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大
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ュ
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ω
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g
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山

E
門
日
間
円
で
あ
り
、
一
九
五
六
年
に

k
r
Z
H円
02.
。
o
g
g
g
E

s
q
g
E
2
0.∞
H
N
3
z
Eロ
・
五
八
年
に
】
vo--zn白
-
d
d
C口
問

Z
Z
Y向
E
・

Mm〈
曲

-
r
g
g
を
箸
わ
し
て
い
る
の
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
主
と
し
て
イ
ス
ラ

ム

に
お
け
る
「
園
家
」
の
問
題
を
研
究
し
て
き
た
人
で
あ
る
。
彼
は
近
代
民
族
園

家
に
お
け
る
イ
ス
ラ

ム
と
い
う
主
題
を
も
っ
本
書
に
お
い
て
現
代
世
界
に
お
い

て
イ
ス
ラ
ム
が
直
面
し
て
い
る
精
一紳
的
な
危
機
と
そ
れ
に
封
廃
し
よ
う
と
す
る

ム
ス
リ
ム
の
態
度
を
述
べ
て
い
る
。
イ

ス
ラ
ム
諮
園
を
植
民
地
吠
態
か
ら
解
放

す
る
た
め
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
非
宗
教
的
な
、
近
代
西
方
世
界
か
ら
の
借
り

も
の
で
あ
っ
て
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
土
副
掛
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
い
じ
よ

う
、
本
質
的
に
宗
教
と
政
治
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
古
典
イ
ス
ラ
ム
の
理
想

と
は
合
わ
な
い
。
そ
こ
に
近
代
世
界
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
危
機
が
生
ま
れ
る

の
は
嘗
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
我
々
が
現
賓
に
も
知
る
よ
う
に
、

か
つ

て
イ

ス
ラ
ム
が
君
臨
し
て
い
た
地
域
で
は
イ
ス
ラ
ム
が
伝
お
強
力
な
根
を
も
っ
て
い

る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ム

ス
リ
ム
世
界
は
な
お
イ
ス
ラ

ム
と
訣

別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
近
代
的
な
、
民
族
的
な
世
界
に
お
け
る

イ
ス
ラ
ム
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
歴
史
を
過
去
の
も
の
と
し
て
現
在
か
ら
切

り
離
し
、
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
現
在
ま
で
級
く
流
れ

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
が
現
代
世
界
に
お
け
る
イ

ス
ラ
ム

の
寅
情
に
つ

い
て
知
る
こ
と
は
歴
史
研
究
の
上
か
ら
い
っ
て
も
極
め
て

重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う。

本
書
は
割
台
者
ロ
l
ゼ
ン
タ
l
ル
が
一
九
六

O
l
-
-年
、
六
二
年
に
歴
訪
し
た

園
々
、
パ

キ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド
、
マ

ラ
ヤ
、
イ
ラ
ン
、

ト
ル
コ
、
モ

ロ
ッ

コ
、

チ
ュ
ニ

ジ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
現
欣
を
観
察
し
、
記
述
す
る
こ
と
を
意
図

し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

な
ん
ら
か
の
規
定
を
な
し
た
り
、
一

定
の
結
論

を
だ
そ
う
と
意
闘
し
て
は
い
な
い
。

そ
れ
放
に
讃
者
は
自
ら
の
意
志

・
主
義
に

従
っ
て
削
判
断
を
な
し
、

結
論
を
だ
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
著
者
も

ま
た
、
そ
れ
を
意
聞
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

木
蓄
の
内
容
は
序
論
に
次
い
で
本
文
は
二
部
か
ら
成
り
、
各
々
は
次
の
よ
う

な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

第

一
部

危

機

と
過
渡
期
に
あ
る
現
代
イ
ス
ラ

ム

第

一
節

第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

-104-

人
的
な
情
況

古
典
的
な
基
礎

イ
ス
ラ
ム
と
ト
ル
コ

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

ヒ
ラ
l
フ
ァ
に
謝
す
る
支
持
お
よ
び
反
封

イ
ス
ラ
ム
と
ア
ラ
ブ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

パ
キ
ス
タ
ン
に
と
っ

て
の
イ
ス
ラ
ム
図
家

a
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v
]
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・
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シ
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ム
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混
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部

近
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民
族
国
家
に
お
け
る
イ
ス
ラ

ム

第
一
節

憲
法
問
題

第
八
章

パ
キ
ス

タ
ン

・
イ
ス
ラ

ム
共
和
園
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皆
冊
目
今
日
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ス
ラ

ム
に
つ
い
て
の
考
察

第
九
掌
マ
ラ
ヤ
の
イ
ス
ラ
ム

第

十

章

イ

ラ
ン
と
ト
ル
コ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
の
観
察

第
十
一
章
チ
ュ
ニ
ジ
ア
と
そ
ロ
ッ
コ

の
イ
ス
ラ
ム

第
二
節
法
に
お
け
る
愛
化
と
婦
人
の
解
放

第
十
二
章
法
の
幽
変
化

第
十
三
章
婦
人
の
解
放

第
三
節
民
族
教
育
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム

の
位
置

第
十
四
章

パ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
イ
ス
ラ

ム
と
数
育

補
リ
マ
ラ
ヤ
の
宗
教
教
育
に
つ
い
て
の
観
察

第
十
五
章

チ
ュ
ニ

ジ
ア
と
モ
ロ
ツ
「
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
と
民
族

的
、
ア
ラ
ブ
的
教
育

結

語

以
上
の
よ
う
な
多
彩
な
内
容
を
も
っ
木
書
を
十
分
に
理
解
し
て
批
評
、
紹
介

す
る
こ
と
は
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
深
い
研
究
を
し
た
人
に
し
て
は
じ
め
て
よ
く

な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
園
の
歴
史
研
究
に
の
み
浸
入
し
て
狭
い
地
域
し

か
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
本
書
を
讃
ん
だ
結
果
が
た
だ
紹

介
に
と
ど
ま
る
に
し
て
も
大
い
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
、
敢
え
て
筆
を
と

っ
た

次
第
で
あ
る
。

序
論
に
お
い
て
著
者
は
現
代
イ
ス
ラ
ム
の
精
神
的
危
機
の
原
因
に
つ
い
て
の

ム
ス
リ
ム
の
考
え
を
ま
ず
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
縞
民
地
の
時

代
に
導
入
さ
れ
た
西
方
文
明
が
現
在
の
精
神
的
危
機
と
そ
れ
に
伴
う
種
々
の
困

難
な
吠
況
に
責
任
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
イ

ス
ラ
ム
諸
園
に
も
た
ら
さ
れ
た

近
代
西
欧
文
明
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
結
果
、
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
革
命

は
政
教
の
分
離
を
行
な
い
世
俗
的
な
園
家
を
建
設
し
、
世
俗
的
な
ナ
シ

ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
政
教
不
可
分
の
イ
ス
ラ
ム
の
土
地
に

移
植
さ
れ
た
時
、
矛
盾
が
生
じ
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も、

イ

ス
ラ
ム
は
キ
リ

ス
ト
教
の
よ
う
に
板
本
的
な
改
革
を
終
験
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
に
近
代
的
な
諸
思
想
(
共
産
主
義
を
も
含
め
て
)
に
封
抗
す
る
に
は
あ

ま
り
に
も
無
力
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
イ
ス
ラ
ム
と
は
何
か
」
と
い
う
問

題
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
の
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
最
も
深
刻
な
問

，
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
園
の
中
で
ト
ル
コ
は
い
ち
早
く
イ

ス
ラ
ム
を
個
人
的
な
立
場
の
宗
教
と
し
、
過
去
に
背
を
向
け
て
た
め
ら
う
こ
と

な
く
西
方
へ
向
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
は
タ
ン
ジ
マ

l
ト
期
以
来

の
イ
ス
ラ
ム
と
西
方
文
明
の
搭
抗
の
長
い
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
そ
し
て
著
者
は
こ
の
時
、
ト

ル
コ
が
経
験
し
た
も
の
が
ま
さ
し
く
現

代
の
ム
ス
リ
ム
諸
国
が
直
面
し
て
い
る
現
賓
な
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
。

第
一
部
、
著
者
は
民
族
園
家
形
成
期
の
ム
ス
リ
ム
思
想
家
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム

と
国
家
の
関
係
に
つ

い
て
の
考
察
を
分
析
す
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
第
二
部
の
た

め
の
導
入
的
な
部
分
を
な
し
て
お
り
、
第
二
部
の
た
め
の
背
景
で
あ
る
。

第
一
部
、

第

一
節
で
は
民
族
園
家
形
成
の
前
後
の
時
期
に
西
欧
文
明
の
流
入

に
よ
り
、
人
間
の
立
場
、
校
況
が
ど
の
よ
う
な
餐
化
を
し
た
か
と
い
う

こ
と

が
説
明
さ
れ
る
。
民
族
関
家
形
成
期
に
は
政
治
的
自
由
の
た
め
の
闘
い
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
優
先
し
、
イ
ス
ラ

ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
反
劉
感
情
は

共
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
一
旦
、
外
摩
を
排
除
す
る
と
内
部
の
問
題
が
表

面
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
近
代
西
欧
文
明
と
イ
ス
ラ
ム
の
中
世
的
な
韓
制
の
間

隙
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
著
者
は

イ
ス
ラ
ム

の
園
家
概
念
を
古
典
的
な
基
礎
と
し
て
提
出
す
る
。
ウ
ン
マ
の
理
想

と
領
域
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
謝
立
は
必
然
的
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
イ
ス
ラ

ム
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
自
ら
解
く
こ
と
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
。
し
か
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し
、
著
者
は
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
の
中
に
み
ら
れ
た
近
代
的
な
概
念
で
あ
る
俗
構

図
家
の
理
論
を
指
摘
し
て
、
こ
の
問
題
解
決
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る。

園

際
関
係
が
抜
大
し
て
、
今
ま
で
孤
立
し
て
い
た
個
々
の
世
界
が
一
つ
の
世
界
と

な
っ
た
時
、
賞
然
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
は
中
世
の
中
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
故
に
イ
ス
ラ
ム
の
側
に
愛
化
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
は
近
代
位
曾
に
ど
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ム
を
位
置
づ
け
る
か

が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
著
者
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お

い
て
最
初
に
こ
の
問
題
に
直
面
し
た
ト
ル
コ
で
問
題
が
い
か
に
考
え
ら
れ
た
か

を
も
っ
て
論
を
始
め
、
新
オ
ス
マ
ン
人
た
ち
の
思
想
、
イ
ス
ラ
ミ

ス
ト
の
思

想
、
近
代
西
欧
文
明
と
イ
ス
ラ
ム
の
共
存
を
説
い
た

N
苫

o
o
z
f
の
思
想

を
分
析
す
る
。
こ
れ
を
導
入
部
分
と
し
て
第
四
章
以
下
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
時
代
の
ム
ス
リ
ム
の
二
つ
の
主
た
る
態
度
の
代
表
者
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
国
家

擁
護
論
者
宮
島
広
百
合
"
そ
の
後
継
者
冨

5
2
5主
白
?
の

Z
S
Z
の

思
想
、
俗
構
図
家
擁
総
論
者
メ
ロ
〉

E
己
完
釦
N
5・
5d帥
E
玄

E
Z
B
B出
品

開
r闘
]
正
の
思
想
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
ア
ラ
ブ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
関
連

し
て
豆
ロ

E
B
B包
メ

ゲ

L
E
E
r
g
-
ω
白目
B
E
等
の
思
想
が
分
析
さ
れ

る
。
こ
の
う
ち
、
保
守
主
義
者
に
共
通
す
る
態
度
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
排
斥
で

あ
り
、
愛
園
主
義
の
主
張
で
あ
る
。
彼
ら
の
理
怨
祉
曾
が
ウ
ン
マ
で
あ
る
か
、
ぎ

り
、
そ
の
思
想
は
愛
園
主
義
の
段
階
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
、
闘
土
に
謝
す
る
愛

と
い
う
こ
と
は
ム
ス
リ
ム
世
界
の
縛
統
主
義
者
、
政
府
の
基
本
的
な
態
度
で
あ

り
、
数
育
に
お
け
る
方
針
で
あ
る
こ
と
は
第
二
部
第
三
節
に
お
い
て
寅
設
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
一
方
に
お
い
て
は
汎
ア
ラ
ブ
主
義
の
形
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
主
張
す
る
思
想
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
彼
ら
の
主
張
に
よ
れ
ば
「
異
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
決
し
て
異
質
の
宗
教
と
は
矛
盾
し
な
い
」
の
で
あ
り
、
著
者
は

こ
れ
を
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
イ
ス
ラ
ム
を
吸
牧
す
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
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最
後
に
、
ラ
シ
l
ド
・
リ
ザ
の
如
き
イ
ス
ラ
ム
園
家
擁
護
論
者
も
、
純
粋
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
今
は
存
在
し
な
い
が
、

Hr
r耳
曲
目
白
一・7
向

5
-
5ロロ
(
ム
ス

リ
ム
同
胞
組
合
)
の
よ
う
な
全
健
的
、
包
括
的
な
生
活
方
法
と
し
て
イ
ス
ラ

ム

を
防
衛
し
、
そ
の
危
機
を
イ
ス
ラ
ム
枇
曾
主
義
の
形
で
救
済
し
よ
う
と
す
る

一

般
的
風
潮
の
他
方
に
は
、
な
お
「
イ
ス
ラ
ム
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
主
張
し
て
最

終
の
目
標
を
イ
ス
ラ
ム
園
家
に
お
く
人
々
が
存
在
し
、
イ
ス
ラ
ム
は
宗
教
と
し

て
で
は
な
く
、
百
六
鐙
的
な
、
政
治
的
な
狙
い
を
も
っ
て
追
求
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。

以
上
は
主
と
し
て

エ
ジ
プ
ト
の
現
代
ム
ス
リ
ム
の
思
想
で
あ
り
、
主
張
で
あ

っ
た
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
つ
い
て
は
イ

ス
ラ
ム
園
家
建
設
の
ザ
ロ

、グ
ラ
ム
で
あ

る
忌
己
冨
目
白
色
〉
凶
邑
の
論
文
と
パ
キ
ス
タ
ン
園
家
建
設
の
闘
士

玄

2-

B
白
冨

E
含
会
の
論
文
が
分
析
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と

は
マ
ウ
ド
ゥ
l
デ
ィ
が
「
パ
キ
ス

タ
ン

・
イ
ス
ラ
ム
国
家
は
普
遍
的
な
イ
ス
ラ

ム
の
ウ
ソ
マ

の

一
部
分
で
あ
る
」
と
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

パ
キ
ス
タ

ン
・
イ
ス
ラ
ム
闘
家
の
建
設
は
イ
ス
ラ
ム
・
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
の
目
標
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
ぞ
あ
る
。
ロ
l
ゼ
ン
タ
ー
ル
は
彼
の
主
張
を
中
世
的
と
考
え
て
い
る

が
、
そ
の
、
イ
ス
ラ
ム
的
諸
原
則
に
合
う
教
育
改
一草
と
道
徳
的
訓
練
を
主
張
し

て
い
る
部
分
を
特
異
と
し
て
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
賓
際
に
こ
れ
は
な
お

ム
ス
リ
ム
一
語
閣
の
教
育
の
中
に
賓
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
や
は
り
第
二
部
に

お
い
て
賓
愛
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
ム

ス
リ
ム
の
中
に
あ
る
進
歩
的
な
考
え
と
し
て
、
モ
ロ

ッ
コ
濁
立

の
闘
士
で
あ
っ
た
メ
ロ
包
包
匂
間
回
目
の
思
想
を
紹
介
す
る
。
彼
は
「
イ
ス
ラ

ム
は
運
動
で
あ
る
」
と
し
て
そ
の
獲
化
を
主
張
し
、
排
他
的
な
イ
ス
ラ
ム
で
は

な
く
、
近
代
的
な
イ
ス
ラ
ム

1
1
1近
代
西
方
文
明
の
批
剣
的
な
受
容
を
可
能
に

す
る
|
lの
立
場
に
た
っ
て
、
掴
有
の
も
の
に
厨
欧
民
主
的
要
素
を
結
合
し
た

....，..，106一
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政
治
機
構
の
擁
護
と
そ
ロ
η

コ
民
主
主
義
を
主
張
す
る
。
そ
れ
故
に
、
ム
ス
リ

ム
の
中
に
停
統
的
に
あ
る
、
シ
ャ
リ
l
ア
を
基
本
の
法
と
し
て
新
解
稗

C
K
T

Z
3
に
よ
り
そ
れ
を
敷
街
す
る
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
二
十
世
紀
に
お
い

て
は
近
代
法
、
外
園
か
ら
採
用
し
た
法
で
こ
れ
を
補
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
。
ロ
l
ゼ
ン
タ
l
ル
は
「
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
近
代
枇
曾
畢
者
の
そ
れ

で
あ
っ
て
、
ム
ス
リ
ム
紳
事
者
の
そ
れ
で
・
は
な
い
」
と
彼
を
許
領
し
て
、
そ
れ

ま
で
の
思
想
家
た
ち
か
ら
直
別
し
て
い
る
。

第
二
部
、
第
一
節
の
中
で
特
に
重
き
を
な
し
て
い
る
の
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
問

題
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
民
族
主
義
運
動
の
時
期
の
指
導
者
た
ち
、

ω目
当
広

〉
r
g包

H
9
2・
冨
D
E
B
B
E
〉
ロ
包
ロ
ロ
曲
目
回
そ
の
他
の
思
想
が
分
析
さ

れ
、
こ
れ
と
と
も
に
今
日
の
パ
キ
ス
タ
ン
人
の
思
想
的
源
泉
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム

の
改
革
主
義
者

ω
E
r
d〈曲

-Mc--与
の
「
宗
教
吐
曾
事
」
が
分
析
さ
れ
る
。

パ
キ
ス
タ
γ
画
家
の
性
格
に
つ
い
て
の
部
分
は
さ
ら
に
奥
味
を
ひ
き
お
こ
す

に
十
分
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
「
イ
ス
ラ
ム
イ
」
ア
オ
ロ
ギ
l
」
が
述
べ
ら
れ
、

パ
キ
ス
タ
ン
の
政
治
家
、
イ
ソ
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
が
現
代
的
な
、
政
治
的
な
感
売

に
お
い
て
こ
の
語
を
使
用
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
聞
に
お
い
て
は

宗

教
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
著
者
が
イ

ス
ラ
ム
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
り
得
る
か
ど
う
か
と
疑
問
を
さ
し
は
さ
ん
で
い
る

の
は
嘗
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
語
は
宗
数
と
は
関
係

の
な
い
厳
密
に
政
治
的
な
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
再
び
、
少
敏
民
族

と
の
関
係
に
お
い
て
「
イ
ス
ラ
ム
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
、が
現
わ
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
部
分
で
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
憲
法
制
定
を
め
ぐ
る
論
争
の
経
過
お
よ
び

憲
法
の
性
格
が
か
な
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
長
い
章
の
最

後
に
著
者
は
「
イ
ス
ラ
ム
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
存
在
理
由
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉

を
確
認
し
て
「
イ
ス
ラ
ム
は
彼
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
り
ズ
ム
に
劃
し
て
内
容
と
意
味

を
奥
え
て
い
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。

第
八
章
を
含
め
て
第
一
節
で
は
イ
ス
ラ
ム
の
問
題
が
憲
法
の
性
格
と
国
家
機

構
を
通
し
て
分
析
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
憲
法
を
通
し
て
み
ら
れ
た
諸
園
は
す
べ

て
ム
ス
リ
ム
国
家
で
あ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
園
家
で
は
な
い
と
い
う
貼
は
二
十
世

紀
に
お
い
て
は
も
は
や
イ
ス
ラ
ム
園
家
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
の
内
容
が
な
お
イ
ス
ラ
ム
の
原
則
に
忠
賓
で

あ
り
、

幾
分
、

近
代
化
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
完
全
に
俗
楢
的
な
法
と
な
っ

て
い
な
い
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
他
の
宗
教
と
は
異
な
っ
て
、
そ
の
誕
生
以

来
、
イ
ス
ラ
ム
が
寧
な
る
宗
教
で
は
な
く
て
政
治
、
祉
曾
を
含
め
た
線
合
種
で

あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
あ
り
、

イ
ス
ラ
ム
が
完
全
に
近
代
世
界
に
お
け

る
宗
教
の
位
置
ま
で
そ
の
カ
を
減
ず
る
の
は
ま
だ
か
な
り
先
の
こ
と
で
あ
ろ
う

こ
と
、
そ
し
て
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
依
然
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
に
謝
す
る
感
情
的
な

執
着
を
失
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
。
し
か
し
、
園
家

が
イ
ス
ラ
ム
国
家
建
設
の
夢
を
完
全
に
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も

ム
ス
リ
ム
園
家
と
い
う
近
代
民
族
国
家
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
今
後
の

イ
ス
ラ
ム
の
生
き
残
る
道
を
示
し
て
い
る
。

第
二
節
で
は
特
に
私
法
、
親
族
法
に
お
け
る
蝿
変
化
、
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の

と
し
て
婦
人
の
問
題
、

特
に
結
婚
、
離
婚
の
問
題
、

MMo-ua一白
『
ミ
の
問
題
に
関

す
る
法
規
定
が
分
析
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
と
と
も
に
婦
人
自
身
の
解
放
の
た
め

の
運
動
、
婦
人
の
教
育
が
論
じ
ら
れ
る
。

第
三
節
に
著
者
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
J

こ
れ
ら
の
ム
ス
リ
ム
諸
聞
に

お
い
て
は
公
的
な
、
園
家
的
な
教
育
に
お
い
て
は
イ
ス
ラ
ム
が
大
き
な
役
割
を

演
じ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
国
は
例
外
な
く
、
こ
の
宗
教
教
育
を
義
務
教
育

の
う
ち
に
含
め
、
そ
の
目
標
を
愛
図
主
義
的
な

「良
き
市
民
」
の
育
成
に
お
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
教
育
者
養
成
の
た
め
の
高
等
教
育
が

-107-
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問
題
に
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
植
民
地
時
代
に
列
強
は
土
着
民
の
数
育
を
無
視

し
、
そ
の
た
め
、
体
統
的
な
イ
ス
ラ
ム
の
高
等
教
育
施
設
は
存
在
し
て
い
た
に

し
て
も
、
そ
れ
は
な
ん
ら
イ
ス
ラ
ム
に
謝
し
て
科
聞学
的
な
研
究
方
法
を
適
用
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
放
に
、
初
等

・
中
等
教
育
に
お
い
て
近
代
的
、

科
率
的
な
方
法
で
イ
ス
ラ
ム
を
数
え
る
教
師
が
現
在
、
不
足
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
近
代
的
な
歴
史
的
批
判
主
義
な
し
で
は
若
い
世
代
を
ひ
き
つ

け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
イ
ス
ラ
ム
は
近
代
の
諮

「
イ
ズ
ム
」
の
挑
戟
に
針
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
著
者
は
断
言
し
て
い
る。

し
か
し
な
が
ら
、

良
き
テ
キ

ス
ト
と
教
師
が
供
給
さ
れ
る
な
ら
ば
近
代
的
な
宗
教
教
育
は
成
功
し
、

イ
ス
ラ

ム
は
若
い
世
代
に
と
っ
て
も
精
榊
的
な
源
泉
、
カ
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

は
ま
た
、
唯
物
主
義
の
世
界
に
適
腹
し
て
生
怠
日て
い
く
た
め
に
イ
ス
ラ
ム
の
世

俗
化
を
ひ
き
お
こ
す
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
、
積
極
的
な
、
近
代
的
な
イ
ス
ラ
ム

へ
と
設
展
す
る
可
能
性
を
奥
え
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

結
語
に
お
い
て
著
者
は
近
代
民
族
関
家
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
役
割
は
緊
急

な
解
決
を
必
要
と
し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
理
想
の
吐
曾
の
パ
タ
ー
ン
の
上
に

近
代
岡
家
を
建
設
す
る
た
め
に
は
園
内
の
ム
ス
リ
ム
、
非
ム
ス
リ
ム
の
相
互
理

解
と
協
同
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
は
間
外
的
に
も
鎖
大
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
植
民
地
時
代
の
名
残
り
を
含
め
て
従
来
の
キ
リ
ス

ト
教
西
方
に
劃
す
る
ム
ス
リ
ム
の
不
信
の
解
消
が
必
要
で
あ
る
と
し
、

そ
れ
と

と
も
に
西
方
の
側
の
理
解
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
た
だ
植
民
地
主
義
者
、

帝
国

主
義
者
と
し
て
自
己
を
非
難
す
る
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
と
述

べ
、
資
際
的
な
解
決
の
道
へ
互
い
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
て
い
る。

し
か
し
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
諸
闘
が
縮
民
地
時
代
に
う
け
た
西
方
不
信
の
念
は

そ
う
急
速
に
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
西
方
の
側
の
反
省
が
同

時
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
問
題
は
躍
に
賓
際
的
な
面
の
み
で

は
な
く
心
情
的
な
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
多
彩
な
内
容
を
も
っ
本
書
は
先
述
し
た
よ
う
に
主
と
し
て
ム

ス
リ
ム
諸
闘
を
賓
際
に
訪
問
し
た
結
果、

書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

著
者
は
確

か
に
現
地
の
知
識
人
、
翠
生
、
政
治
家
等
の
い
わ
ゆ
る
上
部
構
造
に
属
す
る
人

々
と
は
直
接
に
話
を
し
、
彼
ら
の
考
え
を
理
解
し
、
記
述
し
て
い
る
。
し
か

し
、
古
い
燈
制
を
依
然
と
し
て
保
ち
、
外
部
的
な
愛
化
は
う
け
た
に
し
て
も
、

な
お
内
部
的
に
は
愛
化
で
き
な
い
で
い
る
、
下
部
の
、
ム
ス
リ
ム
園
民
の
大
部

分
を
形
成
す
る
民
衆
と
の
直
接
の
封
話
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
我
々
は
こ

れ
ら
の
図
家
の
中
に
容
易
に
我
々
の
時
代
の
流
れ
に
自
ら
入
っ
て
こ
よ
う
と
は

し
な
い
、
む
し
ろ
自
主
性
を
も
た
ず
に
流
さ
れ
て
い
く
部
分
が
あ
り
、
依
然
と

し
て
前
近
代
的
な
要
素
を
残
し
て
い
る
根
底
に
は
こ
れ
ら
の
民
衆
の
恩
想
構
造

か
ら
由
来
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
鮎
が
木
書
に
お
い
て
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
あ

え
て
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

著
者
の
観
察
は
あ
く
ま
で
も
従
来
の
西

欧
的
な
見
方
の
域
を
で
な
か
っ
た
と
い
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
現
代

に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
を
論
じ
る
時
に
は
、
や
は
り
、
典
型
的
な
イ
ス
ラ
ム
園
家

と
し
て
の
サ
ウ
デ
ィ

・
ア
ラ
ビ
ア
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
非
常

に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
闘
を
訪
問
し
て
い

な
い
た
め
か
、

あ
る
い
は
た
だ
民
族
園
家
の
枠
内
で
考
察
さ
れ
る
の
が
本
書
の

意
幽
で
あ
っ
た
た
め
か
、
一
言
も
鯛
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
に
恩
わ
れ
る
。

用
語
の
問
題
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
我
々
が
近
、
現
代
の
ム
ス
リ
ム
世
界
を

み
る
時
‘

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
が
本
書
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
イ
ス
ラ
ム
闘
家
と
ム
ス
リ
ム
園
家
、
②

世
俗
図
家

(ω
巾
口
三
田
町
∞
至
。
)
と
俗
構
図
家

p
a
ω
g丹市)
の
相
違
の
問
題

で
あ
る
。
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ロ
l
ゼ
ン
タ
ー
ル
は
特
に
第
八
章
に
お
い
て
①
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
イ
ス
ラ

ム
園
家
と
は
園
法
が
シ
ャ

リ
1
ア
で
あ
る
商
家
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
刑
法
、

民
法
が
シ
ャ
リ
l
ア
に
基
づ
い
て
い
る
闘
家
で
あ
り
、
ム
ス
リ
ム
闘
家
と
は
近

代
法
に
基
づ
い
た
、
ム
ス
リ
ム
の
近
代
民
族
関
家
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
そ
れ

故
に
、
た
と
え
園
教
が
イ
ス
ラ
ム
で
あ
っ
て
も
、
公
法
が
シ
ャ
リ

1
ア
で
な
い

場
合
に
は
イ
ス
ラ

ム
園
家
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

②
の
問
題
は
我
々
が

-
3・
回
巾

2
-R
と
い
う
語
を
翻
認
す
る
場
合
に
「
世

俗
的
な
」

と
一
概
に
課
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
レ
イ
と
セ
キ
ュ
ラ
ー
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
こ

と
が
民
族
園
家
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム

の
あ
り
方
と
閥
わ
り
あ
っ
て
問
題
に
な
っ

て
く
る
。
レ
ィ
は
一
脚
描
慣
に
封
し
て
俗
権
的
と
も
翻
課
す
べ
き
語
で
あ
っ
て
、

非

宗
教
的
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
に
は
無
色
透
明
の
紋
態
を
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
宗
教
と
は
並
び
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て

セ
キ
ュ
ラ
l
は
世
俗
的
と
翻
誇
で
き
る
語
で
あ
り
、
反
宗
教
、
無
宗
数
の
朕
態

を
さ
す
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
と
は
封
立
関
係
に
あ
り
、
並
び
存
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
欣
態
を
い
う
こ
と
が
特
に
第
六
章
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
我
々
が
現
代
の
ム
ス
リ
ム
諸
園
を
み
る
時
、
必
然

的
に
考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
イ
ス
ラ
ム
の
金
鍾
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
思
想
に
つ
い
て
熟
知
し
て

い
な
い
、
イ
ス
ラ
ム
研
究
の
入
口
に
た
っ
て
詑
然
と
し
て
い
る
初
撃
の
筆
者
が

拙
文
に
よ
っ

て
あ
え
て
紹
介
し
た
こ
の
世
首
は
、
イ
ス
ラ

ム
の
本
質
と
い
う
も
の

を
知
る
こ
と
を
求
め
る
者
に
と
っ

て
は
二
謝
す
る
こ
と
に
よ
り
大
き
な
助
け
を

得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
償
値
を
も
っ
と
恩
わ
れ
る
。
(
粛
藤
淑
子
)
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