大
の
責
務
で
あ
っ
た
の
だ
。

も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ト
ラ
ー
自
ら
が
、
一
九
二
七
年

一
月
二
〇
日
の
国
会
演
説
の
中
で
、
「ド
イ
ツ
革
命
の
結
果
、
ド
イ
ツ
民
族

の
中
に
は
た
だ

一
人
の
立
法
者
が
存
在
す
る
の
み
と
な
っ（型
」
と
語
っ
て
い
た
と
お
り
、
民
族
の
法
の
淵
源
が
、
最
終
的
に
、
唯

一
指
導
者

自
身
に
帰
肛
判
、　
一
切
の
法
が
指
導
者
の

「意
思
」
に
収
飲
す
る
こ
と
に
つ
き
何
ら
疑
間
は
な
か
っ（型
。
む
ろ
ん
、
告
知
者
と
し
て
の
指
導

者
が
、　
一
切
の
責
任
か
ら
自
由
で
あ
り
よ
う
は
ず
も
な
く
、
も
う

一
つ
の
法
の
淵
源
で
あ
る
民
族
精
神
の
拘
束
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

（３‐８
）

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
彼
自
身
が
い
わ
ば

「
そ
れ
を
通
し
て
自
己
を
形
成
す
る
と
こ

ろ
の
民
族
精
神
そ
れ
」
型
」
と
み
な
さ
れ
た
限
り
、
彼
の
意
思
が
常
に
直
ち
に
民
族
の
意
思
、
つ
ま
り
は
民
族
の
法
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ

以
外
に
共
同
体
に
あ

っ
て
法
は
存
在
し
う
る
は
ず
も
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
っ（型
。
何
が
民
族
の
世
界
観
に
合
致
し
、
何



が
民
族
の
法
で
あ
る
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
民
族
の
子
供
と
し
て
¨

法
の
告
知
者
は
存
在
せ
ず
、
共
同
体
の
す
べ
て
の
法
は
、
ゲ
ー
リ
ン
が

の
人
格
そ
れ
自
体
の
中
に
そ
の
眼
に
見
え
る
表
現
を
見
い
出
す
」
も
（

蹄』ははい』薇いに向Ⅵ動けに韓け卸はいとっけにい一】ぽか
「ずい脚『［に群型満嗣つ‐まだ赫紳「審級から、指導者に対し、

第
六
章
　
民
族
指
導
と
立
法
、
法
律

一　
民
族
指
導
と
立
法

ヘ
ー
ン
は
、
既
に
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
誕
生
か
ら
間
も
な
く
の
頃
、
「国
家
法
の
す
べ
て
の
研
究
は
国
家
概
念
の
確
定
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
の
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
共
同
体
思
想
と
指
導
者
原
理
に
立
脚
す
る
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
立
法
及
び
法
律
を
、

綱
類
が
国
民
統
治
の
支
配
的
形
式
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
観
念
か
ら
理
解
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て

い
た
。
た
し
か
に
、
民
族
共
同
体
の
登
場
に
よ
り
、
国
家
そ
の
も
の
が
、
国
家
と
し
て
の
自
律
性
を
失
い
、
民
族
の
指
導
者
の
手
の
内
に
あ
っ

て
、
民
族
の
課
題
を
解
決
し
、
民
族
の
使
命
を
実
現
す
る
た
め
の
一
つ
の
、
そ
れ
も
過
渡
的
な
手
段
と
化
す
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の

下
に
あ
っ
て
、
立
法
及
び
法
律
の
在
り
様
が
従
来
の
国
家
に
お
け
る
そ
れ
か
ら
性
格
、
機
能
の
面
で
大
き
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は

容
易
に
想
像
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ（メ
。

立
法
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
か
つ
て
そ
れ
が
有
し
て
い
た
高
権
的
行
為
、
即
ち
、
統
治
者
と
し
て
の
国
家
が
、
国
家
か
ら
独
立
し
、
国
家

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）

一
五
九
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に
対
立
す
る
現
存
在
で
あ
る
被
治
者
に
対
し
、
自
ら
の
統
治
意
思
を
議
会
等
の
立
法
機
関
を
通
し
て
法
律
と
い
う
形
式
に
表
現
し
、
提
示
す

る
、
そ
う
し
た
高
権
的
な
意
思
活
動
と
し
て
の
性
格
を
喪
失
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
共
同
体
が
民
族
の
子
供
で
あ
る
指
導
者
の
人
酪
斃
通

し
て
自
ら
に
固
有
の
法
を
開
示
し
、
被
指
導
者
団
に
対
し
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば

「共
同
体
の
行
為
」
へ
と
変
化
す
る
に
至
っ
た
。

他
方
、
そ
れ
が
有
す
る
機
能
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
立
法
は
、
か
つ
て
の
国
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
単
に
秩
序
の
形
成

と
維
持
を
眼
日
と
し
た
、
国
民
に
対
す
る
統
治
あ
る
い
は
支
配
の
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
民
族
指
導
、
即
ち
、
指
導
者
が
、
高
次
の
審
級

置ヵゝれ嘲一［教べ民鋤］嘲嘲̈
つ解出の（を貪「れ〓力ゝ被琳疇“Ⅷ燎国れ報
（‐ま終噸制れた篠哺商裁け観】漏̈
赫印な「物時岬はいな卸

あ
る
と
同
時
に
、
指
導
者
に
よ
る

「民
族
指
導
の
行
為
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｍ
）

も
っ
と
も
、
立
法
は
、
指
導
者
に
と
っ
て
、
民
族
指
導
を
実
行
す
る
上
で
の
唯

一
の
手
段
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
国
家
に
お

け
る
統
治
が
、
元
来
、
君
主
制
で
あ
れ
、
民
主
制
、
あ
る
い
は
独
裁
制
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
形
式
如
何
に
か
か
わ
り
な
く
、
多
様

な
世
界
観
の
共
存

・
競
合
を
前
提
に
、
国
家
意
思
の
一
切
を
法
律
、
命
令
等
の
規
範
に
よ
っ
て
布
告
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
き
た
の
に
対

」
一
響
御
い
は
「
御
』
は
晰
勧
癬

ら
（‐まと
世
御
向
に
ヽ
お
瀬
け
珈
脚
報

一
¨

つ 令 前
一
一
¨
一
一
中
¨
一
一
¨
一
一
¨
一
一
一
一
っ
一
］
一
¨
一
¨

同
体
の
完
成
に
至
る
ま
で
の
過
渡
的
、
補
助
的
な

「
一
つ
の
手
段
」
・

バ
ー
は
、
「新
た
な
ラ
イ
ヒ
に
と
っ
て
立
法
権
は

〔か
つ
て
そ
れ
が
有
し
て
い
た
〕
中
心
的
意
義
を
失
っ
た
」
と
い
う
。
「む
し
ろ
、
指
導
そ

の
も
の
が
政
治
を
動
か
し
、
政
治
を
決
定
す
る
本
質
的
な
役
割
を
も
つ
に
至
っ
た
。
立
法
権
は
何
ら
独
立
の
権
力
で
も
、
国
家
の
体
制
を
決

定
づ
け
る
権
力
で
も
な
い
。
そ
れ
は
政
治
指
導
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
政
治
指
導
者
は
立
法
と
い
う
手
段
を
い
つ
で
も
利

用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
手
段
を
必
ず
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
政
治
指
導
の



一つ
の
形
成
原
理
に
す
ぎ
な（型
ピ

そ
醐
れ
嘲
¨
れ
】
崚
「
『
に
い
け
日
詢
嘲
硼
「
』
毎
】
剌
“

同 ヵゝ
脚
榔
癖

つ 者
詢
暉
嘲
燕
罐
』
ル
「
一
［
鰤
け
肺

し っ
一
い
一
）
］

工 こ
れ
剛
『
は
一

ヒ
ト
ラ
ー
が
有
す
る
称
号
に
言
及
し
な
が
ら
、次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
「指
導
者
が
ラ
イ
ヒ
の
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
と
し
て
行
動
す
る
か
、

そ
れ
と
も
民
族
の
指
導
者
と
し
て
直
接
行
動
す
る
か
は
、
彼
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
民
族
の
ラ
イ
ヒ
ヘ
の
統
合
が
実
現
さ
れ

た
結
果
、
指
導
者
は
、
ラ
イ
ヒ
の
課
題
の
解
決
に
あ
た
り
、
差
し
当
た
っ
て
大
抵
は
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
と
し
て
行
動
す
る
。
〔立
法
権

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
〕
予
め
明
白
に
定
め
ら
れ
た
ラ
イ
ヒ
の
権
能
を
行
使
す
る
場
合
が
ま
さ
に
そ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
指
導

者
は
、
ラ
イ
ヒ
の
機
構
の
外
で
、
そ
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
行
動
す
る
場
合
、
民
族
の
指
導
者
と
し
て
直
接

〔指
導
を
〕
行
う
も

の
と
な
る
。
か
く
て
、
指
導
者
は
、
民
族
の
中
に
生
け
る
法
を
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
と
し
て
法
律
と
い
う
手
段
を
通
し
て
告
知
し
う
る
一

方
で
、
共
同
体
の
指
導
者
と
し
て

〔法
律
の
形
を
と
ら
な
い
〕
祝
祭
的
な
宣
言
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
行
い
う
る
の
で
あ
（熙

」
と
。

こ
の
よ
う
な
「祝
祭
的
な
宣
言
」
の
例
と
し
て
、
フ
ー
バ
ー
は

一
九
二
九
年
九
月

一
日
の
国
会
演
説
―
―
「
こ
の
戦
い
の
中
で
私
の
身
に
万

が

一
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
私
の
第

一
の
後
継
者
は
党
員
ゲ
ー
リ
ン
グ
で
あ
る
。
も
し
も
党
員
ゲ
ー
リ
ン
グ
に
不
測
の
事
態
が
生
じ

た
場
合
、
党
員
ヘ
ス
が
そ
の
後
継
者
と
な
る
。
諸
君
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
指
導
者
と
し
、
彼
ら
に
対
し
て
も
、
私
に
対
す
る
と
同
様
、
盲
目

的
忠
誠
と
服
従
の
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
。」―
―
を
と
り
あ
げ
、
演
説
中
の
こ
の
発
言
も
ま
た
民
族
指
導
の
一
つ
で
あ
り
、
立
法
と
同
様
、

法
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
「指
導
者
の
宣
言
は
、
歴
史
的
瞬
間
に
お
い
て
、
そ
し
て
祝
祭
的
な

形
式
を
も
っ
て
告
知
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
た
と
え
法
律
と
し
て
の
体
裁
を
と
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
拘
束
力
を
有
す

る
一
個
の
法
命
題
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
。
指
導
者
は
、
か
か
る
特
別
な
ケ
ー
ス
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
法
を
告
知
す
る
上
で
、
法
律
や

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）

一
二ハ
一
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命
令
と
は
異
な
る
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。
大
事
な
こ
と
は
、
〔法
律
等
の
形
式
で
は
な
く
、
〕
明
ら
か
に
法
的
な
意
義
を
有

（３３７
）

す
る
決
定
が
拘
束
力
あ
る
形
を
と
っ
て
告
知
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
存
在
で
あ
る
。」

も
っ
と
も
、
立
法
以
外
の
こ
う
し
た
民
族
指
導
の
手
段
は
、
フ
ー
バ
ー
等
が
挙
げ
る

「祝
祭
的
な
演
説
」
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
折
々
に
行
わ
れ
る
法
命
令
の
形
式
を
と
ら
な
い
告
示
や
指
示
、
あ
る
い
は
計
画
、
方
針
の
表
明
、
さ
ら
に
は
党
大
会

等
の
政
治
集
会
や
政
治
指
導
部
の
会
合
等
に
お
け
る
個
々
の
発
言
に
至
る
ま
で
、
形
式
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
指
導
部
や
被

指
導
者
団
に
対
し
て

「最
終
目
標
に
至
る
道
筋
と
方
策
」
を
指
し
示
す
意
図
と
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
ら
も
ま
た
同
様
で

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
（岬

。
ラ
イ
が
或
る
所
で
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
法
律
と
い
う
形
式
に
関
係
な
く
、
そ
こ
に
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
署

名
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
能
と
義
務
を
確
定
す
る
上
で
、
十
分
で
あ
っ
た
の（型
。
そ
れ
は
、
文
書
に
限
ら
ず
、
発
言
に
つ
い
て
も
、
そ

れ
が
彼
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
さ
え
あ
れ
ば
、
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
立
法
は
、
同
じ
民
族
指
導
の
手
段
と
し
て
、
演
説
や
告
示
等
と
い
か
な
る
点
で
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
「第
ニ
ラ

，

国
家
法
は
指
導
者
の
歴
史
的
意
思
に
法
的
な
形
式
を
付

舞

舞

彰

舞

に

一繊

討

魃

異
は
、
先
ず
、
民
族
の
法
精
神
や
生
存
法
則
の
「定
式
化
」
の
有
無
、

国
会
や
政
府

へ
の
法
案
提
出
か
ら
始
ま
り
、
官
報
に
よ
る
公
布
に
至
る
ま
で
、
予
め
法
定
さ
れ
た
手
続
き
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ

し
て
ま
た
、
定
立
さ
れ
た
個
々
の
条
項
が
規
範
性
、
外
面
性
、　
一
般
性
の
故
に
他
に
見
ら
れ
な
い
明
晰
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

（と
」

う
し
た
点
か
ら
見
て
、
立
法
が
指
導
者
に
と
っ
て
自
ら
の
意
思
を
被
指
導
者
団
に
対
し
表
現
し
、
明
確
化
す
る
上
で

「卓
越
し
た
」
手
段
で

あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
精
神
病
者
等
に
対
す
る
強
制
的
断
種
、
あ
る
い
は
ュ
ダ
ヤ
人
の
血
の
排
除
に
関
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
機
会
に
繰
り
返
さ
れ
た
ヒ
ト
ラ
ー
等
政
治
指
導
者
の
発
言
と
、
『断
種
法
』、
『人
種
法
律
』を
比
較
す
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
ら
に
、
定
式
化
と
並
ん
で
、
法
の
実
現
の
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
立
法
は
、
そ
れ
が
な
お
国
家
の
統
治
手
段
と
し
て
の
性
格
を
残
す
も



の
で
あ
っ
た
限
り
、
コ
法
律
に
定
式
化
さ
れ
た
〕
法
の
遵
守
を
国
家
と
い
う
装
置
を
使
っ
て
監
視
す
（型

」
点
に
、
他
の
民
族
指
導
の
手
段
と

の
決
定
的
な
相
異
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
フ
ァ
オ
ザ
ー
は
、
立
法
を

「指
導
者
の
意
思
を
貫
徹
す
る
た
め
の
も
っ
と
も

蔽
［
】
時
製
¨
一
】
け
“
あ

つ る
な
い

せ
（
え
」
「

ど
れ
れ
御
牢
¨
魂
］
葬
嘲
脚
螂
聞
い
に
導
［
椰
』
喝
「
諏
師
に
は
勢
刹
】
却
脚
嘲
黎
』
刹
脚
Ｍ

の
物
理
的
な
強
制
力
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
に
お
い
て
も
、
他
の
一
般
の
国
家
に
お
け
る
そ
れ
と
大
き
な
違
い

は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
立
法
が
、　
一
般
に
民
族
指
導
の
手
段
と
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
の
言
に

あ
る
よ
う
に
、
民
族
に
対
す
る

「政
治
的
監
（型

」
の
性
格
を
帯
び
る
こ
と
も
ま
た
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
。

あ
「
け
「
自
は
嗅
″
れ
は
「
に
は
動
中
『
御
凛
け
［

「
ィヒ

〔
囃
嘲
「
囃
¨
師
¨
″
端
碑
瑞
れ
は

間 っ
】
¨
崚
］
「
利
な

ノ、 族
〕
［
螂
向
け
け
』
に
敏

立
法
の
こ
う
し
た
役
割
を
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
コ
不
文
の
法
で
あ
る
〕
民
族
法
は
、
さ
し
あ
た
り
、
個
々
の
民
族
同
胞
の
正
義
の
感
情

の
中
に
表
現
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
際
、
彼
ら
の
意
思
が
共
同
体
の
そ
れ
と
乖
離
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
（元
来
国
家

の
領
域
に
属
す
る
〕監
督
や
管
理
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、

常
に
民
族
共
同
体
が
あ
れ
こ
れ
の
場
合
に
お
い
て
何
を
正
義
と
し
、
何
を
要
求
す
る
か
を
確
実
に
把
握
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
法
律
は
、
〔そ

れ
「
囃
わ
一
】
け
一
嚇
嗜
は

つ 従
と っ
】
［
難
【
理
］
ぼ
型
は
筆
粋
軍
豚
『
鐸
霜
か
罪
躊
評
卸
郷
椰
徴
『
り
監
督
、
管
理
さ
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
〕、

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）

一　
エハ
〓
一
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¨
一　
民
族
指
導
と
法
律

「指
導
の
手
段
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
法
律
も
ま
た
、
立
法
と
同
様
、
そ
の
性
格
と
機
能
の
両
面
で
、
他
の
一
般
の
国
家
の
そ
れ
か
ら
大

き
く
異
な
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
も
と
も
と
指
導
が
統
治
や
支
配
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
ろ
う
。
法
律
の
も
つ
形
式
的

・
外
面
的
な
差
異
は
必
ず
し
も
顕
著
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
被
指
導
者
団
に
と
っ
て
、
も
は
や
そ

（３５０
）

こ
に
は
名
称
以
外
に
共
通
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ベ
ッ
カ
ー
は
、
さ
し
あ
た
り
、
法
律
を

「命
令
貧
ヨ
ｏ
①Ｓ
け̈
く
ｅ
」
と
と
ら
え
る
従
来
の
一
般
的
見
解
を
退
け（型
。
た
し
か
に
、
命
令
と
い

う
も
の
が
、
元
来
、
世
界
観
や
利
害
の
対
立

・
競
合
を
前
提
に
、
当
該
社
会
集
団
に
お
け
る
強
者
に
よ
る
物
理
的
力
を
担
保
と
し
た
弱
者
に

対
す
る
行
為
の
要
求

・
禁
止
を
本
質
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
実
現
の
態
様
に
関
し
て
も
、
行
為
者
の
動
機
を
問
わ
ず
、
行
為
の
外
面
的
な

一
致

の
み
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
種
と
運
命
を
共
有
す
る
民
族
共
同
体
の
中
に
あ
っ
て
、
命
令
と
し
て
の
法
律
に
つ
い
て
語
り
う

る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
、　
一
部
に
は
な
お
法
律
を
「政
治
指
導
者
の
命
令
」
と
す
る
見
解
が
あ
っ

た
も
の（硼
、
上
記
の
意
味
で
の
命
令
が
、
所
詮
、
権
威
と
忠
誠
の
関
係
を
前
提
に
指
導
者
の
呼
び
掛
け
と
被
指
導
者
団
の
呼
応
を
本
質
と
す

る
指
導
の
脱

，
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
疑
問

】
「
い
）

え
は
型
。
も
つ
と
も
ヽ
規
範
と
い
う
も
の
が
、
元
々
、
個
人

さ
ら
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
デ
ィ
コ
ウ
は
、
法
律
は

「規
範
で
は
な
ヽ

わ
導

鯛

糊

肺

一
鵡

ν

藁

椰

瑯

発

配

蠅

梶

型

Ｌ

就

鱈

祠

装

鰊

鞣

鑢

綺

尤

鰊

睦

義
務
、
制
裁
を
定
め
る
準
則
と
し
て
、
規
範
の
一
種
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
問
題
は
、
法
律
が
規
範

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
含
意
、
と
り
わ
け
法
治
国
家
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
法
律
が
当
該
国
家
に
お
け
る
権
利
と

義
務
、
制
裁
を
最
終
的
か
つ
一
義
的
に
確
定
し
、
国
家
権
力
に
と
っ
て
も
、
ま
た
国
民
に
と
っ
て
も
、
法
律
が
定
め
る
以
外
に
、
権
利
も
義



（３５６
）

務
も
あ
り
え
な
い
と
す
る
、
規
範
主
義
的
な
観
念
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
―
―
「法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
、

法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
。」
―
―
の
中
に
、
「法
律
が
規
範
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
自
由
主
義
の
時
代
、
こ
の
よ
う
な
規
範
と
し
て
の
法
律
が

「国
家
か
ら
の
自
由
」
の
最
大
限
の
保
障
に
貢
献
し
た

な
法
観
測
ゎ
績
嘲
獅
け
璃
舞
け
〔
】
い
だ

つ そ
れ
嘲
け
“
菫
必
秘
物
蹄
渕
い
知
痢
わ
島
幣
喘
嚇
け
」
漱
』
は
秘
颯
れ
岬
「
ぁ
っ
て
、
規
範
主
義
的

そ
れ
で
は
、
法
律
が
命
令
で
も
規
範
で
も
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
は
た
し
て
一
体
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
う

な
ら
ば
、
最
終
日
標
に
至
る
道
筋
と
方
策
に
関
す
る
指
導
者
の
「計
画
」、
「指
針
」、
そ
れ
が
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
法
律
の
有
す
る
基
本
的
性
格
で

あ
つ（型
。
キ
ユ
ン
マ
ー
リ
ン
グ
は
こ
う
し
た
法
律
概
念
を
理
解
す
る
上
で
の
要
諦
と
し
て
指
導
者
原
理
の
確
認
を
挙
げ
て
い
る（れ
、
こ
こ
で

改
め
て
民
族
指
導
の
本
質
に
関
す
る
フ
ー
バ
ー
の
見
解
を
引
い
て
お
こ
う
。
彼
は
、
人
格
に
基
づ
く
指
導
に
ふ
さ
わ
し
い
手
段
と
し
て
、
非

人
格
的
な
法
規
範
に
代
わ
っ
て
、
「計
画
」、
「声
明
」、
「指
示
」
を
挙
げ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
コ

切
の
指
導
は
政
治
的
プ

ラ
ン
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
指
導
が
必
要
と
す
る
も
の
は
、
綱
領
で
あ
り
、
指
針
、
構
想
で
あ
る
。
こ
う
し
た
計
画

の
立
案
が

一
切
の
政
治
的
行
動
の
前
段
階
を
」
型
」
と
。
以
上
の
指
摘
か
ら
も
、
法
律
が
元
々
そ
の
性
格
上
人
格
的
指
導
と
相
い
れ
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
故
、
法
律
が
民
族
指
導
の
一
つ
の
手
段
と
な
り
う
る
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
指
導
者
原
理

に
即
し
た
変
化
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
（岬

。
キ
ュ
ン
マ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
点
に
関
し
、
「法
律
は
、
今
日
、
民

族
共
同
体
を
形
成
す
る
と
い
う
課
題
の
枠
組
み
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
」
と
い
う
。
「法
律
は
、
国
家
の
領
域
に
お
い
て
、
共
同
体

を
形
成
し
、
諸
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
指
導
者
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
。
―
―
法
律
は
、
単
な
る
規

範
で
は
な
く
、
指
導
者
が
構
想
す
る

〔最
終
日
標
実
現
に
至
る
〕
プ
ラ
ン
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
指
導
者
は
最
終
日
標
を

一
挙
に
実
現
し

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
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う
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
段
階
を
踏
ん
で
そ
れ
に
至
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
は
そ
の
折
々
に
個
別
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

〔被
指

導
者
団
に
対
し
〕
提
示
し
、
さ
ら
に
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
の
役
割
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
現
す
る
テ
ン
ポ

を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
プ
ラ
ン
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
手
段
と
し
て
法
律
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
法

律
は
、
プ
ラ
ン
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
明
確
化
し
、
そ
れ
に
よ
り

〔被
指
導
者
団
が
準
拠
す
べ
き
〕
指
針
と
な（型
」
と
。

民
族
同
胞
は
、
民
族
の

こ″
ｏ〓
ヨ
“
ロ
ヘ^
で
あ
る
指
導
者
が
提
示
す
る
法
律
を
「指
針
」
と
し
て
、
最
終
日
標
に
至
る
道
程
の
中
で
、
今
こ

の
時
点
に
お
い
て
、
共
同
体
が
何
を
正
義
と
し
、
課
題
と
す
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
見
合
っ
て
、
各
自
が
指
導
者
の

こく
】”ミ
σ
①【一ｏ■
と
し
て

果
た
す
べ
き
役
割
が
何
で
あ
る
か
を
了
解
す
る
に
至
（型

。
そ
れ
故
、
ト
ッ
ト
が

一
九
二
四
年
の
党
大
会
で
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
法
律
は
、

第
ニ
ラ
イ
ヒ
に
あ
っ
て
は
、
民
族
の
課
題
解
決
に
向
け
て
「わ
れ
わ
れ
の
任
務
が
開
始
さ
れ
る
」
ヨ

つ
の
発
展
の
出
発
点
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の（脚
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
責
務
が
単
に
法
律
に
違
反
し
な
い
と
い
う
義
務
に
尽
き
る
も
の
で
な

か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
キ
ュ
ン
マ
ー
リ
ン
グ
が
、
「法
律
は
、
直
接
民
族
同
胞
に
対
し
積
極
的
な
協
働
を
要
請
し
、
指

導
者
の
被
指
導
者
団
と
し
て
の
全
人
格
的
な
参
加
を
呼
び
掛
け
る
。
―
―
指
導
者
は
法
律
を
通
し
て
す
べ
て
の
民
族
同
胞
に
対
し
自
発
的
な

協
働
を
訴
え
る
も
の
で
あ
（型

」
と
い
う
と
お
り
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
フ
ー
バ
ー
も
ま
た
次
の
よ
う
に
い
う
。
「民
族
同
胞
の
一
人

一
人
は
、

法
律
に
よ
り
、
共
同
体
の
偉
業
の
成
否
に
対
し
責
任
を
負
う
立
場
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
故
、
指
導
者
は
、
国
民
が
合
法
律
的
に
行
動
す
る
か

否
か
を
監
視
し
、
統
御
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
私
的
な
恣
意
に
対
し
制
限
を
設
け
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
指
導
者
は
、
す
べ
て
の
民
族
同
胞
に
対
し
、
明
示
さ
れ
た
プ
ラ
ン
の
枠
組
の
中
で
民
族
の
共
通
の
課
題
へ
の
責
任
あ
る
協
働
を
呼

び
掛
け
る
の
で
あ
（型

」
と
。

最
終
日
標
実
現
へ
の
協
働
の
「呼
び
掛
け
」、
そ
れ
が
命
令
で
も
、
規
範
で
も
な
い
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
法
律
の
規
定
的
本
質
で
あ
っ
た
と
い

う
わ
け
だ
。
そ
の
結
果
、
法
律
は
、
た
と
え
表
面
的
に
は
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
ま
っ
た
く
新
た
な
相
貌
を
も
っ
て
民
族
同
胞



の
前
に
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば

『血
の
保
護
法
』
も
ま
た
、
単
に
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
婚
姻
の
禁
止
」、
「
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
婚

姻
外
の
交
際
の
禁
止
」、
「四
五
歳
以
下
の
ド
イ
ツ
人
女
性
の

〔
ユ
ダ
ヤ
人
〕
家
庭
内
で
の
一屋
備
の
禁
止
」
と
い
っ
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
か
か
わ

る
新
た
な
罪
と
罰
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
被
指
導
者
団
に
対
し
、

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
に
関
す
る
プ
ラ
ン
、
即
ち
、
今
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
民
族
の
課
題
及
び
民
族
同
胞
の
義
務
が
何
で
あ
る
か

を
明
ら
か
に
し
、
解
決
に
向
け
た
責
任
あ
る
協
働
を
呼
び
掛
け
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
の
だ
。
法
律
の
こ
う
し
た
呼
び
掛
け
と
し
て

の
性
格
と
趣
旨
は
、
冒
頭
に
置
か
れ
た
、　
一
般
の
法
律
と
し
て
は
異
例
と
も
思
え
る

「前
文
」
に
よ
り
、
よ
り
一
層
際
立
た
せ
ら
れ
る
こ
と

（３６８
）

に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
、
立
法
が
定
位
し
た
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
、
指
導
者
の
プ
ラ
ン
、
意
図
を
被
指
導
者
団
に
対
し
次
の

よ
う
に
解
説
す
る
。
即
ち
、
「ド
イ
ツ
人
の
血
の
純
粋
性
が
ド
イ
ツ
民
族
の
存
続
の
た
め
の
前
提
で
あ
る
と
の
認
識
に
充
た
さ
れ
、
ま
た
、
ド

イ
ツ
国
民
と
国
家
を
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
保
全
せ
ん
と
す
る
確
固
た
る
意
思
に
よ
り
鼓
舞
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
国
会
は
全
員

一
致
を
も
っ
て
以

下
の
法
律
を
議
決
し
、
こ
こ
に
こ
れ
を
公
布
す
る
」
と
。

『血
の
保
護
法
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
、
憲
法
等
の
一
部
の
法
律
に
限
ら
れ
て
い
た
前
文
が
、　
一
般
の
法
律
や
命
令
に
ま
で
付
せ

ら
れ
た
点
に
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
立
法
の
一
つ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
長
短
は
別
に
し
て
、
『血
の
保
護
法
』
の
他
に
、
同
様
の
前

鶴
貪

けれなあ

絣

顆
菱

霙

ス

を

杉

愧

瘍
篭

科

で
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
法
令
と
し
て
、　
一
九
二
九
年
の

で
フ
ジ
オ
放
違
響
』
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
「外
国
放
送
の
意
図
的
聴
取
」
、
「ド
イ

ツ
民
族
の
抵
抗
力
を
危
殆
さ
せ
る
に
適
し
た
外
国
放
送
の
報
道
の
故
意
の
流
布
」
に
対
し
死
刑
を
含
む
重
罰
を
定
め
た
こ
の
命
令
に
は
、
本

文
に
先
立

っ
て
、
次
の
よ
う
な
長
文
の
前
文
が
付
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
「現
代
の
戦
争
に
お
い
て
は
、
敵
国
は
単
に
軍
事
的
武
器
に
と
ど
ま

ら
ず
、
民
族
に
対
し
精
神
的
影
響
を
与
え
、
こ
れ
を
無
力
化
す
る
手
段
を
も
っ
て
戦
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
段
の

一
つ
に
ラ
ジ
オ
放

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
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送
が
あ
る
。
敵
国
の
放
送
は
そ
の
一
言

一
句
す
べ
て
虚
偽
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
族
を
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明

の
事
柄
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
ド
イ
ツ
民
族
が
こ
う
し
た
危
険
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
ド

イ
ツ
人
が
責
任
意
識
に
基
づ
き
原
則
と
し
て
外
国
放
送
の
聴
取
を
行
わ
な
い
こ
と
を
共
同
体
の
中
で
暮
ら
す
上
で
の
当
然
の
義
務
と
す
る
こ

と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。」

あ
る
い
は
、
コ

般
兵
役
義
務
」
の
導
入
を
決
定
し
た
一
九
二
五
年
二
月

一
六
日
の

『国
防
軍
構
雌
闊
』
の
場
合
、
同
日
付
の
官
報
に
は
、

法
律
に
先
立
っ
て
、
「ド
イ
ツ
民
族
へ
！
」
の
呼
び
掛
け
で
始
ま
る
六
頁
に
わ
た
る
ラ
イ
ヒ
政
府
の
宣
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
宣
言
の

後
、
「以
上
の
趣
旨
に
基
づ
き
ド
イ
ツ
政
府
は
本
日
以
下
の
法
律
を
議
決
し
た
」
と
の
文
言
を
挿
ん
で
、
『国
防
軍
構
成
法
』
の
本
文
が
掲
げ

ら
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
れ
が
法
律
の
前
文
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
同
じ
日
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
リ
ラ
ジ

オ
放
送
さ
れ
た
宣
言
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
天
７
日
の
ド
イ
ツ
政
府
は
、
た
だ

一
つ
、
精
神
的
及
び
物
質
的
権
力
を
欲
す
る
の
み
で
あ
る
。
即

ち
、
ラ
イ
ヒ
に
と
っ
て
、
ま
た
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
、
平
和
の
保
障
者
と
な
り
う
る
権
力
が
そ
う
で
あ
る
。
―
―
し
か
る
に
、
遺
憾
な

が
ら
、
ド
イ
ツ
政
府
は
、
過
去
数
力
月
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
以
外
の
国
々
に
お
い
て
軍
備
の
継
続
的
増
強
が
行
わ
れ
て
い
る
現
実
に
注
目
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
ソ
連
が

一
〇

一
個
師
団
、
即
ち
、
公
認
さ
れ
た
九
六
万
人
の
平
時
兵
力
を
有
す
る
事
実
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
締
結

時
点
に
お
い
て
予
想
だ
に
さ
れ
え
な
か
っ
た
事
態
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
政
府
は
、
他
の
諸
国
に
お
け
る
同
様
の
軍
備
拡
張
の
急
進
化
の
中
に
、

当
時
宣
言
さ
れ
た
軍
縮
の
理
念
が
拒
否
さ
れ
た
証
拠
を
見
る
。
―
―
ド
イ
ツ
政
府
は
、
か
か
る
事
態
に
あ
っ
て
は
、
ラ
イ
ヒ
の
安
全
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
こ
れ
以
上
延
引
す
る
こ
と
が
、
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。」

む
ろ
ん
、
す
べ
て
の
法
令
が
前
文
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
第
三
ラ
イ
ヒ
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
例
外
的
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
場
合
も
、　
一
九
三
二
年
七
月
の

『ラ
イ
ヒ
政
府
議
事
規
則
各
則
第

一
改
正
型
』
が
法
案
へ
の
添
付

と
新
聞
へ
の
公
表
を
義
務
づ
け
た

「立
法
理
由
書
」
が
前
文
の
代
わ
り
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
第
ニ
ラ
イ



ヒ
の
法
律
や
命
令
が
元
々
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
『我
が
闘
争
』
や

『党
綱
領
』、
あ
る
い
は
党
大
会
や

国
会
等
で
の
指
導
者
の
演
説
や
発
言
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
の
前
文
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
党
機
関
紙

（３８２
）

や
ラ
ジ
オ
放
送
等
を
通
じ
て
政
治
指
導
部
に
よ
り
行
わ
れ
る
法
律
の
解
説
等
も
同
様
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
『断
種
法
』
の
場
合
、
『我
が
闘
争
』
の
以
下
の
く
だ
り
が
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
即
ち
、
「民
族
国
家
は
、
た
だ
健
全
で
あ
る

者
だ
け
が
子
供
を
生
む
べ
き
で
、
病
身
で
あ
り
欠
陥
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
子
供
を
も
う
け
る
こ
と
は
た
だ
恥
辱
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ

を
断
念
す
る
こ
と
こ
そ
が
最
高
の
名
誉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
民
族
国
家
は
何
千
年
も
の
未
来

の
保
護
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
未
来
を
前
に
し
て
は
個
人
の
希
望
や
利
己
心
は
何
ら
尊
重
す
る
に
値
し
な
い

も
の
で
あ
り
、
引
き
下
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
族
国
家
は
こ
う
し
た
認
識
を
実
行
す
る
た
め
に
最
新
の
医
学
的
手
段
を
利
用
す
べ
き

で
あ
る
。
民
族
国
家
は
、
何
か
明
ら
か
に
病
気
を
持
つ
者
や
、
遺
伝
的
障
害
を
持
つ
者
、
さ
ら
に
負
担
と
な
る
者
に
対
し
生
殖
不
能
と
宣
告

し
、
こ
れ
を
実
際
に
実
行
す
べ
き
で
あ
（熙

ピ
こ
れ
と
並
ん
で
、
法
律
の
制
定
か
ら

一
ヵ
月
余
り
後
、
ギ
ュ
ッ
ト
が
行
っ
た
ラ
ジ
オ
放
送
も
ま

た
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に

『断
種
法
』
が

「民
族
の
将
来
の
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
一

つ
の
法
律
」
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
た
。
「近
年
ま
す
ま
す
顕
著
と
な
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
遺
伝
素
質
の
悪
化
、
即
ち
、
精
神
的
・

肉
体
的
な
病
的
遺
伝
素
質
を
持
っ
た
生
存
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
劣
等
で
反
社
会
的
な
人
間
の
不
断
の
増
加
と
い
う
問
題
は
、

き
わ
め
て
深
刻
に
憂
慮
さ
れ
る
べ
き
事
態
を
生
み
出
す
に
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
今
後
も
続
け
ば
、
世
代
の
経
過
と
と
も
に
価

値
あ
る
人
々
の
層
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
失
わ
れ
、
劣
等
な
者
の
み
が
生
き
残
る
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
ド
イ
ツ
民
族
の

将
来
は
重
大
な
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
―
―
ド
イ
ツ
民
族
の
広
範
な
人
々
に
対
し
生
物
学
的
に
劣
等
な
遺
伝
素
質
の
淘
汰

を
要
求
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
―
―
断
種
は
、
そ
れ
が
精
神
病
や
重
大
な
遺
伝
的
障
害
の
更
な
る
遺
伝
を
予
防
す
る
た
め
の
唯

一
の
手
段
で
あ
る
以
上
、
隣
人
愛
に
基
づ
く
行
為
で
あ
り
、
ま
た
将
来
の
世
代
の
た
め
に
な
さ
れ
る
配
慮
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
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ん
。
―
―
遺
伝
的
負
荷
の
危
険
を
取
り
除
き
、
価
値
あ
る
人
々
の
間
に
子
供
を
も
う
け
る
こ
と
へ
の
意
欲
を
喚
起
し
、
民
族
の
品
種
改
良
に

成
功
し
た
場
端
に
は
じ
め
て
、
ド
イ
ツ
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
真
ん
中
で
自
立
し
た
国
家
と
し
て
の
主
張
を
行
う
能
力
を
有
す
る
も
の
と
な
る
で

あ
り
ま
し
よ
う
。」

元
来
が
無
味
乾
燥
な
法
律
の
条
項
と
は
異
な
り
、
「生
き
た
記
型
」
で
も
つ
て

「法
律
全
体
の
プ
ラ
ン
を
こ
と
さ
ら
に
表
現
す
（型

」
前
文
の

中
に
、
命
令
で
も
規
範
で
も
な
い
と
さ
れ
る
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
法
律
の
本
質
的
特
徴
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。

そ
れ
は
、
「法
律
の
意
義
と
必
要
性
」
に
関
す
る
説
明
を
通
し
て
、
「民
族
に
対
し
自
発
的
な
服
従
を
呼
び
起
こ
」
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、

い輸機晰睛翡陵制時時には一̈
〓琳申喘崚蜘赫囀階嗣い赫嘲裁〔嘲̈
『脚数「秘わノ、最畔［瑠洵囃醐蔽鰤のヵ、もっ薫勧『け輝

能
を
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
即
ち
、
「前
文
の
意
義
は
、
法
律
の
も
つ
世
界
観
的
根
拠
、
並
び
に
立
法
目
的
が
何
で
あ
る
か
を
教
示
す
る
こ

と
に
あ
る
。
自
ら
の
出
自
の
根
拠
、
根
本
思
想
、
目
標
を
明
ら
か
に
す
る
法
律
は
、
そ
う
し
た
こ
と
な
し
に
た
だ
民
族
共
同
体
の
生
を
定
め

ら
れ
た
方
向
に
導
こ
う
と
す
る
法
律
に
比
べ
、
は
る
か
に
民
族
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
ナ
チ
ス
国
家
は
、
な
る
ほ
ど
、
法
律
を

含
む
国
家
の
一
切
の
措
置
に
関
し
、
民
族
に
よ
る
正
当
化
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
は
指
導
者
原
理
に
反
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
他
方
、
同
じ
指
導
者
原
理
が
、
被
指
導
者
団
に
対
し
、
盲
目
的
で
は
な
く
、
忠
誠
と
確
信
に
基
づ
く
指
導
者
へ
の
服

従
を
求
め
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
そ
れ
故
、
〔前
文
を
通
じ
て
〕自
ら
の
意
図
す
る
措
置
、
日
標
を
民
族
に
対
し
可
能
な
限
り

教
示
し
よ
う
と
す
る
。
―
―
前
文
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
宣
言
し
、
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
そ
れ
は
教
育
的
な
意
義
を
有
し

て
い
る
と
い
え
る
。
立
法
者
は
、
そ
れ
に
よ
り
、
自
ら
の
措
置
に
関
す
る
理
解
を
民
族
の
中
に
醸
成
し
、
同
時
に
、
定
め
ら
れ
た
目
標
の
実

現
と
完
成

へ
の
協
働
を
個
々
の
民
族
同
胞
に
要
請
す
る
の
で
あ
（型

」
と
。

も
っ
と
も
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
法
律
の
本
質
が
民
族
同
胞
へ
の

「呼
び
掛
け
」
に
あ
っ
た
と
し
て
、
法
律
が
純
粋
に
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で



な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
律
の
本
文
は
不
要
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
『我
が
闘
争
』
や
『党

綱
領
』、
あ
る
い
は
指
導
者
の
折
々
の
演
説
等
が
存
在
す
れ
ば
、
一削
文
も
含
め
法
律
そ
の
も
の
が
必
要
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、

共
同
体

へ
の
忠
誠
を
自
明
の
義
務
と
す
る
に
至
っ
た
民
族
同
胞
の
多
く
に
と
っ
て
は
、
フ」
う
し
た
呼
び
掛
け
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

し
か
し
な
が
ら
、
民
族
共
同
体
の
形
成
途
上
に
お
い
て
、
い
ま
だ
共
同
体
と
自
己
の
運
命
を
完
全
に
は
重
ね
合
わ
せ
る
に
至
ら
な
い
民
族
同

胞
に
対
し
て
は
、
呼
び
掛
け
の
効
果
は
限
定
的
、
な
い
し
は
ま
っ
た
く
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
血
の
変
質

等
の
原
因
で
民
族
の
共
通
の
運
命
へ
の
参
加
を
拒
否
し
、
あ
る
い
は
参
加
の
能
力
を
元
々
有
し
な
い

「種
的
変
質
者
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
彼
ら
に
対
し
て
は
、
呼
び
掛
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の

「強
制
」
を
伴
っ
た
措
置
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
（岬

。
そ
れ
は
、
『放
送
令
』
の
前
文
が
、
「す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
が
―
―
外
国
放
送
の
聴
取
を
行
わ
な
い
こ
と
を
―
―
当
然
の
義
務
と
す

る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
後
、
最
後
に

「
こ
う
し
た
義
務
意
識
を
欠
如
す
る
民
族
同
胞
に
対
し
国
防
最
高
評
議
会
は
以
下

の
命
令
を
発
す
」
と
定
め
て
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
指
導
者
に
と
っ
て
、
刑
罰
威
嚇
等
の
強
制
手
段
が
、
た
と
え

「
二
次
的
」
と

は
い
え
、
民
族
の
課
題
を
解
決
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
（型

。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、　
ヘ
ッ
ケ

ル
が
、
「法
律
は
、
最
終
的
に
は
、
支
配
的
な
権
力
命
令
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
命
令
に
対
す
る
服
従
を
強
制
す
る
官
僚
装
置
が
控
え
て

は
型
」
と
い
う
よ
う
に
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
に
お
い
て
も
、
元
来
が
国
家
的
手
段
で
あ
る
法
律
が
、
完
全
な
呼
び
掛
け
に
解
消
さ
れ
う
る
も
の
で

は
な
く
、
な
お

「副
娃
辟
」
で
は
あ
れ
、
命
令
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
か
っ
た
。

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法

（二
）
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