
一
九
九
四
年
八
月
一
日
発
行
の
毎
日
新
聞
に
、
山
中
永
之
佑
編
『
日
本

近
代
法
論
』
の
、
後
述
す
る
よ
う
に
極
め
て
問
題
を
孕
ん
だ
書
評
が
掲
載

さ
れ
た
。
同
書
は
、
「
現
代
日
本
社
会
の
法
状
況
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
日

本
近
代
法
の
各
法
分
野
お
よ
び
日
本
近
代
法
学
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
、

展
開
の
歴
史
を
概
観
し
、
さ
ら
に
日
本
近
代
法
の
歴
史
を
基
底
と
し
て
つ

く
ら
れ
た
日
本
の
法
文
化
に
つ
い
て
も
で
き
る
か
ぎ
り
言
及
す
る
こ
と
を

目
的
」
（
同
書
は
し
が
き
よ
り
）
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、
家
族
プ
ロ

パ
ー
の
書
物
で
は
な
い
が
、
日
本
近
代
法
の
重
要
な
一
分
野
で
あ
る
家
族

法
制
に
つ
い
て
、
本
学
会
の
近
藤
佳
代
子
会
員
が
執
筆
し
て
い
る
し
、
編

著
者
の
山
中
永
之
佑
会
員
の
ほ
か
中
尾
敏
充
会
員
と
私
の
四
名
の
本
学
会

会
員
が
執
筆
者
に
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
書
評
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議

論
は
、
す
べ
て
の
学
問
領
域
に
共
通
の
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

こ
の
『
比
較
家
族
史
研
究
』
の
誌
面
を
お
借
り
し
て
、
毎
日
新
聞
の
書
評

を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

問
題
の
書
評
は
、
毎
日
新
聞
の
「
今
週
の
本
棚
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
一

書
評
の
あ
り
方

●
学
界
展
望ｌ

『
日
本
近
代
法
論
』
に
対
す
る
毎
日
新
聞
の
書
評
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

段
目
に
あ
る
評
者
の
署
名
入
り
の
大
き
な
欄
で
は
な
く
、
二
段
目
の
四
○

○
字
余
り
程
度
の
「
新
刊
・
い
ろ
・
い
ろ
・
紹
介
」
と
い
う
欄
に
（
普
）

と
い
う
符
号
を
付
し
た
の
み
の
匿
名
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

内
容
は
、
「
日
本
近
代
法
諭
」
序
章
の
「
日
本
近
代
法
総
論
」
の
「
日
本
近

代
国
家
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
国
家
と
し
て
成
立
せ
ず
、
帝
国
主
義

国
家
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
戦
前
日
本
の
近
代
法
の

歴
史
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
叙
述
を
と
り
あ
げ
、
ヨ
ブ

ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
国
家
』
と
『
帝
国
主
義
国
家
』
と
を
二
者
択
一
に
、

相
反
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
」
と
断

定
し
（
こ
の
評
者
の
と
ら
え
方
を
以
下
で
は
「
二
者
相
反
論
」
と
す
る
）
、

「
そ
れ
で
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
は
ど
ち
ら
な
の
か
。
そ
れ
ら
が
近
代
国

家
と
し
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

る
ま
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
持
っ
て
い
た
広
大
な
植
民
地
、
全
地
球
を
お

お
う
か
の
よ
う
に
広
か
っ
た
植
民
地
を
思
う
な
ら
ば
、
こ
の
両
国
が
帝
国

主
義
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
は
だ
れ
も
お
る
ま
い
。
今
な
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お
イ
ギ
リ
ス
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
と
い
う
帝
国
主
義
の
遺
物
に
苦
し

ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
憲
法
、
刑
法
、
民
法
、
商
法
な
ど
細
部
に

す
ぐ
れ
た
分
析
も
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
全
体
と
し
て
根
本
に
あ
る
国
家
観

が
今
の
べ
た
よ
う
に
幼
稚
で
あ
る
た
め
、
成
果
が
み
え
に
く
い
の
が
残
念

だ
。
」
と
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
評
か
ら
、
次
の
問
題
点
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
一
冊
の
書
物
の
書
評
は
、
そ
の
片
言
隻
語
を
と
ら
え
て

な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
評
者
は
序
章
の
一
部
の
叙
述
の
み
を
と
ら
え
た
た
め
、
同
書
を
「
二

者
相
反
論
」
に
よ
る
も
の
と
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
に
基
づ
い
た
「
根
本
に
あ
る
国
家
観
が
幼

稚
で
あ
る
」
と
の
評
価
で
あ
る
。
評
者
の
誤
解
に
基
づ
い
て
書
物
を
評
価

す
る
こ
と
自
体
大
き
な
誤
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
学
問
研
究
の
成

果
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
「
幼
稚
」
と
い
う
言
葉
で
評
価
を

下
す
こ
と
は
、
表
現
の
自
由
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
執
筆
者
の
名
誉
を
著
し

く
穀
損
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、
こ
の
書
評
が
掲
載
さ

れ
た
の
は
、
発
行
部
数
数
百
万
と
い
う
全
国
紙
た
る
巨
大
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

で
あ
る
。
新
聞
の
持
つ
影
響
力
の
大
き
さ
に
伴
う
責
任
に
つ
い
て
は
、
日

本
新
聞
協
会
が
「
新
聞
倫
理
綱
領
」
を
定
め
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
人
に

関
す
る
批
評
は
そ
の
人
の
面
前
に
お
い
て
直
接
語
り
う
る
限
度
に
と
ど
む

べ
き
で
あ
る
。
」
「
個
人
の
名
誉
は
そ
の
他
の
基
本
的
人
権
と
同
じ
よ
う
に

尊
重
さ
れ
、
か
つ
擁
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
非
難
さ
れ
た
も
の
に
は
弁

明
の
機
会
を
与
え
、
誤
報
は
す
み
や
か
に
取
り
消
し
訂
正
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
評
の
「
幼
稚
」
と
い
う
表
現
は
「
倫

理
綱
領
」
に
反
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

第
三
に
、
右
の
「
倫
理
綱
領
」
の
「
非
難
さ
れ
た
も
の
に
は
弁
明
の
機

会
を
与
え
」
と
あ
る
こ
と
に
関
連
す
る
が
、
書
評
に
よ
る
批
判
に
対
し
て

は
、
学
術
雑
誌
な
ど
で
は
当
然
著
者
か
ら
の
反
批
判
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

法
制
史
学
会
の
年
報
『
法
制
史
研
究
」
に
最
近
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
例
に

ひ
く
と
、
四
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
書
評
に
対
し
て
四
三
号
で
著
者
か
ら
反

批
判
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
四
四
号
で
は
そ
れ
に
対
す
る
評
者
の
見
解
が
発

表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
比
較
家
族
史
研
究
」
で
は
第
五
号
か
ら

編
集
委
員
会
の
方
針
に
よ
り
、
著
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
、
リ
プ
ラ
イ
が
書

評
と
同
時
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
書
評
原
稿
が
出
て
か
ら
著
者
へ

送
り
、
著
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
の
執
筆
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
か
か
る
時
間

的
制
約
と
枚
数
の
関
係
か
ら
、
五
号
で
一
本
、
六
号
で
二
本
掲
載
さ
れ
た

に
止
ま
っ
て
い
る
が
、
書
評
に
お
け
る
公
正
さ
の
実
現
を
は
か
る
上
で
素

晴
ら
し
い
試
み
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
、
私
た
ち
執
筆
者
か
ら
反
論
の
掲
載
を
求
め
た
の
に
対
し
て
毎

日
新
聞
は
、
反
論
を
逐
一
掲
載
す
る
こ
と
は
、
新
聞
の
編
集
権
を
無
原
則

に
放
棄
し
、
評
論
機
能
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
し
て
掲
載
を

拒
ん
だ
。

第
四
に
、
書
評
に
お
け
る
公
正
さ
を
護
る
た
め
に
は
、
評
者
が
明
示
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
「
発
言
」
に
は
、
発
言
者
が
責
任

を
負
う
の
は
当
然
で
あ
り
、
人
は
自
ら
責
任
を
負
え
る
よ
う
な
発
言
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
聞
な
ど
へ
の
投
書
に
お
い
て
、
一
般
に
匿
名
を
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最
後
に
、
今
回
の
問
題
を
通
じ
て
、
私
は
書
評
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、

自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
改
め
て
以
下
の
点
を
明
確
に
認
識
し
た
。

書
評
と
は
、
書
物
の
評
価
を
通
じ
て
評
者
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
知
的

活
動
で
あ
り
、
評
者
は
そ
の
内
容
・
表
現
に
つ
い
て
当
然
責
任
を
負
わ
ね

ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
他
か
ら
の
評
価
の
対
象
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
関
西
大
学
非
常
勤
講
師
・
日
本
法
制
史
）

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
執
筆
者
か
ら
評
者
名
の
開
示
を
要
求
し
た
が
、

毎
日
新
聞
か
ら
は
、
匿
名
文
化
批
評
は
確
立
さ
れ
た
評
論
ジ
ャ
ン
ル
で
あ

り
表
現
の
自
由
を
守
る
上
か
ら
も
編
集
部
と
し
て
は
評
者
名
を
開
示
で
き

認
め
な
い
の
も
、
こ
の
よ
う
な
原
則
に
立
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
毎
日
新
聞
の
書
評
は
前
述
し
た
よ
う
に
符
号
の
み
が
付
さ
れ
た
匿
名

書
評
で
あ
り
、
こ
の
書
評
の
下
し
た
評
価
に
誰
が
責
任
を
負
う
の
か
不
明

な
い
、
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

で
あ
る
。
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