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明
治
憲
法
体
制
が
、
憲
法
に
お
い
て
信
教
の
自
由
を
保
障
し
て
い
た
（
明
治
憲

法
第
二
八
条
「
日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
二
背
カ
サ

ル
限
二
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
勅
語
を
は
じ
め

と
す
る
「
国
民
道
徳
」
論
に
よ
っ
て
内
的
・
精
神
的
領
域
に
権
力
が
介
入
し
た
こ

と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
近
代
法
の
原
則
に
反
す
る
と
批
判
す

る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
そ
も
そ
も
何
故
、
権
力
は
内
的
・
精
神
的
領
域
に
介
入
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
西
洋
か
ら
受
容
さ
れ
た
国

家
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
人
々
を
国
民
（
「
臣
民
」
）
と
し
て
再
組
織
化
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ

う
に
、
明
治
憲
法
体
制
に
お
い
て
道
徳
的
・
倫
理
的
言
説
は
、
国
家
や
国
民
と
い

う
制
度
を
根
拠
づ
け
る
準
拠
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
権
力
に

よ
る
内
的
・
精
神
的
領
域
へ
の
介
入
に
は
、
単
に
諸
個
人
を
産
業
や
軍
隊
に
動
員

す
る
こ
と
だ
け
が
賭
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
制
度
が
理
性
に
適
う
も
の
で

あ
る
と
し
て
呈
示
す
る
こ
と
も
が
賭
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
臣
民
」
（
。
。
ロ
9
。
9
）
と
し
て
の
道
徳
や
倫
理
の
名
の
下
に
、
権
力
が
主
体
（
。
。
口
7

紅
茸
を
規
律
化
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
論
議
が
為
さ
れ
た
の
か

を
辿
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一

準
拠
と
い
う
問
題

　
i
法
と
道
徳
を
め
ぐ
る
一
般
的
考
察

　
ま
ず
は
、
こ
こ
で
用
い
る
い
く
つ
か
の
概
念
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
こ
こ
で
言
う
国
家
と
は
制
度
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
例
え
ば

次
の
よ
う
な
こ
と
だ
。
「
国
家
は
、
規
範
秩
序
つ
ま
り
規
範
の
体
系
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
規
範
は
言
語
的
に
は
当
為
命
題
、
論
理
的
に
は
仮
定

判
断
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
そ
こ
で
は
「
～
す
べ
き
〔
当
為
〕
（
・
．
。
。
o
＝
・
、
）
」
に
よ

っ
て
要
件
と
効
果
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
（
も
し
a
な
ら
ば
、
b
あ
る
べ
し
）
。
か

く
し
て
国
家
は
、
法
が
把
握
さ
れ
る
領
域
と
原
理
的
に
全
く
同
じ
と
こ
ろ
に
移
行

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
が
「
価
値
」
と
し
て
「
現
実
」
に
対
立
す
る
の

と
同
じ
意
味
で
、
「
当
為
」
と
し
て
の
国
家
は
「
存
在
」
に
対
立
す
る
。
こ
の
「
当

為
」
と
「
存
在
」
の
対
立
が
、
一
般
的
に
は
精
神
科
学
の
方
法
の
、
個
別
的
に
は

国
家
及
び
法
の
科
学
的
認
識
の
、
根
本
要
素
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
当
為

と
存
在
の
対
立
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
精
神
と
自
然
の
対
立
が
示
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
規
範
体
系
と
し
て
の
国
家
と
法
が
同
じ
く
当
為
の
範
囲
に
あ
っ
て
、
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
範
囲
に
は
な
い
こ
と
は
、
国
家
に
特
別
の
実
在
性
や
法
則
性
が
、
自
然
に
お
い
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て
の
も
の
と
は
相
異
す
る
こ
と
を
差
し
あ
た
り
意
味
し
て
い
る
。
国
家
の
存
在
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
通
常
専
ら
存
在
と
呼
ば
れ
て
い
る
自
然
存
在
に
対
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
然

の
因
果
法
則
性
1
こ
れ
が
お
お
よ
そ
法
則
性
と
思
わ
れ
て
い
る
一
に
対
し

て
、
こ
の
よ
う
な
因
果
法
則
性
と
は
全
く
異
な
る
因
果
法
則
性
が
対
置
さ
れ
る
の

で
あ
る
」
〔
↓
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
う
国
家
と
は
、
物
理
的
な
実
在
や
自
然
の
因

果
法
則
性
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
規
範
の
総
体
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
国
家
概
念
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
由
来
す

る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
テ
ン
語
の
g
・
§
霧
と
い
う
語
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
代
フ
ラ

ン
ス
の
法
制
史
学
者
・
精
神
分
析
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
は
、
こ
の

。・

?
ﾛ
と
い
う
「
状
態
」
を
指
し
示
し
て
い
た
言
葉
が
国
家
を
意
味
す
る
よ
う
に

な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
エ
　
タ

　
「
《
団
S
一
》
〔
国
家
〕
と
い
う
語
は
属
格
を
必
要
と
し
ま
す
。
何
の
《
叫
§
》
な
の

か
。
ロ
ー
マ
の
法
学
者
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、
公
共
の
法
を
定
義
し
よ
う
と
し
て
有

名
な
表
現
を
残
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
の
事
物
の
状
態
（
フ
ラ

ン
ス
語
で
は
《
鰹
讐
》
、
ラ
テ
ン
語
で
は
《
ω
§
＝
。
。
》
）
に
関
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
中
世
に
近
代
的
観
念
の
ス
コ
ラ
的
構
築
の
兆
し
が
現
れ
る
と
、
属
格
の

つ
い
た
《
。
。
§
島
》
、
つ
ま
り
会
§
》
が
用
い
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
《
。
。
§
島
8
ヨ
ー

目
ロ
巳
榮
ジ
》
、
《
O
O
『
O
昌
”
O
》
、
《
①
o
o
δ
g
。
冨
。
》
、
《
一
ヨ
娼
。
島
》
、
《
ヨ
9
。
σ
q
冨
胃
拶
言
。
・
》
な
ど
、
つ

ま
り
共
同
体
の
状
態
、
王
国
の
状
態
、
教
会
の
状
態
、
帝
国
の
状
態
、
行
政
官
の

状
態
、
な
ど
で
す
。
要
す
る
に
、
権
力
状
態
、
公
共
的
あ
る
い
は
政
治
的
条
件
の

状
態
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
語
源
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
ラ
テ
ン
語
の
動
詞

《
。
。
§
o
》
〔
立
っ
て
い
る
〕
か
ら
、
そ
の
語
の
意
味
は
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
結
局
、

《
。
・
臼
ε
ω
》
と
は
編
成
の
仕
方
を
意
味
す
る
、
つ
ま
り
指
示
さ
れ
た
各
実
体
（
共
同

体
、
王
国
、
教
会
、
帝
国
な
ど
）
が
ど
ん
な
具
合
に
存
立
し
て
い
る
の
か
と
い

う
、
そ
の
編
成
の
仕
方
を
意
味
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
語
の
下
に
何
が
置
か
れ
て
い
る
の
か
。
何
が
こ
の
語
に
力
を
付
与
し
て

い
る
の
か
。
そ
れ
を
見
つ
け
る
の
は
簡
単
で
す
。
そ
こ
に
は
、
も
っ
と
も
広
い
意

味
で
の
宗
教
的
、
政
治
的
、
社
会
的
性
格
を
も
っ
た
、
理
念
、
表
象
、
根
拠
、
言

説
な
ど
と
わ
れ
わ
れ
が
呼
ぶ
も
の
が
置
か
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
根
本
的
理
由
と

か
、
究
極
の
地
平
と
か
に
関
し
て
、
一
時
代
が
構
想
す
る
す
べ
て
が
置
か
れ
て
い

る
の
で
す
。
こ
の
根
本
的
理
由
1
1
理
性
と
い
う
も
の
を
、
わ
た
し
は
大
文
字
の

〈
準
拠
譲
寂
器
昌
8
＞
と
い
う
理
論
的
概
念
に
よ
っ
て
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

一
社
会
が
み
ず
か
ら
の
た
め
に
、
人
類
に
お
い
て
法
を
な
す
も
の
を
組
み
上
げ
る

た
め
に
依
拠
す
る
言
説
で
す
。
言
い
か
え
る
と
、
《
器
巳
ω
》
、
会
§
》
と
い
う
概

念
の
背
後
に
は
、
権
力
の
諸
実
体
を
存
立
さ
せ
る
た
め
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
中
世

の
政
治
的
－
神
学
的
作
業
が
存
在
す
る
の
で
す
。
《
o
。
一
碧
ロ
ロ
。
》
と
は
正
統
性
を
結
び

上
げ
る
様
態
で
あ
り
、
一
社
会
が
規
範
シ
ス
テ
ム
を
展
開
す
る
た
め
に
準
拠
す
る

基
軸
的
正
統
性
を
結
び
上
げ
る
様
態
な
の
で
す
。
構
造
的
に
言
え
ば
、
つ
ま
り
規

範
構
築
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
今
日
の
国
家
（
団
一
双
）
は
民
主
制
の
〈
準
拠
〉
に

帰
せ
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
、
ス
コ
ラ
学
的
な
論
証
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
《
。
・
舅
口
。
。
》
が
、
そ
れ
と
は
別
の
正
統
性
の
言
説
、
例
え
ば
〈
準
拠
〉

の
キ
リ
ス
ト
教
的
・
教
皇
的
言
説
に
、
あ
る
い
は
〈
準
拠
V
の
帝
国
的
言
説
に
帰

せ
ら
れ
た
の
と
、
全
く
同
じ
こ
と
な
の
で
す
」
（
、
〉
。

　
本
来
、
「
状
態
」
と
い
う
価
値
中
立
的
な
言
葉
だ
っ
た
切
＄
霧
は
、
属
格
が
な

け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ω
§
霧
に
対
す
る
属
格
と

は
、
そ
の
指
し
示
す
共
同
体
が
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
共
同
体
で
あ
る
の
か

と
い
う
内
実
を
付
与
す
る
言
葉
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
共
同
体
が
何
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
く
制
度
な
の
か
を
表
現
す
る
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言
葉
を
、
器
言
。
。
と
い
う
語
は
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
根
拠
を
呈
示

す
る
言
説
は
、
正
統
性
（
冨
。
。
三
日
過
昌
）
に
関
す
る
言
説
と
呼
ば
れ
る
が
、
ル
ジ

ャ
ン
ド
ル
は
そ
れ
を
〈
準
拠
頴
弊
9
8
＞
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
を

踏
ま
え
て
、
制
度
の
根
拠
に
関
す
る
言
説
を
「
準
拠
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
国
家
と
い
う
制
度
は
具
体
的
な
内
実
を
欠
い
た
も
の
、

い
わ
ば
枠
組
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
支
え
る
準
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
内
実
あ
る

も
の
と
し
て
存
立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
制
度
的
概
念
と

し
て
の
国
家
は
、
共
同
体
の
具
体
的
な
理
念
や
世
界
観
を
欠
い
た
形
式
に
す
ぎ
な

い
た
め
、
理
念
や
世
界
観
を
表
現
す
る
言
説
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
理
念
や
世
界

観
を
表
現
す
る
言
説
が
、
準
拠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
近
代
に
お
け
る
準
拠
の
機

能
を
表
現
し
た
概
念
と
し
て
主
権
概
念
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
に
お
い

て
国
家
と
は
、
主
権
を
存
立
基
盤
と
す
る
空
虚
な
制
度
的
枠
組
み
で
あ
り
、
ま
た

国
家
は
主
権
に
よ
っ
て
そ
の
理
念
や
世
界
観
と
い
う
内
実
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

で
、
制
度
と
し
て
生
き
ら
れ
う
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
に
お
い
て
は
、
制
度
が
人
に
と
っ
て
生
き

ら
れ
う
る
も
の
に
な
る
た
め
に
、
制
度
を
何
ら
か
の
理
念
や
世
界
観
に
よ
っ
て
根

づ
か
せ
る
主
権
と
呼
ば
れ
る
準
拠
の
機
能
が
、
制
度
の
原
動
力
と
し
て
現
れ
る
。

し
か
し
、
一
般
に
、
主
権
が
こ
う
し
た
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
主
権
概
念
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
把
握
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
一
般
に
は
、
主
権
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
外
的
・
国
際
的
に
は
外
部
の
権
力
に
従
属
し

な
い
国
家
の
地
位
を
指
し
、
対
内
的
・
国
内
的
に
は
国
家
の
最
高
意
思
で
あ
り
、

国
家
と
し
て
の
意
思
を
排
他
的
か
つ
最
終
的
に
決
定
す
る
権
力
を
指
す
。
こ
の
よ

う
な
主
権
概
念
は
、
要
す
る
に
、
国
家
権
力
の
至
高
性
を
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
つ
ま
り
、
主
権
的
権
力
（
唱
O
口
く
O
μ
円
　
o
励
O
目
く
0
円
8
昌
）
の
ス
テ
イ
タ
ス
は
至
高

（
。
。
o
ロ
＜
o
邑
昌
）
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
一
種
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
関
心
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
権
力
論
に
お
け
る
主
権
概
念

の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
く
、
制
度
論
に
お
け
る
主
権
概
念
の
役
割
で
あ
り
、
特

定
の
権
力
を
制
度
的
に
至
高
の
も
の
と
し
て
演
出
す
る
こ
と
に
は
制
度
論
と
し

て
、
い
っ
た
い
、
何
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
「
と
こ
ろ
で
、
諸
制
度
の
真
理
と
い
う
問
題
か
ら
、
一
見
す
る
と
掴
み
ど
こ
ろ

の
な
い
よ
う
な
も
の
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
、
近
代
の
人
間
が
国
家
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

語
で
指
し
示
し
て
い
る
権
力
と
芸
術
家
の
権
力
と
の
間
の
一
般
的
論
理
（
、
馬
§

8
ミ
ミ
§
）
に
つ
い
て
探
求
す
る
際
に
、
古
典
的
な
ド
グ
マ
学
者
た
ち
が
多
少
は

明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
般
的
論
理
は
聖
別
さ
れ
た
名
前
を
も
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
〈
創
造
主
〉
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
〈
主
権
〉
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
ま
さ
し
く
政
治
的
な
も
の
の
象
徴
が
再
び
賭
け
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
全
能
1
1
絶
対
権
力
（
一
〇
口
一
①
1
唱
ロ
一
ω
o
励
臼
口
0
0
）
を
基
盤
に
創
造
す
る
能
力

腫
資
格
（
8
B
。
ま
）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
一
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
準
拠
の
整

備
か
ら
　
　
出
発
し
て
、
〈
法
律
〉
の
支
配
体
制
を
作
り
上
げ
る
際
の
、
正
統
性

の
も
つ
諸
効
果
を
定
礎
す
る
能
力
1
1
資
格
で
あ
る
」
（
3
v
。

　
制
度
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
制
度
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。
い
わ
ば
制
度
が
真
理
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
こ
と
が
、
制
度
の
存
立
の

前
提
な
の
で
あ
る
。
歴
史
学
者
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
に
よ
る
と
、

＝
二
世
紀
以
降
に
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
制
度
の
存
立
を
支
え
る
準
拠
を

構
築
す
る
者
は
〈
創
造
主
〉
と
し
て
の
立
法
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま

り
、
⊥
ハ
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
が
一
一
・
一
二
世
紀
に
再
発
見
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さ
れ
、
古
代
の
こ
の
法
典
を
当
時
の
社
会
に
根
づ
か
せ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は

人
々
に
と
っ
て
生
き
ら
れ
う
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
新
た
な
準
拠
を
必
要
と
し

た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
準
拠
が
世
界
観
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
準
拠
を
発
明
す
る

者
は
文
字
通
り
世
界
の
〈
創
造
主
〉
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
世
界
の
く
創
造
主
V
と
し
て
の
立
法
者
と
い
う
観
念
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

期
に
は
〈
創
造
主
〉
と
し
て
の
芸
術
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
こ
と
に
な

る
（
、
）
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
は
「
古
典
的
な
ド
グ
マ
学

者
」
、
す
な
わ
ち
一
三
世
紀
以
降
の
法
学
得
た
ち
の
言
う
〈
創
造
主
〉
と
近
代
に

お
け
る
主
権
概
念
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
主
権
と
は
準
拠

と
い
う
世
界
観
を
創
造
す
る
「
能
力
1
1
資
格
」
を
表
現
し
た
概
念
で
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
主
権
概
念
に
は
、
制
度
を
真
理
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
の

準
拠
の
世
界
観
が
、
全
能
性
の
能
力
ロ
資
格
に
基
づ
い
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
呈
示
す
る
こ
と
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
無
か
ら
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
は
神
話
的
な
世
界
で

あ
っ
て
、
科
学
に
よ
っ
て
神
話
を
追
放
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
近
代
社
会
と
は

無
縁
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
先
の

ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
概
念
に
立
ち
戻
ろ
う
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
と
、
国
家
と
は
物
理

的
な
事
実
や
自
然
の
因
果
法
則
性
に
よ
っ
て
把
握
で
き
な
い
も
の
だ
と
言
っ
て
い

る
が
、
そ
の
際
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
国
家
と
は
「
存
在
」
と
区
別
さ
れ
る
「
当
為
」
の

秩
序
に
属
す
る
と
主
張
し
て
い
た
。
「
存
在
」
と
は
事
実
確
認
的
な
（
8
昌
。
・
翼
5

言
表
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
当
為
」
と
は
物

理
的
な
事
実
で
な
い
以
上
、
事
実
確
認
的
な
言
表
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
え
ず
、
行

為
遂
行
的
な
（
で
9
ま
長
鳥
h
）
言
表
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
る
規
範
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
国
家
が
「
当
為
」
の
秩
序
に
属
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
国
家
を
は
じ

め
と
す
る
諸
制
度
は
、
行
為
遂
行
的
な
言
表
に
よ
っ
て
、
無
か
ら
あ
ら
し
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
誰
も
が
為
し
う
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
世
界
を
創
造
し
う
る
だ
け
の
全
能
性
の
能
力
1
1
資
格
を

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

有
す
る
者
、
も
し
く
は
与
え
ら
れ
た
者
に
の
み
為
し
う
る
。
ま
た
、
全
能
性
の
能

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

力
1
1
資
格
を
有
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
違
い
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
明
治
憲
法
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
主
権
が
あ
く
ま
で
も
能
力
1
1
資
格
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

能
力
旺
資
格
を
有
す
る
者
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
た
者
は
、
生
身
の
人
間
で
は
な

く
、
そ
の
能
力
1
1
資
格
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
一
種
の
役
柄
、
す
な
わ
ち
ペ
ル
ソ
ナ
（
人
格
）
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
創
造
し

上
演
す
る
準
拠
に
よ
っ
て
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
り
、
そ
の
世
界
観
に
繋
縛
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
全
能
性
の
能
力
1
1
資
格
を
有
す
る
者
、
も
し
く
は
与
え
ら
れ
た
者
が
、
制
度
的

な
概
念
で
あ
る
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
拘
束
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
彼
あ
る
い

は
彼
女
が
諸
制
度
を
行
為
遂
行
的
な
言
表
に
よ
っ
て
無
か
ら
あ
ら
し
め
る
と
は
言

っ
て
も
、
厳
密
に
は
彼
あ
る
い
は
彼
女
を
拘
束
す
る
何
ら
か
の
制
度
が
す
で
に
先

行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
創
造
的
な
行
為
に
先
行
す
る
何
ら

か
の
制
度
、
言
い
換
え
れ
ば
、
創
造
さ
れ
た
準
拠
が
反
転
し
て
創
造
す
る
者
自
身

を
拘
束
す
る
機
能
を
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い

う
語
は
、
ト
ー
マ
ス
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
タ
ー
ン
（
目
7
0
ヨ
器
ω
§
ロ
9
翁
忌
P
一
〇
P
P

l
一
場
ひ
）
の
『
科
学
革
命
の
構
造
』
（
§
偽
吻
ミ
6
ミ
鳶
ミ
急
斜
ミ
ミ
6
肉
ミ
ミ
§
§
3
一
〇
＄

（
中
山
当
主
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
）
）
以
来
、
す
っ
か
り
有
名
に
な
っ
た

語
だ
が
、
こ
こ
で
言
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
科
学
史
で
用
い
ら
れ
る
意
味
と
は
異
な

る
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
語
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
パ
ラ
デ
イ
ク
マ
（
噂
甲



5

冨
匹
9
α
q
日
9
）
と
い
う
言
葉
に
由
来
す
る
。
こ
こ
で
用
い
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
語

は
、
こ
の
古
典
的
な
意
味
で
の
パ
ラ
デ
イ
ク
マ
論
を
踏
ま
え
て
お
り
、
例
え
ば
次

の
よ
う
な
簡
潔
な
概
念
で
あ
る
。
「
或
る
人
が
或
る
橋
を
渡
っ
た
と
し
よ
う
。
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
自
分
も
そ
の
と
お
り

に
そ
の
橋
を
渡
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
種
類
の
意
識
の
対
象
（
こ
の
場

合
、
曲
る
人
が
或
る
橋
を
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
如
き

も
の
）
を
パ
ラ
デ
イ
ク
マ
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
」
〔
5
）
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
一
般
に
「
範
」
と
か
「
範
例
」
と
か

「
先
例
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
お
こ
う
。
す
な

わ
ち
、
諸
個
人
の
行
動
の
範
で
あ
り
、
人
に
と
っ
て
外
在
的
で
あ
る
が
行
動
に
際

し
て
内
在
化
さ
れ
、
忠
実
に
再
現
さ
れ
る
に
せ
よ
侵
犯
さ
れ
る
に
せ
よ
、
つ
ね
に

参
照
さ
れ
る
先
例
で
あ
り
規
範
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

は
、
単
に
法
秩
序
や
法
秩
序
の
準
拠
と
な
る
世
界
観
の
創
造
に
の
み
要
請
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
「
行
動
の
範
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、
道

徳
的
な
も
の
や
倫
理
的
な
も
の
に
も
関
係
し
て
い
る
。
法
秩
序
や
法
秩
序
の
準
拠

に
つ
い
て
、
道
徳
的
・
倫
理
的
な
も
の
と
も
関
係
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
概
念

に
よ
っ
て
論
じ
る
な
ど
と
言
う
と
、
権
力
に
よ
る
内
的
・
精
神
的
領
域
へ
の
干
渉

を
容
認
し
か
ね
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
敢
え
て
言
え
ば
、
法
秩
序
は
道
徳

や
倫
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
不
可
分
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ジ

ャ
ン
ド
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
依
拠
し
、
〈
倫
理

口
量
ρ
器
〉
と
は
自
然
や
生
来
的
な
も
の
に
対
置
さ
れ
る
、
習
俗
（
慣
習
・
良
俗
）

を
鍛
錬
す
る
技
術
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
の
テ
ク
ス
ト
の
一
つ

『
学
説
彙
纂
』
1
・
1
・
1
の
一
節
「
法
と
は
善
と
衡
平
の
技
術
で
あ
る
」
と
通
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へ

じ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「
〈
倫
理
〉
は
何
に
挑
戦
し
て
い

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
の
か
〔
引
用
者
註
：
ラ
テ
ン
語
の
震
。
。
（
技
術
）
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
テ
ク
ネ

ー
」
に
相
当
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
テ
ク
ネ
i
」
が
「
～
に
挑
戦

す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞
「
ペ
イ
ラ
オ
マ
イ
」
に
由
来
す
る
こ
と
を
踏
ま
え

て
い
る
〕
。
〈
法
〉
の
技
術
に
関
す
る
ロ
ー
マ
の
テ
ク
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
続
け
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
を
育
み
（
一
口
ω
二
昌
釦
ヨ
　
O
O
＝
ヨ
貿
ω
）
、
善
と
衡
平
に
関
す
る

知
識
を
公
言
す
る
こ
と
（
げ
〇
三
9
器
ρ
巳
昌
9
爵
巨
喝
『
o
自
8
ヨ
包
－
神
官
た
ち

（
o
り
餌
O
O
『
9
0
一
〇
ω
）
の
仕
事
で
あ
る
、
と
」
（
、
）
。

　
法
秩
序
や
そ
の
準
拠
と
な
る
世
界
観
の
創
造
と
い
う
行
為
が
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
に

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
正
義
に
適
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
正
義
の
追
求
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
法
の
言
葉
で
言
え
ば
「
善
と
衡

平
に
関
す
る
知
識
」
の
探
求
は
「
神
官
た
ち
の
仕
事
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
領
分
は
道
徳
や
倫
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
も
内
包
す
る
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
神
官
た
ち
の
仕
事
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
法
秩
序
は
国

教
を
要
請
す
る
な
ど
と
性
急
に
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
例
え
ば
、
信
教
の
自
由
も
ま
た
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
以

上
、
こ
の
権
利
を
保
障
す
る
法
の
制
定
が
正
義
に
由
っ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、

無
秩
序
と
そ
の
準
拠
を
創
造
す
る
者
は
自
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
近
代
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
創
造
す
る
者
は
自
由
の

対
象
と
さ
れ
る
宗
教
よ
り
も
根
底
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
そ
の
保
障
す
る
行
為
を
問

い
直
す
こ
と
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
に
お
い
て

は
も
は
や
宗
教
が
正
義
を
追
求
す
る
た
め
の
理
性
を
育
む
場
所
と
は
見
な
さ
れ
な

く
な
っ
た
帰
結
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
帰
結
は
、
近
代
ど
こ
ろ
か
、
西
洋

に
お
い
て
一
一
・
一
二
世
紀
に
再
発
見
さ
れ
た
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
が
「
書
か
れ

た
理
性
」
と
し
て
研
究
さ
れ
た
と
き
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
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・
つ
。　

国
家
を
は
じ
め
と
す
る
空
虚
な
枠
組
と
し
て
の
制
度
体
系
が
整
備
さ
れ
た
と
き

か
ら
、
人
は
こ
の
制
度
体
系
を
住
み
う
る
場
所
と
す
る
た
め
に
、
制
度
体
系
の
根

拠
と
し
て
の
準
拠
の
創
造
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
の
準
拠
は
単

に
制
度
体
系
を
根
拠
づ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
創
造
さ
れ
る
や
否
や
反
転
し
パ
ラ
ダ

イ
ム
と
し
て
創
造
す
る
者
自
身
を
拘
束
す
る
。
そ
し
て
、
創
造
す
る
者
を
拘
束
す

る
瞬
間
に
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
準
拠
は
科
学
的
合
理
性
の
よ
う
な
事
実
確

認
的
な
言
表
の
合
理
性
と
は
異
な
り
、
理
性
的
か
つ
道
徳
的
な
行
為
を
創
造
す
る

者
に
課
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
準
拠
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

二
　
明
治
憲
法
体
制
に
お
け
る
準
拠
の
創
造

　
で
は
、
こ
う
し
た
準
拠
の
問
題
を
め
ぐ
る
一
般
的
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
日
本

に
お
け
る
国
家
と
い
う
制
度
体
系
と
そ
の
準
拠
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
立
ち
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
明
治
憲
法
体
制
に
お
い
て
準
拠
と

し
て
創
造
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論
議
全
般
で
は
な
く
、

そ
の
核
心
部
分
の
み
を
概
観
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
明
治
憲
法
第
↓

条
の
統
治
権
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

　
明
治
憲
法
第
一
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一

系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」
。
こ
れ
は
統
治
権
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
統
治
権
は
単
な
る
政
治
的
な
支
配
を
言
い
表
し
た
言
葉
で
は
な
い
。
そ

も
そ
も
「
統
治
」
と
い
う
語
は
、
明
治
憲
法
以
前
に
は
日
本
で
あ
ま
り
用
い
ら
れ

な
か
っ
た
語
で
あ
り
、
本
来
「
シ
ラ
ス
」
と
い
う
古
語
で
書
か
れ
て
い
た
草
案
を

漢
語
調
で
統
一
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
「
統
治
」
と
「
シ
ラ
ス
」

と
が
同
義
で
あ
る
こ
と
は
、
『
憲
法
義
解
』
に
示
さ
れ
て
い
る
。
『
憲
法
義
解
』
は

第
一
条
の
註
釈
で
、
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
、
『
続
日
本
紀
』
な
ど
を
引
用

し
な
が
ら
、
統
治
権
の
「
統
治
」
と
は
古
語
の
「
シ
ラ
ス
」
や
「
シ
ロ
シ
メ
ス
」

を
意
味
す
る
と
註
釈
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
古
語
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る
。
「
所
謂
『
し
ら
す
』
と
は
即
ち
統
治
の
義
に
外
な
ら
ず
。
蓋
祖
宗
其
の
天

職
を
重
ん
じ
、
君
主
の
徳
は
八
洲
臣
民
を
統
治
す
る
に
重
て
一
人
一
家
に
享
奉
ず

る
の
私
事
に
非
ざ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
り
。
此
れ
乃
憲
法
の
拠
て
以
て
其
の
基
礎

と
為
す
所
な
り
」
（
，
）
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
天
皇
に
よ
る
「
統
治
」
あ
る
い
は
「
シ
ラ
ス
」
が
「
君

主
の
徳
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
私
事
に
非
ざ
る
こ
と
」
を
意
味

す
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
つ
ま
り
天
皇
に
よ
る
「
統
治
」
は
私
的
な

利
益
に
基
づ
く
行
為
で
は
な
く
、
公
益
や
国
益
の
実
現
す
る
行
為
で
あ
る
と
註
釈

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
註
釈
の
詳
細
は
、
明
治
憲
法
起
草
者
の
ひ
と
り
で

あ
る
井
上
毅
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
明
治
憲
法
発
布
の
五
日
後
の
一
八
八
九

（
明
治
二
二
）
年
二
月
一
六
日
に
行
っ
た
講
演
「
古
言
」
に
お
い
て
、
井
上
は
、

西
洋
や
中
国
に
お
け
る
「
支
配
」
を
意
味
す
る
言
葉
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
れ
ら

と
日
本
に
お
け
る
「
シ
ラ
ス
」
と
い
う
言
葉
と
を
比
較
し
、
「
シ
ラ
ス
」
と
い
う

言
葉
の
独
自
性
と
優
越
性
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
井
上
は
ま
ず
西
洋
や

中
国
で
は
「
支
配
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞
と
し
て
、
・
．
o
。
8
題
、
．
、
、
．
o
。
o
＜
－

o
∋
．
．
、
「
国
を
御
す
る
」
、
「
民
を
牧
す
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
紹
介
し
、
そ

れ
ら
が
土
地
を
占
領
し
、
人
々
を
支
配
者
の
所
有
物
と
し
て
扱
う
暴
力
的
な
行
為

を
意
味
す
る
と
批
判
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
借
、
御
国
に
於
い
て
は
、
此
の
国
土
人
民
を
支
配
す
る
こ
と
の
考
へ
を
、
何

と
名
を
付
け
何
と
称
へ
た
る
の
で
あ
ら
ふ
か
、
古
事
記
に
建
御
雷
神
を
下
し
玉
ひ
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て
、
大
国
主
神
に
問
へ
ら
く
の
條
に
、
汝
全
霊
志
波
至
愛
葦
原
中
国
者
、
我
子
之

所
知
国
ト
言
崇
重
と
あ
る
、
う
し
は
く
と
い
ひ
、
し
ら
す
と
い
ふ
二
の
言
葉
が
御

国
の
大
昔
の
国
土
人
民
に
対
す
る
働
き
を
名
け
た
る
国
語
で
あ
っ
た
も
の
と
見
え

る
、
而
し
て
一
ツ
は
う
し
は
く
と
い
ひ
、
他
の
一
ツ
は
し
ら
す
と
称
へ
た
る
に

は
、
好
此
の
ニ
ツ
の
間
に
、
差
別
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
、
（
中
略
）
此
の
う
し

は
く
と
称
へ
た
る
は
、
一
の
土
豪
の
所
作
で
あ
っ
て
、
土
地
人
民
を
勝
手
に
我
が

私
有
財
産
に
取
入
れ
居
っ
た
所
の
、
大
国
主
命
の
し
わ
ざ
を
書
い
た
も
の
で
あ

る
、
正
統
の
皇
孫
と
し
て
御
国
に
照
し
臨
み
玉
ふ
所
の
大
御
業
は
、
う
し
は
く
で

は
な
い
、
是
を
し
ら
す
と
称
へ
ら
れ
た
、
（
中
略
）
御
国
の
御
先
祖
伝
来
の
御
家

法
は
、
国
を
知
ら
す
と
い
ふ
言
葉
に
存
在
し
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
此
の
国
を
知
り
、
国
を
知
ら
す
と
い
ふ
こ
と
は
各
国
に
比
較
を
取
る

見
合
せ
に
す
る
言
葉
が
な
い
、
（
中
略
）
知
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
今
の
人
の
普
通

に
用
み
る
言
葉
の
如
く
、
心
で
物
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
内
の
心
と
外
の
物
と

の
関
係
を
い
ひ
あ
ら
は
し
、
而
し
て
内
の
心
は
外
の
物
に
照
し
臨
み
て
、
鏡
の
物

を
映
す
如
く
、
知
り
明
ら
む
る
心
持
の
言
葉
に
相
違
な
い
、
（
中
略
）
し
ら
す
と

い
う
こ
と
は
、
理
を
以
て
物
を
兼
ね
た
る
完
全
な
る
言
葉
で
あ
る
」
亘
。

　
井
上
毅
が
西
洋
の
近
代
憲
法
を
受
容
す
る
の
に
、
そ
れ
と
は
無
縁
の
は
ず
の

『
古
事
記
』
な
ど
日
本
の
古
代
の
テ
ク
ス
ト
に
ま
で
に
遡
行
し
て
、
古
語
「
シ
ラ

ス
」
を
再
発
見
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
井
上
は
そ
れ
に
よ
っ

て
い
く
つ
か
の
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
（
9
）
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
次
の
二
つ
の
効
果
に
注
目
し
よ
う
。

　
第
一
の
効
果
。
明
治
憲
法
体
制
と
い
う
新
た
な
法
秩
序
を
真
理
と
し
て
保
証
す

る
効
果
で
あ
る
。
井
上
に
と
っ
て
「
シ
ラ
ス
」
と
は
動
詞
「
知
る
」
の
尊
敬
表
現

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
鏡
」
が
物
の
真
実
の
姿
を
映
し
出
す
よ
う
な
作
用
を
意
味

し
、
「
理
を
以
て
物
を
兼
ね
た
る
完
全
な
る
言
葉
」
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
欽
定
憲

法
で
あ
る
明
治
憲
法
は
、
ま
さ
に
欽
定
で
あ
る
こ
と
、
天
皇
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
正
義
に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い

る
、
な
ぜ
な
ら
、
「
シ
ラ
ス
」
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
は
真

理
や
正
義
を
探
究
す
る
理
性
を
保
持
し
う
る
唯
一
の
存
在
者
で
あ
る
か
ら
だ
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
こ
で
の
理
論
的
概
念
を
用
い
て
言
え
ば
、
近
代

法
秩
序
と
い
う
空
虚
な
枠
組
を
、
人
が
住
み
う
る
場
所
と
す
る
た
め
の
世
界
観

（
歴
史
観
を
も
含
む
）
と
し
て
の
準
拠
の
創
造
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
世
界
観
を

創
造
す
る
の
は
、
「
シ
ラ
ス
」
を
再
発
見
し
た
井
上
毅
で
は
な
く
、
「
シ
ラ
ス
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
う
能
力
1
1
資
格
を
、
唯
一
有
す
る
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
て
い
る
と
再
発
見
さ

れ
た
天
皇
で
あ
る
。

　
第
二
の
効
果
。
個
の
「
臣
民
」
と
し
て
の
主
体
化
（
。
。
ロ
9
0
9
ぞ
巴
8
V
を
促
す

と
い
う
効
果
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
を
制
度
的
存
在
者
と
し
て
制
度
化
す

る
効
果
で
あ
る
。
準
拠
に
よ
っ
て
人
が
住
み
う
る
場
所
と
な
っ
た
近
代
法
秩
序

は
、
近
代
法
秩
序
に
ふ
さ
わ
し
い
住
人
と
し
て
の
制
度
的
存
在
者
を
要
請
す
る
。

「
シ
ラ
ス
」
に
よ
っ
て
準
拠
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
準
拠
は
創
造
の
瞬
間
に
反
転
し
て
、
創
造
す
る
者
で
あ
る
天
皇
自
身

を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
準
拠
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
拘
束
性
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
天
皇
は
、

「
シ
ラ
ス
」
と
い
う
真
理
や
正
義
を
探
究
す
る
理
性
の
能
力
目
資
格
を
表
現
す
る

語
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
の
制
度
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
憲
法
体
制
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
、
天

皇
を
「
親
」
、
国
民
を
「
赤
子
」
と
位
置
づ
け
る
比
喩
は
、
後
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
天
皇
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
す
る
「
臣
民
」
の
制
度
化
と
い

う
論
理
は
、
と
り
わ
け
天
皇
は
全
能
性
の
能
力
1
1
資
格
を
有
す
る
と
い
う
準
拠
の

解
釈
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
典
型
が
天
皇
主
権
説
で
あ
る
。
例
え
ば
、
上

杉
慎
吉
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
統
治
と
は
、
即
ち
す
べ
て
而
し
て
し
ろ
し
め
す

こ
と
で
あ
る
。
す
べ
る
又
は
す
め
る
は
数
多
く
の
個
体
を
一
つ
と
為
し
て
集
め
ま

と
め
束
ぬ
る
の
意
に
し
て
、
即
ち
統
一
で
あ
る
。
し
ろ
し
め
す
又
は
し
ら
す
は
知

る
で
あ
る
、
国
家
の
理
想
を
知
り
て
、
そ
の
最
高
道
徳
た
る
所
以
を
一
身
に
具
体

し
て
之
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
を
ば
古
来
あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
す
す

め
ら
み
こ
と
と
称
え
ま
つ
る
は
、
事
実
上
に
は
、
最
高
道
徳
の
具
現
者
に
ま
し
ま

し
、
形
式
上
に
は
、
臣
民
を
統
一
し
て
、
国
家
団
体
の
中
心
者
に
ま
し
ま
す
こ
と

を
意
味
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
天
皇
を
即
国
家
と
為
し
、
君
民
合
一
と
為
す
所

以
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
統
治
は
決
し
て
統
治
権
力
の
行
使
と
云
ふ
こ
と
に
限
ら

ぬ
、
法
律
上
の
概
念
の
み
で
は
な
い
、
天
孫
建
国
の
精
神
を
生
々
発
展
し
、
国
を

富
む
る
宏
遠
に
し
て
、
徳
を
樹
つ
る
の
深
厚
な
る
所
以
を
成
就
し
、
天
つ
神
国
を

授
け
た
ま
ふ
の
徳
に
答
へ
、
皇
孫
正
を
養
ひ
た
ま
ふ
の
心
を
弘
む
る
、
こ
れ
を
統

治
と
い
ふ
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
最
高
道
徳
を
不
断
に
創
造
す
る
こ
と
で
あ

る
」
匝
。

　
上
杉
慎
吉
は
、
一
方
で
、
井
上
毅
に
よ
っ
て
明
治
憲
法
解
釈
に
持
ち
込
ま
れ
た

「
シ
ラ
ス
」
と
い
う
準
拠
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
意
義
を
主

張
す
る
の
だ
が
、
そ
の
際
、
天
皇
が
諸
個
人
に
対
し
て
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
と
い

う
側
面
だ
け
を
強
調
す
る
。
他
方
で
、
井
上
と
は
異
な
り
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て

の
準
拠
に
お
け
る
理
性
的
な
次
元
と
道
徳
的
な
次
元
の
う
ち
、
道
徳
的
次
元
の
み

を
取
り
出
し
、
天
皇
が
「
最
高
道
徳
の
具
現
者
」
で
あ
る
と
言
う
。
天
皇
主
権
説

が
そ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
を
も
た
ら
し
た
の
は
当
然
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
全
能
性
の
能
力
1
1
資
格
を
表
現
す
る
主
権
は
、
天
皇
主
権
説
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
て
は
、
天
皇
が
「
現
人
神
」
で
あ
る
た
め
に
天
皇
が
有
す
る
能
力
1
1
資
格
で
あ

り
、
天
皇
自
身
は
拘
束
さ
れ
る
必
要
な
ど
な
い
「
具
現
者
」
な
の
で
あ
り
、
し
か

も
単
に
諸
個
人
が
天
皇
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
理
性
的
な
主
体
と
し
て
制
度
化
さ

れ
る
よ
り
も
、
一
種
の
宗
教
を
思
わ
せ
る
全
能
者
と
諸
個
人
と
の
「
合
一
」
を
理

想
と
す
る
天
皇
主
権
説
に
と
っ
て
は
、
理
性
よ
り
も
道
徳
の
方
が
全
能
者
と
い
う

絶
対
的
価
値
へ
の
信
奉
を
容
易
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
天
皇
論
は
、
天
皇
主
権
説
固
有

の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
天
皇
主
権
説
の
論
敵
で
あ
る
天
皇
機
関
説
を
見
て
み
よ

う
。
例
え
ば
、
美
濃
部
達
吉
は
天
皇
機
関
説
論
争
の
契
機
と
な
っ
た
『
憲
法
講

話
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
君
主
が
国
家
の
機
関
で
あ
る
と
申

せ
ば
、
チ
ョ
ッ
ト
聞
く
と
何
だ
か
吾
々
の
尊
王
心
を
傷
け
ら
れ
る
や
う
な
感
じ
が

い
た
す
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
是
は
国
家
が
一
の
団
体
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら

生
ず
る
当
然
の
結
果
で
あ
り
ま
し
て
、
君
主
が
統
治
権
の
主
体
で
あ
る
と
す
る
の

は
却
て
我
が
国
体
に
反
し
吾
々
の
団
体
的
自
覚
に
反
す
る
の
結
果
と
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。
法
律
上
の
意
味
に
慌
て
君
主
が
統
治
権
の
主
体
で
あ
る
と
云
ふ
の
は
、

統
治
権
が
君
主
の
一
身
上
の
権
利
と
し
て
君
主
に
属
し
て
居
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
法
律
上
遺
る
権
利
を
有
す
と
い
ふ
の
は
、
其
の
権
利
が
其
の

人
の
利
益
の
為
に
存
し
て
居
る
こ
と
を
言
ひ
表
は
す
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
君
主
が

統
治
権
の
主
体
で
あ
る
と
言
へ
ば
、
統
治
権
が
君
主
の
御
一
身
の
利
益
の
為
に
存

す
る
権
利
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
に
帰
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
併
な
が
ら
君
主
が
御

一
身
の
利
益
の
為
に
統
治
権
を
行
は
せ
ら
る
・
の
で
あ
る
と
言
ふ
の
は
、
実
に
我

が
古
来
の
歴
史
に
反
し
我
が
現
在
の
政
体
に
反
す
る
の
甚
し
い
も
の
で
あ
り
ま

す
。
我
が
古
来
の
歴
史
に
於
て
歴
代
の
天
皇
が
常
に
国
民
の
幸
福
を
以
て
自
己
の
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幸
福
と
な
し
給
う
た
こ
と
は
歴
史
上
の
顕
著
な
る
事
実
で
あ
っ
て
、
民
の
富
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

は
即
ち
朕
の
富
め
る
な
り
と
い
ふ
や
う
な
優
握
な
る
聖
詔
の
有
っ
た
こ
と
も
、
決

し
て
一
度
で
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
」
匝
。

　
美
濃
部
は
天
皇
機
関
説
に
お
け
る
「
機
関
」
の
意
味
を
敷
面
し
て
い
る
。
要
す

る
に
、
そ
れ
は
「
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
職
務
を
担
う
も
’
の
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
天
皇
が
「
職
務
」
で
あ
る
以
上
、
私
的
な
利
益
を
追
求
す
る

こ
と
な
ど
な
く
、
国
家
と
い
う
公
的
な
も
の
の
利
益
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
井
上
毅
の
「
シ
ラ
ス
」
論
で
あ
る
。
井
上
は
、
「
シ
ラ

ス
」
と
し
て
の
統
治
と
は
、
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
私
的
な
支
配
で
は
な
く
、

公
的
な
利
益
を
実
現
す
る
支
配
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た
。
こ
の
点
で
、
美
濃
部
の

天
皇
機
関
説
も
ま
た
準
拠
と
し
て
の
「
シ
ラ
ス
」
を
踏
ま
え
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
上
杉
慎
吉
と
同
じ
く
準
拠
と
し
て
の
「
シ
ラ
ス
」
に
基
づ
き
な
が
ら

も
、
「
現
人
神
」
の
よ
う
な
露
骨
な
宗
教
的
観
念
を
排
除
し
、
そ
れ
に
代
え
て

「
職
務
」
と
し
て
の
天
皇
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
天
皇
主
権
説
を
批
判
す
る
の
で

あ
る
。

　
で
は
、
美
濃
部
の
天
皇
機
関
説
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て

の
天
皇
論
は
後
景
に
退
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
の
よ
う
に
は
言

え
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
美
濃
部
は
天
皇
機
関
説
が
「
尊
王
心
」
に
矛
盾

し
な
い
こ
と
や
、
天
皇
が
「
職
務
」
と
し
て
発
し
た
言
葉
を
天
子
の
恵
み
を
意
味

す
る
「
優
渥
」
と
形
容
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
民
が
天
皇
に
対
し
て
道
徳
的
に
帰

服
す
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
た
し
か
に
、
天
皇

機
関
説
に
は
天
皇
が
「
職
務
」
に
拘
束
さ
れ
た
者
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

り
、
こ
の
点
で
は
、
諸
個
人
に
対
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
天
皇
と
い
う
一
面

的
な
天
皇
主
権
説
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
よ
り
も
、
創
造
す
る
者
自
身
を
拘
束
す
る
パ

ラ
ダ
イ
ム
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
を
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
天
皇
機
関
説
が
国
家
法
人
説
に
依
拠
し
て
い
る
以
上
、
全
能
性
の
能
力
阿
資

格
と
し
て
の
主
権
は
法
人
と
し
て
の
国
家
に
あ
り
、
本
来
、
創
造
す
る
能
力
鮭
資

格
の
あ
る
国
家
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
り
、
国
家
の
一
機
関
で
あ
る
天
皇
は
法
人
と
し
て
の
国
家
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
す

る
た
め
に
「
職
務
」
に
拘
束
さ
れ
る
と
導
き
出
さ
れ
る
は
ず
だ
。
ま
し
て
や
、
天

皇
を
道
徳
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
位
置
づ
け
る
論
理
が
国
家
法
人
説
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美
濃
部
が
天
皇
を
道
徳
的
な
パ
ラ

ダ
イ
ム
と
す
る
論
理
を
前
提
し
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
、
準
拠
と
し
て
の
「
シ

ラ
ス
」
の
帰
結
で
あ
る
。
天
皇
主
権
説
で
あ
れ
、
天
皇
機
関
説
で
あ
れ
、
「
シ
ラ

ス
」
論
を
準
拠
と
す
る
限
り
は
、
道
徳
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
天
皇
論
を
決

し
て
否
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

三

創
造
す
る
者
を
拘
束
す
る
準
拠

　
－
「
絶
対
無
」
主
権
論
に
つ
い
て

　
準
拠
と
は
創
造
さ
れ
る
や
否
や
反
転
し
、
創
造
す
る
者
自
身
を
拘
束
し
、
の
み

な
ら
ず
、
創
造
の
能
力
1
1
資
格
が
特
定
の
者
に
限
定
さ
れ
た
特
権
で
あ
る
と
き
に

は
、
こ
の
特
権
的
な
創
造
す
る
ペ
ル
ソ
ナ
を
中
心
と
し
て
、
連
鎖
的
に
す
べ
て
の

個
の
ペ
ル
ソ
ナ
化
を
促
す
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う

に
、
明
治
憲
法
体
制
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
準
拠
論
は
、
専
ら
後
者
の

機
能
の
み
を
強
調
し
て
い
た
。
し
か
し
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
前
者
の
機
能
を

見
落
と
す
と
、
創
造
す
る
者
は
ペ
ル
ソ
ナ
で
は
な
く
、
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
生

身
の
存
在
、
剥
き
出
し
の
権
力
・
暴
力
と
化
し
、
逆
説
的
に
も
本
来
連
鎖
的
に
ぺ
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ル
ソ
ナ
化
を
促
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
個
も
ま
た
制
度
化
さ
れ
ず
に
無
規
愚
な
存
在

に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
天
皇
主
権
説
に
お
け
る
天
皇
の
全
能
性
は
も

ち
ろ
ん
、
天
皇
機
関
説
（
国
家
法
人
説
）
で
あ
っ
て
も
国
家
の
全
能
性
が
強
調
さ

れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
個
は
天
皇
ま
た
は
国
家
に
よ
っ
て
理
性
的
・
道
徳
的
に
教

化
さ
れ
ペ
ル
ソ
ナ
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
と
は
正
反
対
に
個
の
ペ
ル
ソ
ナ
化
を

困
難
に
し
て
し
ま
い
、
理
性
も
道
徳
も
雲
散
霧
消
し
、
個
は
個
と
し
て
の
制
度
性

を
否
定
さ
れ
、
文
字
通
り
の
全
体
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
準
拠
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
創
造
す

る
者
自
身
が
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
最
も
容
易
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

把
握
す
る
方
法
は
、
創
造
す
る
者
が
創
造
の
能
力
目
資
格
を
有
し
て
い
る
の
で
は

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
く
、
与
え
ら
れ
て
い
る
と
フ
ォ
ー
ミ
ュ
レ
イ
ト
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
は
、
明
治
憲
法
体
制
に
お
い
て
は
、
国
民
総
動
員
体
制
構
築
の
た
め

に
天
皇
の
全
能
性
の
み
が
強
調
さ
れ
、
思
想
統
制
が
行
わ
れ
た
結
果
、
通
説
だ
っ

た
天
皇
機
関
説
ま
で
が
葬
り
去
ら
れ
た
戦
時
期
に
露
呈
す
る
。
例
え
ば
、
全
体
主

義
や
侵
略
主
義
の
暴
力
を
批
判
し
、
創
造
す
る
者
自
身
の
拘
束
性
と
い
う
次
元
を

喚
起
し
た
人
物
と
し
て
、
憲
法
学
者
の
佐
々
木
惣
一
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
佐
々
木
は
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
論
文
「
国
家
行
為
の
指
導
原
理

し
て
の
統
治
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
統
治
と
は
或
特
定
の
意

味
を
実
現
す
る
が
為
に
活
動
す
る
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
其
の
意
味
は
、
国
家

を
構
成
す
る
総
て
の
人
が
各
自
其
の
生
を
潮
け
、
且
其
の
共
同
団
体
が
全
体
と
し

て
発
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
を
実
現
す
る
こ
と
を
統
治
と
い
ふ
。
（
中

略
）
帝
国
憲
法
は
国
家
の
意
思
に
付
て
、
単
に
其
の
活
用
の
様
式
と
い
ふ
形
式
的

の
方
面
を
示
す
も
の
と
し
て
、
統
治
の
語
を
用
み
る
の
で
は
な
く
、
其
の
活
用
の

意
味
と
い
ふ
実
質
的
の
方
面
を
示
す
も
の
と
し
て
、
統
治
の
語
を
用
み
る
の
で
あ

る
。
共
同
生
活
に
関
し
て
は
、
人
が
各
自
其
の
生
を
享
け
、
之
と
共
に
、
共
同
団

体
が
全
体
と
し
て
発
達
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
最
も
基
本
的
な
意
味
で
あ
っ
て
、
其

の
意
味
を
実
現
す
る
こ
と
が
即
ち
統
治
す
る
の
で
あ
る
」
〔
毘
）
。

　
佐
々
木
は
こ
こ
で
、
明
治
憲
法
第
↓
条
の
統
治
権
が
普
遍
的
な
形
式
（
制
度
）

と
し
て
の
国
家
に
「
意
味
」
、
内
実
を
付
与
す
る
準
拠
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
統
治
権
者
で
あ
る
天
皇
の
全
能
性

を
強
調
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
国
家

を
構
成
す
る
総
て
の
人
が
各
自
其
の
生
を
享
け
、
且
其
の
共
同
団
体
が
全
体
と
し

て
発
達
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
で
あ
り
、
こ
の
論
文
で
佐
々
木
は
統
治

権
が
「
シ
ラ
ス
」
に
由
来
す
る
以
上
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
お
け
る
ω
丹
毒
。
。
。
。
o
≦
接

（
国
家
に
よ
る
強
制
的
な
支
配
や
権
力
）
で
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、

明
治
憲
法
に
お
い
て
国
家
は
暴
力
的
に
人
の
生
命
や
権
利
を
侵
害
す
る
の
で
は
な

く
、
人
の
人
間
と
し
て
の
生
と
共
同
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
掲
げ

て
い
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
思
想
統
制
や
戦

争
遂
行
を
批
判
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
一
般
的
な
意
味
と
し
て

は
、
明
治
憲
法
第
一
条
の
統
治
権
が
人
間
と
し
て
の
生
と
共
同
生
活
の
保
障
を
目

的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
以
上
、
国
家
も
ま
た
こ
の
準
拠
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
佐
々
木
は
教
育
行
政
を
国
家
が

担
う
の
は
準
拠
と
し
て
の
統
治
権
の
帰
結
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
準

拠
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
理
性
的
・
道
徳
的
教
化
の
次
元
も
忘
れ
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
一
貫
し
て
、
統
治
権
の
主
体
を
「
国
家
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
準
拠
論
は
、
天
皇
へ
の
帰
服
を
説
く
も
の
で
は
な
い

の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
全
体
主
義
的
な
国
家
論
で
も
な
く
、
創
造
す
る
者
と
し

て
の
国
家
の
拘
束
性
を
喚
起
す
る
こ
と
こ
そ
が
佐
々
木
の
狙
い
だ
っ
た
。
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こ
う
し
た
人
の
人
間
的
生
の
享
受
や
共
同
生
活
の
繁
栄
こ
そ
が
準
拠
の
趣
旨
で

あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
創
造
す
る
者
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
独
自
の
概
念
を

用
い
て
制
度
論
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
法
哲
学
者
の
尾
高
朝
雄
だ
。

尾
高
朝
雄
は
敗
戦
直
後
の
憲
法
改
正
を
う
け
て
、
真
の
主
権
は
、
天
皇
に
で
も
な

け
れ
ば
、
国
家
に
で
も
、
国
民
に
で
も
な
く
、
「
ノ
モ
ス
」
に
属
す
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
「
ノ
モ
ス
」
と
は
人
間
と
し
て
の
共
同
生
活
の
「
正
し
さ
」
や
「
平
等

の
福
祉
」
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
「
ノ
モ
ス
」
が

法
律
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
尾
高
の
意
図
は
、
主
権
者
と

呼
ば
れ
る
あ
ら
ゆ
る
者
を
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
創
造
す
る
者
を
拘
束
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
「
ノ
モ
ス
主
権
」
論
の
な
か
で
、
尾
高
は
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
「
天
皇
統
治
の
現
実
は
、
政
治
の
方
向
を
決
定
す
る
者
の
側
に
無
責
任
な
独
裁

権
力
を
賦
与
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
決
定
さ
れ
た
政
治
の
方
向
に
追
随
す
る
国
民

の
側
に
も
、
無
責
任
な
他
者
依
存
に
安
住
す
る
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
の
で
あ

る
。　

け
れ
ど
も
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
天
皇
統
治
の
中
に
正
し
さ
の
理
念
を
求

め
た
の
は
、
外
な
ら
ぬ
国
民
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
、
国
民
以
外
の
何
者
で
も
な
い

の
で
あ
る
。
日
本
国
民
は
、
国
民
自
ら
の
心
に
宿
る
正
し
い
統
治
の
理
念
を
天
皇

に
投
影
し
、
こ
れ
を
「
常
に
正
し
い
天
皇
の
大
御
心
」
と
し
て
お
ろ
が
み
ま
つ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
尊
崇
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、
実
は
国
民
自
ら
の
心
で
あ

る
。
か
か
る
投
影
を
可
能
な
ら
し
め
る
天
皇
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
の
実
体
を
も

た
な
い
無
の
立
場
で
あ
る
。
故
に
、
哲
学
者
は
、
天
皇
は
「
絶
対
無
の
象
徴
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
」
（
B
）
。

　
尾
高
の
場
合
、
国
家
主
権
や
天
皇
主
権
と
解
釈
さ
れ
た
明
治
憲
法
と
、
国
民
主

権
を
掲
げ
た
現
行
憲
法
と
の
間
に
連
続
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
た
め
に
、
佐
々
木

惣
一
の
よ
う
に
、
拘
束
さ
れ
る
創
造
す
る
者
が
国
家
だ
と
は
言
わ
な
い
。
あ
る
い

は
、
統
治
権
者
と
し
て
の
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
と
、
象
徴
天
皇
制
で
の
天
皇

と
の
間
に
連
続
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
「
天
皇
統
治
」
が
問

題
化
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
主

権
者
と
呼
ば
れ
る
者
が
誰
で
あ
れ
、
彼
な
い
し
彼
女
は
人
間
と
し
て
の
「
正
し
さ

の
理
念
」
と
い
う
準
拠
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ

で
の
論
旨
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
統
治
権
も
ま

た
人
間
と
し
て
の
「
正
し
さ
の
理
念
」
が
「
投
影
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

天
皇
は
「
正
し
さ
の
理
念
」
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
の
が
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
結

論
の
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
尾
高
は
、
あ
る
哲
学
者
に
な
ら
っ
て
、
天
皇
は
「
絶
対

無
の
象
徴
」
で
あ
る
と
言
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
の
「
絶
対
無
」
と
は
天
皇
に

「
象
徴
」
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
真
の
至
高
性
（
。
．
o
＜
禽
9
0
q
昌
¢
）
、
す
な
わ
ち
主
権

を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
尾
高
の
言
葉
で
言
え
ば
「
正
し
さ
の
理
念
」
や
「
ノ

モ
ス
」
を
指
す
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
制
度
的
存
在
者
あ
る
い
は

ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
の
人
間
の
生
や
、
共
同
生
活
と
い
う
制
度
性
の
保
障
の
た
め

に
、
尾
高
は
創
造
す
る
者
の
準
拠
に
よ
る
拘
束
性
を
主
張
す
る
の
だ
が
、
そ
の
こ

と
を
何
故
、
尾
高
は
「
絶
対
無
」
の
至
高
性
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
の

か
。　

尾
高
が
こ
こ
で
参
照
し
て
い
る
「
哲
学
者
」
と
は
田
辺
元
で
あ
り
、
こ
の
「
絶

対
無
の
象
徴
」
と
は
、
田
辺
が
敗
戦
直
後
に
社
会
民
主
主
義
へ
の
転
換
を
天
皇
に

対
し
て
提
言
し
た
論
文
「
政
治
哲
学
の
急
務
」
の
一
節
の
言
葉
で
あ
る
。
田
辺
は

天
皇
を
「
絶
対
無
の
象
徴
」
や
「
無
の
象
徴
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。

で
は
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
田
辺
は
こ
の
論
文
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
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い
る
。
「
天
皇
は
国
民
の
全
体
的
統
一
の
理
念
の
体
現
で
あ
り
、
従
っ
て
議
会
の

統
一
点
で
あ
る
。
主
権
は
国
民
に
あ
る
と
同
時
に
、
天
皇
に
帰
向
す
る
。
天
皇
は

人
民
主
権
の
民
主
主
義
国
家
に
於
け
る
機
関
た
る
に
止
ま
ら
ぬ
。
後
者
を
超
え
て

そ
の
立
法
を
批
准
し
又
後
者
の
分
裂
に
対
し
警
告
す
る
絶
対
統
一
主
体
た
ら
る
る

の
で
あ
る
。
た
だ
最
近
は
↓
部
の
為
に
す
る
も
の
が
、
此
超
越
の
面
だ
け
を
抽
象

し
強
調
し
て
、
天
皇
の
理
念
を
歪
曲
し
た
。
今
や
そ
れ
は
単
に
内
在
で
も
超
越
で

も
な
く
し
て
、
而
も
同
時
に
そ
の
何
れ
で
も
あ
る
具
体
的
統
一
中
心
た
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
斯
く
て
天
皇
は
無
の
象
徴
た
る
有
と
解
し
奉
る
べ
き

で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
矛
盾
的
に
対
立
す
る
も
の
を
統
一
す
る
こ
と
が
出
来
る

の
は
無
で
あ
っ
て
、
単
な
る
有
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
天
皇
の
絶
対
不

可
侵
性
は
こ
の
無
の
超
越
性
に
由
来
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
」
亘
。

　
そ
も
そ
も
「
絶
対
無
」
と
は
「
無
即
有
、
有
即
無
」
や
「
色
即
是
空
空
即
是

色
」
な
ど
と
い
っ
た
仏
教
的
言
説
を
フ
ォ
ー
ミ
ユ
レ
イ
ト
し
た
概
念
で
あ
り
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
は
自
足
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の

概
念
は
田
辺
の
み
な
ら
ず
、
西
田
幾
多
郎
や
和
辻
哲
郎
な
ど
、
当
時
の
一
部
の
思

想
家
の
存
在
論
や
宗
教
論
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
概
念
が
国
家
論
や
制
度
論

に
お
い
て
意
味
す
る
も
の
は
、
人
間
が
ペ
ル
ソ
ナ
の
よ
う
な
制
度
的
存
在
者
で
あ

る
な
ら
ば
、
人
間
は
そ
の
制
度
性
が
制
度
を
定
礎
す
る
超
越
的
な
何
も
の
か
に
よ

り
承
認
さ
れ
る
契
機
を
要
す
る
他
律
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
は
い
え
そ
の
承
認
す

る
何
も
の
か
は
真
に
超
越
的
な
い
し
至
高
の
も
の
で
あ
り
、
限
定
し
え
な
い
も

の
、
す
な
わ
ち
無
か
つ
有
、
有
か
つ
無
の
よ
う
な
何
か
で
あ
り
、
対
象
と
し
て
把

握
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
外
的
な
も
の
と
し

て
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
く
内
な
る
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
単
に
超
越
的
な
も
の
で
は
な
く
内
在
的
な
何
も
の
か
で
あ
る
、
な
ど
と
要
約

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
重
要
な
の
は
、
「
絶
対
無
」
を
定
礎

と
す
る
、
準
拠
と
す
る
制
度
論
に
お
い
て
は
、
制
度
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に

と
っ
て
、
制
度
は
つ
ね
に
人
間
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
準
拠
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
機
能
を
的
確
に
表
現
す
る
も
の
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
絶
対
無
」
は
準
拠
の
一
般
的
機
能
論
と
し
て

は
優
れ
た
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
絶
対
無
」
は
パ
ラ

ダ
イ
ム
と
し
て
の
準
拠
の
、
ま
ず
何
よ
り
も
創
造
す
る
者
自
身
を
拘
束
す
る
と
い

う
次
元
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
概
念
で
あ
り
、
人
間
の
制
度
性
を
真
に

定
礎
し
う
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
主
権
論
と
し
て
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
主
権
者
が
誰
で
あ
れ
、
主
権
者
は
「
正
し
さ
の
理
念
」
に
拘
束
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
尾
高
朝
雄
が
「
正
し
さ
の
理
念
」
を

「
絶
対
無
」
と
言
い
換
え
た
の
も
、
「
絶
対
無
」
と
い
う
概
念
が
、
主
権
者
は
主
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
創
造
の
能
力
昨
資
格
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
実
は
真
の
至
高
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
る
「
絶
対
無
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
何
よ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
も
そ
れ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
主
権
者
自
身
の
拘
束
性
を
喚
起
す

る
こ
と
な
ど
を
的
確
に
表
現
し
う
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
明
治
憲
法
体
制
に
適
用
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
本
来
の
意
義

が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
天
皇
統
治
の
現
実
」
と
い
う
尾
高

の
言
葉
や
「
絶
対
無
の
象
徴
」
と
し
て
の
天
皇
と
い
う
田
辺
ら
の
言
葉
に
窺
え
る

よ
う
に
、
一
方
で
は
統
治
権
者
と
し
て
の
天
皇
を
ま
さ
に
統
治
概
念
に
よ
っ
て
拘

束
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
個
人
や
政
党
と
い
っ
た
私
的
な
も
の
を
天
皇

に
よ
っ
て
公
的
な
も
の
へ
と
統
合
す
る
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
た
と
え
「
象

徴
」
と
い
う
全
能
性
そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
存
在
で
は
あ
っ
て
も
、
天
皇
に

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
「
絶
対
無
」
の
準
拠
論
は
道
徳
的
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な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
天
皇
論
と
見
分
け
が
っ
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
道
徳
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
天
皇
論
が
国
民
総
動
員
体
制
や
侵

略
戦
争
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
は
ず
の
「
絶
対
無
」

の
準
拠
論
は
、
本
来
、
天
皇
と
は
無
関
係
だ
っ
た
は
ず
で
、
だ
か
ら
こ
そ
あ
ら
ゆ

る
創
造
す
る
者
に
制
度
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
で
制
度
の
理
性
を
示
し
え
た
は
ず
な

の
だ
が
、
理
念
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
と
現
実
と
を
混
同
す
る
性
急
さ
の
た
め

に
、
国
民
道
徳
論
へ
と
そ
の
意
義
を
縮
減
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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