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法学研究64巻7号（’91：7）

霞
信
彦
著

『
明
治
初
期
刑
事
法
の
基
礎
的
研
究
』

一

　
本
書
は
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
意
欲
的
に
研
究
を
進
め
て
来
ら
れ
た
仮
刑

律
か
ら
旧
刑
法
に
至
る
明
治
初
期
の
刑
事
法
に
関
す
る
論
考
を
集
め
た
論

文
集
で
あ
る
。

　
明
治
刑
法
史
の
研
究
の
な
か
で
、
刑
法
編
纂
史
の
研
究
、
と
り
わ
け
て

も
刑
法
典
の
編
纂
過
程
や
編
纂
者
に
関
す
る
研
究
に
比
ぺ
て
、
研
究
が
遅

れ
て
い
る
の
が
．
刑
事
法
の
実
定
法
規
定
と
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
の
研
究

で
あ
ろ
う
．
刑
法
学
者
の
手
に
な
る
こ
れ
ら
の
研
究
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
資
料
的
制
約
か
ら
当
時
の
理
論
書
や
註
釈
書
な
ど
に
依
っ
て

の
研
究
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
法
編
纂
史
の
研

究
の
め
ざ
ま
し
い
進
展
は
、
未
見
の
資
料
の
発
掘
を
促
し
、
た
と
え
ば
早

稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
が
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
を
復
刻
刊

行
し
た
よ
う
に
、
明
治
刑
法
史
研
究
に
必
須
の
基
礎
的
な
資
料
を
学
界
共

有
の
財
産
と
し
て
く
れ
た
。
著
者
は
、
こ
れ
を
「
賜
物
」
と
い
い
、
次
に

取
り
組
む
べ
ぎ
課
題
を
も
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
は
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
い

う
。
こ
の
著
老
の
優
れ
た
認
識
が
、
著
者
を
し
て
「
内
容
研
究
」
と
称
す

る
実
定
法
規
定
そ
の
も
の
の
内
容
や
当
時
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る
法
の
解

釈
適
用
の
問
題
に
関
す
る
研
究
に
従
わ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
本
書
の
構
成
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
は
じ
め
に

　
本
　
篇

　
　
旧
刑
法
第
三
一
一
条
に
関
す
る
一
考
察

　
　
自
首
条
の
適
用
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察

　
　
「
鶏
姦
規
定
」
考

　
　
児
島
惟
謙
「
賭
博
罪
廃
止
意
見
」
に
関
す
る
若
干
の
考
察

　
　
仮
刑
律
「
八
虐
六
議
」
条
の
削
除
に
つ
い
て

　
　
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
の
成
立
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察

　
　
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
施
行
直
後
の
伺
・
指
令

　
外
　
篇

　
　
「
陸
軍
律
刑
法
草
案
』
考

　
　
陸
軍
刑
法
編
纂
と
津
田
真
道

　
　
陸
軍
刑
法
の
制
定
ー
陸
軍
刑
法
草
案
審
査
局
開
設
以
後
の
陸
軍
刑
法

　
　
　
編
纂
1

　
　
竹
橋
暴
動
に
関
す
る
一
考
察
1
と
く
に
陸
軍
砲
兵
少
尉
内
山
定
吾
の

　
　
　
処
分
を
中
心
と
し
て
1

以
下
、
本
書
の
内
容
を
、
筆
者
な
り
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
学
間

的
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
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二

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
考
が
取
り
上
げ
て
い
る
ト
ピ
ッ

ク
は
、
ま
こ
と
に
多
彩
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
各
論
考
が
編
綴
さ
れ

て
一
書
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
明
治
初
期
の
刑
事
法
の
「
内
容
研
究
」
を

通
し
て
、
「
『
法
の
継
受
』
の
問
題
へ
の
よ
り
精
緻
な
解
析
や
、
明
治
初
期

に
お
い
て
我
が
国
に
内
在
し
た
『
法
意
識
』
の
一
端
を
知
」
（
は
じ
め
に
）

ろ
う
と
い
う
著
者
の
意
図
が
鮮
明
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
現
在
の
日
本
の
実
定
法
の
ほ
と
ん
ど
は
、
主
と
し
て
西
欧
の
法
制
度
を

明
治
期
に
導
入
し
て
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
黒
船
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
欧
米
列
強
の
衝
撃
と
圧
力
に
よ
っ
て
日
本
が
負
わ
さ
れ
た

不
平
等
条
約
を
撤
廃
し
、
裁
判
権
を
回
復
す
る
た
め
に
は
，
欧
米
列
強
に
、

日
本
が
欧
米
の
社
会
と
同
じ
正
義
を
実
現
す
る
「
文
明
国
』
で
あ
る
と
認

め
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
、
近
代
化
、
西
欧
化
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
現
行
実
定
法
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
西
欧
法
受

容
の
所
産
で
あ
る
と
し
て
も
、
近
代
日
本
が
西
欧
の
法
を
ど
う
受
容
し
、

ど
う
排
斥
し
て
き
た
の
か
は
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
明
治
と
い
う
国
家
が
「
過
去
の
日
本
と
当
時
の
外
国
」
（
三
宅
雪

嶺
）
を
模
範
と
し
て
成
り
立
っ
た
国
家
で
あ
り
、
そ
の
モ
ザ
イ
ク
的
西
欧

化
に
こ
そ
、
今
日
の
日
本
の
法
文
化
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
こ
と
は
、
「
過
去
の
日
本
と
当
時
の
外
国
」

が
そ
の
ま
ま
で
モ
ザ
イ
ク
絵
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

「
過
去
の
日
本
」
か
ら
切
り
と
ら
れ
た
小
片
は
、
明
治
と
い
う
国
家
全
体
の

構
図
の
な
か
で
、
西
欧
近
代
法
と
い
う
画
題
に
ふ
さ
わ
し
く
加
工
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
「
舶
来
の
小
片
」
も
、
西
欧
の
法
が
異
質
な
る

こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
咀
囑
吟
味
し
立
法
の
模
範
と
す
る
ま
で
の
長
い
船

旅
と
「
法
意
識
」
と
い
う
定
着
剤
の
影
響
で
微
妙
に
そ
の
色
調
が
変
容
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
著
者
が
取
り
上
げ
た
多
彩
な
ト
ピ
ッ
ク
は
、
こ
の
時
代
の
人
々
が
、
ど

の
よ
う
な
小
片
を
用
い
て
、
ど
の
よ
う
な
構
図
の
モ
ザ
イ
ク
絵
を
描
こ
う

と
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
カ
ギ
の
一
つ
と
な
る
に
ち
が

い
な
い
。

三

　
旧
刑
法
は
、
第
三
一
一
条
に
「
本
夫
其
妻
ノ
姦
通
ヲ
覚
知
シ
姦
所
一
一
於

テ
直
チ
ニ
姦
夫
又
ハ
姦
婦
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕
ス
但
本
夫
先

二
姦
通
ヲ
縦
容
シ
タ
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
と
定
め
て
い
た
が
、
「
殺

傷
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
学
説
と
判
例
が
鋭
く
対
立
し
て
い
た
。
大
審

院
は
、
『
故
殺
」
の
み
な
ら
ず
「
謀
殺
』
の
場
合
に
も
、
本
条
の
適
用
を
認

め
る
立
場
を
採
り
、
こ
れ
を
支
持
す
る
刑
法
学
者
も
い
な
い
で
は
な
か
っ

た
が
、
刑
法
学
者
の
多
く
は
、
「
故
殺
」
の
場
合
だ
け
に
適
用
が
あ
る
と

の
説
で
あ
っ
た
。

　
第
三
一
一
条
が
、
ブ
ラ
ソ
ス
刑
法
な
ど
に
な
ら
っ
た
『
舶
来
の
小
片
」

で
あ
る
こ
と
は
、
石
井
良
助
博
士
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者

は
、
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
な
ど
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
ボ
ワ
ソ

ナ
ア
ド
と
日
本
人
委
員
の
手
で
「
舶
来
の
小
片
」
が
旧
刑
法
に
填
め
込
ま
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れ
る
様
を
描
き
出
し
、
何
故
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
違
い
が
生
じ
た
の
か
、

そ
の
答
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
．

　
フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
、
夫
婦
共
住
の
家
に
お
い
て
、
妻
の
姦
通
現
場
を
発

見
し
た
夫
が
、
激
怒
の
余
り
に
妻
と
相
手
の
男
を
殺
害
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
「
無
理
も
な
い
こ
と
』
と
し
て
、
宥
恕
す
る
。
激
怒
の
余
り
に
一

時
的
に
判
断
力
を
失
っ
た
が
た
め
の
宥
恕
で
あ
り
、
オ
ル
ト
ラ
ン
は
「
謀

殺
」
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
は
、
仮
令
夫

が
姦
通
し
た
妻
と
相
手
の
男
を
見
付
け
次
第
殺
さ
ん
と
予
謀
を
し
て
も
、

姦
通
現
場
で
妻
と
相
手
の
男
を
殺
害
し
た
と
き
は
、
憤
怒
の
情
に
堪
え
が

た
く
「
故
殺
」
し
た
る
老
と
見
倣
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
司
法
省
の
編
纂

会
議
で
答
え
、
予
謀
あ
る
と
き
に
も
本
条
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
．
し
か
し
、
著
者
は
、
審
査
局
で
目
本
刑
法
草
案
の
「
故
殺
殴
傷
」

を
「
殺
傷
」
に
改
め
た
裏
に
は
目
本
政
府
の
何
ら
か
の
独
自
の
意
図
が
あ

り
、
ポ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
の
意
志
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
本
条
が
「
謀
殺
」

に
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
は
、
最
も
大
き
な
論
点
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
、

旧
刑
法
は
施
行
さ
れ
、
大
審
院
が
本
条
の
基
本
理
念
を
忘
れ
た
法
の
運
用

を
し
た
が
た
め
に
、
判
例
・
学
説
の
対
立
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
と
結
論

し
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
問
題
を
通
し
て
、
旧
刑
法
が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
の

信
念
と
思
想
の
実
現
の
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
の
失
望
の
産
物
で
あ

る
こ
と
に
改
め
て
納
得
す
る
と
と
も
に
、
彼
が
教
授
し
た
人
た
ち
に
、
ど

の
よ
う
な
学
理
的
影
響
を
残
し
た
の
か
、
と
い
う
興
味
深
い
間
題
に
も
行

き
あ
た
る
の
で
あ
る
。

　
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
が
、
自
分
の
信
念
と
思
想
の
実
現
の
た
め
に
、
素
材
と

な
る
べ
き
「
小
片
」
を
広
く
求
め
た
こ
と
は
、
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
条
が
、
「
白
耳
義
」
や
「
伊
太
利
」
の
刑
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ

と
は
、
著
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
彼
は
、
西
欧
の
刑
法
ば
か

り
で
な
く
、
東
洋
の
法
に
も
そ
の
素
材
を
求
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
次
に
、

著
者
が
取
り
上
げ
た
自
首
減
軽
の
制
度
が
そ
れ
で
あ
る
．

　
律
系
統
の
自
首
減
軽
の
制
度
は
、
現
状
回
復
可
能
な
犯
罪
を
自
首
し
た

場
合
に
は
、
刑
を
免
除
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
．
そ
れ
は
、
律
令
が
儒

教
的
な
道
徳
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
か
ら
、
罪
を
犯
し
た

者
が
改
心
を
し
、
自
首
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
を
善
導
す
る
た
め
の

刑
を
科
す
必
要
は
な
い
と
い
う
思
想
に
由
来
す
る
．

　
著
者
は
、
「
府
県
伺
留
」
・
「
各
裁
判
所
伺
留
」
・
「
諸
県
口
書
」
な
ど
の

関
係
資
料
を
根
拠
に
、
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
自
首
律
の
適
用
が
、
改

心
し
た
者
に
刑
の
免
除
を
認
め
る
と
い
う
自
首
本
来
の
趣
旨
を
離
れ
て
、

む
し
ろ
常
習
賭
博
等
の
常
習
犯
罪
者
の
処
罰
逃
れ
の
手
段
に
利
用
さ
れ
る

可
能
性
を
裁
判
官
が
懸
念
し
て
い
た
こ
と
，
し
か
し
、
司
法
省
は
自
首
律

の
修
正
の
必
要
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
自
首
律
の
「
弊
」
を
も
っ
と
も
よ
く
知

り
得
る
立
場
に
い
た
の
が
、
旧
刑
法
の
纂
集
長
に
な
る
鶴
田
皓
で
あ
っ
た

が
、
旧
刑
法
の
編
纂
の
場
で
の
彼
の
主
張
は
、
律
系
統
の
自
首
減
軽
制
度

を
そ
の
ま
ま
温
存
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
自
首
律
の
「
弊
」
に
つ
い
て
、

何
ら
か
の
意
見
を
開
陳
し
た
形
跡
は
ま
っ
た
く
な
い
と
し
て
い
る
。

　
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
は
、
こ
の
自
首
減
軽
の
制
度
を
「
良
法
ナ
リ
」
と
評
価
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し
、
彼
の
刑
法
理
論
で
再
構
成
し
て
、
草
案
へ
の
導
入
を
図
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
自
首
減
軽
の
制
度
は
「
欧
羅
巴
各
国
ノ
法
律
ヨ
リ
論
ス

レ
ハ
全
ク
新
法
』
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
自
首
減
軽
が
西
欧
で
制
度
と
し
て
発

展
を
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
に
告
解
と
い
う
「
ゆ
る
し

の
秘
跡
』
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
問
わ
れ
て
も
よ
い
問

題
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
問
題
は
、
結
局
、
「
罪
」
と
は
何
か
と
い
う
問

題
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
追
求

す
る
こ
と
は
、
法
文
化
の
差
異
を
解
明
す
る
カ
ギ
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
．

　
と
こ
ろ
で
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
が
、
素
材
と
な
る
べ
き
「
小
片
」
を
広
く

世
界
に
求
め
た
の
は
、
自
分
の
信
念
と
思
想
の
実
現
の
た
め
で
あ
り
、
彼

が
不
要
と
考
え
た
「
小
片
」
は
、
旧
刑
法
の
草
案
に
填
め
込
ま
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
本
書
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
『
鶏
姦
規
定
」
は
そ

の
例
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
は
、
藤
田
弘
道
説
に
従
い
、
鶏
姦
の
処
罰
は
、
明
治
五
年
一
一
月

；
百
の
太
政
官
指
令
に
よ
る
「
鶏
姦
条
例
』
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
改

定
律
例
第
二
六
六
条
と
し
て
施
行
さ
れ
た
と
い
う
。
旧
刑
法
編
纂
の
当
時
、

鶏
姦
の
禁
止
は
現
行
の
法
で
あ
っ
た
が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
は
、
司
法
省
の

編
纂
会
議
の
席
で
、
親
属
姦
や
獣
姦
等
と
同
様
、
刑
法
上
に
「
鶏
姦
規
定
」

を
設
け
る
こ
と
は
不
体
裁
で
あ
り
、
敢
え
て
こ
の
規
定
を
置
か
ず
と
も
・

行
為
者
は
社
会
的
に
制
裁
を
受
け
得
る
と
主
張
し
て
、
草
案
に
「
鶏
姦
規

定
」
を
設
け
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
は
、
こ
れ
ら
の
行
為

が
、
特
定
の
個
人
の
利
益
を
そ
の
意
に
反
し
て
害
す
る
と
い
う
よ
う
な
行

為
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
モ
ラ
ー
ル
」
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
法
が
関

与
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
．
し
か
し
、
著
者
は
、
当
時
に

至
る
ま
で
わ
が
国
で
は
、
男
色
行
為
そ
の
も
の
が
「
タ
ブ
ー
」
視
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
か
ら
、
「
鶏
姦
規
定
」
削
除
に
関
す
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
の
主

張
が
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
日
本
側
委
員
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

か
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

四

　
本
書
に
は
、
旧
刑
法
に
対
す
る
「
外
国
法
の
影
響
」
ぽ
か
り
で
な
く
．

新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
時
代
の
「
外
国
法
の
影
響
」
を
考
察
し
た
論
考

が
収
め
ら
れ
て
い
る
．

　
こ
　
じ
ま
こ
れ
か
た

　
児
島
惟
謙
の
「
賭
博
罪
廃
止
意
見
」
に
つ
い
て
の
論
考
が
、
そ
の
一
つ

で
あ
る
．
二
通
の
意
見
書
は
、
著
者
が
、
法
務
省
法
務
図
書
館
で
発
見
し
、

学
界
に
初
め
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
，
少
な
く
と
も
第
一
の
意
見
書
は
、
大
坂
裁
判
所
司
法

少
判
事
で
あ
っ
た
児
島
惟
謙
が
、
編
纂
中
の
改
定
律
例
へ
の
影
響
を
意
識

し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
児
島
は
、
翻
訳
ま
も
な
い
フ
ラ
ン

ス
刑
法
を
あ
げ
、
西
欧
諸
国
で
は
、
す
で
に
「
賭
事
」
は
処
罰
の
対
象
と

な
っ
て
お
ら
ず
、
も
し
「
内
外
人
民
共
二
謀
テ
賭
注
」
し
た
ば
あ
い
に
、

「
我
人
民
」
だ
け
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
の
は
、
理
に
反
す
る
の
で
は
な

い
か
、
一
時
の
遊
戯
の
ご
と
ぎ
、
僅
か
な
金
銭
を
賭
す
る
よ
う
な
行
為
ま

で
も
、
刑
罰
を
科
す
の
は
苛
酷
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
「
賭

博
ノ
律
ヲ
廃
」
す
る
か
、
も
し
く
は
「
新
タ
ニ
其
軽
重
ヲ
衡
ス
ル
ノ
条
例
」

を
作
る
か
、
い
ず
れ
か
の
改
正
を
な
す
こ
と
を
求
め
た
．
し
か
し
．
司
法
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省
は
．
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
賭
博
罪
の
厳
な
る
こ
と
を
見
る
べ
し
と
し
て
．

児
島
の
意
見
を
否
定
し
た
。
著
者
は
、
こ
の
司
法
省
指
令
は
、
改
定
律
例

か
ら
賭
博
罪
を
排
除
し
な
い
旨
の
意
思
表
示
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
児
島

は
、
直
ち
に
第
二
の
意
見
書
を
草
し
、
フ
ラ
ソ
ス
で
は
、
「
競
馬
打
球
等

ノ
玩
要
賭
博
」
は
処
罰
さ
れ
な
い
ぽ
か
り
で
な
く
．
そ
こ
か
ら
生
じ
た
債

務
の
履
行
を
求
め
る
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
も
で
き
る
と
し
て
、
司
法
省
に

反
論
し
て
い
る
。
法
律
学
の
専
門
教
育
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

る
児
島
の
西
欧
法
の
理
解
を
窺
い
知
る
貴
重
な
史
料
で
も
あ
る
。

　
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
時
代
に
、
西
欧
法
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と

は
、
手
塚
豊
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

児
島
の
意
見
書
に
も
そ
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
著

者
は
、
新
律
綱
領
か
ら
八
虐
六
議
が
削
除
さ
れ
た
の
も
、
「
外
国
法
の
影

響
」
で
あ
る
と
い
う
。
新
律
綱
領
か
ら
八
虐
六
議
を
削
除
す
る
こ
と
に
な

っ
た
明
治
三
年
九
月
の
刑
部
省
稟
議
は
、
表
面
的
に
は
清
の
雍
正
帝
の
上

諭
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
面
に
は
法
適
用
の
平
等
を
唱
え

る
フ
ラ
ソ
ス
刑
法
の
影
響
が
あ
っ
た
と
す
る
。
筆
老
は
、
こ
の
結
論
に
至

る
に
は
な
お
慎
重
で
あ
り
た
い
と
思
う
。
八
虐
の
削
除
は
、
賊
盗
律
か
ら

謀
反
な
ど
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
連
も
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
し
、
法
適
用
の
平
等
に
つ
い
て
い
え
ば
、
新
律
綱
領
は
、
な
お

勅
奏
官
や
華
族
を
特
別
の
刑
事
手
続
の
も
と
に
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
に
関
す
る
二
篇
の
論
考
は
、
第
一
〇

号
布
達
を
素
材
に
、
司
法
省
の
法
案
議
草
や
法
運
用
お
よ
び
先
例
に
ょ
る

事
実
上
の
法
改
正
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

　
第
一
〇
号
布
達
は
、
「
凡
姦
事
他
人
ノ
指
称
二
係
ル
者
ハ
論
ス
ル
コ
ト

勿
レ
」
と
い
う
布
達
で
あ
る
が
、
こ
の
布
達
は
、
司
法
省
の
発
議
で
は
、

「
西
洋
各
国
モ
婦
ノ
姦
通
ハ
其
夫
ノ
訴
フ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
受
理
」
し
な
い

こ
と
を
挙
げ
て
、
有
夫
姦
を
今
日
い
う
「
親
告
罪
」
化
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
、
と
著
者
は
い
い
、
有
夫
姦
を
「
親
告
罪
」
化
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
家
の
平
和
と
子
女
の
養
育
監
護
の
た
め
に
、
夫

が
妻
の
姦
通
を
私
和
（
内
済
示
談
）
し
て
も
私
和
の
罪
を
問
わ
な
い
と
い
う

司
法
省
の
決
定
を
法
的
矛
盾
な
く
運
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。
夫

が
妻
の
姦
通
を
私
和
し
て
も
．
他
人
の
指
称
に
係
る
有
夫
姦
で
妻
が
収
監

さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
妻
が
家
に
在
っ
て
子
女
の
養
育
監
護
に
あ
た
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
夫
の
希
望
が
実
現
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
成
立
か
ら
し
て
、
第
一
〇
号
布
達
の
『
姦
事
」
は
、
有
夫
姦
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
姦
事
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
伺
・
指
令
の
往

復
の
な
か
で
、
明
法
寮
が
、
事
実
上
の
法
改
正
と
も
い
う
べ
き
、
無
夫
の

女
の
親
属
相
姦
・
居
喪
犯
姦
等
に
つ
い
て
五
等
親
以
内
の
親
属
の
告
訴
を

立
件
の
条
件
と
す
る
先
例
を
確
立
し
た
こ
と
を
、
指
令
原
本
に
捺
印
さ
れ

た
係
官
の
氏
名
か
ら
そ
の
起
案
部
局
を
推
定
す
る
な
ど
の
精
緻
な
手
法
で

実
証
し
て
い
る
．
司
法
省
の
先
例
形
成
に
明
法
寮
が
強
力
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
は
、
沼
正
也
博
士
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

著
者
は
こ
の
沼
説
を
補
強
し
た
。
明
法
寮
の
全
体
像
に
つ
い
て
体
系
的
な

著
作
が
な
さ
れ
る
の
を
鶴
首
す
る
も
の
で
あ
る
。
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五

　
「
外
篇
」
に
は
、
明
治
一
五
年
陸
軍
刑
法
の
編
纂
に
関
す
る
三
篇
の
論
考

と
、
そ
れ
と
ほ
ぽ
時
を
同
じ
く
し
て
起
き
た
「
竹
橋
暴
動
」
に
係
わ
る
軍

事
裁
判
に
取
材
し
た
論
考
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
軍
刑
法
や
軍
事
裁
判

に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
少
な
く
、
明
治
一
五
年
陸
軍
刑
法
の
編
纂
や

内
容
の
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
学
問
的
意
義
は
、
極
め
て
大
き
い
も
の

が
あ
る
。
誠
に
残
念
で
あ
る
が
、
許
さ
れ
た
紙
幅
は
す
で
に
尽
き
て
し
ま

っ
て
い
る
。
充
分
な
紹
介
が
で
き
な
い
こ
と
を
お
詑
び
し
、
ご
海
容
を
お

願
い
し
た
い
。

　
本
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
は
、
ど
れ
一
つ
を
採
っ
て
み
て
も
、

興
味
深
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
著
者
自
身
に
よ
っ
て
も
、
解
明

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
旧
刑

法
第
三
二
条
を
「
殺
傷
』
と
し
た
明
治
政
府
の
意
図
や
、
鶴
田
が
社
会

の
現
実
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
律
系
統
の
自
首
減
軽
制
度
を
そ
の
ま
ま

温
存
し
よ
う
と
し
た
理
由
な
ど
は
、
是
非
と
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
内
容
研
究
」
は
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
懸
通
信
、
一
九
九
〇
年
）
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