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康
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一
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質
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義

三
、
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法
人
・
私
法
人

四
、
任
意
機
関
と
は
何
か

一
、
は
じ
め
に

反鷹・横槍法人論

　
生
前
の
津
田
利
治
先
生
か
ら
、
墨
書
で
圏
と
表
書
さ
れ
郵
送
さ
れ
て
き
た
も
の
が
二
つ
あ
る
。
い
ず
れ
も
ワ
ー
プ
ロ
の

原
稿
を
コ
ピ
ー
さ
れ
た
も
の
で
、
一
つ
は
「
手
形
法
講
義
（
大
正
一
四
年
度
）
　
青
木
徹
二
先
生
講
述
　
學
生
（
津
田
利
治
）
筆
記
」

で
あ
り
、
他
は
「
民
法
練
論
　
講
義
案
　
其
二
（
法
人
）
」
で
あ
る
。

　
後
者
は
、
平
成
八
年
六
月
に
「
横
槍
　
民
法
総
論
（
法
人
ノ
部
）
」
〔
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
（
6
6
）
〕
と
し
て
公
刊
さ
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れ
た
津
田
先
生
の
遺
著
の
初
稿
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
六
二
年
一
〇
月
と
日
付
さ
れ
た
そ
の
ま
え
が
き
は
、
右
遺
著
の

冒
頭
に
一
九
九
五
年
六
月
と
日
付
さ
れ
て
書
か
れ
た
「
序
」
と
は
か
な
り
違
っ
た
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
筆
者
に
と
っ
て
は
、
右
の
昭
和
六
二
年
一
〇
月
付
の
ま
え
が
き
の
方
が
一
九
九
五
年
六
月
付
の
「
序
」
よ
り
も
一
層
津
田
先
生
の

肉
声
に
近
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
不
肖
の
弟
子
と
し
て
漸
鬼
の
念
を
よ
び
醒
ま
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の

ま
え
が
き
を
左
に
示
そ
う
。

　
　
「
永
年
　
大
学
で
會
社
法
の
講
義
を
澹
當
し
乍
ら
、
常
に
気
懸
り
で
あ
っ
た
の
は
、
其
の
會
社
法
と
民
法
の
法
人
法
と
の
間
の
不
整
合
で

　
あ
っ
た
。
否
、
会
社
法
學
と
民
法
學
と
の
不
整
合
と
言
っ
た
方
が
良
か
ら
う
。
夫
れ
を
此
方
（
會
社
法
學
）
か
ら
眺
め
る
限
り
、
其
の
原
因

　
は
何
う
や
ら
主
と
し
て
民
法
學
の
停
滞
性
、
特
に
概
念
法
學
時
代
の
残
屑
を
未
だ
に
振
切
れ
ず
に
引
摺
っ
て
居
る
貼
に
在
る
様
に
思
は
れ
る
。

　
而
も
其
の
傾
向
は
、
法
人
法
の
領
域
に
於
て
特
に
甚
だ
し
い
。

　
　
其
庭
で
、
管
轄
違
の
商
法
學
の
方
か
ら
横
槍
を
入
れ
て
、
會
社
法
的
見
方
を
以
て
、
民
法
の
法
人
法
を
遠
慮
な
く
構
築
し
直
す
と
す
れ
ば
、

　
何
の
様
な
姿
に
な
る
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
た
結
果
が
、
本
稿
に
外
な
ら
な
い
。
固
よ
り
一
商
法
學
者
の
不
消
化
な
一
試
論
に
過
ぎ
ず
、
之
を

　
以
て
民
法
學
の
一
嵩
を
乗
っ
取
る
意
圖
な
ど
毛
頭
も
な
い
。
唯
、
誰
か
が
先
づ
一
石
を
投
じ
な
け
れ
ば
、
百
年
河
清
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
本
稿
が
お
こ
が
ま
し
く
も
其
の
一
石
た
り
得
る
や
否
や
？

　
　
此
の
度
、
第
一
著
手
と
し
て
筆
者
の
最
も
身
近
に
居
ら
れ
る
義
塾
法
學
部
の
諸
公
に
封
し
、
之
を
呈
示
し
て
其
の
反
鷹
を
待
ち
た
い
と
思

　
ふ
。
是
非
貴
下
の
貴
重
な
る
御
所
見
を
拝
聴
し
た
い
。
軍
な
る
賛
否
の
感
想
に
止
ま
ら
ず
、
専
門
學
術
的
な
論
議
、
特
に
反
封
論
の
論
橡
を

　
期
待
す
る
。
」

　
こ
れ
に
比
し
て
、
】
九
九
五
年
六
月
付
の
「
序
」
は
、
右
の
ま
え
が
き
と
同
様
に
先
ず
「
民
法
學
者
の
説
く
法
人
法
と
、
我
々
商

法
學
者
の
説
く
（
と
言
ふ
よ
り
寧
ろ
私
自
身
の
考
へ
る
）
會
社
法
と
の
間
に
、
理
論
の
整
合
性
が
甚
だ
し
く
欠
け
て
居
る
こ
と
」
を
指

摘
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
続
け
て
は
、
「
我
々
と
し
て
學
生
達
の
爲
に
爲
す
べ
き
最
善
の
途
は
、
恐
ら
く
學
者
間
の
學
説
の
争
を
早
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く
決
着
付
け
て
、
民
商
法
】
貫
し
た
整
合
性
あ
る
法
人
學
説
を
樹
立
し
講
述
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
其
見
込
が
薄
い
と
す
れ
ば
、

せ
め
て
其
孚
の
實
情
を
赤
裸
々
に
露
呈
し
て
、
學
生
達
各
自
の
責
任
に
於
て
學
説
の
正
邪
曲
直
を
判
断
し
、
自
由
に
選
揮
さ
せ
る
外

に
手
は
無
さ
さ
う
に
見
え
る
。
」
と
い
う
。

　
こ
の
「
序
」
は
公
刊
を
意
図
し
た
修
辞
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
津
田
先
生
の
真
の
面
目
は
前
記
の
ま
え
が
き
の
中
に
躍
如

た
る
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
序
」
の
中
で
は
「
學
者
間
の
學
説
の
争
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
学
界
一
般
に
お
い
て
津

田
先
生
が
指
摘
す
る
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
く
論
争
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
真
意
は
、
論
争
の
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に

論
争
の
な
い
「
民
法
學
の
停
滞
性
」
に
対
し
て
、
ま
え
が
き
に
い
う
よ
う
に
、
「
唯
、
誰
か
が
先
づ
一
石
を
投
じ
な
け
れ
ば
、
百
年

河
清
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
い
う
憤
激
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
闘
争
心
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
ま
え
が
き
の
付
さ
れ
た
論
稿
を
津
田
先
生
御
自
身
か
ら
送
り
付
け
ら
れ
た
「
義
塾
法
學
部
の
諸
公
」
の
一
人
た
る
筆
者
は
、

遂
に
生
前
の
津
田
先
生
に
対
し
て
、
求
め
ら
れ
た
「
反
慮
」
を
明
示
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
今
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
先
生
の

「
横
槍
法
人
論
」
中
の
総
論
に
あ
た
る
部
分
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
反
応
の
一
端
を
記
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
そ
れ
が
津
田
先
生
の
霊
に
届
く
こ
と
の
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
相
変
ら
ず
の
浅
薄
・
愚
鈍
」
と
、
か
え
っ
て
先
生
の
霊
の
安
ら
か
な

眠
り
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
、
と
し
て
も
…
…
。

反鷹・横槍法人論

二
、
法
人
本
質
論
の
意
義

　
昭
和
六
二
年
一
〇
月
付
の
ま
え
が
き
が
付
さ
れ
た
「
民
法
総
論
　
講
義
案
其
二
（
法
人
）
」
の
本
文
は
、
カ
タ
カ
ナ
混
り
の
文

語
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
方
が
津
田
先
生
の
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
て
い
る
が
、
後
に
先
生
御
自
身
が
「
横
槍
　
民
法
総
論
（
法
人
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ノ
部
）
」
と
し
て
ひ
ら
が
な
混
り
の
口
語
体
で
公
刊
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
お
け
る
引
用
は
後
者
に
よ
る
こ
と
と
し
、
こ
れ

を
「
本
書
」
と
指
称
す
る
。

　
ま
ず
、
法
人
の
定
義
に
つ
き
、
本
書
は
、
「
自
然
人
以
外
に
も
、
法
律
が
一
般
的
権
利
能
力
を
賦
與
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

之
を
総
稻
し
て
法
人
と
謂
ふ
。
法
律
は
特
に
近
世
以
降
、
其
需
要
の
増
大
と
共
に
盆
々
多
様
な
る
新
種
の
法
人
を
加
へ
つ
つ
あ
り
、

其
法
人
の
本
膿
（
法
律
が
法
人
格
を
賦
與
す
る
相
手
方
）
の
種
類
も
盆
々
多
彩
と
な
り
、
書
一
的
基
準
を
以
て
之
を
総
括
的
に
示
す
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
之
が
爲
、
法
人
の
定
義
も
、
前
記
の
如
く
「
自
然
人
に
非
ず
し
て
」
な
る
消
極
的
側
面
を
捉
へ
て
、
之
を
示

す
外
な
い
。
」
（
三
頁
）
と
し
た
上
で
、
こ
れ
に
以
下
の
よ
う
な
注
記
を
付
し
て
い
る
。

　
「
斯
る
定
義
は
、
所
謂
形
式
的
定
義
（
又
は
循
環
論
法
）
で
あ
り
、
法
人
の
實
質
に
付
き
何
事
も
語
っ
て
居
な
い
。
「
法
律
上
、
人

に
は
自
然
人
と
法
人
と
が
在
る
」
旨
を
別
語
で
言
直
し
た
に
過
ぎ
ず
、
定
義
と
し
て
無
内
容
に
近
い
。
」
（
四
～
五
頁
）
と
。

　
た
し
か
に
、
右
の
よ
う
な
定
義
は
、
定
義
の
形
式
と
し
て
は
消
極
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
定
義
の
形
式
が
消
極
的
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
当
然
に
定
義
を
無
内
容
と
す
る
こ
と
に
結
び
付
く
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
概
念
の
外
延
が
あ
ら

か
じ
め
確
定
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
中
か
ら
特
定
の
内
包
を
有
す
る
事
物
を
取
り
除
い
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
消
極
的
な
形
式
で

定
義
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
定
義
は
実
質
的
内
容
を
有
し
て
い
る
も
の
と
い
い
う
る
。

　
例
え
ば
、
民
法
八
六
条
は
、
そ
の
一
項
で
「
土
地
及
ヒ
其
定
著
物
ハ
之
ヲ
不
動
産
ト
ス
」
と
定
め
た
上
で
、
そ
の
二
項
で
「
此
他

ノ
物
ハ
総
テ
之
ヲ
動
産
ト
ス
」
と
定
め
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
動
産
」
の
定
義
は
消
極
的
な
形
式
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
同
条
に
先
立
つ
民
法
八
五
条
が
「
本
法
二
於
テ
物
ト
ハ
有
体
物
ヲ
謂
フ
」
と
定
め
て
い
る
の
で
、
「
物
」
と
い
う
概
念
の
外
延

は
あ
ら
か
じ
め
確
定
し
て
お
り
（
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
規
定
の
解
釈
に
差
異
の
あ
り
う
る
こ
と
は
今
の
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
）
、

し
た
が
っ
て
民
法
八
五
条
二
項
に
よ
る
「
動
産
」
の
定
義
は
、
「
土
地
ま
た
は
そ
の
定
着
物
と
い
う
内
包
を
含
ま
ぬ
有
体
物
」
を
指
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す
も
の
と
し
て
実
質
的
内
容
を
有
し
て
い
る
も
の
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
法
人
の
定
義
と
し
て
、
「
法
人
と
は
、
自
然
人
に
非
ず
し
て
、
法
律
に
依
り
一
般
的
権
利
能
力
（
即
ち
法
律
上
の
「
人
」

た
る
資
格
）
を
賦
與
さ
れ
た
も
の
を
謂
ふ
。
」
（
三
頁
）
と
い
っ
た
場
合
に
も
、
「
自
然
人
」
概
念
の
内
包
は
民
法
一
条
ノ
三
の
「
私
権

の
享
有
ハ
出
生
二
始
マ
ル
」
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
権
利
能
力
の
主
体
た
る
「
人
」
概
念
の
外
延

が
あ
ら
か
じ
め
確
定
し
て
い
る
と
き
に
は
、
た
と
え
定
義
の
形
式
は
消
極
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
実
質
的
内
容
を
い
う
す
る
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、
問
題
の
真
の
所
在
は
、
特
に
近
代
市
民
法
に
お
い
て
、
「
人
」
概
念
の
外
延
を
確
定
し
う
る

か
否
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
本
書
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
法
律
は
特
に
近
世
以
降
、
其
需
要
の
増
大
と
共
に
盆
々
多
様
な
る
新
種
の
法
人

を
加
へ
つ
つ
あ
り
、
其
法
人
の
本
膿
（
法
律
が
法
人
格
を
賦
與
す
る
相
手
方
）
の
種
類
も
盆
々
多
彩
と
な
り
、
書
一
的
基
準
を
以
て
之

を
総
括
的
に
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
（
三
頁
）
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
津
田
先
生
の
認
識
こ
そ
が
、
消
極
的
な
形
式
に
よ
る

法
人
の
定
義
を
無
内
容
に
近
い
も
の
と
断
ず
る
こ
と
の
、
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
書
の

説
く
よ
う
に
、
も
し
法
人
が
歴
史
的
需
要
に
応
じ
て
多
様
な
新
種
を
次
々
と
加
え
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
法
人
の
本
体
の
種
類
も
無
限
に
多
彩
な
も
の
と
な
り
う
る
と
す
れ
ば
、
「
人
」
概
念
の
外
延
は
そ
も
そ
も
確
定
し
え
な
い
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
法
人
の
本
体
が
法
範
疇
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
、
と
解
し
た
場
合
に
の
み
、
「
自
然
人

に
非
ず
し
て
、
法
律
に
依
り
一
般
的
権
利
能
力
（
即
ち
法
律
上
の
「
人
」
た
る
資
格
）
を
賦
與
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
法
人
の
定
義
が
、

「
そ
の
消
極
的
な
形
式
の
ゆ
え
に
無
内
容
」
と
断
じ
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
、
法
人
の
本
体
は
法
範
疇

と
し
て
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
か
。
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ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
も
し
法
の
概
念
に
秩
序
の
思
想
と
と
も
に
目
的
思
想
も
ま
た
内
在
し
、
し
た
が
っ
て

単
に
手
段
と
目
的
と
の
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
目
的
の
目
的
、
終
局
目
的
お
よ
び
自
己
目
的
が
法
概
念
自
体
と
と
も
に
不
可
欠
な
法

的
思
惟
形
式
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
人
格
（
頴
お
8
）
、
法
主
体
の
概
念
は
、
法
経
験
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、

制
限
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
思
惟
必
然
的
な
普
遍
妥
当
的
な
法
的
考
察
の
範
疇
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
田
中
耕

太
郎
訳
『
法
哲
学
』
（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
一
巻
）
二
九
四
頁
）
と
。
こ
こ
か
ら
「
法
人
本
質
論
」
が
は
じ
ま
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
本
書
は
、
「
但
彼
の
法
人
理
論
（
法
人
本
質
論
）
の
論
孚
は
、
当
時
の
概
念
法
學
に
育
て
ら
れ
た
華
麗
な
徒
花
の

一
種
と
言
ふ
べ
く
、
商
法
學
上
の
手
形
理
論
と
共
に
科
學
的
虚
像
の
讐
頂
を
形
成
し
、
今
日
で
は
共
に
其
解
繹
法
學
的
實
務
的
慣
値

を
喪
失
し
た
」
（
四
頁
）
と
断
じ
、
さ
ら
に
こ
れ
に
註
記
し
て
、
「
之
等
各
學
説
は
何
れ
も
夫
々
其
主
張
者
の
抱
く
権
利
概
念
と
密
接

に
關
連
し
、
夫
等
権
利
概
念
が
皆
一
面
の
眞
理
を
捉
へ
る
に
止
ま
り
、
必
ず
し
も
普
遍
妥
當
し
な
い
の
と
同
様
に
、
各
種
法
人
學
説

も
亦
夫
々
或
一
部
の
法
人
の
或
側
面
を
補
捉
す
る
に
は
適
切
だ
が
、
今
日
法
律
の
認
め
る
法
人
は
其
態
様
種
々
雑
多
で
あ
り
、
今
後

の
可
能
性
（
例
え
ば
個
人
事
業
の
法
人
化
な
ど
）
を
併
せ
考
へ
れ
ば
、
其
實
膿
を
強
て
統
一
的
に
把
握
す
る
必
要
な
く
、
又
之
等
の
學

説
を
吟
味
し
て
、
現
行
法
律
の
解
繹
に
役
立
て
ん
と
す
る
試
（
例
・
法
人
の
意
思
能
力
・
行
爲
能
力
の
有
無
を
法
人
理
論
よ
り
演
繹
す
る

等
）
は
誤
で
あ
る
。
」
（
五
頁
）
と
述
べ
る
。

　
た
し
か
に
、
一
九
世
紀
末
ド
イ
ツ
で
花
ひ
ら
い
た
法
人
学
説
は
、
今
日
の
法
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
観
点
（
津
田
先
生
自
身
、
本

書
の
註
記
で
、
「
其
解
繹
學
的
實
務
的
慣
値
を
喪
失
し
た
」
と
い
う
の
は
、
「
狭
義
の
法
學
即
ち
實
定
法
規
範
學
（
實
定
法
の
規
範
的
意
味
内
容

を
科
學
的
に
確
認
し
獲
得
す
る
努
力
）
の
意
味
」
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
ら
れ
る
。
）
か
ら
す
れ
ば
、
概
念
法
学
的
あ
だ
花

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
筆
者
の
観
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
が
、
法
人
本
質
論
を
一
九

世
紀
を
通
じ
て
の
ド
イ
ツ
団
体
法
思
想
の
変
遷
と
密
接
不
可
分
に
結
び
付
け
て
主
張
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
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る
。　

す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
を
経
て
生
ま
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
が
自
然
人
以
外
の
一
般
的
権
利
能
力
を
す
べ
て
否
定
し
去
っ

た
こ
と
の
反
動
と
し
て
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
法
思
想
は
団
体
の
主
体
性
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
こ
と
が
団
体
こ
そ
法
人
格
に
値

い
す
る
も
の
と
い
う
ド
グ
マ
を
生
み
、
「
法
人
あ
る
と
こ
ろ
団
体
あ
り
」
と
す
る
「
概
念
法
學
的
錯
倒
」
（
本
書
六
頁
）
を
も
た
ら
し

た
の
で
は
な
い
か
。
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
民
法
学
の
主
柱
で
あ
っ
た
「
我
妻
民
法
講
義
」
で
は
、
法
人
の
本
質
に
関
し
て
次
の
よ

う
に
説
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
「
法
律
上
独
立
の
権
利
主
体
と
認
め
ら
れ
る
法
人
の
本
質
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
公
私

両
法
の
学
者
が
大
い
に
論
争
し
た
重
大
な
問
題
で
あ
っ
て
、
近
世
法
律
学
上
の
一
光
彩
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
直
ち
に
権
利

及
び
法
律
の
本
質
に
触
れ
る
法
哲
学
上
の
争
い
と
な
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
、
前
段
に
述
べ
た
法
律
に
お
け
る
団
体
思
想
の
変
遷
と
関

連
さ
せ
て
、
主
要
な
学
説
の
概
観
を
与
え
る
に
止
め
る
。
」
（
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
縄
則
（
民
法
講
義
1
）
』
二
一
二
頁
）
と
（
な
お
、
我

妻
博
士
御
自
身
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
社
会
的
価
値
」
説
に
立
た
れ
る
　
　
同
書
一
二
六
頁
）
。

　
た
だ
、
「
法
人
あ
る
と
こ
ろ
団
体
あ
り
」
と
す
る
こ
と
が
た
し
か
に
錯
倒
し
た
概
念
法
学
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
直
ち
に
「
法
人
あ
る
と
こ
ろ
何
も
無
く
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ふ
た
た
び
ラ
ー
ト
ブ

ル
ッ
フ
に
拠
れ
ば
、
「
か
く
て
自
然
人
た
る
と
法
人
た
る
と
を
間
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
格
の
「
擬
制
的
」
、
す
な
わ
ち
人
為
的
性
質
に

つ
い
て
は
争
う
余
地
が
な
い
。
法
人
の
問
題
ー
擬
制
人
格
か
、
実
在
せ
る
団
体
人
格
か
ー
は
む
し
ろ
そ
の
法
而
上
的
な
基
体

（
B
Φ
亙
鼠
ω
冴
魯
霧
o
D
旨
ω
耳
8
の
問
題
で
あ
る
。
自
然
人
の
背
後
に
人
間
が
存
す
る
よ
う
に
、
法
人
の
背
後
に
も
、
法
に
先
立
っ

て
存
し
法
が
た
だ
こ
れ
に
人
格
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
前
法
的
な
実
体
が
存
す
る
か
ー
こ
れ
が
法
人
本
質
論
の
中
心
問
題
で
あ

る
。
」
（
田
中
耕
太
郎
訳
・
前
掲
書
二
九
六
頁
）
と
い
う
問
い
か
け
は
遺
る
の
で
あ
る
。

　
か
り
に
、
す
べ
て
「
現
行
の
法
人
法
は
抽
象
的
概
念
の
論
理
的
展
開
で
は
な
く
て
、
歴
史
的
具
髄
的
な
る
現
實
の
社
會
的
需
要
を
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立
法
者
が
採
上
げ
」
（
本
書
五
頁
）
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
立
法
者
が
採
り
上
げ
る
べ
き
か
否
か
を
決
す
る
基
準
は
何
か
。
ま

た
か
り
に
、
立
法
者
が
「
相
競
合
す
る
利
害
の
調
節
を
計
り
つ
つ
、
其
如
何
な
る
貼
を
如
何
に
規
制
し
た
の
か
が
解
明
す
べ
き
問
題

の
焦
鮎
で
あ
る
。
」
（
本
書
五
～
六
頁
）
と
す
る
こ
と
に
異
論
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
も
の
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
解
明
す
べ

き
問
題
は
法
人
格
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
の
か
否
か
。
例
え
ば
、
本
書
で
は
「
今
後
の
可
能
性
」
と
し
て
個
人
事
業
の
法
人
化
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
の
社
会
的
需
要
の
実
体
は
、
は
た
し
て
「
法
人
化
」
な
の
か
そ
れ
と
も
「
有
限
責
任
化
」
な
の
か
、

企
業
主
体
の
有
限
責
任
化
は
法
人
化
と
本
質
必
然
的
に
結
び
付
く
も
の
な
の
か
否
か
。

　
筆
者
に
は
、
法
人
の
内
包
的
種
類
が
多
様
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
し
て
、
そ
の
外
延
を
超
え
て
法
人
格
が
技
術
的
に
誤
用
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
さ
に
実
用
法
学
的
な
意
味
に
お
い
て
、
新
た
な
法
人
本
質
論
が
求
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
法
人
概
念
の
実
質
的
内
容
の
明
確
化
は
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

212

三
、
公
法
人
・
私
法
人

　
事
物
の
分
類
お
よ
び
対
比
は
、
学
問
研
究
の
中
で
最
も
論
理
的
・
科
学
的
な
作
業
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
津
田
先
生
の
非
常
に

得
意
と
さ
れ
た
分
野
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
本
書
に
お
け
る
「
私
法
人
と
公
法
人
」
の
分
類
お
よ
び
対
比
な
ど
は
、

一
般
の
民
法
書
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
点
に
真
の
問
題
が
所
在
す
る
こ
と
を
摘
示
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
法
人
格

す
な
わ
ち
一
般
的
権
利
能
力
の
意
義
を
さ
ら
に
明
確
化
し
て
い
る
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
公
法
人
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
「
国
家
的
公
共
の
事
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
公
法
に
準
拠
し
て
成
立
し

た
法
人
を
い
う
」
（
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
』
九
四
頁
）
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
書
で
は
、
「
少
く
と
も
商
法
第
二
条
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に
所
謂
「
公
法
人
」
と
は
」
と
い
う
限
定
を
付
し
な
が
ら
、
以
下
に
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
國
及
び
地
方
公
共

團
膿
、
其
他
國
家
公
権
力
の
一
部
を
澹
當
す
る
一
定
の
組
織
膿
に
付
、
法
律
が
私
法
上
猫
立
を
認
め
、
之
に
私
権
を
共
有
す
る
一
般

的
権
利
能
力
を
賦
與
し
た
も
の
を
謂
ふ
。
」
（
九
頁
）
と
。

　
右
二
つ
の
定
義
の
基
本
的
な
相
違
点
は
、
前
者
が
設
立
の
準
拠
法
規
が
公
法
で
あ
る
こ
と
を
基
準
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
、

設
立
の
準
拠
法
規
の
種
類
を
限
定
せ
ず
、
法
人
格
を
付
与
さ
れ
る
組
織
体
が
国
家
公
権
力
の
一
部
を
担
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

基
準
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
で
は
、
公
法
人
の
法
人
格
も
ま
た
「
私
権
を
共
有
す
る
一
般
的
権
利
能
力
」
す

な
わ
ち
私
法
上
の
そ
れ
で
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
法
人
格
が
法
に
よ
っ
て
の
み
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
法
人
は
そ
れ
ぞ
れ
設
立
の
準
拠
法
規
を
も
つ
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
準
拠
法
規
の
種
類
の
区
別
が
明
確
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
人
の
分
類
基
準
と
し
て
は
、
前
者
の
定
義
の
方
が
明
確
性
と

い
う
点
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
「
公
権
力
の
一
部
を
澹
當
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
組
織
体
の
機
能
で
あ
っ
て
、
組
織
体
そ
の
も
の
の
種
類
を
他
と
区
別
す
る
概
念
の
内
包
を
成
す
べ
き
属
性
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
あ
る
組
織
体
が
、
そ
の
本
来
的
な
属
性
の
ほ
か
に
、
便
宜
的
に
公
権
力
担
当
の
機
能
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
が

ら
で
あ
る
。

　
た
だ
、
前
者
の
定
義
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
設
立
準
拠
法
規
が
公
法
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
私
法
で
あ
る
か
、

と
い
う
区
別
が
何
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
近
時
い
わ
ゆ
る
「
私
法
の
公
法
化
」
現
象
に
よ
っ
て
、
経
済
法
や
労
働
法
な
ど
中
間
的
な
性
格
を
帯
び
た

法
分
野
が
現
れ
、
そ
れ
ら
の
法
規
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
分
類
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
に
説

か
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
伝
統
的
な
公
法
・
私
法
の
二
分
法
に
換
え
て
公
法
・
社
会
法
・
私
法
と
い
う
三
分
法
を
採
っ
た
場
合
に
、
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設
立
準
拠
法
規
の
分
類
に
即
し
て
、
法
人
を
公
法
人
・
社
会
法
人
・
私
法
人
の
三
種
に
分
類
す
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
法
適
用
上
や

っ
か
い
な
こ
と
に
な
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
の
考
え
で
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
設
定
こ
そ
悪
し
き
概
念
法
学

的
思
考
の
典
型
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
三
分
化
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
と
法
人
格
に
関
す
る
限
り
何
ら
の
差
異
も
生
じ
な

い
し
、
ま
た
、
公
法
人
に
関
す
る
法
例
と
し
て
唯
一
の
も
の
で
あ
る
商
法
二
条
の
適
用
に
つ
い
て
い
え
ば
、
商
行
為
に
つ
き
商
法
と

矛
盾
抵
触
す
る
法
令
の
適
用
を
受
け
る
法
人
を
そ
の
限
り
で
公
法
人
に
属
す
る
も
の
と
解
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
は
、
商
法
二
条
は
法
例
と
し
て
格
段
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
）
。

　
筆
者
が
間
題
と
す
る
の
は
、
公
法
・
私
法
と
い
う
二
分
法
を
採
っ
た
上
で
、
そ
も
そ
も
そ
の
分
類
は
法
典
を
対
象
と
す
る
も
の
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
個
々
の
法
規
す
な
わ
ち
具
体
的
な
条
文
の
規
範
作
用
の
性
質
に
も
と
づ
く
分
類
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
公
法
・
私
法
の
分
類
に
関
す
る
理
念
的
な
し
は
理
論
的
論
争
に
立
ち
入
る
余
裕
が
な
い
が
、
今
か
り
に
、
私
人
問

の
権
利
・
義
務
の
発
生
・
変
動
・
消
滅
の
要
件
・
効
果
を
定
め
る
も
の
は
典
型
的
な
私
法
で
あ
り
、
一
方
、
国
家
の
免
許
・
認
可
・

監
督
と
い
っ
た
行
政
権
能
発
動
の
要
件
・
効
果
を
定
め
る
も
の
は
典
型
的
な
公
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
を
一
個
の
法
典
の
中
に

包
摂
す
る
も
の
は
今
日
数
多
く
あ
る
。

　
筆
者
に
と
っ
て
は
、
法
の
形
式
的
分
類
（
法
源
の
種
類
等
）
と
は
異
っ
て
、
公
法
・
私
法
の
よ
う
な
法
の
実
質
的
分
類
は
ほ
ん
ら

い
そ
の
機
能
・
性
質
等
の
差
異
を
基
準
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
法
規
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
決

し
て
法
典
を
対
象
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
実
際
上
、
「
国
会
法
や
内
閣
法
や
国
家

行
政
組
織
法
は
公
法
に
属
し
、
民
法
や
商
法
は
私
法
に
属
す
る
。
」
と
い
う
形
で
説
明
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
法
典
を
構
成
し
て

い
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
法
規
が
、
そ
れ
ぞ
れ
公
法
法
規
ま
た
は
私
法
法
規
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
も
、

例
え
ば
商
法
中
の
刑
罰
規
定
の
よ
う
に
、
他
の
種
類
に
属
す
る
法
規
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
民
法
三
三
条
は
「
法
人
ハ
本
法
其
他
ノ
法
律
ノ
規
定
二
依
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
成
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
定
め
て
い
る
。

こ
れ
は
私
法
上
の
法
人
格
す
な
わ
ち
私
権
に
つ
い
て
の
一
般
的
権
利
能
力
の
得
喪
を
定
め
る
規
定
で
あ
っ
て
、
私
法
で
あ
る
。
そ
の

私
法
法
規
た
る
民
法
が
、
法
人
格
取
得
の
準
拠
法
規
に
つ
き
単
に
「
法
律
ノ
規
定
」
と
の
み
定
め
て
お
り
、
格
別
の
限
定
を
付
し
て

は
い
な
い
の
で
、
一
般
に
こ
の
「
法
律
」
に
は
公
法
法
規
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解
し
た
上
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
法
法
規
に

準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
を
公
法
人
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
地
方
自
治
法
二
条
一
項
は
「
地
方
公
共
団
体
は
、
法
人
と
す
る
。
」
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
が
民
法

三
三
条
の
「
法
律
ノ
規
定
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
が
私
法
上
の
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
に

な
る
も
の
と
す
れ
ば
、
地
方
自
治
法
二
条
一
項
は
い
か
な
る
意
味
で
公
法
法
規
な
の
か
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
同
条
項
は
地
方
公
共
団
体
に
「
公
法
上
の
法
人
格
」
（
そ
の
意
義
は
筆
者
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
例
え
ば
住
宅

金
融
公
庫
法
三
条
は
、
「
住
宅
金
融
公
庫
は
、
公
法
上
の
法
人
と
す
る
。
」
と
定
め
て
い
る
。
）
を
付
与
す
る
趣
旨
の
公
法
法
規
で
あ
っ
て
、

民
法
三
三
条
の
「
法
律
ノ
規
定
」
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
に
は
私
法
上
の
法
人
格
が
付
与
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
結
果
の
不
当
な
こ
と
は
、
言
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
。
少
く
と
も
、
同
条
項
が

地
方
公
共
団
体
に
私
法
上
の
法
人
格
を
付
与
す
る
法
規
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
側
面
に
お
け
る
法
規
の
性
質

は
、
民
法
三
三
条
と
同
一
す
な
わ
ち
私
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
要
す
る
に
、
民
法
三
三
条
は
、
私
法
上
の
法
人
格
は
法
律
す
な
わ
ち
国
会
に
よ
り
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
規
に
よ
ら
な
け
れ

ば
付
与
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
法
規
は
ど
の
よ
う
な
法
典
の
中
に
含
ま
れ
て
い
て
も
私
法

法
規
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
設
立
準
拠
法
規
の
種
類
を
区
別
の
基
準
と
す
る
か
ぎ
り
、
私
法
上
の
法
人
格
を
有
す
る

法
人
は
す
べ
て
私
法
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
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他
方
に
お
い
て
、
商
法
二
条
に
い
う
「
公
法
人
」
は
、
そ
れ
自
体
が
私
法
上
の
法
人
格
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
同
条
適
用

の
余
地
の
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
義
は
、
こ
れ
を
設
立
準
拠
法
規
の
種
類
以
外
の
基
準
に
よ
っ
て
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
書
が
公
法
人
の
意
義
に
つ
き
、
設
立
準
拠
法
規
の
種
類
以
外
の
基
準
と
し
て
、
「
国
家
公
権

力
の
一
部
を
澹
当
す
る
一
定
の
組
織
髄
」
と
い
う
基
準
を
採
り
入
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
由
な
し
と
は
し
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
国
家
公
権
力
の
一
部
を
分
担
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
あ
る
組
織
体
に
と
っ
て
は

機
能
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
概
念
の
内
包
た
る
べ
き
属
性
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
そ
の
組
織
体
に
と
っ
て
属
性
に
な
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
機
能
以
外
の
機
能
を
ほ
ん
ら
い
発
揮
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
組
織
体
が
形
成
さ
れ
え
た
と
き
だ
け
で
あ
る
。
は
た
し
て
、

そ
の
よ
う
な
組
織
体
が
形
成
さ
れ
う
る
の
か
ー
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
組
織
は
、
は
た
し
て
独
立
性
・
自
律
性
を
有
す
る
「
組
織

体
」
を
成
し
て
い
る
と
い
い
う
る
の
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
法
人
格
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
付
与
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
私
法
上
の
法
人
格
の
付
与
を
定
め

る
法
規
は
す
べ
て
私
法
法
規
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
公
法
人
」
の
意
義
を
も
と
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
準
は
法
人
格
付
与
の
根
拠

に
関
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
法
人
格
付
与
の
対
象
す
な
わ
ち
そ
の
前
存
在
た
る
実
体
に
こ
れ
を
求
め
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
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四
、
任
意
機
関
と
は
何
か

　
本
書
第
六
節
「
法
人
の
機
關
」
冒
頭
の
総
説
的
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
民
法
は
公
盆
社
團
法
人
及
び
公
盆

財
團
法
人
に
共
通
の
機
關
と
し
て
、
理
事
、
假
理
事
（
特
別
代
理
人
？
）
、
監
事
、
清
算
人
を
、
又
公
盆
社
團
法
人
に
特
有
の
機
關
と
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し
て
、
総
會
を
撃
げ
、
何
れ
も
法
定
の
機
關
と
し
て
、
其
構
成
、
権
限
等
を
規
定
す
る
。
之
等
以
外
に
も
定
款
又
は
寄
附
行
爲
を
以

て
（
相
封
的
必
要
事
項
）
法
人
は
任
意
の
機
關
（
例
・
會
長
、
総
裁
、
顧
問
、
相
談
役
、
評
議
會
、
賛
助
員
會
、
等
々
）
を
設
置
し
、
其

構
成
、
権
限
等
を
定
め
る
こ
と
を
得
る
。
」
（
八
五
頁
）
と
。

　
す
な
わ
ち
、
法
人
の
機
関
に
は
法
定
の
機
関
の
ほ
か
に
、
任
意
の
機
関
も
あ
り
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
民
法
学

説
の
一
般
的
な
理
解
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
り
、
例
え
ば
四
宮
和
夫
博
士
は
、
「
法
人
が
定
款
ま
た
は
寄
附
行
為
に
よ
っ
て
以
上
の

ほ
か
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
自
由
で
あ
り
、
実
際
上
も
、
評
議
員
会
な
る
も
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
」
（
四
宮
・
前
掲
書

二
二
頁
）
と
説
か
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
に
と
っ
て
、
法
人
の
機
関
と
し
て
「
任
意
の
機
関
」
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
わ
か
り
に
く

い
こ
と
が
ら
に
属
す
る
。
い
っ
た
い
、
法
人
の
自
治
・
自
由
と
い
う
原
理
は
、
機
関
を
通
じ
て
の
意
思
決
定
お
よ
び
そ
れ
に
も
と
づ

く
行
動
に
つ
い
て
の
み
で
は
な
く
て
、
機
関
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
ひ
ろ
く
妥
当
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

　
よ
く
、
「
権
利
能
力
な
き
社
団
の
機
関
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
。
典
型
的
に
は
、
株
式
会
社
の
設
立
法
理
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
同
一

性
説
の
中
で
、
設
立
中
の
会
社
と
発
起
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
発
起
人
は
設
立
中
の
会
社
と
い
う
権
利
能
力
な
き
社
団
の
機
関

で
あ
る
。
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
い
う
機
関
と
、
法
人
に
お
け
る
機
関

と
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
意
義
を
異
に
す
る
。

　
法
人
に
お
け
る
機
関
は
、
社
団
ま
た
は
財
団
と
い
う
そ
れ
自
体
と
し
て
は
独
立
に
機
能
し
う
る
器
官
を
も
た
な
い
存
在
に
一
般
的

権
利
能
力
す
な
わ
ち
法
主
体
性
を
付
与
す
る
に
あ
た
り
、
法
主
体
と
し
て
機
能
し
う
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
法
技
術
的
な
機
構
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
権
利
能
力
な
き
社
団
に
お
け
る
機
関
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
事
実
上
あ
る
い
は
経
済
的
に
一
体
と
し
て
機
能

す
る
た
め
の
機
構
で
は
あ
り
え
て
も
、
法
主
体
と
し
て
は
社
団
構
成
員
の
機
能
の
集
合
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
事
実
上
あ
る
い
は
経
済
的
に
一
体
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
機
構
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
と
い
う
こ

と
は
、
社
団
構
成
員
の
自
治
・
自
由
の
範
囲
に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
も
、
法
的
評
価
と
し
て
は
、
法

主
体
た
る
社
団
構
成
員
の
機
能
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
法
人
の
「
機
関
」
は
、
法
人
格
の
付
与
と
い
う
法
的
所
為
の
要
素
的
な
内
容
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
す
べ
て
そ
れ
は
法
定

機
関
な
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
の
法
定
の
方
法
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
態
様
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
民
法
の
公
益
法

人
に
つ
い
て
も
、
監
事
と
い
う
機
関
を
置
く
か
置
か
な
い
か
は
任
意
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
民
法
五
八
条
）
。
し
か
し
、
い
う
ま
で

も
な
く
こ
れ
は
、
必
要
的
機
関
に
対
す
る
意
味
で
の
任
意
機
関
な
の
で
あ
っ
て
、
法
定
機
関
で
あ
る
点
に
お
い
て
差
異
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
機
関
権
限
の
行
使
を
他
の
者
に
委
任
・
授
権
す
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
法
人
の
属
性
と
し
て

定
款
・
寄
附
行
為
に
定
め
て
置
く
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
い
う
ま
で
も
な
く
、
権
限
行
使
を
授
権
さ
れ
た
者
が

機
関
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
授
権
し
た
者
が
依
然
と
し
て
機
関
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
そ
の
授
権
は
有
効
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

こ
の
授
権
は
法
の
許
容
す
る
限
り
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
書
で
「
任
意
の
機
關
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
例
え
ば
「
會
長
」
・
「
総
裁
」
に
つ
い
て
、
理
事
と
は
別
に
、

す
な
わ
ち
理
事
に
非
ざ
る
会
長
・
総
裁
の
設
置
を
定
款
に
定
め
た
場
合
、
そ
れ
は
い
か
な
る
権
限
を
も
つ
機
関
た
り
う
る
の
か
、
ま

た
、
理
事
の
中
か
ら
会
長
・
総
裁
を
置
く
も
の
と
定
款
に
定
め
た
場
合
、
そ
れ
は
理
事
と
い
う
法
定
機
関
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。

　
本
書
は
、
先
に
引
用
し
た
部
分
に
続
け
て
、
「
但
之
に
依
り
法
定
の
必
要
的
機
關
を
魔
止
し
又
は
法
定
の
機
關
の
専
囑
的
権
限
を

剥
奪
又
は
制
限
す
る
こ
と
を
得
な
い
（
定
款
・
寄
附
行
為
上
の
斯
る
定
は
無
効
で
あ
る
）
。
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
註
と
し
て
「
定
款
・
寄

附
行
為
が
此
等
を
法
人
の
機
關
と
し
て
設
置
し
た
の
か
（
相
封
的
記
載
事
項
）
又
は
軍
に
従
業
員
の
職
階
上
の
地
位
を
定
め
た
も
の
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か
（
任
意
事
項
）
は
、
定
款
・
寄
附
行
為
の
解
繹
に
侯
つ
外
な
い
。
」
（
八
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
正
理
の
下
で
、
津
田
先

生
は
、
い
か
な
る
「
機
關
」
と
し
て
「
會
長
、
総
裁
、
…
…
」
と
例
示
さ
れ
た
も
の
を
把
え
て
お
ら
れ
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
、

も
は
や
直
接
に
お
伺
い
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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