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七

回

（
七一
二）

中

村

菊

男

著

「
近
代
日
本
の
法
的
形
成』

11
僚
約
改
正
と
法
典
編
纂

li

い
わ
ゆ
る
明
治
法
制
史
の
研
究
が、
日
本
法
制
史
に
お
け
る一
分
野
と
し
て

取
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら、
ま
だ
日
は
浅
い。
そ
れ
は、
明
治
時

代
が
歴
史
的
範
轄
の
う
ち
に
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も、
日
本
法
制

史
家
が、
そ
の
研
究
期
象
の
時
代
的
下
限
を
江
戸
末
期
ま
で
に
と
ど
め
て
い
た

の
で、
明
治
法
制
史
そ
の
も
の
が
長
く
波
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
基
肉
し
て
い

た、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う。

載
後、
長
足
の
準
歩
を
と
げ
た
明
治
研
究
の
一
環
と
し
て、
法
制
史
の
領
域

に
お
い
て
も
敷
多
の
注
目
す
べ
き
業
績
が
弐
々
と
護
表
さ
れ
て
き
て
い
る。
奮

民
法
（
明
治
二
十
三
年
民
法）
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
民
法
典
論

宰
が、
明
治
法
制
史
を
遁
じ
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら

い
う
ま
で
も
な
い
が、
近
時、
主
と
し
て
明
治
法
典
宰
議
の
本
質
を
解
明
す
る

必
要
か
ら、
奮
民
法
の
性
格
論
が
大
き
く
表
面
に
浮
び
あ
が
っ
て
き
て
い
る
こ



と
は
、
す
で
に
學
界
周
知
の
事
實
で
あ
る
。

　
奮
民
法
の
性
格
論
に
關
し
て
、
星
野
通
教
授
と
数
年
聞
に
わ
た
つ
て
論
孚
を

つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
中
村
菊
男
教
授
は
、
こ
の
た
び
、
奮
民
法
な
ら
び
に
民
法

典
論
雫
に
つ
い
て
、
從
來
、
公
け
に
さ
れ
た
諸
論
策
を
鐙
系
的
に
ま
と
め
、
か

つ
充
分
な
る
補
訂
を
加
え
ら
れ
て
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
の
刊
行
は
皇
に
時
宜
を

え
た
墨
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
高
く
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

　
本
書
全
髄
の
三
分
の
二
を
占
め
る
第
｝
部
は
、
「
條
約
改
正
と
法
典
編
纂
」
と

題
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
、
本
書
の
副
題
に
も
な
つ
て
い
る
）
。

　
た
し
か
に
「
日
本
の
急
速
な
近
代
化
を
促
進
し
た
も
の
は
條
約
改
正
問
題
で

あ
つ
た
」
（
一
翫
）
。
こ
の
條
約
改
正
と
法
典
編
纂
事
業
の
爾
者
の
間
に
、
き
わ
め

て
密
接
な
關
蓮
性
の
存
す
る
こ
と
に
着
眼
し
、
民
法
典
論
雫
性
格
論
の
核
心
も

こ
の
條
約
改
正
と
の
關
係
に
お
い
て
思
考
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
著
者
の
構

想
の
卓
抜
さ
に
、
ま
ず
敬
意
を
表
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
明
治
新
政
府
の
樹
立
よ
り
明
治
三
十
年
に
い
た
る
期
間
に
お
い
て
、
條
約
改

正
と
法
典
編
纂
事
業
と
が
ど
の
よ
う
な
攣
遷
を
辿
つ
た
か
に
つ
き
、
著
者
は
多

年
に
わ
た
る
研
讃
の
成
果
を
、
精
細
緻
密
に
、
か
つ
精
力
的
に
跡
づ
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
條
約
改
正
の
バ
ッ
ク
を
な
す
當
時
の
政
治
駅
勢
の
分
析
に
つ
い
て
も
、

政
治
史
を
專
攻
せ
ら
れ
た
著
者
の
、
豊
か
な
學
殖
に
裏
付
け
ら
れ
た
論
述
は
す

こ
ぶ
る
正
鵠
を
え
て
い
る
。

　
條
約
改
正
と
法
典
編
纂
の
問
題
は
、
「
輩
に
外
交
史
的
な
、
或
い
は
法
制
史
的

な
資
料
の
蒐
集
、
整
理
に
よ
る
の
み
で
な
く
新
し
い
文
明
史
的
な
覗
角
か
ら
の

楡
討
が
必
要
」
（
訴
）
で
あ
る
、
と
説
く
著
者
の
見
解
は
正
當
と
お
も
わ
れ
る
が
、

　
　
　
　
紹
　
介
　
と
　
批
　
詐

こ
の
意
昧
で
の
「
問
題
提
起
へ
の
一
つ
の
素
描
に
過
ぎ
な
い
」
（
胴
）
と
述
べ
ら

れ
る
本
書
に
お
い
て
も
、
す
で
に
著
者
の
企
圖
す
る
と
こ
ろ
は
充
分
に
汲
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
部
に
お
い
て
、
筆
者
の
氣
付
い
た
瓢
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
第
二
章
第
四

節
「
江
藤
新
干
の
法
典
編
纂
」
（
比
獄
頁
）
の
記
述
に
、
若
干
で
は
あ
る
が
混
凱
が

み
ら
れ
る
こ
と
と
（
こ
の
部
分
は
、
民
法
編
纂
史
の
い
わ
ば
盲
鮎
の
一
つ
で
あ

り
、
い
ま
だ
不
明
の
個
所
が
す
く
な
く
な
い
）
、
第
六
章
第
三
節
「
榎
本
武
揚
の

條
約
改
正
準
備
」
（
た
耽
）
が
、
あ
ま
り
に
簡
略
に
す
ぎ
た
憾
み
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
と
く
に
後
者
は
、
條
約
改
正
史
上
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
時
期
に
當

つ
て
い
る
。
將
來
、
こ
の
年
代
に
お
け
る
詳
細
な
究
明
を
著
者
に
希
求
し
て
や

ま
な
い
。

三

　
第
二
部
は
「
民
法
典
論
孚
性
格
論
」
で
あ
り
、
奮
民
法
な
ら
び
に
民
法
典
論

雫
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
諸
編
が
中
心
と
な
つ
て
い
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
民
法
典
論
雫
は
「
當
時
存
在
し
て
い
た
佛
法
學
派
封
英
法

學
派
の
、
一
面
感
情
的
に
し
て
他
面
極
め
て
功
利
的
な
、
學
派
の
封
立
に
由
來

す
る
」
（
二
二
鋼
則
）
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
助
長
し
襲
展
さ
せ
た
原
因
は
、
「
條

約
改
正
に
關
蓮
す
る
政
治
的
立
場
の
相
違
」
（
止
穐
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
國
民

主
義
的
風
潮
」
（
賄
）
の
影
響
を
う
け
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
論
孚
に
お

け
る
漸
行
派
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
自
由
民
権
派
」
、
延
期
派
を
も
つ
て

「
保
守
的
封
建
的
國
権
主
義
派
」
と
は
考
え
ず
、
奮
民
法
を
「
封
建
色
豊
か
な
明

治
昆
法
よ
り
も
寧
ろ
反
動
的
内
容
を
も
つ
た
も
の
」
と
規
定
し
、
「
そ
れ
故
に
ブ

ル
ジ
。
ア
民
主
主
義
封
牛
封
建
主
義
の
饗
立
抗
雫
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
歴
史

七
五

（
七
二
δ



　
　
　
　
紹
　
介
　
と
　
批
　
詳

的
次
元
を
異
に
す
る
論
雫
で
あ
る
と
は
見
な
い
」
（
鷹
驚
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
著
者
の
所
論
に
、
有
力
な
資
料
を
提
供
し
た
の
は
、
手
塚
豊
教
授
の
「
明

治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
権
1
そ
の
生
成
と
性
格
1
」

（
欝
難
獄
警
畑
鮮
縫
難
猷
爆
謎
髄
翫
蝿
盤
喪
麗
籟
）
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
を
基
盤
と
す
る
著
者
の
見
解
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
間
題
の

核
心
を
鋭
く
つ
い
て
蝕
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
な
お
、
著
者
が
、
奮
民
法
を
葬
り
さ
つ
た
第
三
帝
國
議
會
の
こ
ろ
の
政
情
を

引
き
、
第
一
次
松
方
内
閣
が
醤
民
法
を
支
持
し
た
こ
と
を
重
覗
し
て
、
「
こ
の
反

動
的
な
内
閣
に
よ
つ
て
『
進
渉
的
』
な
法
典
が
擁
護
さ
れ
る
筈
は
な
い
」
（
鴎
欺
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
ふ
か
く
、
か
つ
示
唆
に
と
む
事
柄
と
お
も

わ
れ
る
。
宴
に
奮
民
法
こ
そ
は
、
從
來
の
通
説
に
反
し
て
、
牛
封
建
的
色
彩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
じ
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
む

濃
厚
な
内
容
を
も
つ
た
民
法
典
で
あ
り
、
「
明
治
民
法
に
封
比
し
て
勝
る
と
も
劣

ら
ざ
る
」
（
解
嘱
タ
嘱
鵡
舗
儲
鑑
娠
輩
腿
輪
晦
鞭
誌
淋
艦
鵬
鑑
一
一
）
反
動
的
性
絡
を
有
し

て
い
た
こ
と
は
す
で
に
明
白
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
一
黙

の
疑
い
も
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四

　
本
書
の
末
尾
に
お
い
て
、
著
者
は
歴
史
研
究
の
方
法
論
に
つ
い
て
衣
の
よ
う

な
所
見
を
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
研
究
に
お
い
て
は
「
史
實
の

探
究
が
中
心
課
題
」
で
あ
り
、
「
こ
の
考
察
の
過
程
に
お
い
て
解
繹
が
加
え
ら
れ
、

理
論
が
構
成
さ
る
べ
き
も
の
」
な
の
で
、
決
し
て
「
あ
ら
か
じ
め
豫
定
さ
れ
た

『
型
』
に
適
當
に
資
料
を
あ
て
は
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
。
「
政
治
史
や
法
制

史
の
研
究
を
肚
會
経
濟
史
的
な
『
型
』
に
あ
て
は
め
た
り
、
ま
た
『
型
』
と
の

關
蓮
に
お
い
て
の
み
取
り
上
げ
よ
う
」
と
す
れ
ば
、
政
治
史
研
究
に
あ
つ
て
は
、

七
六

（
七
一
四
）

そ
の
「
動
態
面
と
流
動
的
な
姿
を
見
失
う
お
そ
れ
」
が
あ
り
、
法
制
史
の
研
究

に
お
い
て
は
、
「
原
資
料
を
輕
覗
す
る
か
、
無
覗
す
る
こ
と
」
に
な
り
、
ひ
い
て

は
「
数
少
い
賢
料
で
大
謄
な
結
論
を
下
し
た
り
、
論
謹
少
く
し
て
誤
て
る
結
論

を
出
す
お
そ
れ
」
な
し
と
し
な
い
。
さ
れ
ば
「
政
治
史
に
つ
き
ま
と
う
非
合
理

性
の
究
明
と
法
制
史
に
必
要
な
資
料
の
た
ん
ね
ん
な
蒐
集
」
と
は
、
「
學
問
研
究

の
方
法
上
に
お
い
て
茸
重
さ
る
べ
き
こ
と
」
（
血
軌
）
で
あ
る
、
と
著
者
は
断
定

さ
れ
て
い
る
。

　
お
も
う
に
、
歴
史
學
に
關
す
る
學
的
研
究
の
基
礎
は
、
正
確
な
る
資
料
と
こ

れ
に
む
か
う
態
度
と
に
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
本
書
に
お
い
て
著
者
の
示
さ
れ
た
す
ぐ
れ
た
構
想
と
籐
す
と
こ

ろ
な
き
論
述
に
封
し
て
は
、
筆
者
も
後
學
の
ひ
と
り
と
し
て
稗
盆
さ
れ
た
個
所

は
多
大
で
あ
り
、
宴
に
畏
敬
の
念
を
禁
じ
え
な
い
。
日
本
近
代
史
な
ら
び
に
民

法
典
論
孚
に
つ
い
て
の
著
者
の
不
擁
の
精
進
の
結
晶
が
本
書
で
あ
り
、
創
見
に

み
ち
た
内
容
と
相
挨
つ
て
、
學
界
の
期
待
に
感
え
た
學
問
的
香
り
た
か
い
螢
作

で
あ
る
、
と
確
信
し
て
い
る
。

　
な
お
、
本
書
の
記
述
は
、
や
や
家
族
法
の
領
械
に
片
寄
り
す
ぎ
た
き
ら
い
が

な
く
も
な
い
が
、
財
産
法
・
商
法
・
憲
法
な
ど
に
つ
い
て
も
、
近
き
將
來
の
護

表
を
期
し
て
お
ら
れ
る
。
切
に
著
者
の
御
加
餐
を
所
る
し
だ
い
で
あ
る
。
（
有

信
堂
刊
　
A
5
版
　
三
〇
一
頁
　
定
償
五
二
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
向
井
　
儀
）


