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紹
介
と
批

評

卒
場
安
治
著

「
刑

法

総

論

講

義
』

昨
年
末
に
近
く、

我
々
は
従
来
の
刑
法
問
論
の
テ
キ
ス
ト
・
プ
ヅ
グ
と
は
そ

の
盟
系
づ
け
と
解
躍
に
お
い
て
非
常
に
異
っ
た、
ユ
ニ
イ
グ
な
著
書
を
迎
え

た。

そ
れ
が、

こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る、

京
都
大
堅
助
教
授、

千
場
安
治

氏
の
「
刑
法
問
論
議
義」
で
あ
る。

出
服
さ
れ
て
か
ら
や
や
時
期
的
な
ズ
レ
は

あ
る
が、

未
だ
書
評
ら
し
い
も
の
も
設
表
さ
れ
て
い
な
い
模
様
な
の
で、

敢
え

て
紹
介
を
業
ね
て
所
感
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た。

さ
て、

終
段
後
我
刑
法
堕
界
に
於
い
て
イ
チ
平
く
異
常
な
ま
で
の
関
心
を
集

め、

今
日
も
向
そ
の
論
議
と
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
一
は、

周
知

八．

0 

（
六一一一一
〉

の
通
り
所
指
「
目
的
的
行
局
論
P
E
E
問。
己
主
g
z
m
巴φ日】吋＠」

と
い
わ
れ
る

も
の
で
あ
る。

目
的
的
行
局
論
に
つ
い
て
は、

す
で
に
木
村
鑑
二
博
士
が
法
律

時
報
二
五
巻
二
読
及
び
季
刊
法
律
堅
第一
四
披
に
於
い
て、

そ
の
恒
値
と
意
義

に
つ
い
て
述
べ
て
居
ら
れ
る
し、

牧
野
英一
博
士
も
亦
警
察
研
究
二
コ一
程
一
二

践
に
於
い
て
紹
介
さ
れ
て
居
ら
れ
る
他、

能
川、

井
上、

高
橋
話
教
授
も
亦
之

を
論
じ
て
居
ら
れ
る
の
で、
こ
こ
に
探
り
返
す
こ
と
を
避
け
る
が、

要
す
る
に

こ
の
理
論
は
一
九
三
九
年
ゲ
ゾ
チ
ン
ゲ
ン
大
皐
の

同
E
5

2
0
ぽ
巳
教
授
が

全
刑
法
雑
誌
に
琵
表
し
た
∞
Z
E
2
N
g
E
∞
3
g
s
em
∞
宵
え
goy
z

と
い
う
論
文
に
端
を
設
し、
ド
イ
ツ
刑
法
解
障
論
と
し
て
前
一連
ウ
ェ
ル
ツ
エ
ル

致
授
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
理
論
で
あ
る。

即
ち
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
教

授
は
前
述
の
論
文
の
後
刑
法
教
科
書
に
於
い
て
そ
の
盟
系
づ
け
を
試
み
ら
れ
た

外、
図。o
w
mL
EmHH
E
の
批
判
に
即応
え
た
d
E
品目O

P
E－o

国
自
己
Z
口
問的

－
。｝】
g
（
目
的
的
行
情
論
に
つ
い
て
）
を
も
の
さ
れ、
一
九
五
一
年
に
は
更
に

ロpm
ロφ
己。
出
口乱

含∞
∞
口信
号。。
E
混同∞
Z
Bm
を
設
表、
そ
の
と
ら
れ
る

立
場
を
明
ら
か
に
し、
そ
の
理
論
を
展
開
し
て
居
ら
れ
る。
ウ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
教
授

の
こ
の
一
聯
の
著
作
を
中
心
に

宅－
Z
Z
8・
出・

冨
2
50YW
4・

芝
。
σ
2

等
こ
の
理
論
を
全
面
的
に
支
持
し、
又
は
好
意
的
に
受
け
入
れ、
こ
と
に
ニ
・l
ゼ

の

ヨ
ロ
己目仲間
了
〈
2
g
けN
d・
『py
zm
g
f
w
o日付
（
目
的
性、

故
意
及
び
過

失〉
は
有
名
で
あ
る。

更
に

富。
定
問。
ア
出
口’崎町ωy・
国
s
ro－
EPH
Ew
mO
YE

r
長。
等
は
批
判
的
立
場
に
立
っ
て
こ
の
理
論
に
閥
れ
る
と
云
っ
た
具
合
に、

最
近
の
文
献
は
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
間
論
に
ふ
れ
な
い
も
の
は
な
い
と一
去
っ

て
い
い
位
で
あ
る。
と
も
あ
れ、

目
的
的
行
局
論
の
中
心
姑
は、

従
来
責
任
要

素
と
さ
れ
て
い
た
故
意
を
以
て
車
な
る
責
任
要
素
で
は
な
く
主
観
的
違
法
要
素

に
外
な
ら
な
い
と
す
る
に
あ
る。



　
本
書
は
、
「
は
し
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
前
述
の
目
的
的
仁
H
爲
論
を
是
認

し
、
し
か
も
一
屠
護
展
さ
せ
つ
つ
、
我
國
に
お
げ
る
刑
法
鐸
論
の
新
し
い
膣
系

づ
け
を
試
み
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
著
者
が
昭
和
廿
五
年
以
來
岡

山
大
學
に
於
い
て
爲
し
た
刑
法
講
義
に
若
干
加
筆
し
た
も
の
で
、
そ
の
實
質
は

全
く
の
「
詩
義
案
」
で
、
專
ら
學
生
諸
君
の
筆
記
の
鍔
を
省
き
講
義
の
進
捗
を

は
か
る
目
的
に
出
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
（
は
し
が
き
）
、
内
容
的

に
は
目
的
的
行
爲
論
を
以
て
貫
こ
う
と
さ
れ
、
第
一
に
そ
の
膿
系
づ
け
に
お
い

で
ユ
一
一
イ
ク
で
あ
り
、
第
二
に
し
か
も
随
所
に
通
説
に
封
す
る
反
封
論
を
展
開

さ
れ
た
、
極
め
て
意
慾
的
な
螢
作
と
云
い
う
る
。

　
印
ち
、
著
者
は
京
大
瀧
川
教
授
門
下
の
俊
才
と
し
て
、
特
に
終
職
後
「
刑
法

理
論
學
」
（
瀧
川
春
・
宮
内
雨
氏
と
共
著
）
を
出
さ
れ
た
他
、
日
評
の
「
刑
法

コ
ン
メ
ソ
タ
f
ル
」
、
「
刑
事
訴
訟
法
コ
シ
メ
ソ
タ
ー
ル
」
の
出
版
に
も
一
役
を

推
い
、
最
近
目
的
的
行
爲
論
に
賛
同
さ
れ
、
そ
の
方
向
づ
け
に
お
い
て
一
昨
年

は
小
野
博
士
の
還
暦
親
賀
論
文
集
に
「
刑
法
に
お
け
る
行
爲
概
念
と
行
爲
論
の

地
位
」
、
又
昨
年
は
刑
事
法
講
座
第
二
雀
に
「
法
律
の
錯
誤
」
と
い
う
貴
重
な
螢

作
を
獲
表
さ
れ
た
新
進
の
學
徒
で
あ
ウ
、
す
で
に
前
述
の
二
論
文
に
お
い
て
著

者
の
立
場
は
明
ら
か
な
の
で
ば
あ
る
が
、
こ
こ
に
更
に
本
書
を
加
え
る
こ
と
に

ょ
つ
て
氏
の
立
場
か
ら
す
る
刑
法
の
鐙
系
づ
け
を
傭
諏
で
き
る
こ
と
は
學
界
に

と
つ
て
も
倖
な
こ
と
で
あ
つ
た
、

二

　
さ
て
、
詳
細
な
内
容
の
紹
介
に
入
る
前
に
ま
ず
本
書
の
騰
系
づ
け
を
瞥
見
し

よ
㌔
）
o本

書
は
第
一
編
緒
論
と
第
二
編
総
論
と
に
分
れ
、
後
者
は
更
に
第
一
部
犯
罪

紹
介
と
批
評

論
、
第
二
部
刑
罰
論
に
分
れ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
一
老
者
の
最
も
二
里
貼
を
お
い
』

た
、
且
特
徴
的
な
部
分
は
犯
罪
論
で
、
第
一
章
は
犯
罪
の
事
實
的
側
面
と
し
て

行
爲
、
不
行
爲
、
廉
属
主
匿
と
に
分
つ
て
論
じ
て
居
ら
れ
る
。
從
來
の
解
羅
に

ょ
れ
ば
、
行
爲
で
な
い
犯
罪
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
過
失
及
び
不

作
爲
を
不
行
爲
と
し
て
捉
え
、
從
來
の
「
犯
罪
論
の
最
外
側
」
と
し
て
の
行
爲

概
念
を
捨
て
て
居
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
章
と
第
三
章
は
、
規

範
的
側
面
と
し
て
蓮
法
性
と
責
任
を
論
じ
て
居
ら
れ
る
が
“
故
意
、
過
失
は
專

ら
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
つ
て
責
任
要
素
で
は
な
い
と
す
る
目
的
的
行
爲
論
の

立
場
に
立
ち
乍
ら
、
何
故
第
三
章
責
任
に
於
い
て
通
常
説
か
れ
る
と
こ
ろ
と
同

檬
に
、
，
責
任
能
力
の
他
に
故
意
・
過
失
を
論
じ
て
居
ら
れ
る
の
か
諒
解
し
難

い
。
も
し
故
意
を
主
観
的
違
法
要
素
で
も
あ
り
、
同
時
に
責
任
要
素
で
も
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
す
で
に
故
意
を
以
て
專
ら
主
観
的
違
法
要
素
だ
と
す

る
目
的
的
行
爲
論
の
根
本
的
主
藤
を
捨
て
た
こ
と
に
な
り
、
膿
系
的
に
統
一
的

な
も
の
と
は
云
い
得
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
四
章
は
犯
罪
類
型
と

し
て
典
型
的
類
型
、
未
途
、
共
犯
、
犯
罪
類
型
の
競
合
と
犯
罪
の
競
合
を
扱
い
、

第
二
部
刑
罰
論
に
於
い
て
は
大
腔
從
來
の
方
法
に
從
つ
て
刑
罰
の
意
蔀
㍗
種
類

・
遙
用
・
執
行
・
浦
滅
・
保
安
塑
分
に
つ
い
て
夫
々
略
述
し
て
居
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
尚
本
書
に
お
い
て
は
「
畢
生
諸
君
の
理
解
と
思
索
に
役
立
た
し
め
」
る
た
め

に
犯
罪
論
の
一
章
と
二
章
の
各
庭
に
關
係
あ
る
著
名
な
到
例
又
は
シ
ュ
ー
ル
．

バ
イ
、
シ
ュ
ビ
ー
レ
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
具
臨
的
な
例
を
墨
げ
て
居
ら
れ
る

が
、
講
義
案
と
し
て
は
誠
に
親
切
な
方
法
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
「
は
し
が
き
」

に
も
あ
る
よ
う
に
「
本
書
の
刊
行
を
急
い
だ
た
め
一
錯
誤
論
以
下
問
題
の
多
い

部
分
に
つ
い
て
の
具
膣
的
例
が
墨
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
い
か
に
も
嘆
念
な
こ

と
で
あ
つ
た
。

八
一

（
山
ハ
ニ
一
二
）



紹
介
乏
批
評

三

　
総
論
第
一
章
刑
法
は
、
更
に
刑
法
の
意
義
、
罪
刑
法
定
主
義
、
刑
法
の
効
力

の
三
節
に
分
読
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
大
騰
通
常
の
方
法
に
從
つ
て
簡
輩
に
読
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
講
義
案
と
し
て
講
義
に
ょ
る
肉
づ
け
を
豫
定
せ
ら
れ
た
た

め
と
推
察
さ
れ
る
。
罪
刑
法
定
主
義
に
お
い
て
は
、
解
羅
上
一
懸
類
推
の
許
容

が
問
題
と
な
る
。
現
在
刑
法
に
於
け
る
類
推
を
嚴
格
な
意
昧
で
禁
止
し
よ
う
と

す
る
論
者
は
あ
る
ま
い
が
、
類
推
許
容
の
範
園
に
つ
い
て
は
尚
雫
な
し
と
は
し

な
い
。
印
ち
目
的
論
的
解
羅
が
許
さ
れ
る
以
上
は
無
條
件
に
之
を
認
む
べ
き
だ

と
す
る
読
と
罪
刑
法
定
主
義
又
は
憲
法
の
解
羅
上
少
く
と
も
類
推
は
犯
入
に
利

盆
な
場
合
に
限
つ
て
許
さ
る
べ
き
も
の
と
す
る
説
と
が
あ
る
。
木
村
博
士
は
か

つ
て
前
読
を
と
つ
て
居
ら
れ
だ
が
最
近
は
後
読
の
立
場
を
と
ら
れ
、
そ
の
他
に

も
同
読
を
と
ら
れ
る
學
者
が
多
く
な
つ
て
來
て
い
る
が
、
著
者
は
原
則
と
し
て

類
推
は
許
さ
れ
な
い
が
、
　
「
し
か
し
刑
法
に
嚴
格
解
繹
が
要
求
さ
れ
る
の
は
罪

刑
法
定
主
義
と
の
關
係
に
お
い
て
で
あ
り
畢
覚
被
告
入
を
不
當
に
庭
罰
し
な
い

趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
被
告
入
に
有
利
の
方
へ
の
類
推
は
認
め
ら
れ
て
差
支
え
な

い
」
と
し
て
後
読
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
居
ら
れ
る
。
次
い
で
第
二
章
は
刑

法
の
根
本
主
義
と
題
し
て
所
謂
刑
法
理
論
に
つ
い
て
の
要
領
を
得
た
読
明
が
あ

り
、
著
者
の
立
場
と
し
て
は
、
從
來
の
ど
の
読
に
も
廉
ら
ず
「
犯
罪
は
肚
會
的

行
爲
と
し
て
主
観
的
“
客
観
的
印
ち
主
膣
的
全
盤
的
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
を
出
畿
驕
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
行
爲
を
重
覗
す
る
立
場
に
立

つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
決
し
て
意
思
叉
は
結
果
を
重
覗
す
る
立
場
と
封
立

す
る
も
の
で
は
な
く
そ
れ
を
含
め
た
よ
り
高
い
衣
元
に
あ
る
」
（
2
7
頁
）
と
さ
れ

る
。
印
ち
著
者
の
念
願
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
主
観
主
義
と
客
観
主
義
、
鷹
報
刑
主

八
二

（
六
二
四
）

義
と
目
的
刑
主
義
の
よ
り
高
い
次
元
へ
の
止
揚
で
あ
る
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。
極

端
な
主
観
主
義
と
客
観
主
義
の
野
立
か
ら
、
爾
者
の
接
近
、
若
く
は
よ
り
高
い

次
元
に
お
け
る
綜
合
と
い
う
こ
と
は
近
時
學
者
の
等
し
く
唱
え
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
著
者
は
そ
れ
を
目
的
的
行
爲
論
に
よ
る
新
し
い
行
爲
概
念
に
よ
つ
て
指

導
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
、
等
し
く
主
観
主
義
と
客
観
主
義
と
の
止
揚
を
試
み

ら
れ
る
入
格
責
任
論
と
野
決
す
る
の
で
あ
る
。

総
論
第
一
部
犯
罪
論
の
頁
を
開
い
た
途
端
に
我
々
は
「
犯
罪
と
は
法
的
評
償

を
受
け
刑
罰
的
前
提
を
な
す
，
一
定
の
事
實
で
あ
る
」
と
云
う
定
義
づ
け
に
注
意

を
惹
か
れ
る
。
之
は
著
者
が
「
犯
罪
論
の
最
外
側
を
劃
す
る
」
行
爲
概
念
を
す

て
て
得
た
結
論
と
も
民
い
得
蕊
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
著
者
は
昭
和
廿
六

年
の
秋
小
野
博
士
の
還
暦
祀
賀
論
文
集
刑
法
の
部
に
「
刑
法
に
お
け
る
行
爲
概

念
と
行
爲
論
の
地
位
』
と
い
う
論
文
集
白
眉
の
螢
作
を
捧
げ
ら
れ
た
が
、
こ
こ

で
著
者
は
は
つ
き
り
と
目
的
酌
宕
爲
論
を
支
持
し
、
し
か
も
過
失
を
行
爲
の
枠

か
ら
外
し
、
行
爲
概
念
の
ら
犯
罪
論
の
概
念
要
素
を
結
合
す
る
最
高
の
む
の
」

た
る
榮
馨
を
奪
い
、
行
爲
と
不
行
爲
と
を
結
合
す
る
も
の
は
「
批
會
的
事
象
」

「
人
の
入
に
封
す
る
關
係
」
で
あ
る
と
し
た
の
と
等
し
く
理
論
を
展
開
し
て
居

ら
れ
る
の
に
氣
が
つ
く
。
之
は
薯
者
の
根
本
的
な
態
度
で
あ
る
か
ら
そ
の
批
到

は
後
に
譲
り
一
感
先
に
進
む
こ
と
と
す
る
。
著
者
は
犯
罪
を
行
爲
と
は
解
せ
ず

事
實
と
見
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
法
的
評
贋
を
う
け
、
刑
罰
の
法
律
的
前
提
と

な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
か
ら
犯
罪
は
從
つ
て
事
實
的
側
面
と
規
範
的
側
面
か

ら
捉
え
ら
れ
る
の
は
當
然
と
云
え
よ
う
。

　
事
實
的
側
面
よ
り
見
た
犯
罪
は
、
人
聞
の
人
間
に
封
す
る
積
極
的
關
與
た
る

肚
璽
的
行
爲
と
そ
の
反
醤
の
不
關
與
た
る
不
行
爲
に
分
つ
て
論
ぜ
ら
れ
る
。
そ

し
て
こ
の
部
分
こ
そ
ま
さ
に
著
者
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者



に
よ
れ
ば
「
行
爲
と
は
意
識
的
に
外
界
を
形
成
し
攣
更
す
る
意
思
の
は
た
ら
き

で
あ
偽
」
　
（
雛
頁
）
即
ち
行
爲
と
は
意
思
に
よ
つ
て
「
外
的
因
果
の
流
れ
を
支

配
し
方
向
づ
け
る
」
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
要
素
と
し
て
は
』
ω
身
豊
の
物
理

的
動
き
に
始
る
因
果
關
係
、
の
意
思
の
目
的
に
支
配
、
⑧
行
爲
支
配
の
合
法
則

性
（
事
前
に
お
け
る
因
果
關
係
）
及
び
類
型
性
」
が
必
要
で
あ
る
と
云
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
作
爲
と
不
作
爲
と
を
同
一
の
上
位
概
念
に
包
囁
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
た
菊
区
ぼ
8
げ
と
同
檬
に
し
て
し
か
も
筒
、
『
更
に
過
失
を
も
行

爲
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
な
る
。
從
つ
て
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
行
爲
概
念

は
犯
罪
の
総
括
的
な
最
高
の
榮
轡
を
奪
わ
れ
、
故
意
、
過
失
は
責
任
の
種
類
で

は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
行
爲
の
種
類
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
不
行
爲
と

構
せ
ら
れ
る
も
の
は
不
作
爲
と
過
失
で
あ
る
が
、
不
行
爲
に
よ
つ
て
人
が
責
任

を
問
わ
れ
る
の
は
、
因
果
關
係
が
彼
の
支
配
圏
内
を
流
れ
、
彼
の
支
配
可
能
で

あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
配
し
な
か
つ
た
爲
で
あ
る
と
し
、
不
作
爲
は
そ
の

身
睦
的
不
關
與
で
あ
り
、
過
失
は
そ
の
精
紳
的
不
關
與
だ
と
さ
れ
乃
。
ウ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
は
筒
犯
罪
論
の
最
外
側
を
劃
す
る
た
め
に
奉
仕
す
る
行
爲
概
念
を
拗
棄

し
た
諜
で
は
な
か
つ
た
。
印
ち
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
過
失
の
場
合
は
確

か
に
且
的
行
爲
意
思
に
よ
つ
て
指
導
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
事
實
は
盲

目
的
ー
因
果
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
自
然
の
出
來
事
と
匿
別
さ
れ
る
の
は
行

爲
者
O
号
書
曾
の
可
能
な
目
的
行
動
に
よ
つ
て
避
け
得
た
と
い
う
こ
と
だ

と
し
、
故
意
行
爲
は
現
實
的
目
的
性
に
、
過
失
行
爲
は
潜
在
的
目
的
性
に
關
連

す
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
二
つ
の
行
爲
を
上
位
概
念
に
包
薇
す
る
も
の
は
目
的

性
の
要
素
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
教
科
書
2
版
2
3
頁
）
。
こ
め
よ

う
に
目
的
的
行
爲
論
を
主
張
し
乍
ら
筒
過
失
を
行
爲
の
概
念
に
包
囁
す
る
こ
と

は
論
理
的
に
か
な
り
困
難
で
、
そ
れ
故
に
こ
そ
目
的
的
行
爲
論
は
暗
礁
に
の
り

紹
介
と
批
評

あ
げ
た
形
で
、
こ
と
に
忘
却
犯
の
読
明
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
著
者
は
そ
の
よ
う
な
非
難
を
も
充
分
心
得
て
む
し
ろ

過
失
を
行
爲
か
ら
除
外
し
且
犯
罪
論
の
総
括
的
要
素
を
ば
「
批
會
的
現
象
」

「
人
の
入
に
封
す
る
關
係
」
と
い
つ
た
と
こ
ろ
に
求
め
、
一
暦
目
的
的
行
爲
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

念
を
論
理
的
に
ム
貫
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

こ
の
職
は
ま
さ
に
著
者
の
創
意
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
誠
に
明
快
で
、
陳
腐
な
表

現
を
籍
り
る
な
ら
ば
「
快
刀
胤
麻
を
臨
つ
」
の
感
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ

る
が
こ
の
監
系
づ
げ
が
よ
り
理
論
的
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
の
ラ
L
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
読
に
封
し
て
メ
ツ
ガ
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

が
批
到
し
た
よ
う
に
、
一
般
に
刑
法
に
お
け
る
行
爲
概
念
は
贋
値
關
係
的
概
念

で
あ
る
か
ら
、
著
者
の
反
駁
（
前
述
小
野
博
士
記
念
論
丈
集
）
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
著
者
の
よ
う
に
行
爲
の
事
賓
的
側
面
か
ら
見
た
差
異
に
着
目
し
て
概
念
構

成
を
す
る
事
は
正
當
で
は
な
い
で
は
な
い
か
ど
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
目
的
的

行
爲
論
は
自
然
因
果
的
行
爲
論
を
排
斥
し
て
主
張
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ぢ
、

こ
の
よ
う
な
自
然
的
、
事
實
的
概
念
を
以
て
律
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
二
重
の

自
己
矛
盾
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
私
と
し
て
は
故
意
・

過
失
を
包
礪
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
む
し
ろ
「
義
務
違
反
」
に
求
め
ら
れ
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
場
合
の
「
義
務
」
と
は
法
的

義
務
に
限
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
一
般
に
肚
會
的
義
務
と
考
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
肚
會
的
な
義
務
に
遽
反
す
る
こ
と
こ
そ
目
的

的
行
爲
論
者
の
所
謂
「
肚
會
倫
理
的
に
た
え
が
た
い
こ
と
」
と
解
さ
れ
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
著
者
の
構
成
は
非
常
に
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
で
は
あ
る
が

省
槍
討
の
蝕
地
な
し
と
は
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筒
こ
の
部
分
に
つ
い
て

細
か
い
こ
と
で
あ
る
が
、
間
接
正
犯
に
つ
い
て
「
學
読
上
は
特
に
責
任
無
能
力

八
三

（
六
二
五
）



紹
介
と
批
評

者
を
利
用
し
て
自
己
の
目
的
を
到
達
し
た
場
合
だ
け
を
間
接
正
犯
ど
し
て
」
い

ろ
と
ざ
れ
る
（
3
6
頁
）
が
、
－
一
般
に
は
責
任
能
力
者
と
い
え
ど
も
情
を
知
ら
ず

に
行
爲
し
た
檬
な
場
合
、
印
ち
責
任
能
力
者
の
行
爲
が
道
具
的
な
存
在
に
過
ぎ

な
か
つ
た
場
合
に
は
や
は
り
間
接
正
犯
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
ゆ
從
つ
て
從
來
の
間
接
正
犯
に
つ
い
て
の
こ
分
鮎
で
の
非
難
は
當
ら
な

い
よ
う
に
思
う
。

　
第
二
章
に
お
い
て
は
蓮
法
性
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
目
的
的
行
爲
論
に
お
い
て

は
違
法
の
概
念
は
か
な
り
重
要
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
本
書
に
お
い

て
は
、
違
法
行
爲
と
は
「
入
の
行
爲
疹
て
の
進
む
方
向
に
お
い
て
計
會
を
釜
す

▽
O
よ
り
次
髪
口
車
毒
0
・
乙
旗
脅
み
ん
・
つ
引
ず
O
ご
孚
め
い
」
　
ン
ン
し
て
漠
欽
…
と
偶
侶
れ
て
い
り
Q
の
に

過
ぎ
な
い
の
は
、
や
や
物
足
り
な
い
感
が
す
る
。
蓮
法
阻
却
原
因
に
つ
い
て

は
、
從
來
緊
急
避
難
を
違
法
阻
却
と
解
す
る
か
、
責
任
阻
却
と
解
す
る
か
に
つ

き
雫
が
あ
つ
た
が
、
著
者
は
一
懸
之
を
蓮
法
阻
却
原
因
と
す
る
が
、
更
に
之
を

分
つ
て
、
大
利
釜
を
擁
護
す
る
爲
に
小
利
釜
を
害
す
る
場
合
に
ほ
違
法
阻
却
、

法
釜
同
贋
値
の
場
合
及
び
法
釜
の
大
小
の
到
明
し
な
い
場
合
は
責
任
阻
却
原
因

と
す
る
。
叉
過
剰
防
衡
、
過
剰
避
難
、
誤
想
防
衛
、
誤
想
遜
難
に
つ
い
て
は
責

任
阻
却
と
さ
れ
る
。
し
か
し
も
し
故
意
、
過
失
を
責
任
の
要
素
と
見
ず
、
専
ら

主
観
的
違
法
要
素
と
解
す
る
目
的
的
行
爲
論
の
立
場
を
以
て
貫
徹
す
る
な
ら

ば
、
之
等
を
責
任
阻
却
と
解
す
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
責
任
論
に
お
い
て
は
著
者
は
規
範
的
責
任
論
の
立
場
を
と
り
、
所
謂
入
格
責

任
論
と
封
決
し
、
　
「
累
犯
加
重
を
入
格
形
成
責
任
に
よ
り
絡
て
説
明
し
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
・
い
き
お
い
、
責
任
の
擬
制
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し

て
之
を
排
斥
し
て
居
ら
れ
る
。
責
任
論
に
於
い
て
更
め
て
故
意
、
過
失
の
責
任

八
四

（
六
二
六
）

を
論
じ
て
い
る
事
に
つ
い
て
は
す
で
に
批
判
し
た
。

　
錆
誤
論
に
お
い
て
は
、
打
撃
の
錯
誤
に
つ
い
て
今
日
の
通
論
と
も
云
う
べ
き

法
定
的
符
合
読
を
捨
て
て
具
膿
的
符
合
読
を
と
ら
れ
る
の
は
、
目
的
的
行
爲
論

の
當
然
の
露
結
と
思
わ
れ
る
が
、
客
瞠
の
錯
誤
に
つ
い
て
「
動
物
で
あ
る
と
思

つ
て
射
つ
た
ら
人
で
あ
つ
た
と
い
う
ば
あ
い
に
は
器
物
損
壊
の
程
度
で
殺
人
罪

の
責
任
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
、
打
撃
の
錯

誤
に
お
い
て
「
過
失
的
結
果
に
封
し
故
意
の
成
立
を
認
め
る
法
定
符
合
論
乃
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヒ

は
抽
象
的
符
合
論
は
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
畑
頁
）
と
さ
れ

乍
ら
、
客
膿
の
錯
誤
に
お
い
て
輕
い
犯
意
を
以
て
電
い
犯
罪
を
行
つ
た
場
合
、

刑
扶
第
三
八
條
の
制
限
の
下
に
重
い
犯
罪
の
既
途
を
認
む
べ
き
叫
、
あ
る
と
さ
れ

る
の
は
論
理
的
な
矛
盾
で
は
な
か
ろ
・
）
か
。

　
著
者
は
第
四
章
を
犯
罪
類
型
と
し
て
從
來
一
般
に
梼
成
募
件
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
を
「
典
型
的
類
型
」
と
し
、
そ
の
修
正
形
式
と
し
て
の
未
途
と
共
犯
の

三
莇
に
分
つ
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
下
能
犯
論
と
共
犯
誌
葡
に
注
意
が
惹
か

れ
ろ
。
特
に
共
犯
論
に
つ
い
て
は
目
的
的
行
爲
論
の
立
場
か
ら
種
々
の
新
し
い

考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
從
來
の
間
接
正
犯
に
つ
い
て
は
、
縮
限
正
犯

概
念
の
前
提
を
維
持
し
乍
ら
た
だ
從
來
の
縮
限
正
犯
論
が
「
自
己
の
手
に
よ
る

實
行
」
と
云
う
考
え
方
に
よ
り
乍
ら
間
援
正
犯
を
認
め
る
の
は
罪
刑
法
定
主
姜

の
原
則
に
反
す
る
が
故
に
之
を
排
斥
し
、
正
犯
の
實
行
と
い
う
こ
と
を
「
構
成

要
件
該
當
の
行
爲
麦
配
」
と
し
、
ω
情
を
知
ら
な
い
他
入
を
利
用
す
る
こ
と

（
目
的
な
き
道
具
）
、
似
因
果
的
経
路
を
支
配
す
る
自
由
の
な
い
者
を
利
用
す

る
こ
と
（
自
由
な
き
道
具
）
、
⑧
身
分
渚
が
非
身
分
者
を
利
用
し
て
身
分
犯
を

行
つ
た
場
合
（
身
分
な
き
道
具
）
を
夫
々
正
犯
と
認
め
よ
う
と
す
る
粕
そ
し
て

責
任
無
能
力
者
の
撃
動
を
利
用
す
る
場
合
は
、
之
等
の
岩
が
貸
酌
支
配
の
能
力



を
も
つ
時
は
共
犯
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
時
は
正
犯
と
さ
れ
る
。
責
任
無
能
力

者
の
撃
動
を
利
用
す
る
場
合
を
除
い
て
は
大
膣
今
日
の
通
説
と
い
わ
れ
る
所
と

結
論
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
「
構
成
要
件
該
當
の
行
爲
支
配
」
と
い
う

概
念
を
籍
り
な
く
と
も
、
た
だ
構
成
要
件
該
當
性
の
解
繹
、
云
い
換
え
れ
ば

「
實
行
行
爲
」
の
解
羅
に
よ
つ
て
、
正
犯
と
共
犯
と
の
ギ
ャ
ヅ
プ
は
補
い
得
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
侮
教
唆
犯
に
つ
い
て
は
我
國
で
は
有
罪
覗
す
る
こ
と
が

む
し
ろ
有
力
な
騨
晩
90
耳
肩
○
＜
霧
ρ
o
ε
畦
を
、
ド
イ
ッ
の
通
読
に
從
つ
て
立

法
論
的
に
は
疑
問
を
持
ち
乍
ら
も
無
罪
と
し
て
い
る
の
が
眼
に
つ
く
。

　
第
二
部
刑
罰
論
に
つ
い
て
は
特
筆
す
べ
き
議
論
も
少
く
叉
こ
こ
で
多
く
を
語

る
鹸
裕
も
な
い
。
た
だ
死
刑
に
つ
い
て
、
原
則
的
に
塵
止
す
べ
き
も
の
と
さ
れ

る
が
、
た
だ
あ
る
種
の
重
大
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
た
だ
死
を
以
て
の
み
償
わ
れ

る
と
の
國
民
の
規
範
意
識
が
あ
る
以
上
現
實
に
は
こ
れ
を
無
親
し
得
な
い
と
し

て
一
鷹
死
刑
を
認
め
、
且
つ
わ
れ
わ
れ
の
文
化
的
標
準
か
ら
絞
首
刑
も
一
が
い

に
幾
虐
刑
と
は
云
え
ぬ
と
さ
れ
る
。

　
目
的
的
行
爲
論
は
存
在
論
的
方
法
に
よ
つ
て
行
爲
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
を
刑
法
的
思
惟
の
基
礎
に
置
い
た
も
の
で
、
各
方
面
に
新
し
い
問
題
を
提

示
し
て
は
い
る
が
筒
各
方
面
か
ら
の
批
判
が
可
能
で
栄
だ
完
成
さ
れ
た
騰
系
づ

け
と
は
云
い
得
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
書
も
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る

こ
の
目
的
的
行
爲
論
を
い
ち
早
く
紹
介
し
且
そ
の
線
に
澹
つ
て
新
し
く
刑
法
総

論
の
騰
系
づ
け
を
試
み
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
未
だ
圓
熟
し
た
騰
系
づ
け

と
は
云
い
得
な
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
最
も
新
し
い
刑
法
の
騰
系
づ

け
と
し
て
新
鮮
さ
と
若
い
學
徒
ら
し
い
熱
情
と
意
慾
と
大
謄
さ
に
満
ち
て
居

り
、
且
目
的
的
行
爲
論
の
日
本
的
展
開
の
唯
一
の
も
の
と
し
て
高
く
評
償
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　
終
り
に
筆
者
の
理
解
が
不
充
分
な
爲
に
思
わ
ぬ
過
誤
を
犯
し
、
又
は
潜
越
な

し
か
も
不
當
な
批
到
と
な
つ
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
箇
所
の
多
い
こ
と
を
怖
れ
、

著
者
並
に
讃
者
諸
賢
の
御
諒
解
と
御
宥
恕
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
谷
理
子
）

紹
介
と
批
評

八
五

（
六
二
七
）


