
第
幻
回

「
法
」
の
種
類
と
基
本
的
な
性
格
|
「
教
育
と
法
」
再
入
門

星
野

由
一
旦
(
筑
波
大
学
准
教
授
)

「
総
合
研
究
・
教
育
と
法
」
の
連
載
は
、
本
年
度
で
4

年
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
当
研
究
会

ー
「
法
」
に
よ
る
規
律
と
そ
の
手
段
・

.... 

で
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
研
究
成
果
を
公
表
し
て
い
く

一
方
で
、
法
や
法
学
に
関
す
る
基
本
的
な
事
柄
を
、
学

「
法
」
と
は
、
最
も
広
い
意
味
で
は
、
社
会
生
活
を
送

校
の
活
動
や
教
育
に
即
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
す

る
上
で
、
「
こ
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
」
あ
る
い
は

る
こ
と
を
併
せ
て
企
画
し
た
。
今
回
は
、
や
や
抽
象
的

「
こ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
決
ま

な
議
論
に
な
る
が
、
法
の
種
類
と
基
本
的
な
性
格
と
を

り
ご
と
の
全
て
を
指
す
。
ま
た
、
狭
い
意
味
で
は
、
あ

解
説
し
、
学
校
教
育
に
お
け
る
法
の
取
り
扱
い
に
つ
い

る
社
会
の
中
で
、
「
法
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
、
あ

て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

る
い
は
「
法
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
指
し
、

具
体
的
に
は
、
「
国
」
の
中
で
、
「
国
民
」
の
代
表
者
が

集
う
「
議
会
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
「
法
律
」
が
、
「
法
」

と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
「
法
」
は
、

一
定
の
範
囲
と
人
間
と
が

共
同
し
て
生
活
を
営
む
「
社
会
」
の
存
在
を
前
提
と
し
、

そ
の
内
容
は
、
「
こ
う
す
べ
し
」
「
こ
う
せ
よ
」
と
人
の

行
動
を
規
律
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
全
体
の
利

益
の
た
め
に
行
わ
れ
る
規
律
は
、
往
々
に
し
て
、
個
々

人
の
具
体
的
な
利
益
を
制
限
す
る
性
格
を
持
つ
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
規
律
に
対
し
て
明
確
に
反
抗
し
た
り
、
隠

れ
て
規
律
を
免
れ
よ
う
と
し
た
り
す
る
者
が
生
じ
て
き

て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
社
会
の
中
で
「
法
」
に
よ
る
規

律
を
保
た
せ
る
た
め
に
は
、
「
法
」
を
「
強
制
」
す
る
た

め
の
手
段
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

強
制
手
段
と
し
て
最
も
直
接
か
つ
単
純
な
も
の
が
「
警

察
力
」
「
軍
事
力
」
な
ど
の
「
力
」
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
力
を
も
っ
て
相
手
を
制
圧
し
よ
う
と
す

る
と
、
相
手
も
力
を
も
っ
て
抵
抗
し
て
き
た
場
合
に
社

会
全
体
が
混
乱
し
、
大
き
な
損
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ

る
た
め
、
現
在
で
は
、
力
の
み
を
も
っ
て
法
を
強
制
す

る
の
で
は
な
く
、
相
手
を
「
言
論
」
で
「
説
得
」
す
る
、

と
い
う
こ
と
が
、
主
要
な
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
法
律

学
は
、
こ
の
よ
う
な
相
手
に
対
す
る
「
説
得
」
を
行
う

手
段
や
理
論
を
研
究
す
る
学
問
分
野
で
あ
り
、
「
言
葉
」
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の
意
味
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
「
言
論
に
よ
る
説
得
」
は
、
相
手
が
そ
の
方

法
自
体
を
受
け
入
れ
て
話
し
合
い
に
応
じ
た
場
合
に
初

め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
相
手
が
話
し
合
い
に
応

じ
な
い
場
合
に
は
、

結
局
は
力
に
頼
る
し
か
方
法
が
な

い
。
実
際
、
「
法
」
と
い
う
漢
字
は
、
箱
の
中
に
水
が
満

た
さ
れ
て
穏
や
か
で
あ
る
状
態
を
意
味
し
て
い
る
が
、

法
に
関
連
す
る
「
律
」
「
裁
」
「
判
」
「
断
」
な
ど
の
漢
字

で
は
、
「
章
」
「
矛
」
「
万
」
「
斤
」
等
、
武
器
を
意
味
す

る
部
首
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
、
っ

に
、
「
法
」
に
よ
る
規
律
を
保
つ
た
め
に
は
、
穏
や
か
な

話
し
合
い
と
力
に
よ
る
強
制
と
い
う
こ
つ
の
手
段
が
常

に
表
裏
と
な
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
強
調
さ
れ
る
か
に

よ
っ
て
、
法
の
理
論
も
具
体
的
な
問
題
の
解
決
も
異
な

っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

2
「
憲
法
」
「
刑
法
」
「
民
法
」
の
特
徴
・

.... 

こ
の
よ
う
に
、
「
法
」
は
、
そ
の
規
律
を
保
つ
た
め

に
、
事
実
上
、
力
に
よ
る
強
制
を
必
要
と
す
る
性
格
を

有
し
て
い
る
が
、
「
力
に
よ
る
強
制
」
が
あ
れ
ば
「
法
」

に
よ
る
規
律
が
望
ま
し
い
状
態
で
保
た
れ
る
と
は
限
ら

な
い
。
仮
に
相
手
か
ら
の
抵
抗
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
力
に
よ
る
強
制
は
、
そ
の
力
を
持
っ
て
い
る
支
配

者
自
身
の
利
益
の
た
め
に
発
動
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

強
制
さ
れ
る
規
律
が
、
社
会
全
体
の
利
益
と
合
致
す
る

と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
法
」
に
よ
る

規
律
や
強
制
は
、
理
論
的
に
は
、
社
会
の
支
配
者
に
対

し
て
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
よ
う
な

「
支
配
者
を
律
す
る
た
め
」
に
、
現
在
の
国
家
の
多
く
が

定
め
て
い
る
法
が
、
「
憲
法
」
で
あ
る
。

「
憲
法
」
に
よ
る
支
配
者
に
対
す
る
規
律
や
強
制
は
、

要
す
る
に
、
支
配
者
が
社
会
を
支
配
す
る
に
際
し
て
、

構
成
員
、
特
に
個
人
に
対
し
て
規
律
や
強
制
を
行
う
た

め
の
基
準
を
「
法
」
と
し
て
明
確
に
定
め
、
こ
れ
を
社

会
の
中
に
周
知
さ
せ
て
、
個
々
人
の
行
動
に
お
け
る
予

測
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
社
会
の
規

律
や
秩
序
に
反
し
た
行
動
を
し
た
者
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
な
不
利
益
や
制
裁
を
科
す
か
を
明
確
に
定
め
、
違

反
し
た
者
に
対
し
て
か
る
制
裁
を
厳
正
に
実
行
す
る
こ

と
は
、
「
法
」
に
よ
る
規
律
の
権
威
を
高
め
、
か
っ
、
多

く
の
者
が
「
法
」
を
守
ろ
う
と
す
る
心
理
状
態
と
な
る

ょ
う
促
す
効
果
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪
と
刑
罰
に

つ
い
て
定
め
た
法
が
、
「
刑
法
」
で
あ
る
。

他
方
、
社
会
の
支
配
者
が
社
会
に
お
い
て
生
ず
る
全

て
の
出
来
事
に
対
し
て
逐
一
関
与
す
る
こ
と
は
、
非
効

率
と
い
う
よ
り
も
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
特
に
、
個

人
の
利
益
に
直
結
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る

個
人
に
自
由
に
判
断
を
さ
せ
る
こ
と
が
、
社
会
全
体
を

よ
り
良
い
方
向
に
発
展
さ
せ
る
、
と
い
う
確
信
が
、
国

家
が
形
成
さ
れ
る
は
る
か
前
の
時
代
か
ら
、
ほ
ぼ
全
て

の
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
局
面
で

は
、
関
係
者
間
の
合
意
が
多
数
積
み
重
な
る
こ
と
に
よ

り
、
全
体
と
し
て
の
規
律
や
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
く

た
め
、
法
に
よ
り
規
律
や
強
制
を
行
う
べ
き
状
況
は
、

関
係
者
同
士
の
自
主
的
な
解
決
に
任
せ
て
お
く
こ
と
が

適
切
で
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
関
係
者
間
で
合
意
が

成
り
立
た
な
く
な
っ
た
場
合
や
、

一
方
の
関
係
者
が
不

当
に
合
意
に
反
し
、
他
方
に
不
利
益
を
被
ら
せ
た
場
合

の
よ
う
な
、

例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
個
人
間
の
関
係
、
特
に
取
引
と
家
族
関
係
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
が
、
「
民
法
」
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
「
憲
法
」
「
刑
法
」
「
民
法
」
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
前
提
と
し
て
い
る
問
題
状
況
や
、
「
法
」
に
よ

る
強
制
が
行
わ
れ
る
べ
き
理
由
が
、
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
従
っ
て
、
「
法
」
に
つ
い
て
考
え
る
に
際
し
て
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は
、
ど
の
分
野
の
「
法
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
か

を
、
常
に
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

3
「
法
」
の
種
類
と
効
力
・

..... 

現
実
の
社
会
生
活
に
お
い
て
法
の
分
類
と
し
て
重
要

で
あ
る
の
は
、
法
が
定
め
ら
れ
る
方
法
と
、
法
の
効
力

と
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。

現
代
社
会
で
、
「
法
」
に
よ
る
規
律
や
強
制
を
行
う
主

体
は
「
国
家
」
で
あ
り
、
各
国
に
お
け
る
法
は
、
そ
の

圏
内
に
お
け
る
全
て
の
者
と
、
そ
の
国
の
国
籍
を
持
つ

者
と
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
の
体
系

は
、
全
て
の
国
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
国
外

に
お
け
る
自
国
民
と
、
国
内
に
お
け
る
外
国
人
に
関
し

て
は
、
他
国
の
法
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
が
目
指
し
て
い
る
法
に
よ
る
規
律
や
秩
序
は
同

じ
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
理
論
上
も
実
務
上
も
複
雑
な

問
題
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
国
際
間

題
」
は
、
法
に
限
ら
ず
、
経
済
、
文
化
等
全
て
の
分
野

で
複
雑
化
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
特
に
法
の
場
合
は
、

そ
の
規
律
を
保
つ
た
め
に
事
実
上
法
を
強
制
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
と
こ
ろ
、
そ
の
強
制
手
段
と
強
制
の
方

向
性
と
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
「
法
」
に
よ
る
解

決
が
不
可
能
と
な
り
、
暴
力
手
段
同
士
の
激
突
で
あ
る

「
戦
争
」
に
到
る
恐
れ
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

他
方
、

一
つ
の
囲
内
で
も
、
か
な
り
多
く
の
種
類
の

法
が
、
複
雑
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
法
体
系
を

例
と
し
て
説
明
す
る
と
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ

る

ま
ず
、
国
家
が
定
め
た
法
で
あ
る
「
制
定
法
」
と
、

従
来
か
ら
社
会
の
中
に
存
在
し
て
い
た
法
で
あ
る
「
慣

習
法
」
と
が
あ
り
、
制
定
法
が
規
定
し
て
い
る
問
題
に

対
し
て
は
、
原
則
と
し
て
慣
習
法
よ
り
も
制
定
法
が
優

先
し
て
適
用
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
慣
習
法
を
無
視
し

た
内
容
の
制
定
法
に
対
し
て
は
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
者

が
必
然
的
に
生
ず
る
た
め
、
あ
る
慣
習
を
根
絶
さ
せ
る

と
い
う
国
と
し
て
の
政
策
を
背
景
と
す
る
場
合
で
な
い

限
り
、
多
く
の
制
定
法
は
、
そ
の
問
題
に
関
す
る
慣
習

法
の
内
容
に
、
事
実
上
沿
っ
た
も
の
と
な
る
。

次
に
、
制
定
法
の
中
で
も
、
「
条
約
」
「
憲
法
」
「
法

律
」
「
命
令
(
政
省
令
)
」
「
条
例
」
「
規
則
」
「
通
達
」
等

の
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
以
下
で
説
明
す

る
と
お
り
、
制
定
の
た
め
の
手
続
や
効
力
の
及
ぶ
範
囲

な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。

「
条
約
」
と
は
、
国
家
間
の
約
束
で
あ
り
、
こ
れ
を
守
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る
意
思
を
示
し
た
手
続
で
あ
る
「
批
准
」
を
行
っ
た
国

に
は
、
条
約
を
守
る
国
際
的
な
義
務
が
生
ず
る
。
従
つ

て
、
条
約
が
批
准
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
即
し
た
法
律
等

が
制
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
固
と
国
民
と
の

関
係
は
、
そ
の
制
定
さ
れ
た
法
律
等
に
従
う
。
も
っ
と

も
、
国
際
的
な
問
題
は
、
政
治
的
な
配
慮
や
思
惑
に
よ

り
結
論
が
左
右
さ
れ
や
す
い
た
め
、
特
に
民
法
に
関
す

る
取
引
等
の
問
題
点
を
国
際
的
に
統
合
し
よ
う
と
す
る

条
約
に
対
し
て
は
、
各
国
の
経
済
界
全
体
を
巻
き
込
ん

で
賛
否
が
分
か
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。

「
憲
法
」
お
よ
び
「
法
律
」
と
は
、
国
会
で
制
定
、
改

正
な
い
し
廃
止
さ
れ
る
法
で
あ
り
、
憲
法
と
法
律
と
で

は
改
正
及
び
廃
止
に
関
す
る
要
件
や
手
続
が
異
な
る
。

す
な
わ
ち
、
法
律
は
国
民
の
代
表
を
選
挙
に
よ
っ
て
選

出
し
た
国
会
の
多
数
決
に
よ
り
原
則
と
し
て
改
正
な
い

し
廃
止
さ
れ
る
が
、
憲
法
は
、
改
正
の
た
め
に
よ
り
厳

重
な
多
数
決
を
必
要
と
し
、
最
終
的
に
は
国
民
投
票
に

よ
り
改
正
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
が
定
め
ら
れ
る
。

な

お
、
憲
法
は
、
国
家
の
最
高
法
規
と
さ
れ
て
お
り
、
憲

法
に
違
反
す
る
法
律
は
効
力
を
有
し
な
い
が
、
そ
の
判

断
は
、

最
高
裁
判
所
を
は
じ
め
と
す
る
裁
判
所
が
行
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う
。
も
っ
と
も
、
日
本
に
お
け
る
裁
判
所
の
憲
法
違
反

の
判
断
は
、
具
体
的
な
事
件
の
解
決
を
通
じ
て
行
わ
れ

る
た
め
、
関
係
者
が
訴
訟
を
提
起
し
て
最
高
裁
判
所
ま

で
争
わ
な
い
限
り
、
理
論
的
に
は
違
憲
で
あ
る
筈
の
法

律
が
事
実
上
存
続
し
て
い
る
場
合
は
、
必
ず
し
も
珍
し

く
な
い
。
ま
た
、
裁
判
は
、
過
去
の
事
実
に
対
し
て
判

断
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
違
憲
判
断
が
下
さ

れ
る
前
に
新
た
な
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た

場
合
に
は
、
そ
れ
を
全
て
覆
す
こ
と
に
よ
る
混
乱
を
避

け
る
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
国
政
選
挙
の
選

挙
区
の
配
分
が
憲
法
に
違
反
す
る
か
否
か
の
判
断
な
ど

は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
の
典
型
例
で
あ
る
。

「
命
令
(
政
省
令
)
」
と
は
、
内
閣
や
各
省
庁
が
、
法

律
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
権
限
を
行
使
し
て
、
独
自
に
制

定
、
改
正
な
い
し
廃
止
す
る
法
で
あ
り
、
法
律
を
施
行

す
る
た
め
の
具
体
的
な
内
容
や
手
続
を
定
め
た
も
の
が

多
い
。
命
令
は
、
行
政
機
関
の
判
断
の
み
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
る
た
め
、
逐
一
国
会
に
お
け
る
議
決
を
必
要
と

し
な
い
分
、
機
動
的
に
法
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
反
面
、
当
該
命
令
を
定
め
た
行
政
機
関
の
特

徴
や
問
題
点
が
、
命
令
の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
し
ゃ
す

い
。
ま
た
、
国
会
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
国

民
の
代
表
者
で
あ
る
議
員
が
議
決
す
る
の
に
対
し
、
行

政
機
関
に
お
け
る
決
定
は
、
試
験
等
に
よ
り
選
抜
さ
れ

た
職
員
が
、
職
制
上
の
上
下
関
係
に
基
づ
い
て
行
う
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
決
定
が
「
国
民
の
同
意
」
を
得

て
い
る
と
は
、
理
論
的
に
は
言
い
難
い
。
こ
の
た
め
、

命
令
に
よ
り
行
政
機
関
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
内
容

は
、
原
則
と
し
て
、
関
連
す
る
法
律
の
中
で
「
こ
の
点

に
つ
い
て
は
命
令
に
よ
り
定
め
る
」
と
規
定
さ
れ
た
局

面
の
み
で
あ
り
、
特
に
罰
則
に
つ
い
て
は
、
命
令
で
罰

則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
具
体
的
に
法
律
で
規

定
さ
れ
て
い
る
事
項
で
な
け
れ
ば
、
科
し
て
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
法
律
と
命
令
と
を
合
わ
せ

て
、
「
法
令
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
条
例
」
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
が
制
定
、
改

正
な
い
し
廃
止
す
る
法
で
あ
り
、
そ
の
地
方
で
の
み
効

力
を
生
ず
る
。
条
例
は
、
命
令
と
異
な
り
、
そ
の
地
方

に
お
け
る
住
民
の
代
表
者
が
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
、
議

会
で
の
決
議
を
経
る
こ
と
で
定
め
ら
れ
る
た
め
、
法
律

で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
ら
ず
罰
則
等
を
独
自
に
定
め

る
こ
と
が
、
命
令
の
場
合
と
比
べ
て
不
当
で
な
い
と
の

見
解
が
成
り
立
つ
。
ま
た
、
現
在
で
は
、
国
全
体
で

貫
し
た
法
体
系
を
形
成
す
る
よ
り
も
、
各
地
域
に
お
け

る
独
自
性
を
強
調
す
る
見
解
の
方
が
支
持
を
得
る
傾
向

が
あ
る
た
め
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
条
例
が
定
め

ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
各
地
域
に
お
け
る

問
題
解
決
や
新
た
な
制
度
設
計
を
行
う
条
例
に
関
す
る

議
論
が
先
行
し
、
そ
れ
を
追
う
形
で
法
律
に
よ
る
調
整

が
行
わ
れ
る
こ
と
も
、
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い
る
。
地

方
自
治
体
の
行
政
機
構
と
し
て
「
都
制
」
を
敷
く
か
否

か
等
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
典
型
例
で
あ
る
。

「
規
則
」
と
は
、
法
令
を
実
施
す
る
場
合
の
細
か
な
手

続
等
を
、
当
該
法
令
を
実
施
す
る
機
関
が
独
自
に
定
め

る
も
の
で
あ
る
。
規
則
は
理
論
的
に
は
法
令
の
補
助
的

な
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
法
を
適
用

す
る
に
際
し
て
は
、
特
に
手
続
に
関
す
る
規
則
に
正
確

に
則
っ
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
実
務
で
無
視

で
き
な
い
重
要
性
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
規
則
で
定

め
ら
れ
る
事
項
は
、
現
実
の
生
活
の
具
体
的
な
行
動
を

細
か
に
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
抽
象
的
な
規
定

を
含
む
「
憲
法
」
「
法
律
」
な
ど
よ
り
も
、
「
法
」
と
し

て
の
実
例
と
意
識
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

実
際
、
「
ル

1
ル
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
法
の
多

く
は
、
こ
の
「
規
則
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
通
達
」
と
は
、
法
令
の
解
釈
に
つ
い
て
の
行
政
機
関
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の
見
解
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
近
年
に
到
る
ま
で
、
行

政
機
関
に
よ
る
監
督
権
限
行
使
の
影
響
が
、
全
て
の
分

野
で
広
く
及
ん
で
い
た
た
め
、
通
達
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
解
釈
が
、
事
実
上
、
関
係
者
を
「
法
」
と
し
て
拘
束

す
る
現
象
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法

を
解
釈
す
る
権
限
を
最
終
的
に
有
し
て
い
る
の
は
、
最

高
裁
判
所
を
頂
点
と
す
る
「
裁
判
所
」
で
あ
り
、
通
達

を
出
す
行
政
機
関
は
、
裁
判
所
の
目
か
ら
見
れ
ば
「
関

係
者
」
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、
通
達
に
従

っ
て
行
動
し
た
個
人
の
利
益
や
期
待
が
ど
こ
ま
で
保
護

さ
れ
る
か
べ
き
か
は
、
従
来
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い

た。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
行
政
機
関
が
調
整
・
仲
介
を

積
極
的
に
行
わ
な
く
な
り
、

関
係
者
自
身
の
判
断
が

「
尊
重
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
通
達
は
ま

さ
に
解
釈
の
「
参
考
」
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
行
政
機
関

か
ら
の
許
認
可
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
通
達
の
解
釈
を
無
視
す
る
こ
と
も
関
係
者
に
と

つ
て
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
微
妙
な
判
断
が
要
求
さ

れ
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
で
説
明
し
た
制
定
法
は
、
お
お
む
ね
先

に
挙
げ
た
順
序
で
優
先
劣
後
関
係
が
定
ま
っ
て
お
り
、

下
位
の
法
は
上
位
の
法
が
定
め
た
範
囲
で
の
み
効
力
を

生
ず
る
こ
と
が
原
別
で
あ
る
。
た
だ
し
、
条
例
に
つ
い

て
は
、
各
地
域
の
議
会
に
よ
る
制
定
法
で
あ
る
た
め
、

効
力
の
及
ぶ
範
囲
は
当
該
地
方
の
み
で
あ
る
が
、
行
政

機
関
の
定
め
る
命
令
よ
り
も
、
理
論
的
に
は
民
主
的
に

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
命
令
よ
り
も
上
位
に
位

置
づ
け
る
見
解
も
根
強
い
。

4
学
校
教
育
で
の
取
扱
い
・
・

以
上
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
「
法
」
の
性
格
は
必
ず
し

も
一
枚
岩
で
は
な
い
が
、
法
の
性
格
を
大
き
く
分
類
す

る
と
、
国
家
や
社
会
の
基
本
的
原
則
や
理
念
に
つ
い
て

定
め
て
い
る
「
基
本
法
」
と
、
社
会
生
活
上
の
具
体
的

な
行
動
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
が
市
民
に
対
す
る
規
制

を
か
け
て
い
る
「
規
制
法
」
と
が
あ
る
。
憲
法
は
基
本

法
の
典
型
で
あ
り
、
前
述
し
た
命
令
、
規
則
、
通
達
な

ど
は
規
制
法
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
基
本
法
は
、
国
家

や
社
会
全
体
の
基
本
的
指
針
を
定
め
て
い
る
分
、
個
人

の
具
体
的
な
生
活
の
細
部
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
が

通
常
で
あ
る
が
、
規
制
法
は
、
日
常
生
活
上
の
制
約
や

禁
止
事
項
と
し
て
、
具
体
的
な
数
値
を
も
っ
て
規
律
や
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強
制
を
行
う
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
「
法
」
と
し

て
認
識
さ
れ
や
す
い
の
は
、
む
し
ろ
規
制
法
の
方
で
あ

る
と
も
言
え
る
。

従
来
の
学
校
教
育
で
は
、
国
家
の
横
暴
か
ら
国
民
を

防
御
す
る
た
め
の
理
念
と
し
て
の
基
本
法
に
つ
い
て
、

憲
法
を
具
体
的
な
教
材
と
し
て
専
ら
教
育
が
行
わ
れ
る

ほ
か
、
個
人
と
個
人
あ
る
い
は
他
人
と
社
会
と
の
間
の

約
束
が
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
の
理
念
に
つ
い
て

は
、
「
道
徳
」
の
問
題
と
し
て
教
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
が
複
雑
化
す
る
中
で
、
日
常

生
活
上
の
規
制
法
に
つ
い
て
の
知
識
が
児
童
生
徒
に
も

必
要
と
な
り
、
最
悪
の
場
合
刑
罰
を
科
さ
れ
る
事
態
ま

で
生
じ
う
る
と
す
る
と
、
学
校
に
お
け
る
「
法
」
に
対

す
る
教
育
の
仕
方
が
改
め
て
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

自
転
車
に
よ
る
交
通
事
故
や
、
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
悪
用
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
た
場
合
な
ど

は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
典
型
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
「
法
」
に
対
す
る
理
論
的
な
見
方
と
現
実
的
な
問
題

へ
の
対
処
と
を
複
合
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
に
、
現
在
の
学
校
が
置
か
れ
て
い
る
難
し
さ
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。


