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中
共
十
一
期
三
中
全
会
以
来
、
中
国
の
法
制
建
設
は
、
比
較
的
に
迅
速

に
発
展
し
、
顕
著
な
成
果
を
か
ち
と
っ
て
い
る
。
立
法
の
分
野
に
つ
い
て

だ
け
言
え
ぽ
、
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
二
年
末
の
三
年
余
の
期
聞
に
お

い
て
、
全
人
代
と
そ
の
常
委
会
が
採
択
・
公
布
し
た
法
律
、
条
例
等
は
四

十
余
に
の
ぼ
り
、
そ
の
中
に
「
選
挙
法
」
、
「
組
織
法
」
、
「
刑
法
」
、
「
刑
訴

法
」
、
「
民
訴
法
」
等
々
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
国
務
院
も
例
え
ば
「
森

林
法
」
、
「
環
境
保
護
法
」
、
「
経
済
契
約
法
」
、
「
商
標
法
」
等
々
の
よ
う
な

一
連
の
行
政
法
規
を
公
布
し
て
お
り
、
正
に
制
定
中
の
経
済
法
規
は
八
十

余
に
の
ぼ
る
。
各
省
、
市
、
自
治
区
も
少
な
か
ら
ぬ
地
方
的
法
規
を
制

定
・
公
布
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
二
年
の
中
華
人
民
共
和
国
新
憲
法

の
制
定
お
よ
び
公
布
施
行
は
、
中
国
社
会
主
義
民
主
と
法
制
の
建
設
が
新

現
代
中
国
法
の
基
本
間
題

し
い
発
展
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
示
L
て
い
る
。

　
新
段
階
は
わ
が
国
の
法
制
建
設
工
作
に
新
し
い
課
題
を
提
起
し
て
お

り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
法
制
建
設
の
新
局
面
を
切
り
拓
く
こ
と
を
求
め

て
い
る
。
立
法
工
作
に
つ
い
て
言
え
ば
、
新
憲
法
に
よ
っ
て
指
導
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
立
法
工
作
の
重
点
を
経
済
建
設
を
中
心
と
す
る
社
会
主
義

現
代
化
建
設
の
防
衛
お
よ
び
促
進
に
お
き
、
ひ
き
つ
づ
ぎ
計
画
的
で
段
取

り
を
も
っ
て
社
会
主
義
的
立
法
活
動
を
展
開
し
、
中
国
的
特
色
を
も
ち
調

和
が
と
れ
て
統
一
の
あ
る
社
会
主
義
的
法
律
体
系
を
確
立
、
形
成
し
、
わ

が
国
人
民
民
主
主
義
制
度
の
強
化
・
発
展
に
役
立
て
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
、
現
段
階
の
中
国
法
体
系
建
設
の
理
論
的
実
践
的
問
題
に
つ

い
て
、
以
下
に
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
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現
代
中
国
法
の
基
本
問
題

一
、
法
体
系
理
論
研
究
の
現
実
性
お
よ
び
緊
急
性

　
わ
が
国
の
建
国
以
来
、
中
国
の
法
制
建
設
は
す
で
に
三
十
余
年
の
歴
史

を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
曲
折
し
た
歴
史
的
発
展
過
程
で
あ
り
、
複
雑
な

法
思
想
お
よ
び
法
理
論
上
の
闘
争
を
経
て
お
り
、
法
律
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
お
よ

び
「
左
」
の
偏
向
を
克
服
し
、
最
終
的
に
わ
が
国
の
法
制
建
設
を
社
会
主

義
の
軌
道
に
沿
っ
て
正
常
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。
党
の
十
一
期
三
中
全
会

は
明
確
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
人
民
の
民
主
主
義

を
保
障
す
る
た
め
に
、
法
制
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
民
主
主

義
を
制
度
化
、
法
律
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
社
会
主
義
法
制
を
「
侵

す
こ
と
の
で
き
な
い
力
た
ら
し
め
」
、
「
依
る
べ
き
法
が
あ
り
、
法
が
あ
れ

ば
必
ず
依
り
、
法
の
執
行
は
厳
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
法
に
違
反
す
れ

ば
必
ず
追
究
す
る
」
。
わ
が
国
三
十
年
来
の
法
制
建
設
の
経
験
が
証
明
す

る
よ
う
に
、
社
会
主
義
の
立
法
は
、
他
国
の
既
成
の
法
律
を
そ
の
ま
ま
あ

て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
中
国
の
実
際
的
情
況
か
ら
出
発

し
て
、
人
民
民
主
主
義
制
度
の
強
化
に
役
立
ち
、
社
会
主
義
事
業
の
発
展

に
役
立
つ
こ
と
を
原
則
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
三
十
余
年
に
わ
た
る
法
制
建
設
の
情
況
に
つ
い
て
み
る
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
工
作
に
誤
り
が
あ
り
、
わ
が
国
の
法
制
工
作
が
い
く
つ
か
の

時
期
に
「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
」
状
態
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、

三
十
年
来
の
全
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
少
な
か
ら

一
五
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ぬ
立
法
工
作
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
不
完
全
な
統
計
に
よ
れ
ば
、
最

近
の
数
年
を
除
い
て
、
早
く
も
「
文
革
」
の
前
に
わ
が
国
が
制
定
し
た
法

律
・
法
令
お
よ
び
条
例
等
は
す
で
に
二
～
三
千
に
の
ぼ
り
、
さ
ら
に
最
近

数
年
の
発
展
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
法
制
建
設
は
す
で
に
相
当
の
規
模

を
も
つ
。
建
国
初
期
の
「
依
る
べ
き
法
が
な
い
」
局
面
は
す
で
に
あ
き
ら

か
に
改
め
ら
れ
、
顕
著
な
変
化
を
生
じ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
新
段
階
に
存
在
す
る
主
要
な
問
題
は
次
の
通
り
で
あ
る
っ

　
O
元
か
ら
あ
る
数
千
の
法
律
、
法
令
、
条
例
は
、
急
い
で
ま
じ
め
に
整

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
一
九
八
二
年
新
憲
法
の
公
布
の
後
、

建
国
以
来
制
定
さ
れ
た
各
種
の
法
規
に
対
し
て
、
新
憲
法
の
精
神
お
よ
び

一
九
七
九
年
の
第
五
期
全
人
代
常
委
会
の
法
律
効
力
問
題
に
関
す
る
決
議

に
も
と
づ
い
て
、
ま
じ
め
に
整
理
す
べ
き
で
あ
り
、
全
面
的
な
審
査
を
行

な
い
、
そ
の
中
の
新
憲
法
の
精
神
に
違
反
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
廃
止

す
べ
き
で
あ
り
、
修
正
・
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
早
目
に
修

正
・
補
充
す
べ
き
で
あ
る
（
話
に
よ
る
と
法
律
委
員
会
は
す
で
に
こ
の
工

作
の
推
進
に
着
手
し
は
じ
め
て
い
る
が
、
テ
ソ
ポ
を
も
っ
と
速
め
る
べ
き

で
あ
る
）
。
い
ち
ば
ん
い
い
の
は
系
統
的
に
整
理
し
た
後
に
、
「
現
行
法

規
」
と
し
て
集
成
し
て
、
司
法
実
践
に
お
い
て
「
法
が
あ
っ
て
も
依
れ
な

い
」
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
各
級
の
国
家
機
関
が
そ
れ
に
従
っ
て
執

行
す
る
よ
う
に
配
布
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
⇔
新
憲
法
の
公
布
以
来
、
多
く
の
相
応
の
法
規
は
テ
ン
ポ
を
速
め
、
例



え
ば
民
法
、
行
政
法
お
よ
び
各
種
の
経
済
法
規
を
ま
じ
め
に
制
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
、
立
法
の
全
面
的
計
画
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
統
計
に
よ
る
と
、
新
憲
法
の
条
文
に
お
い
て
言
及
す
る
「
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
具
体
的
に
実
施
す
る
も
の
が
三
十
九
箇
条
忙

の
ぼ
り
、
四
十
三
箇
所
の
多
き
を
数
え
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
も
と
づ
く

と
、
す
で
に
制
定
に
着
手
し
て
い
る
法
規
の
ほ
か
に
、
な
お
十
数
種
の
法

規
が
制
定
を
ま
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
全
面
的
に
計
画
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
こ
そ
わ
が
国
の
立
法
工
作
を
い
っ

そ
う
完
全
に
さ
せ
る
。

　
㊧
地
方
各
級
権
力
機
関
の
法
規
制
定
の
工
作
に
対
し
て
、
中
央
関
係
機

関
は
指
導
を
強
化
し
、
地
方
各
級
権
力
機
関
が
地
方
法
規
を
制
定
す
る
工

作
を
し
っ
か
り
と
行
な
う
よ
う
督
促
す
べ
き
で
あ
る
。
い
ち
ば
ん
い
い
の

は
全
人
代
常
委
会
が
関
係
地
方
の
立
法
の
指
導
的
文
書
を
公
布
し
て
、
地

方
法
規
の
性
質
、
範
囲
お
よ
び
準
則
等
に
対
し
て
明
確
に
規
定
し
、
地
方

の
法
制
建
設
を
速
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
す
べ
て
こ
れ
ら
の
工
作
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
根
本

的
な
こ
と
は
思
想
上
お
よ
び
理
論
上
に
お
い
て
認
識
を
高
め
る
こ
と
に
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
若
干
の
立
法
工
作
、
例
え
ば
民
法
典
の
起
草
は
早
く

も
そ
の
推
進
に
着
手
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
務
院
は
ま
た
経
済
法
規

研
究
の
中
心
を
確
立
し
、
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
各
種
の
経
済
法
規

に
対
し
て
も
計
画
の
推
進
に
着
手
し
て
い
る
が
、
そ
の
進
展
の
速
度
は
ま

現
代
中
国
法
の
基
本
問
題

だ
十
分
に
速
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
一
つ
の
重
要
な
原
因
は
、
お

そ
ら
く
主
と
し
て
、
理
論
研
究
が
依
然
情
勢
の
発
展
の
要
求
に
立
ち
遅
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
人
々
は
思
想
認
識
に
お
い
て
ま
だ
距
離
が
あ
る
。

以
上
の
種
々
の
情
況
に
よ
っ
て
、
法
体
系
建
設
の
理
論
を
ま
じ
め
に
研
究

す
る
こ
と
が
ぎ
わ
め
て
切
実
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
現
段
階
の

わ
が
国
の
法
制
建
設
に
お
い
て
解
決
を
急
が
れ
る
、
現
実
的
意
義
を
も
つ

新
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

二
、
法
体
系
論
の
研
究
状
況

　
中
共
十
一
期
三
中
全
会
以
来
、
社
会
主
義
法
制
建
設
は
著
し
い
進
歩
を

と
げ
て
お
り
、
法
学
研
究
工
作
も
そ
れ
に
つ
れ
て
迅
速
に
発
展
し
学
術
上

い
き
い
ぎ
と
し
た
春
を
迎
え
て
い
る
。
中
国
の
法
学
理
論
界
は
、
五
十
年

代
以
来
広
範
な
討
論
を
展
開
し
た
こ
と
の
あ
る
、
若
干
の
重
要
な
理
論
問

題
、
例
え
ば
「
法
の
継
承
性
」
、
「
法
律
の
前
の
人
の
平
等
」
、
「
法
律
と
政

策
の
関
係
」
、
「
法
と
道
徳
」
等
々
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
さ
ら
に
わ
が
国
の
法
制
建
設
お
よ
び
司
法
実
践
と
結
び
つ
け
て
、

刑
法
・
刑
訴
法
お
よ
び
民
法
・
経
済
法
の
若
干
の
理
論
間
題
に
か
か
わ
る

討
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
討
論
は
、
そ
の
深
さ
査
広
さ

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
五
十
年
代
お
よ
び
六
十
年
代
に
比
べ
て
著
し
い

進
歩
を
と
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
討
論
は
理
論
水
準
に
お
い
て
発
展
を
み

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
と
の
結
合
に
お
い
て
も
著
し
い
変
化
を
み
て

五
一



現
代
中
国
法
の
基
本
問
題

お
り
、
人
々
は
理
論
を
い
っ
そ
う
よ
く
実
践
に
運
用
す
る
こ
と
を
研
究
し
、

中
国
的
特
色
を
探
す
の
に
つ
と
め
は
じ
め
て
お
り
、
単
に
そ
の
こ
と
だ
け

を
議
論
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
中
央
の
正
し
い
指
導
と
切
り
離
し
え

な
い
。
中
国
的
特
色
を
も
つ
社
会
主
義
法
制
建
設
お
よ
び
法
学
理
論
建
設

を
展
開
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
わ
が
国
法
学
界
の
基
本
準
則
と
な
っ
て
い

る
。
最
近
の
二
年
に
お
い
て
、
中
国
の
学
術
理
論
界
は
五
、
六
十
年
代
の

理
論
間
題
に
も
は
や
限
定
せ
ず
、
客
観
的
実
際
に
も
と
づ
い
て
若
干
の
新

課
題
の
討
論
を
展
開
し
て
い
る
。
法
体
系
論
の
討
論
は
そ
の
中
の
最
新
の

課
題
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
e
　
法
体
系
論
問
題
の
提
起

　
法
体
系
論
の
提
起
は
、
新
憲
法
の
あ
ら
た
な
制
定
の
と
き
か
ら
開
始
し

た
と
言
い
う
る
。
一
九
八
二
年
の
初
め
、
新
憲
法
草
案
の
公
布
に
つ
れ
て
、

人
々
は
憲
法
そ
の
も
の
の
法
律
体
系
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
全
社
会
主

義
立
法
体
系
問
題
を
考
慮
し
は
じ
め
た
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
新
憲
法
制

定
後
に
、
わ
が
国
の
法
制
を
い
っ
そ
う
完
全
に
す
る
た
め
に
、
相
応
の
法

律
・
法
令
を
制
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
と
も
に
、
人
々
は
ま

た
三
十
年
来
の
わ
が
国
法
制
建
設
経
験
、
と
く
に
三
十
年
来
の
立
法
経
験

の
研
究
に
注
意
し
は
じ
め
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
人
々
は
徐
々
に
法
体
系

問
題
に
注
意
し
て
い
る
。

　
一
九
八
二
年
七
月
、
北
京
に
お
い
て
中
国
法
学
会
（
全
国
）
成
立
大
会

が
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
に
彰
真
が
出
席
し
て
講
話
し
、
は
じ
め
て
社

一
五
二

会
主
義
法
体
系
建
設
問
題
に
言
及
し
た
。
か
れ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

た
。
つ
ま
り
、
「
社
会
が
発
展
し
、
経
済
的
土
台
が
発
展
す
れ
ば
、
法
も

そ
れ
に
つ
れ
て
発
展
す
る
。
資
本
主
義
社
会
が
社
会
主
義
社
会
に
入
れ
ば
、

法
も
そ
れ
に
つ
れ
て
変
化
・
発
展
す
る
。
し
か
し
、
法
学
は
自
己
の
体
系
、

自
己
の
論
理
を
も
つ
。
立
法
は
実
際
か
ら
出
発
し
て
自
己
の
体
系
を
も
っ

が
、
前
後
左
右
、
矛
盾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
っ
き
に
立
法
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
軽
率
に
立
法
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
講

話
の
前
に
、
法
学
界
は
こ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
議
論
し
て
い
る
が
、
今
回

の
講
話
は
人
々
の
重
視
を
い
っ
そ
う
引
き
起
し
て
い
る
。

　
一
九
八
三
年
四
月
二
一
日
か
ら
二
九
日
に
、
上
海
で
召
集
さ
れ
た
第
一

回
法
学
理
論
討
論
会
は
、
重
点
的
に
社
会
主
義
法
体
系
の
理
論
問
題
に
っ

い
て
討
論
を
展
開
し
た
。
今
回
の
会
議
は
、
北
京
の
中
国
社
会
科
学
院
法

学
研
究
所
と
上
海
の
華
東
政
法
学
院
が
連
合
し
て
発
起
し
た
も
の
で
あ

る
。
会
議
の
出
席
者
は
全
国
法
学
理
論
教
学
お
よ
び
科
学
研
究
関
係
者
七

十
余
人
で
、
こ
の
ほ
か
に
若
干
の
法
制
建
設
お
よ
ぴ
司
法
の
実
際
的
関
係

者
が
参
加
し
た
。
会
議
の
中
心
議
題
は
、
中
国
的
特
色
を
も
っ
社
会
主
義

的
法
律
体
系
お
よ
び
法
学
体
系
を
建
設
す
る
こ
と
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
。
会
議
に
は
全
部
で
三
十
余
篇
の
論
文
が
集
ま
り
、
分
科
会
討
論
の
ほ

か
に
、
大
会
の
発
言
は
二
十
余
人
に
の
ぼ
り
、
各
種
の
見
解
に
つ
い
て
交

流
を
行
な
っ
た
。

　
今
回
の
会
議
の
召
集
に
対
し
て
、
『
法
学
』
編
集
部
が
大
変
に
す
ぐ
れ



た
組
織
的
役
割
を
発
揮
し
た
。
早
く
も
一
九
八
二
年
末
に
、
本
編
集
部
は

「
法
学
基
本
理
論
研
究
の
強
化
に
関
す
る
提
案
」
（
『
法
学
』
一
九
八
二
年

第
十
一
期
を
見
よ
）
を
出
し
、
ま
た
、
張
友
漁
、
播
念
之
、
陳
守
一
、
於

光
遠
、
陶
希
晋
等
の
法
学
界
の
先
輩
お
よ
び
理
論
界
の
著
名
な
人
士
の
文

章
お
よ
び
支
持
の
文
書
を
発
表
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
さ
ら
に
『
法
学
』
誌

上
を
利
用
し
て
、
初
歩
的
な
手
だ
て
と
討
論
を
展
開
し
た
。
今
回
の
会
議

の
召
集
の
た
め
に
、
比
較
的
に
充
分
な
準
備
が
な
さ
れ
た
。

　
会
議
は
法
体
系
問
題
を
重
点
的
に
討
論
し
、
法
学
体
系
問
題
に
対
し
て

も
初
歩
的
な
検
討
を
行
な
っ
た
。

　
　
　
⇔
　
法
体
系
論
の
議
論

　
法
体
系
間
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
法
体
系
の

概
念
と
範
囲
の
間
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
広
義
お
よ
び
狭
義
の
二

つ
の
認
識
が
あ
る
。
広
義
を
主
張
す
る
法
体
系
論
者
は
、
法
体
系
は
現
行

の
法
律
規
範
体
系
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
法
律
意
識
、
法
律
制
度

お
よ
び
法
律
実
施
体
系
を
含
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
中
に
は
、

立
法
体
系
と
法
律
効
力
等
級
体
系
を
重
点
的
に
研
究
す
べ
き
と
主
張
す
る

人
も
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
人
は
、
法
体
系
の
研
究
に
は
現
行
の
法
律
、

法
規
に
限
定
す
べ
き
で
な
く
、
法
の
淵
源
と
し
て
の
「
中
華
法
系
」
お
よ

び
法
律
体
系
と
連
関
す
る
準
法
律
規
範
体
系
（
例
え
ば
郷
規
民
約
等
々
）

を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
提
起
す
る
。
し
か
し
、
大
多
数
の
人

は
、
法
体
系
の
包
括
す
る
法
律
規
範
は
一
国
内
の
現
行
法
規
に
の
み
限
ら

現
代
中
国
法
の
基
本
問
題

れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
制
定
中
も
し
く
は
こ
れ
か
ら
制
定
さ
れ
る
法
規
も
そ

こ
に
含
ま
れ
る
、
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
原
則
と
基
準
に
も
と

づ
い
て
、
一
国
内
の
現
行
法
律
規
範
を
多
く
の
法
律
部
門
に
分
類
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
内
部
構
造
が
厳
密
で
、
外
部
的
形
式
が
統
一
さ
れ
、
相
互
に

連
関
す
る
法
律
体
系
を
構
成
す
る
。

　
次
に
、
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
法
律
部
門
の
区
分
の
基
準
問
題
に

つ
い
て
で
あ
る
。
法
体
系
が
多
く
の
法
律
部
門
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
法

律
規
範
の
統
一
的
全
体
で
あ
る
以
上
、
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
法
律
部

門
を
区
分
す
る
か
が
中
心
的
環
と
な
る
。
こ
の
問
題
で
認
識
上
一
致
で
き

る
か
否
か
が
、
法
体
系
全
体
の
建
設
に
直
接
的
に
影
響
す
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
大
多
数
の
学
者
は
、
社
会
主
義
法
体
系
の
中
で
法
律
部
門
を
区
分

す
る
基
準
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
こ
と
は
、
法
律
規
範
が
確
認
す
る
社
会

関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
法
律
規
範
が
確
認

し
調
整
す
る
社
会
関
係
の
性
質
・
特
徴
が
各
部
門
の
法
の
差
異
を
決
定
し

て
い
る
。
し
か
し
、
討
論
の
中
で
多
く
の
人
は
、
社
会
関
係
を
基
準
と
し

て
法
律
部
門
を
区
分
す
る
だ
け
で
は
問
題
を
充
分
に
解
決
で
き
な
い
、
と

一
般
的
に
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
各
国
が
普
遍
的
に
確
認
す
る
刑
法
と

い
う
法
律
部
門
、
そ
れ
が
調
整
す
る
社
会
関
係
の
範
囲
は
き
わ
め
て
広
範

で
あ
る
。
通
常
、
人
々
は
、
刑
法
を
犯
罪
と
刑
罰
に
関
す
る
法
律
規
範
の

総
称
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
犯
罪
問
題
は
人
々
の
財
産
関
係
に
か

か
わ
る
だ
け
で
な
く
、
非
財
産
関
係
－
人
身
に
も
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
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ひ
い
て
は
権
利
関
係
に
も
か
か
わ
る
。
従
っ
て
、
刑
法
は
、
自
己
の
調
整

対
象
と
し
て
特
別
の
社
会
関
係
を
も
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑

法
は
ま
た
す
べ
て
の
社
会
関
係
に
対
し
て
規
制
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、

わ
ず
か
に
そ
の
中
で
侵
害
を
受
け
て
ひ
ど
い
社
会
的
危
害
を
造
成
し
た
部

分
に
対
し
て
だ
け
規
制
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
は
規
制
対
象
と
方

法
に
お
い
て
、
民
法
等
の
法
律
部
門
と
区
別
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
社
会
関

係
を
調
整
す
る
方
法
も
、
法
律
部
門
を
区
分
す
る
一
つ
の
基
準
と
す
る
べ

き
で
あ
る
、
と
人
々
は
言
う
。

　
も
っ
と
も
困
難
で
、
し
か
も
議
論
の
も
っ
と
も
多
い
の
は
や
は
り
民
法

と
経
済
法
、
お
よ
び
行
政
法
の
部
門
の
区
分
の
基
準
問
題
で
あ
る
。
も
し

財
産
関
係
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
三
者
は
い
ず
れ
も
財
産
関
係
に
か
か
わ
り
、

社
会
主
義
の
条
件
の
下
で
は
し
ば
し
ば
完
全
に
は
区
別
し
が
た
い
も
の
で

あ
る
。
も
し
方
法
上
か
ら
見
る
な
ら
、
民
法
と
経
済
法
の
調
整
方
法
は
ま

た
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
社
会
主
義
的
計
画
経
済

の
指
導
か
ら
言
え
ば
、
経
済
法
と
行
政
法
に
も
多
く
の
類
似
点
が
あ
る
。

そ
こ
で
「
大
民
法
」
、
「
大
経
済
法
」
と
い
う
種
々
の
異
論
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
民
法
を
研
究
す
る
人
は
、
経
済
法
と
い
う
法
律
部
門
の
取
消
し

を
主
張
し
、
経
済
法
を
主
張
す
る
人
は
、
民
法
と
い
う
独
立
部
門
の
取
消

し
を
主
張
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
行
政
法
の
作
用
の
拡
大
を
主
張
す
る
人

は
、
行
政
法
の
み
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
方
法

の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
深
刻
な
理
論
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
例
え

一
五
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ば
、
「
民
法
」
は
社
会
主
義
の
条
件
の
下
で
は
「
私
法
」
の
範
囲
に
属
さ

ず
、
そ
れ
が
調
整
す
る
社
会
関
係
は
主
に
財
産
関
係
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

ま
た
私
人
の
財
産
関
係
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
国
家
と
集
団
の
財

産
関
係
に
も
か
か
わ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
ま
た
、

い
ず
れ
も
社
会
主
義
的
公
有
制
と
相
互
に
複
雑
に
つ
な
が
り
あ
う
連
関
を

も
っ
て
い
る
。
大
は
国
営
企
業
に
い
た
り
、
小
は
農
民
の
家
屋
、
自
留
地
、

社
員
個
人
の
生
産
手
段
に
い
た
る
ま
で
、
い
ず
れ
も
民
法
に
よ
り
て
調
整

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
「
大
民
法
論
」
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

ぼ
か
に
経
済
法
か
ら
言
え
ば
、
同
様
に
上
述
の
財
産
関
係
に
か
か
わ
り
、

人
に
よ
っ
て
「
総
合
的
な
経
済
法
部
門
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
こ
で
、

「
大
経
済
法
論
」
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
行
政
法
の
部
門
の
区
分
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
日
本
で
い
う
と
こ

　
　
　
　
　
セ
　
ク
　
タ
　
　

ろ
の
「
第
三
行
政
組
織
」
に
属
す
る
部
分
、
つ
ま
り
、
「
公
団
」
、
「
公
社
」
、

「
事
業
団
」
等
々
の
「
公
益
法
人
」
に
対
し
て
も
、
つ
ね
に
「
民
法
」
も

し
く
は
「
経
済
法
」
の
競
合
対
象
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
は
各
国
営

企
業
、
事
業
組
織
に
お
い
て
、
正
に
「
責
任
制
」
と
「
自
主
権
」
を
推
進

し
て
お
り
、
こ
れ
が
し
ば
し
ば
行
政
法
律
関
係
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
全
体
的
な
認
識
に
お
い
て
、
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
法

律
規
範
が
調
整
す
る
社
会
関
係
が
法
律
部
門
区
分
の
根
本
的
基
準
で
あ
り
、

そ
れ
と
と
も
に
そ
の
他
の
要
素
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。



　
最
後
に
、
法
律
体
系
論
の
中
に
は
、
さ
ら
に
法
の
形
式
お
よ
び
法
律
規

範
的
文
書
の
名
称
の
標
準
化
、
統
一
化
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
特
別
に
論
文
を
書
い
て
い
る
人
は
少
な
く
、
議
論
も
展
開
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
紹
介
で
き
な
い
。

〔
本
稿
は
、
一
九
八
四
年
二
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
、
比
較
法
研
究
所

研
究
懇
談
会
に
お
け
る
、
中
国
・
上
海
社
会
科
学
院
法
学
研
究
所
副
研
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