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＊
本
稿
は
、
平
成
二
八
年
一
〇
月
八
日
、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
に
お
い
て
開

催
さ
れ
た
「
目
賀
田
種
太
郎
と
近
代
日
本
」
で
の
講
演
の
内
容
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
原
稿
作
成
に
際
し
て
は
、
専
修
大
学
大
学
史
資
料
室
が
録
音
テ
ー
プ
を

反
訳
し
た
も
の
を
も
と
に
、
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
。
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口
龍
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専
修
大
学
大
学
史
資
料
課
）　

そ
れ
で
は
定
刻
に
な
り
ま
し

た
の
で
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
専
修
大
学
創
立
一
四
〇
周
年
記

念
事
業
「
目
賀
田
種
太
郎
と
近
代
日
本
‐
教
育
者
・
法
律
家
・
官
僚
と
し
て
」

の
記
念
講
演
会
に
お
越
し
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
講

演
会
は
お
手
元
の
チ
ラ
シ
に
解
説
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
く
専
修
大

学
創
立
一
四
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
、
専
修
大
学
今
村
法
律
研

究
室
が
主
催
す
る
展
示
「「
反
骨
」
の
弁
護
士　

今
村
力
三
郎
生
誕
一
五
〇
年

記
念
展
」
の
記
念
講
演
会
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
日
は
専
修
大
学
創
立
者
の
一
人
で
あ
り
ま
す
目
賀
田
種
太
郎
先
生
と
明
治

時
代
の
専
修
大
学
の
卒
業
生
を
代
表
す
る
今
村
力
三
郎
先
生
の
二
人
を
取
り
上

げ
て
、
明
治
時
代
の
専
修
大
学
が
、
当
時
は
専
修
学
校
と
言
い
ま
し
た
が
、
ど

の
よ
う
な
法
学
教
育
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
成
果
を
生
み
出

し
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
皆
様
に
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま

日
　
髙
　
義
　
博

（
学
校
法
人
専
修
大
学
理
事
長
、
法
学
博
士
）

《
講
演
録
》
明
治
期
の
専
修
学
校
に
お
け
る
法
学
教
育
と
そ
の
成
果

― 

目
賀
田
種
太
郎
と
今
村
力
三
郎
を
中
心
に 

―
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す
。

　

目
賀
田
先
生
を
紹
介
す
る
記
念
講
演
会
は
今
回
で
三
回
目
と
な
り
ま
す
。
九

月
二
五
日
に
は
長
沼
秀
明
先
生
か
ら
「
目
賀
田
種
太
郎
の
洋
学
と
洋
楽
」
と
題

し
た
、
目
賀
田
種
太
郎
の
ア
メ
リ
カ
留
学
時
代
の
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
一
〇
月
二
日
に
は
牛
米
努
先
生
か
ら
大
蔵
官
僚
時
代
の
目
賀
田
種
太
郎
先

生
の
功
績
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
専
修
大
学
理
事

長
で
あ
り
ま
す
日
髙
先
生
よ
り
法
律
家
、
そ
し
て
教
育
家
で
も
あ
る
目
賀
田
先

生
の
一
面
を
お
話
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
三
回
の
講
演
を
合
わ
せ
る
と
、
目
賀

田
先
生
の
多
方
面
に
活
躍
し
た
生
涯
を
知
っ
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
は
本
日
の
司
会
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
今
村
法
律
研
究
室
の
室

長
・
松
岡
啓
祐
先
生
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
が
、
松
岡
先
生
の
略
歴
を
簡
単
に

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
松
岡
先
生
は
専
修
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、

早
稲
田
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
進
学
さ
れ
ま
し
て
、
一
九
九
四
年
に
専
修

大
学
法
学
部
に
専
任
講
師
と
し
て
入
職
さ
れ
、
現
在
は
専
修
大
学
法
科
大
学
院

の
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ご
専
門
は
商
法
、
会
社
法
、
金
融
取
引
法
な

ど
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
松
岡
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

松
岡
啓
祐
（
専
修
大
学
法
科
大
学
院
教
授
）　

こ
ん
に
ち
は
、
松
岡
と
申
し

ま
す
。
本
日
は
お
忙
し
い
中
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
会
場
に
は
カ
メ
ラ
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
専
修
大
学
の
新
聞
に
載
せ

る
と
い
う
こ
と
で
写
真
撮
影
が
入
り
ま
す
の
で
御
了
承
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

今
日
の
日
髙
先
生
の
講
演
は
、
専
修
大
学
の
記
念
事
業
と
い
う
こ
と
で
今
村

法
律
研
究
室
と
い
う
私
も
所
属
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
研
究
室
が
主
催
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
皆
様
の
お
手
元
に
は
レ
ジ
メ
の
中
に
も
う
一
つ
今
村

先
生
の
大
き
な
お
写
真
が
入
っ
た
チ
ラ
シ
を
挟
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

が
、
今
村
力
三
郎
と
い
う
専
修
大
学
の
元
総
長
で
、
人
権
派
の
弁
護
士
と
し
て

非
常
に
活
躍
さ
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
本
年
は
、
こ
の
方
の
生
誕
一

五
〇
年
記
念
と
い
う
年
に
あ
た
っ
て
お
り
ま
し
て
、
顔
写
真
の
下
に
書
い
て
ご

ざ
い
ま
す
が
、
専
修
大
学
で
は
大
々
的
に
こ
の
先
生
の
展
示
会
を
開
催
し
て
お

り
ま
す
。
神
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
六
月
に
行
い
ま
し
た
が
、
一
一
月
か
ら
も
生

田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ほ
う
で
、
ま
た
大
規
模
な
展
示
を
行
い
ま
す
。
関
心
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
是
非
い
ら
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

今
村
先
生
の
ご
略
歴
に
つ
い
て
は
、
こ
の
チ
ラ
シ
の
裏
側
の
上
あ
た
り
に
掲

載
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
先
生
が
戦
後
の
専
修
大
学
の
総
長
で
、
そ
れ
以
前

は
、
人
権
派
弁
護
士
と
し
て
色
ん
な
有
名
な
事
件
を
担
当
さ
れ
た
方
で
す
。

今
、
私
が
室
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
研
究
室
は
、
こ
の
今
村
先
生
を

顕
彰
す
る
研
究
室
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
本
日
の
記
念
講
演
会
の
主
催
も
そ

の
一
環
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
村
先
生
は
弁
護
士
と
し
て
は
、
刑
事
訴
訟
を
中
心
に
担
当
さ
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
訴
訟
記
録
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
お
り
、
研
究
室
で
は
そ
れ
ら
を
刊
行

し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
今
村
先
生
が
担
当
し
た
昭
和
の
大
事
件
の

一
つ
で
も
あ
る
「
五
・
一
五
事
件
」
で
す
と
か
、「
大
逆
事
件
」
で
す
と
か
、

昔
の
色
々
な
事
件
が
再
び
見
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
で
も
あ
り
、
今
村
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先
生
も
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
詳
し
く
は
こ
の
後
、

日
髙
先
生
の
ほ
う
か
ら
お
話
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
日
髙
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
日
髙
先
生
で
す

け
れ
ど
も
、
今
、
専
修
大
学
の
理
事
長
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
出
身
は
宮
崎
県

の
方
で
、
宮
崎
に
色
々
と
お
詳
し
い
と
い
う
か
地
元
愛
が
非
常
に
強
い
先
生

で
、
専
門
は
刑
法
で
あ
り
ま
し
て
、
刑
法
関
係
の
論
文
や
著
書
を
多
く
出
さ
れ

て
ご
ざ
い
ま
す
。
司
法
試
験
考
査
委
員
も
長
年
務
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
の

で
、
日
本
の
弁
護
士
の
登
竜
門
で
あ
る
司
法
試
験
を
担
っ
て
こ
ら
れ
た
先
生
と

い
う
意
味
合
い
も
ご
ざ
い
ま
す
。
専
修
大
学
の
た
め
に
も
非
常
に
歴
史
を
掘
り

起
こ
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
理
事
長
で
あ
る
先
生
が
先
頭
に
立
っ
て
色
々
な

こ
と
を
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
っ
た
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
も
こ
の
あ
と

の
お
話
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
村
法
律
研
究
室
の

室
長
も
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
色
ん
な
お
話
が
聞
け

る
か
と
思
い
ま
す
。
手
元
の
レ
ジ
メ
を
参
考
に
し
つ
つ
、
先
生
の
お
話
を
聞
い

て
い
た
だ
い
た
後
、
少
し
先
生
と
私
と
の
間
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
ま

す
。
そ
の
後
、
せ
っ
か
く
皆
様
に
い
ら
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
質
疑

応
答
の
時
間
も
取
っ
て
あ
り
ま
す
。
先
生
に
こ
れ
を
聞
い
て
み
た
い
と
い
う
こ

と
が
あ
れ
ば
私
た
ち
の
間
で
何
か
お
話
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

良
い
大
き
さ
の
お
部
屋
で
す
の
で
、
お
話
が
し
や
す
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
で
は
日
髙
理
事
長
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

１　

課
題
を
解
き
明
か
す
難
し
さ

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
専
修
大
学
の
日
髙
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
、
一

時
間
ほ
ど
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
レ
ジ
メ
が
皆
様
の
お
手
元
に
あ
る
か
と

思
い
ま
す
が
、
資
料
が
三
枚
、
レ
ジ
メ
が
二
枚
、
計
五
枚
あ
り
ま
す
。
こ
の
資

料
を
駆
使
し
な
が
ら
お
話
し
な
い
と
、
と
て
も
一
時
間
で
は
終
わ
ら
な
い
テ
ー

マ
で
あ
り
ま
す
の
で
、
資
料
を
突
貫
工
事
で
作
り
ま
し
た
。
大
変
な
作
業
で
し

た
。
こ
の
講
演
会
に
つ
い
て
は
、
今
村
法
律
研
究
室
と
専
修
大
学
創
立
一
四
〇

周
年
記
念
事
業
と
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
で
行
う
と
い
う
お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の

で
、
ど
う
い
う
テ
ー
マ
で
も
大
丈
夫
だ
と
軽
く
考
え
て
「
い
い
で
す
よ
。」
と

返
答
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
ど
う
い
う
課
題
な
の
か
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す

が
、
講
演
会
の
一
週
間
前
に
準
備
し
よ
う
と
思
っ
て
演
題
を
見
ま
し
た
ら
、
大

変
な
テ
ー
マ
で
し
た
。
本
日
の
演
題
は
、
法
律
の
専
門
家
に
対
し
て
話
す
の
は

楽
な
の
で
す
が
、
法
律
を
あ
ま
り
ご
存
知
な
い
方
々
に
対
し
て
、
分
か
り
や
す

く
話
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
迷
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
副
題
が
「
目
賀

田
種
太
郎
と
今
村
力
三
郎
を
中
心
に
」
と
表
記
し
て
あ
り
ま
す
。
専
修
学
校
の

時
代
、
目
賀
田
先
生
は
教
育
を
し
た
側
で
す
。
一
方
、
今
村
先
生
は
そ
の
教
育

を
受
け
た
側
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
法
学
教
育
に
つ
い
て
両
方
の
目
線
で
考
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
目
賀
田
先
生
と
今
村
先
生
の
接
点
に
言
及
し

た
資
料
が
私
の
探
し
た
限
り
で
は
な
く
て
、
司
馬
遼
太
郎
の
小
説
並
み
の
推
測

を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
領
域
で
あ
り
ま
し
た
。

　

今
回
、
私
が
読
み
込
ん
だ
も
の
は
、『
専
修
大
学
史
資
料
集
』
で
す
。『
専
修



― 37 ―

《講演録》明治期の専修学校における法学教育とその成果

大
学
史
資
料
集
』
は
、
現
在
、
専
修
大
学
創
立
一
五
〇
年
に
向
け
て
二
年
に
一

回
の
ペ
ー
ス
で
刊
行
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
第
一
回
目
の
刊
行
が
巻
数
で
い

う
と
三
巻
で
す
が
、
そ
の
書
名
は
、「
五
大
法
律
学
校
の
時
代
」
と
い
う
も
の

で
す
。
こ
の
本
に
か
な
り
生
の
資
料
が
収
集
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
読

み
込
み
ま
し
た
。
こ
の
『
専
修
大
学
史
資
料
集
』
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

ま
で
に
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
青
木
美
智
男
先
生
（
元
文
学
部
教
授
）、
そ
し
て

今
主
幹
を
務
め
て
頂
い
て
い
る
高
木
侃
先
生
（
元
法
学
部
教
授
、[

注:

平
成
三

〇
年
一
一
月
に
他
界]

）、
そ
れ
か
ら
大
学
史
資
料
課
の
瀬
戸
口
龍
一
さ
ん
を
は

じ
め
多
く
の
方
々
の
大
変
な
尽
力
が
あ
り
、
現
在
、
随
時
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
ま
す
。
第
三
巻
の
「
五
大
法
律
学
校
の
時
代
」
は
、
法
律
を
勉
強
し
た
者

が
読
み
ま
す
と
、
興
味
深
い
資
料
が
あ
り
ま
す
。
生
の
資
料
で
す
か
ら
学
生
の

点
数
ま
で
書
い
て
あ
る
ん
で
す
か
ら
（
笑
）、
大
変
面
白
い
本
で
あ
り
ま
す
。

　

総
長
で
あ
り
ま
し
た
今
村
先
生
は
、
刑
事
弁
護
人
と
し
て
著
名
で
あ
り
ま
す

し
、
資
料
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
刑
事
関
係
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
準

備
を
し
な
く
て
も
、
私
の
専
門
分
野
で
す
し
、
四
〇
年
を
超
え
る
研
究
生
活
を

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
対
応
で
き
ま
し
た
。
た
だ
、
法
律
が
整
備
さ
れ
る
過
程

の
中
の
、
法
学
教
育
の
あ
り
方
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
浮
き
彫
り
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
難
し
い
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
し
た
。

　

２　

考
察
の
手
順

　

こ
れ
か
ら
お
話
す
る
内
容
に
つ
い
て
、
考
え
方
の
手
順
を
説
明
し
て
お
き
ま

す
。
ま
ず
、
問
題
を
時
系
列
に
従
っ
て
整
理
す
る
縦
糸
と
し
て
、
日
本
に
お
い

て
近
代
法
が
ど
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
か
が
分
か
っ

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
縦
糸
と
し
て
は
、
日
本

の
高
等
教
育
機
関
が
明
治
期
か
ら
今
日
の
新
制
大
学
ま
で
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ

て
来
て
い
る
の
か
が
分
か
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
縦
糸

に
対
し
て
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
は
、
目
賀
田
先
生
と
今
村
先
生
が
ど
う
い
う
横

串
を
通
し
て
お
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ば
井
桁
に

な
る
部
分
を
解
析
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
話
が
錯
綜
し
ま
す
。
こ
の
縦

糸
と
横
串
の
関
係
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
を
作
成
し
ま
し
た
が
、
資
料
と
し
て

配
布
し
ま
し
た
の
で
ご
覧
に
な
り
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。

Ⅱ　

明
治
期
の
法
的
状
況
と
法
学
教
育

　

１　

近
代
法
制
の
導
入
と
法
的
状
況

　

そ
れ
で
は
、
レ
ジ
メ
の
二
番
目
で
あ
り
ま
す
「
明
治
期
の
法
的
状
況
と
法
学

教
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
入
り
ま
す
。
実
は
、
法
学
教
育
の
話
を
す
る
に
は
、

前
提
と
な
る
法
制
度
が
問
題
で
す
。
ど
の
よ
う
な
法
制
度
を
敷
い
て
い
る
の

か
、
あ
る
い
は
敷
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
い
と
、

法
学
教
育
の
あ
り
方
は
語
れ
な
い
の
で
す
。

　

（
１
）　

近
代
法
へ
の
転
換　
　

二
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
中
国
の
四
川
省

成
都
に
あ
り
ま
す
四
川
師
範
大
学
に
行
き
ま
し
た
。
私
の
門
下
生
で
あ
る
張
光

雲
教
授
が
四
川
師
範
大
学
法
学
院
に
赴
任
し
て
お
り
、
日
中
の
刑
事
法
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
と
い
う
の
で
、
初
め
て
成
都
を
訪
れ
ま
し
た
。
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
翌
日
、
法
学
院
に
お
い
て
日
本
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
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と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
安
請
け
合
い
を
し
た
の
で
す
が
、
中
国
の
法
学
部
の
学

生
に
日
本
の
法
学
教
育
の
話
を
す
る
と
な
る
と
、
や
は
り
難
し
い
問
題
が
あ
り

ま
し
た
（
日
髙
「
日
本
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
」『
刑
事
法
の
諸
問
題
Ⅸ
』[

専

修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
四
〇
、平
成
二
七
年
二
月]

一
三
三
頁
以
下
参
照
。）。

日
本
の
法
的
状
況
と
中
国
の
法
的
状
況
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
し
、

法
シ
ス
テ
ム
も
違
い
ま
す
の
で
、「
日
本
で
は
」
と
い
う
話
を
し
ま
し
て
も
、

あ
ま
り
イ
ン
パ
ク
ト
が
な
い
の
で
す
。
工
夫
を
し
な
が
ら
話
し
ま
し
た
が
、
教

室
を
埋
め
尽
く
し
た
人
た
ち
が
熱
心
に
聞
か
れ
、
か
つ
質
問
も
多
く
出
さ
れ
た

の
で
、
夕
方
の
七
時
か
ら
始
ま
っ
た
講
演
が
数
時
間
も
続
き
、
私
が
解
放
さ
れ

た
の
は
一
〇
時
過
ぎ
で
あ
り
ま
し
た
（
笑
）。
質
問
が
飛
び
交
い
ま
し
た
が
、

日
本
の
明
治
期
の
法
律
の
授
業
も
こ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
よ
う

な
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
の
講
演
会
で
あ
り
ま
し
た
。

　

今
か
ら
時
空
を
遡
り
、
明
治
の
初
期
か
ら
明
治
二
〇
、
三
〇
年
く
ら
い
ま
で

を
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
、
実
定
法
の
整
備
状
況
と
法
学
教
育
の
内
容
を
お
話

し
ま
す
。
そ
の
中
で
、
目
賀
田
先
生
と
今
村
先
生
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
で
き
た
ら
今
日
の
話
は
盛
会
と
な
る
で
し
ょ
う
が
、

そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
あ
る
い
は
面
白
く
な
か
っ
た
ら
途
中
で
退
席
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
失
敗
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
少
し
堅
い

話
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
高
速
の
エ
レ
ベ
ー
タ
に
乗
っ
た

り
、
あ
る
い
は
低
速
の
も
の
に
乗
っ
た
り
し
な
が
ら
、
話
を
進
め
た
い
と
思
い

ま
す
。
是
非
、
お
手
元
の
資
料
を
見
な
が
ら
、
何
時
の
時
代
の
話
な
の
か
を
頭

に
留
め
な
が
ら
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
で
は
、
法
学
部
の
学
生
で
あ
れ
ば
六
法
と
言
え
ば
、
憲
法
、
民
法
、
刑

法
、
商
法
（
会
社
法
）、
刑
事
訴
訟
法
、
民
事
訴
訟
法
の
六
つ
を
挙
げ
る
で

し
ょ
う
。
最
近
で
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
六
法
の
法
規
集
を
持
っ
て
い
て
も
、
な
ぜ
六

法
な
の
か
を
説
明
で
き
な
い
学
生
も
出
て
来
て
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
不
安
で

す
（
笑
）。
六
法
を
勉
強
せ
ず
に
法
学
部
を
卒
業
す
る
の
は
難
し
い
、
と
言
い

た
い
の
で
す
が
。
し
か
し
、
専
修
大
学
の
前
身
で
あ
る
専
修
学
校
は
、
明
治
一

三
年
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
、
専
修
学
校
で
勉
学
し
た
学
生
は
、

六
法
を
知
ら
な
く
て
当
然
で
す
。
明
治
一
三
年
に
公
布
さ
れ
て
い
た
の
は
、
刑

法
（
旧
刑
法
）
と
治
罪
法
で
す
。
治
罪
法
は
、
今
日
の
刑
事
訴
訟
法
で
す
。
こ

の
二
つ
し
か
制
定
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
専
修
学
校
は
、
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で

す
。
法
律
の
上
位
に
あ
る
憲
法
は
、
そ
れ
か
ら
十
年
後
に
な
っ
て
初
め
て
発
布

（
明
治
二
二
年
）
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
こ
う
い
う
法
状
況
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
謎
解
き
を
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
刑
法
だ
け
は
早
く
制
定
さ
れ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、

人
を
殺
し
た
り
、
物
を
盗
ん
だ
り
、
火
を
付
け
た
り
、
こ
れ
ら
の
犯
行
は
ど
の

時
代
で
も
、
ど
の
国
で
も
犯
罪
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
取
り
締
ま
る
罰
則

は
、
時
系
列
的
に
見
て
も
古
く
か
ら
存
在
し
ま
す
し
、
制
度
的
に
隙
間
を
作
っ

て
は
い
け
な
い
か
ら
で
す
。
日
本
で
も
、
明
治
維
新
直
後
に
、
資
料
の
一
頁
の

と
こ
ろ
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
仮
刑
律
・
新
律
綱
領
・
改
定

律
例
と
い
う
も
の
が
で
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
「
律
」
は
、
刑
法
典
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
法
規
は
、
明
・
清
の
刑
法
典
を
土
台
に
、
藩
の
刑
法
を
加
味

し
て
で
き
た
も
の
で
、
近
代
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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《講演録》明治期の専修学校における法学教育とその成果

　

近
代
法
シ
ス
テ
ム
を
採
り
始
め
た
頃
、
有
名
な
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
。
江

藤
新
平
の
「
誤
訳
で
も
い
い
か
ら
、
早
く
訳
せ
。」（「
誤
訳
も
亦
妨
げ
ず
、
唯

速
訳
せ
よ
。」）
と
い
う
言
葉
が
印
象
的
で
す
。
不
平
等
条
約
を
撤
廃
し
、
日
本

が
諸
外
国
と
取
引
を
す
る
に
は
、
民
法
典
が
必
要
だ
し
、
商
法
典
が
必
要
で

す
。
こ
れ
ら
の
近
代
法
が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
、
諸
外
国
と
の
取
引

の
ル
ー
ル
が
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
不
平
等
条
約
を
撤
廃
す
る
た
め
に
も
、

強
制
着
陸
で
は
あ
り
ま
す
が
、
近
代
法
を
日
本
に
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
状
況
で
は
、
法
律
用
語
の
誤
訳
に
構
わ
ず
、
と
も
か
く

法
制
度
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
話
に
は
、
真
実
味
が
出
て
き
ま
す
。
明
治
一
三

年
の
刑
法
（
旧
刑
法
）
は
、
近
代
法
に
属
し
ま
す
が
、
日
本
の
政
府
が
招
聘
し

た
パ
リ
大
学
教
授
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
手
掛
け
た
刑
法
草
案
を
基
に
し
た
も
の

で
す
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
を
土
台
に
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
近
代
法
の
刑
法
典
が
誕
生
し
ま

す
。
ま
た
、
治
罪
法
も
、
明
治
一
三
年
に
公
布
さ
れ
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
を

継
受
し
た
も
の
で
し
た
。

　

（
２
）　

法
の
捉
え
方
の
難
し
さ　
　

近
代
法
へ
の
転
換
と
期
を
同
じ
く
し

て
専
修
学
校
は
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
実
定
法
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況

に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
近
代
法
の
根
底
に
あ
る
「
法
」
の
考
え
方
を
学
生
に
理

解
さ
せ
る
こ
と
は
、
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
定
法
の
段
階
的
な
整
備

は
、
政
府
の
立
法
編
纂
作
業
が
進
む
に
つ
れ
て
目
に
見
え
る
形
と
な
っ
て
い
き

ま
す
が
、
近
代
法
の
生
成
を
経
験
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
、「
法
」
の
捉
え
方

を
説
く
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
法
学
部
の
学
生
で
あ
っ
て

も
、「
法
と
法
律
は
ど
う
違
い
ま
す
か
。」
と
聞
く
と
、「
え
っ
。」
と
い
う
答
え

が
返
っ
て
く
る
よ
う
な
問
題
な
の
で
す
。

　

「
法
律
」（Gesetz, the law

, Lex

）
は
、
六
法
全
書
を
開
け
ば
、
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
法
律
は
、
立
法
府
で
あ
る
国
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の

で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
法
」（Recht, a law

, ius

） 

は
、
机
の
上
に
出
し

な
さ
い
と
言
っ
て
も
、
出
せ
な
い
で
す
ね
。
し
か
し
、
観
念
的
で
は
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
現
に
存
在
す
る
と
い
う
の
が
、
近
代
法
の
考
え
方
の
土
台
に
な
っ

て
い
ま
す
。
近
代
法
の
法
学
教
育
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中

世
の
法
学
教
育
に
行
き
着
き
ま
す
。

　

法
学
部
で
勉
強
し
た
人
は
、
私
の
世
代
も
そ
う
で
す
が
、
学
生
服
に
襟
章
を

付
け
て
い
ま
し
た
ね
。
今
の
学
生
は
、
学
生
服
を
着
ま
せ
ん
の
で
、
襟
章
と
い

う
言
葉
は
死
語
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
世
代
で
は
、
法
学
部
の

学
生
は
「
Ｊ
」
の
字
の
襟
章
を
付
け
ま
し
た
。
学
籍
番
号
も
Ｊ
の
何
番
と
い
う

ふ
う
で
し
た
。
こ
の
「
Ｊ
」
の
頭
文
字
は
、jurisprudence

（
法
学
）
の
略

字
で
す
。
こ
の
言
葉
の
語
源
は
、
ラ
テ
ン
語
のius

（jus

と
も
書
き
ま
す
が
、

本
来
ラ
テ
ン
語
に
はj

の
文
字
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。）
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

ius

［
イ
ウ
ス
］
が
、
近
代
法
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
「
法
」
な
の
で
す
。ius

に
は
、
縛
る
、
拘
束
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
人
を
規
律
す
る
法

の
概
念
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。
こ
のius

と
対
比
す
る
も
の
と
し
て
、Lex

と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
法
律
を
意
味
し
ま
す
。jurisprudence

に
匹
敵
す
る
ド
イ
ツ
語
と
し
て
は
、Rechtsw

issenschaf

と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
はius

の
語
源
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
む
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し
ろ
、Jura

（
ユ
ラ
）
と
い
う
言
葉
に
ラ
テ
ン
語
の
語
源
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ド
イ
ツ
の
学
生
に
、「
君
は
何
を
勉
強
し
て
い
る
の
。」
と
聞
き
ま
す

と
、
法
学
部
の
学
生
で
あ
れ
ば
「Ich studiere Jura.

」
と
答
え
ま
す
。
ラ

テ
ン
語
のjura
と
い
う
言
葉
の
語
尾
の
「a

」
は
、
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
こ

と
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
が
作
っ
た
法
（
こ
れ
を
人
定

法
と
言
い
ま
す
）
と
神
の
法
の
二
つ
を
勉
強
し
て
、
初
め
て
法
学
を
勉
強
し
た

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
人
定
法
は
実
定
法
で
あ
り
、
法
律
と
し
て
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
神
の
法
は
、
直
接
目
で
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
中
世

の
神
の
法
は
、
啓
蒙
期
に
は
「
理
性
法
」
と
な
っ
て
近
代
法
の
土
台
に
据
え
ら

れ
、
今
日
に
お
い
て
も
「
自
然
法
」
あ
る
い
は
「
法
の
理
念
」
と
し
て
作
用
し

て
い
ま
す
。

　

啓
蒙
思
想
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
近
代
法
は
、
実
定
法
の
体
系
を
形
成
し
て
き

ま
し
た
が
、
制
定
さ
れ
た
法
律
の
形
式
的
な
運
用
に
よ
っ
て
事
足
り
る
ほ
ど
完

結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
法
律
の
適
用
・
運
用
に
際
し
て
は
、
法
の
理
念
を
念

頭
に
お
い
て
法
解
釈
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
新
し
い
法
律
を
制
定
す
る
場
合
に

お
い
て
も
、
法
の
理
念
に
基
づ
く
立
法
作
業
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
近
代
法
を
形
だ
け
導
入
し
た
と
し
て
も
、
実
定
法
の
根
底
に
横
た

わ
っ
て
い
る
法
の
理
念
、
法
思
想
を
掌
握
し
て
い
な
く
て
は
、
近
代
法
の
制
度

を
動
か
す
こ
と
は
困
難
な
の
で
す
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
法
学
教
育

か
ら
し
て
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
専
修
大
学
の
創
立
者
た
ち
は
、
ア

メ
リ
カ
に
留
学
し
て
勉
学
し
た
こ
と
か
ら
、
近
代
法
制
の
根
底
に
据
え
ら
れ
て

い
る
「
法
」
が
何
で
あ
る
か
を
体
得
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
法
制
度
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
制
度
に
お
い
て
も
同
じ
で

す
。「
学
制
」
と
い
う
も
の
が
、
明
治
五
年
に
公
布
さ
れ
、
近
代
教
育
に
移
行

し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
の
教
育
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
教
育
の
制
度

に
移
行
し
、
小
学
校
か
ら
高
等
教
育
ま
で
の
路
線
が
敷
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ

も
、
急
激
な
変
化
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
教
育
制
度
に
至
る
ま
で
、
一
四
〇
数

年
経
っ
て
よ
う
や
く
、
あ
ま
り
違
和
感
な
く
制
度
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
法
制
度
の
転
換
と
同
様
に
難
し
い
問
題
を
内
包
し
て
い
た

の
で
す
。

　

（
３
）　

裁
判
官
心
得
の
意
味　
　

近
代
法
を
導
入
す
る
時
期
に
お
い
て

は
、
法
典
を
制
定
し
法
制
度
を
段
階
的
に
整
備
す
る
こ
と
と
平
行
し
て
、
法
学

教
育
を
始
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
日
か
ら
見
て
も
大
変
難
し
い
も

の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
日
常
生
活
で
は
ト
ラ
ブ
ル

が
起
き
ま
す
。
土
地
の
所
有
を
め
ぐ
る
争
い
、
借
金
返
済
の
焦
げ
つ
き
、
な
ど

の
民
事
事
件
は
、
民
法
典
が
ま
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
裁
判
所
で
は
処
理

で
き
ま
せ
ん
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
刑
事
事
件
の
場
合
に
は
、
明
治
一
三

年
に
公
布
さ
れ
た
刑
法
典
に
は
近
代
法
の
金
字
塔
だ
と
言
わ
れ
る
罪
刑
法
定
主

義
の
規
定
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
処
罰
規
定
が
な
い
か
ら
罪
に
な
ら
な
い
と
言

え
る
の
で
す
が
、
民
事
事
件
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
切
り
方
は
で
き
な
い
の
で

す
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
が
民
事
事
件
を
処
理
す
る
場
合
の
内
規
と
し
て
「
裁
判

官
心
得
」
と
い
う
の
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
裁
判
官
は
、
法
規
が
な
い
場
合
に

は
、「
条
理
」
に
基
づ
い
て
事
件
を
処
理
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
実
定
法
で
は
な
い
「
法
」、
つ
ま
り
近
代
法
の
根
底
に
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据
え
て
あ
る
法
の
理
念
に
基
づ
き
法
規
の
隙
間
の
事
案
を
処
理
す
る
方
策
が
採

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
条
理
の
実
体
を
掌
握
す
る
こ
と
は
、
法

の
精
神
が
分
か
っ
て
い
な
い
と
難
し
い
問
題
で
す
。

　

条
理
と
い
う
言
葉
は
、
法
律
を
学
ん
だ
人
は
何
と
な
く
分
か
る
言
葉
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
内
容
を
説
明
す
る
と
な
る
と
大
変
で
す
。
社
会
通
念
、
常
識
な

ど
の
言
葉
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ア
バ
ウ
ト
な
表
現
で
す
。
ド

イ
ツ
法
で
は
、N

atur der Sache

と
い
う
用
語
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉

が
条
理
と
内
容
的
に
符
合
し
ま
す
。「
事
物
の
本
性
」
と
訳
さ
れ
ま
す
が
、
も

の
の
あ
り
方
を
示
す
言
葉
で
す
。
法
の
世
界
で
あ
れ
ば
、
法
の
理
念
（
正
義
、

衡
平
な
ど
）
あ
る
い
は
自
然
法
性
（N

aturrechtlichkeit

）
を
示
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

と
も
か
く
、
裁
判
所
構
成
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
民
事
事
件
の
裁
判
官

は
、
条
文
が
な
い
場
合
に
は
、
条
理
に
基
づ
い
て
事
案
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
当
時
、
事
案
処
理
に
あ
た
っ
た
裁
判
官
の
マ
イ
ン

ド
は
何
で
あ
っ
た
か
は
推
測
の
域
を
超
え
ま
せ
ん
が
、
日
本
製
で
あ
っ
て
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
法
の
精
神
を
汲
み
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

実
定
法
に
あ
ら
ざ
る
部
分
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
、
整
備
半
ば
の
法
制
度
を
動
か

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
法
状
況
の
中
で
、
専
修
学

校
は
、
制
定
法
だ
け
で
な
く
、
ゆ
く
ゆ
く
は
実
定
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
基
幹
法

を
中
心
に
近
代
法
の
教
育
を
始
め
た
の
で
す
。

　

２　

専
修
学
校
に
お
け
る
法
学
教
育
の
狙
い

　

（
１
）　

渡
米
し
た
創
立
者
た
ち　
　

そ
れ
で
は
、
レ
ジ
メ
の
２）

の
と
こ
ろ

を
見
て
く
だ
さ
い
。
創
立
者
た
ち
は
ど
う
い
う
思
い
で
法
学
教
育
を
始
め
、
法

制
度
が
未
整
備
な
段
階
で
何
を
や
ろ
う
と
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
説
き
起
こ

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
専
修
学
校
の
創
立
に
関
わ
っ
た
人
は
多
数
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
創
立
期
か
ら
大
正
期
ま
で
続
け
て
踏
ん
張
っ
た
人
た
ち

は
、
創
立
者
で
あ
る
相
馬
永
胤
、
田
尻
稲
次
郎
、
目
賀
田
種
太
郎
、
駒
井
重
格

（
駒
井
先
生
は
明
治
三
四
年
に
他
界
さ
れ
て
い
ま
す
が
）
の
四
人
で
あ
り
ま

す
。
相
馬
先
生
は
彦
根
藩
士
、
田
尻
先
生
は
薩
摩
藩
士
、
目
賀
田
先
生
は
幕

臣
、
駒
井
先
生
は
桑
名
藩
士
で
あ
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
前
は
敵
と
味
方
に
分

か
れ
て
い
ま
し
た
。
倒
幕
派
と
幕
臣
と
に
分
か
れ
て
戦
っ
た
四
人
の
若
者
が
、

明
治
維
新
後
、
太
平
洋
を
渡
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
約
八
年
間
滞
在
し
て

帰
国
し
ま
し
た
。
目
賀
田
先
生
は
、
途
中
で
一
度
帰
国
し
、
再
度
渡
米
し
て
い

ま
す
が
。
創
立
者
た
ち
は
、
先
端
の
近
代
の
学
問
を
修
得
し
て
帰
国
し
、
専
修

学
校
を
創
立
し
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
の
か
、
謎
な
ん
で

す
ね
。
留
学
先
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
だ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
て
、
ド
イ
ツ

だ
っ
て
あ
る
ん
で
す
。
現
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
た
人
た
ち
も
い
ま
す
か
ら
。

な
ぜ
ア
メ
リ
カ
留
学
な
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
書
い
た
物
が
あ
れ
ば
ハ
ッ
キ

リ
す
る
の
で
す
が
、
推
測
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

近
代
法
の
法
典
を
持
た
な
か
っ
た
国
が
近
代
法
制
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
と

き
に
、
近
代
法
の
形
だ
け
で
な
く
、
そ
の
マ
イ
ン
ド
も
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
法

制
度
を
動
か
す
こ
と
は
困
難
で
す
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
を
導
入
す
る
と
し

て
も
、
大
陸
法
の
成
文
法
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
主
義
で
は
、
実
定
法
の

重
み
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
明
治
期
の
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
を
導
入
し
よ
う
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と
し
て
い
る
時
期
に
あ
っ
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
た
方
が
有
利
に
思
え

ま
す
。
も
っ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
て
も
、
法
制
度
が
未
整
備
の
段
階
に

あ
る
日
本
に
と
っ
て
は
、
判
例
法
の
国
の
法
制
度
の
方
が
即
効
性
が
あ
り
魅
力

的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
法
規
、
条
文
に
隙
間
が
あ
っ
て
も
、
判
例
法
に

よ
っ
て
事
案
を
処
理
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
柔
軟
に
対
応
が
で
き
ま
す
。
裁
判
官

が
作
っ
た
法
（judge- m

ade law

）
に
よ
っ
て
、
法
の
支
配
を
実
現
す
る
方

法
も
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
判
例
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
が
母
体
で
あ
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ

法
と
し
て
も
発
展
し
ま
し
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
よ
っ
て
新
大
陸
に
人
が

移
動
す
る
と
き
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
考
え
方
も
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ

カ
大
陸
に
渡
っ
た
判
例
法
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
変
容
し
ま
す
が
、
創
立
者
た

ち
が
留
学
し
て
い
る
頃
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
を
ど
う
変
容
さ
せ
、
ど
う
定

着
さ
せ
る
の
か
の
、
い
わ
ば
実
験
地
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
こ
の
実
験
地
の
ア

メ
リ
カ
に
留
学
す
る
こ
と
は
、
法
の
変
動
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
留
学
先
に
選
ぶ
メ
リ
ッ
ト
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
当
時
、
学
問
の
先
端

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
ド
イ
ツ
が
先
端
で
す
。
文
系
理
系

を
問
わ
ず
ド
イ
ツ
に
あ
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
の
大
学
教
育
の
ポ
リ
シ
ー
と
し

て
、
研
究
の
現
場
に
学
生
を
突
っ
込
ん
で
、
研
究
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
学
生
を

育
て
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
採
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
軍
資
金
が
問
題

で
す
が
、
こ
れ
を
公
的
に
ま
か
な
う
シ
ス
テ
ム
に
し
て
い
た
の
で
す
。
ド
イ
ツ

の
大
学
の
財
政
は
、
ラ
ン
ト
（
州
）
が
維
持
し
ま
す
（
最
近
、
若
干
例
外
が
み
ら

れ
ま
す
。）。
国
立
と
い
う
よ
り
は
、
州
立
な
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
各
ラ
ン
ト

に
文
化
高
権
が
あ
り
ま
す
の
で
、
高
等
教
育
機
関
は
ラ
ン
ト
の
管
轄
下
に
あ
る

の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
運
営
の
資
金
は
公
的
に
ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
政
策
的
な
観
点
か
ら
研
究
費
・
教
育
費
に
重
点
配
分
す
る
こ
と
も
可
能
に

な
り
ま
す
の
で
、
い
ろ
ん
な
分
野
の
研
究
を
盛
ん
に
し
、
そ
の
中
で
学
生
を
育

成
す
る
形
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
時
は
、
ア
メ
リ
カ
に
限
ら
ず
、

い
ろ
ん
な
国
か
ら
留
学
生
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
留
学
生
は
、

自
分
の
国
の
大
学
教
育
の
や
り
方
で
は
、
研
究
上
の
競
争
に
は
な
ら
な
い
こ
と

を
自
覚
し
、
帰
国
後
、
ア
メ
リ
カ
型
の
大
学
院
大
学
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
民
間
の
財
力
を
集
め
て
、
研
究
に
特
化
し
た
大
学
院
を
立
ち
上
げ
、

世
界
に
発
信
し
う
る
学
問
的
な
力
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
こ
う
い
う

ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
教
育
方
法
の
転
換
の
時
期
に
、
専
修
大
学
の
創
立
者
た
ち

が
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
の
は
、
機
を
得
た
留
学
だ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
創
立
者
た
ち
は
察
知
さ
れ
て
い
た
の
で
は
と
推
測
し

ま
す
。
察
知
し
な
け
れ
ば
、
私
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
行
き
ま
す
。
や
っ
ぱ
り

ド
イ
ツ
ワ
イ
ン
が
飲
み
た
い
で
す
（
笑
）。
目
賀
田
先
生
も
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ

ツ
に
行
く
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
さ
れ
る
決
断
を

さ
れ
た
旨
の
一
文
が
あ
り
ま
す
。

　

相
馬
先
生
は
、
英
語
は
人
間
が
し
ゃ
べ
る
ん
だ
か
ら
ど
う
に
で
も
な
る
と

言
っ
て
、
ヘ
ボ
ン
の
辞
書
一
冊
を
懐
に
入
れ
て
太
平
洋
を
渡
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
行
き
先
は
ア
メ
リ
カ
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
を
選
択
さ
れ
た
理
由
は
、

ア
メ
リ
カ
の
軍
制
、
と
く
に
陸
軍
の
軍
制
を
勉
強
し
た
か
っ
た
の
だ
そ
う
で
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す
。
し
か
し
、
日
本
人
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
陸
軍
で
勉
強
す
る
こ
と
は
許
可

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
鮮
や
か
な
方
向
転
換
を
し
て
法
律
の
勉
強
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

目
賀
田
先
生
の
場
合
も
、
面
白
い
で
す
ね
。
田
尻
先
生
と
同
じ
く
大
学
南
校

の
出
身
で
す
が
、
ド
イ
ツ
法
の
研
究
者
で
あ
る
加
藤
弘
之
教
授
に
教
わ
り
、
加

藤
先
生
の
『
国
法
汎
論
』
を
読
み
、
国
法
学
を
修
め
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え

た
そ
う
で
す
。
箕
作
麟
祥
教
授
に
も
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
商
法
を
教
わ
っ
て
い
ま

す
。
大
学
南
校
か
ら
の
留
学
生
の
一
人
に
選
ば
れ
、
加
藤
教
授
か
ら
自
分
の
好

き
な
と
こ
ろ
に
行
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
行
き
を
選
択
す
る
ん
で

す
。
普
通
だ
と
、
ド
イ
ツ
か
フ
ラ
ン
ス
の
い
ず
れ
か
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
自

分
の
意
思
で
近
代
法
の
実
験
の
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
を
選
択
す
る
の
で
す
か

ら
、
や
は
り
凄
い
と
思
い
ま
す
。
近
代
法
の
法
制
度
を
導
入
し
、
定
着
さ
せ
る

た
め
に
は
、
何
を
見
聞
し
何
を
学
ぶ
か
を
考
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

田
尻
先
生
の
場
合
も
、
大
学
南
校
で
勉
学
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
太
政
官
の

命
に
よ
り
国
費
留
学
生
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
南
校
の
時

代
に
は
、
箕
作
麟
祥
や
加
藤
弘
之
か
ら
近
代
法
を
教
授
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

留
学
先
は
ア
メ
リ
カ
な
の
で
す
。
田
尻
先
生
は
、
留
学
当
初
は
、
法
律
の
勉
強

を
深
め
る
意
思
で
あ
っ
た
の
が
、
途
中
か
ら
レ
ジ
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
（
立
法
論
）

や
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
に
興
味
を
も
た
れ
て
、
財
政
学
を
日
本
に
持
ち
帰
ら
れ
ま

し
た
。
国
の
仕
組
み
を
考
え
る
と
き
に
、
法
律
だ
け
で
は
絶
対
に
動
か
な
い
。

法
律
と
経
済
・
財
政
が
連
動
し
な
い
と
、
国
は
動
か
な
い
と
い
う
思
い
が
田
尻

先
生
に
は
あ
っ
て
、
法
律
か
ら
経
済
へ
視
野
を
広
げ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

駒
井
先
生
に
つ
い
て
は
、
時
間
の
関
係
で
紹
介
を
短
く
し
ま
す
が
、
田
尻
先

生
と
共
に
経
済
学
、
財
政
学
を
修
得
し
て
帰
国
さ
れ
て
い
ま
す
。
創
立
者
た
ち

は
、
明
治
九
年
五
月
に
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
日
本
法
律
会
社
憲
法
を
策

定
し
、
法
律
を
共
に
勉
学
し
、
議
論
を
重
ね
ま
す
。
そ
し
て
、
帰
国
後
は
、
法

律
学
校
を
立
ち
上
げ
て
近
代
法
に
つ
い
て
法
学
教
育
を
行
い
、
社
会
の
屋
台
骨

を
支
え
る
人
材
を
育
成
す
る
の
で
す
が
、
田
尻
先
生
と
駒
井
先
生
が
経
済
学
に

も
精
通
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
専
修
学
校
は
法
律
と
経
済
を
教
授
す
る
学
校
と

し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

（
２
）　

専
修
学
校
の
法
学
教
育
の
内
容　
　

専
修
学
校
は
、
法
律
科
と
経

済
科
の
二
科
編
成
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
法
律
科
で
の
法
学
教

育
の
内
容
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
講
義
科
目
の
中
で
、
刑
法
と
治
罪
法

は
既
に
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
実
定
法
の
講
義
に
な
り
ま
す
。
当
時
の
刑

法
典
（
旧
刑
法
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
の
刑
法
理
論
に
軸
足
を
置
い
た
講
義
が
な
さ
れ
そ
う
で
す
が
、
専
修

学
校
で
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
に
軸
足
を
お
い
て
、
日
本
的
な
変
容
を
考
え

て
い
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
れ
以
外
は
、
民
法
典
も
商
法
典
も
な
い
段
階
で

す
か
ら
、
英
法
を
基
本
と
し
て
講
義
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
創
立
者
が
ア

メ
リ
カ
に
留
学
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
英
米
法
を
講
義
す
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
理
財
科
を
開
設
し
た
時
の
募
集
要
項

を
見
る
と
、「
我
が
学
校
は
英
法
を
基
本
と
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら

は
実
定
法
が
で
き
た
か
ら
云
々
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。
創
立
者
た
ち
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は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
法
が
骨
格
と
な
っ
て
い
て
、
ア
メ
リ
カ

独
自
の
法
が
形
成
さ
れ
る
に
は
、
ま
だ
途
上
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、「
米
法
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
、「
英
法
」
を
講
義
す
る
と
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
日
で
は
、「
英
米
法
」
と
い
う
言
葉
で
一
括

り
に
し
ま
す
け
ど
、
実
は
そ
う
簡
単
に
は
括
れ
ま
せ
ん
。
今
で
は
、
ア
メ
リ
カ

法
は
イ
ギ
リ
ス
法
と
は
違
っ
た
特
性
を
持
つ
に
至
っ
て
い
ま
す
。
両
者
の
共
通

項
は
、
判
例
法
の
役
割
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う

に
言
え
ば
括
れ
ま
す
け
ど
、
当
時
は
そ
う
括
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
私
は
思

い
ま
す
。

　

刑
法
以
外
の
講
義
科
目
と
し
て
は
、
法
律
初
歩
、
私
訴
犯
法
、
売
買
法
、
代

理
法
、
万
国
法
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
訴
訟
法
、
羅
馬
法
、
訴
訟
演
習
、
弁
論
学

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
明
治
一
三
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
時
点
で
は
、
刑
事
法
以
外

は
、
基
幹
法
の
法
典
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
講
述
に
よ
っ
て
授
業
を
行
う
と
い

う
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
受
講
し
た
学
生
は
、
講
義
内
容
を
筆
記
し
た

の
で
す
。
学
生
が
筆
記
し
た
講
義
内
容
を
教
授
が
後
で
編
纂
し
て
専
修
学
校
の

教
科
書
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
教
授
が
講
述
を
し
な
が
ら
、
後

で
教
科
書
が
で
き
て
い
く
と
い
う
の
も
、
法
典
が
な
い
状
況
で
は
、
あ
る
意
味

自
然
で
す
。
私
の
講
義
ノ
ー
ト
も
講
演
録
も
同
じ
よ
う
な
形
で
す
。
私
は
、
講

演
や
講
義
を
す
る
と
き
に
は
メ
モ
し
か
用
意
し
ま
せ
ん
。

　

田
尻
先
生
は
、
ま
た
万
国
史
を
講
義
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
期
の
法
律
科

に
お
い
て
、
万
国
史
を
講
義
す
る
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
法
学
部

で
法
律
を
勉
強
す
る
前
に
、
高
校
に
お
い
て
世
界
史
を
勉
強
し
て
い
な
か
っ
た

ら
、
法
制
度
や
法
の
根
本
問
題
を
理
解
す
る
の
に
苦
労
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
法
体
系
を
理
解
す
る
に
は
、
世
界
史
の
基
礎
知
識
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ

か
ら
羅
馬
法
も
講
義
科
目
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
科
目
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

の
土
台
を
理
解
す
る
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
法
の
根
源
的
な
問
題
を
考

え
る
際
に
、
よ
く
羅
馬
法
の
格
言
が
引
用
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
意
味
が
あ

る
の
で
す
。
創
立
者
た
ち
は
、
留
学
中
に
修
得
し
た
近
代
法
の
骨
格
と
そ
の
土

台
と
な
っ
て
い
る
部
分
を
、
日
本
語
で
講
述
す
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
の

で
す
。

　

日
本
語
で
法
律
の
講
義
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
で
は
普
通
の
こ
と
で
す

が
、
創
立
時
に
あ
っ
て
は
、
大
変
な
こ
と
で
す
。
日
本
語
で
法
学
教
育
を
行
う

に
は
、
法
律
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
作
業
か
ら
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
体
系
や
法
制
度
を
採
り
入

れ
た
と
し
て
も
、
法
律
用
語
の
中
味
を
理
解
し
た
上
、
日
本
の
実
態
に
合
う
よ

う
な
言
葉
に
上
手
く
置
き
換
え
な
け
れ
ば
、
日
本
の
法
律
に
か
み
砕
い
て
い
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
創
立
者
た
ち
は
法
律
用
語
の
日
本
語
バ
ー

ジ
ョ
ン
を
作
り
、
そ
の
日
本
語
の
法
律
用
語
を
使
っ
て
議
論
し
、
法
的
素
養
を

身
に
付
け
さ
せ
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
だ
の
で
す
。「
弁
論
学
」
と
い
う
科
目

に
は
、
そ
の
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、
大
学
時
代
に
ゼ
ミ
に
入
っ
た
経
験
の
あ
る
人
、
と
く
に
法
律
関
係

の
ゼ
ミ
に
入
っ
た
人
は
、
こ
の
話
を
す
る
と
分
か
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ゼ
ミ

に
入
っ
た
当
初
の
議
論
は
土
俵
に
乗
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム

が
使
え
な
い
か
ら
、
み
ん
な
場
外
乱
闘
を
や
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
笑
）。
と
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こ
ろ
が
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
法
律
論
の
土
俵
の
中

で
相
撲
が
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
法
律
学
は
概
念
の
組
み
立
て
、
つ
ま
り

ブ
ロ
ッ
ク
の
積
み
重
ね
で
す
か
ら
、
こ
の
概
念
自
体
が
正
確
で
な
い
と
相
撲
が

取
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
創
立
者
た
ち
は
、
一
か
ら
手
作
り
で
や
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

（
３
）　

五
大
法
律
学
校
の
意
義　
　

五
大
法
律
学
校
の
中
で
、
専
修
学
校

は
一
番
バ
ッ
タ
ー
で
す
。
鼻
の
差
で
す
け
れ
ど
も
、
最
初
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
短
期
間
の
う
ち
に
五
つ
の
法
律
学
校
が
で
き
ま
す
。
ど
の
法
律
学
校
で

も
、
基
幹
法
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
大
変
な
状
況
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
創
立
者
た
ち
の
留
学
先
が
ど
こ
だ
っ
た
の
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の

ど
こ
に
焦
点
を
当
て
る
か
に
よ
り
、
各
校
の
特
色
が
出
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス

法
を
主
体
に
し
た
和
仏
法
律
学
校
（
法
政
大
学
）
お
よ
び
明
治
法
律
学
校
（
明

治
大
学
）、
専
修
学
校
と
同
じ
く
英
法
を
主
軸
に
し
た
英
吉
利
法
律
学
校
（
中

央
大
学
）、
仏
法
も
あ
り
ま
す
が
、
英
法
系
が
強
い
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田

大
学
）、
と
い
う
よ
う
な
特
色
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

五
大
法
律
学
校
が
ス
タ
ー
ト
し
た
後
、
基
幹
法
の
制
定
も
段
階
的
に
進
捗
し

ま
す
。
実
定
法
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
明
治
二
二
年
に
は
大
日
本
帝
国
憲

法
が
発
布
さ
れ
、
そ
の
後
、
民
法
、
商
法
、
刑
事
訴
訟
法
な
ど
の
法
典
化
が
な

さ
れ
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
法
を
継
受
す
る
か
、
そ
れ
と
も
ド
イ
ツ
法
を
継
受
す
る

か
に
つ
い
て
法
典
論
争
が
巻
き
起
こ
り
ま
し
た
。
明
治
二
〇
年
代
は
、
ま
さ
に

日
本
の
近
代
法
が
体
系
的
に
整
備
さ
れ
た
法
典
化
の
時
代
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う

（
各
法
典
の
時
系
列
は
資
料
参
照
）。
基
幹
法
が
整
備
さ
れ
ま
す
と
、
法
学
教
育

の
方
向
性
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
法
典
が
未
整
備
の
段
階
で
行
う
法
学
教
育
と

法
典
が
出
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
行
う
法
学
教
育
で
は
、
教
育
の
重
点
の
置
き
方
が

違
っ
て
き
ま
す
。
法
典
が
出
揃
う
と
、
実
定
法
の
解
釈
・
適
用
に
大
き
な
比
重

が
置
か
れ
ま
す
。
こ
の
時
期
に
、
日
本
の
法
律
を
教
授
す
る
と
い
う
ア
ド
バ

ル
ー
ン
を
上
げ
た
の
が
、
日
本
法
律
学
校
（
日
本
大
学
）
で
す
。
時
の
流
れ
に

合
っ
た
法
学
教
育
で
あ
れ
ば
補
助
金
も
多
く
獲
得
で
き
ま
す
が
、
仏
法
教
育
だ

英
法
教
育
だ
と
我
を
張
れ
ば
冷
や
飯
を
食
う
時
代
に
な
り
ま
す
。
法
律
学
校
ス

タ
ー
ト
時
の
法
学
教
育
の
方
法
も
内
容
も
、
変
革
を
迫
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
将
来
的
に
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
専
修
学
校
の
ス

タ
ー
ト
時
の
教
育
理
念
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
先
に
述
べ
ま

し
た
よ
う
に
、
近
代
法
は
、
実
定
法
の
土
台
に
法
の
理
念
、
自
然
法
的
な
考
え

方
を
置
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
基
礎
の
部
分
を
空
洞
化
し
て
実
定
法
を
解

釈
・
適
用
し
て
も
説
得
力
が
な
い
の
で
す
。
明
治
維
新
後
、
法
の
根
底
に
据
え

る
べ
き
規
範
意
識
や
価
値
意
識
を
新
た
に
組
み
直
す
に
は
、
日
本
語
に
よ
る
法

学
教
育
が
必
要
で
し
た
し
、
継
受
比
較
法
の
視
点
が
必
要
で
す
。
法
典
が
未
整

備
の
段
階
か
ら
法
学
教
育
を
行
っ
て
き
た
経
験
は
、
そ
の
後
の
法
学
教
育
の
骨

格
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

　

専
修
大
学
の
学
風
は
、
質
実
剛
健
、
誠
実
力
行
で
す
。
こ
の
学
風
は
、
明
治

期
か
ら
続
い
て
る
も
の
で
、
大
正
時
代
に
は
校
歌
の
中
で
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
質
実
剛
健
で
は
女
性
に
も
て
な
い
で
す
ね
。
で
も
質
実
剛
健
で
す

（
笑
）。
誠
実
力
行
と
い
う
の
は
、
創
立
者
た
ち
が
侍
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
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し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
儲
け
る
こ
と
は
得
意
で
は
な
い
ん
で
す
ね
（
笑
）。
で
も

志
は
高
い
の
で
す
。
田
尻
先
生
の
場
合
は
、
本
当
に
ボ
ロ
ボ
ロ
の
服
を
着
て
平

気
で
過
ご
さ
れ
た
の
で
、「
北
雷
」
を
雅
号
に
さ
れ
て
い
ま
す
。「
キ
タ
ナ
イ
」

か
ら
「
北
鳴
り
」
と
な
り
「
北
雷
」
と
い
う
雅
号
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
さ
に
質

実
剛
健
で
す
ね
。
こ
う
い
う
先
生
た
ち
と
学
生
の
交
流
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ

た
か
は
、
こ
の
後
、
今
村
先
生
の
と
こ
ろ
で
お
話
し
ま
す
。

　

専
修
学
校
は
、
法
典
が
未
整
備
の
状
況
に
あ
っ
て
、
い
ち
早
く
近
代
法
の
法

学
教
育
を
ス
タ
ー
ト
し
、
法
典
編
纂
が
終
わ
り
基
幹
法
が
制
定
さ
れ
る
頃
ま
で

法
的
素
養
の
あ
る
人
材
を
輩
出
し
続
け
ま
し
た
。
六
法
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い

時
代
に
、
裁
判
官
、
弁
護
士
な
ど
の
実
務
家
を
輩
出
で
き
る
だ
け
の
法
学
教
育

を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
す
。
そ
の
後
、
法
学
教
育
が
中

断
し
ま
す
が
、
旧
制
大
学
に
な
っ
て
法
学
部
が
設
置
さ
れ
、
創
立
者
た
ち
が
描

い
た
法
学
教
育
の
理
念
が
復
活
し
、
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

Ⅲ　

高
等
教
育
機
関
の
変
遷

　

近
代
の
高
等
教
育
機
関
は
明
治
期
に
出
発
し
ま
し
た
が
、
今
日
ま
で
ど
う
い

う
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
て
い
る
の
か
、
若
干
、
お
話
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

（
１
）　

教
育
令
か
ら
の
ス
タ
ー
ト　
　

五
大
法
律
学
校
の
一
つ
で
あ
る
専

修
学
校
は
、「
教
育
令
」
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
教
育
令
は
明
治
一

二
年
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
専
修
学
校
は
、
そ
の
一
年
後
の
明
治
一
三
年
に

開
学
し
ま
し
た
。
東
京
府
知
事
に
私
立
学
校
開
業
の
上
申
を
し
て
ス
タ
ー
ト
し

て
い
ま
す
の
で
、
東
京
府
の
管
轄
下
で
高
等
教
育
を
始
め
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
五
大
法
律
学
校
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
設
置
形
態
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
明
治
一
九
年
に
は
「
帝
国
大
学
令
」
が
出
さ
れ
、
私
立
法
律
学
校
特
別
監

督
条
規
に
よ
り
、
五
大
法
律
学
校
は
、
帝
国
大
学
総
長
の
監
督
下
に
置
か
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
法
学
教
育
の
大
き
な
節
目
の
一
つ
で
す
。
既
に
走
っ
て
い
た
私

学
の
法
律
学
校
を
国
が
束
ね
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
束
ね
る
と
き
の
殺
し
文
句

で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
特
別
監
督
条
規
下
に
あ
る
法
律
学
校
に
つ
い
て

は
、
判
事
登
用
試
験
の
恩
典
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
恩
典
を
与
え
る
と

い
っ
て
も
、
フ
リ
ー
パ
ス
で
は
な
く
、
判
事
登
用
試
験
を
受
け
や
す
く
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。
代
言
人
試
験
は
別
の
制
度
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
相
馬
先
生

あ
た
り
は
、「
ど
う
し
た
も
ん
じ
ゃ
ろ
う
の
」
と
頭
を
抱
え
込
ま
れ
た
と
思
う

ん
で
す
が
（
笑
）。
し
か
し
、
学
生
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
の
政
策
に
従
う

し
か
な
い
で
し
ょ
う
。

　

五
大
法
律
学
校
が
特
別
監
督
条
規
下
に
置
か
れ
た
時
、
憲
法
も
民
法
も
商
法

も
法
典
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
法
律
科
、
ド
イ
ツ
法
律
科
、
フ
ラ

ン
ス
法
律
科
に
区
分
し
て
教
科
目
を
編
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。

専
修
学
校
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
律
科
を
組
み
込
む
こ
と
に
な
る
に
し
て
も
、
講
義

科
目
を
単
純
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
な
の
で
、
苦
労
の
連
続
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
こ
の
特
別
監
督
条
規
も
明
治
二
一
年
に
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
同
時
に
文
部
大
臣
が
認
可
す
る
特
別
認
可
学
校
へ
と
制
度
変
更
さ
れ
、
専

修
学
校
も
そ
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
明
治
二
〇
年
代
に
入
り
ま
す
と
、
法
典

編
纂
が
進
捗
し
、
実
定
法
の
体
系
が
形
に
な
り
ま
す
の
で
、
法
律
学
校
に
お
い
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《講演録》明治期の専修学校における法学教育とその成果

て
も
日
本
の
実
定
法
の
教
育
を
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
し
た
。
極
端
な
言
い
方

を
す
れ
ば
、「
う
ち
の
学
校
で
は
、
民
事
訴
訟
法
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
訴
訟
法
を
や
り
ま
す
。」
と
は
言
わ
せ
な
い
、「
日
本
の
民
事
訴
訟
法
を
や
り

な
さ
い
。」
と
い
う
流
れ
に
な
っ
た
の
だ
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
帝
国
大
学

は
、
す
で
に
制
定
さ
れ
た
日
本
の
法
律
に
つ
い
て
の
法
学
教
育
に
シ
フ
ト
し
て

い
た
の
で
、
私
学
も
み
ん
な
右
に
倣
え
と
い
う
流
れ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

特
別
監
督
条
規
を
廃
止
し
て
、
特
別
認
可
学
校
に
移
行
し
た
時
期
に
、
司
法

官
・
行
政
官
の
高
等
試
験
が
立
ち
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
特
別
認
可
学
校
に
な

る
と
、
そ
の
高
等
試
験
の
受
験
資
格
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
特
別
監
督
条
規

下
の
恩
典
と
比
べ
る
と
私
学
に
は
不
利
な
取
扱
い
と
な
り
ま
し
た
。
五
大
法
律

学
校
で
勉
学
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
学
校
運
営
に

悩
む
時
代
に
突
入
し
た
の
で
す
。
そ
ん
な
中
、
専
修
学
校
は
、
経
済
科
を
理
財

科
に
変
更
し
、
行
政
官
の
高
等
試
験
も
受
験
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
創
立

時
に
経
済
科
を
開
い
て
い
た
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
た
大
転
換
で
し
た
。
し
か

し
、
明
治
二
四
年
に
は
法
律
科
の
募
集
を
停
止
し
、
法
律
科
目
の
一
部
を
理
財

科
の
講
義
科
目
に
組
み
込
み
ま
し
た
が
、
法
学
教
育
は
旧
制
大
学
に
お
い
て
復

活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

（
２
）　

専
門
学
校
令
か
ら
大
学
令
に
よ
る
旧
制
大
学
へ　
　

そ
の
後
、
専

門
学
校
令
と
い
う
の
が
で
き
て
、
高
等
教
育
機
関
の
衣
替
え
が
行
わ
れ
ま
す
。

専
修
学
校
は
、
明
治
三
六
年
に
は
、
専
門
学
校
令
に
よ
る
高
等
教
育
機
関
に
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
明
治
三
九
年
に
は
、
学
則
を
変
更
し
て
専
門
学
校
令
に
よ

る
大
学
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
大
正
二
年
に
は
、
名
称
が
私
立
専
修
大
学
と

な
り
、
大
正
八
年
に
は
専
修
大
学
と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
、
日
本
全
体
の
大

学
教
育
の
統
一
化
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
正
七
年
の
大
学
令
に
よ
っ
て
旧
制

大
学
に
一
本
化
さ
れ
ま
す
。
専
修
大
学
が
旧
制
大
学
に
移
行
し
た
の
は
、
大
正

一
一
年
で
す
。
教
育
令
の
下
で
は
、
専
修
学
校
は
一
番
バ
ッ
タ
ー
で
し
た
が
、

旧
制
大
学
に
移
行
し
た
の
は
、
五
大
法
律
学
校
の
中
で
は
最
後
の
大
学
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
遅
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
財
政
難
で
し
た
。
旧

制
大
学
に
移
行
す
る
の
に
、
当
時
の
お
金
で
五
、
六
〇
万
円
国
庫
に
供
託
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
当
時
の
専
修
大
学
の
授
業
料
は
一
年
間
で
八

八
円
。
現
在
の
授
業
料
は
約
七
三
万
円
で
す
か
ら
、
単
純
に
計
算
す
る
と
六
〇

万
円
は
五
〇
億
円
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
供
託
す
る
資
金
が
準
備
で
き

な
け
れ
ば
、
旧
制
大
学
が
設
置
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
儲
け
主
義
で

学
校
を
運
営
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、潤
沢
な
資
金
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
（
笑
）。

そ
れ
で
、
卒
業
生
が
一
緒
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
所
か
ら
寄
付
を
集
め
る
の
で
す

が
、
よ
う
や
く
資
金
が
準
備
で
き
て
、
旧
制
大
学
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
そ
の

翌
年
の
大
正
一
二
年
九
月
に
は
、
関
東
大
震
災
が
起
き
て
、
神
田
校
舎
は
図
書

館
の
壁
だ
け
を
残
し
て
全
壊
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
ま
た
、
再
生
す
る
の
で
す

か
ら
、
い
か
に
母
校
を
支
え
る
人
材
が
豊
富
だ
っ
た
か
分
か
り
ま
す
。
専
修
大

学
は
、
卒
業
生
が
作
っ
た
大
学
だ
と
言
わ
れ
る
由
縁
で
す
。

　

昭
和
二
年
に
は
、
旧
制
大
学
に
法
学
部
が
復
活
し
ま
す
。
法
制
度
の
変
革
の

荒
波
に
の
ま
れ
て
明
治
二
四
年
に
募
集
を
停
止
し
た
法
律
科
が
再
び
浮
上
で
き

た
背
景
の
一
つ
に
は
、
理
財
科
の
講
義
科
目
の
中
に
民
法
、
商
法
な
ど
の
法
律

科
目
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
法
学
教
育
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
残
っ
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て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
刑
法
は
講
義
科
目
の
中
に
入
っ
て
い
ま
せ

ん
が
（
笑
）、
当
時
、
法
曹
界
で
活
躍
し
て
い
る
卒
業
生
が
多
数
い
た
こ
と
も

大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

（
３
）　

新
制
大
学
へ　
　

戦
後
、
新
制
大
学
に
移
行
す
る
時
も
、
大
変
な

苦
難
で
し
た
が
、
昭
和
二
四
年
に
は
、
商
経
学
部
と
法
学
部
か
ら
な
る
新
制
大

学
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
終
戦
直
後
の
昭
和
二
〇
年
九
月
に
は
、
授
業

が
再
開
さ
れ
て
お
り
、
新
制
大
学
へ
と
繋
が
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
ど
う

い
う
学
部
編
成
に
な
り
、
今
日
の
人
文
・
社
会
系
の
総
合
大
学
に
発
展
し
て
き

た
の
か
は
、
多
く
の
方
が
ご
存
知
な
の
で
、
こ
れ
は
省
略
し
て
次
に
移
り
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
教
育
令
に
基
づ
く
専
修
学
校
に
お
い
て
い
ち
早
く
法
学
教
育

を
開
始
し
、
法
学
教
育
が
で
き
な
い
と
い
う
危
機
的
状
況
に
も
め
げ
ず
、
専
門

学
校
令
か
ら
大
学
令
に
移
っ
た
中
で
旧
制
大
学
と
な
り
、
一
度
断
念
し
た
法
学

教
育
を
復
活
さ
せ
、
新
制
大
学
へ
と
継
続
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
分

か
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
間
の
私
学
と
し
て
の
道
の
り
は
、

決
し
て
平
坦
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

Ⅳ　

目
賀
田
種
太
郎
の
役
割
の
ま
と
め

　

続
き
ま
し
て
、時
間
の
配
分
を
間
違
う
と
軟
着
陸
で
き
ま
せ
ん
の
で
（
笑
）。

四
番
目
に
、
目
賀
田
種
太
郎
先
生
が
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
し
た
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
目
賀
田
先
生
の
略
歴
は
資
料
に

書
い
て
あ
り
ま
す
し
、
本
日
の
講
演
が
始
ま
る
前
に
、
展
示
を
ご
覧
に
な
ら
れ

た
方
は
、
ほ
ぼ
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
詳
し
い
説
明
は
省
き
ま
し

て
、
若
干
違
っ
た
角
度
か
ら
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

（
１
）　

ア
メ
リ
カ
留
学
の
エ
ピ
ソ
ー
ド　
　

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に

留
学
さ
れ
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
私
の
想
像
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
ん

で
き
ま
し
た
。

　

目
賀
田
先
生
は
、
大
学
南
校
か
ら
ハ
ー
バ
ー
ド
法
律
学
校
に
留
学
さ
れ
ま
し

た
。
学
位
を
取
っ
て
か
ら
日
本
に
帰
国
し
、
そ
し
て
再
度
、
留
学
生
監
督
と
し

て
ア
メ
リ
カ
に
渡
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
多
く
の
留
学
生
と
接
し
、
創
立
者

た
ち
が
相
集
い
日
本
法
律
会
社
憲
法
を
作
り
、
法
律
勉
学
の
た
め
の
俱
楽
部
を

立
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
話
は
、
前
後
し
ま
す
が
、
最
初
の
留
学
の
時
、
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
に
入
学
さ
れ
る
時
の
逸
話
は
、
感
動
的
で
す
。

　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
入
学
す
る
た
め
に
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
目
賀
田
先
生
が
こ
の
壁
を
ど
う
越
え
た
の
か
と
い
う
逸

話
で
す
。
話
の
筋
は
、
こ
う
い
う
も
の
で
す
。
当
時
の
文
献
で
は
耶
蘇
教
と
書

い
て
あ
り
ま
す
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
こ
と
で
す
ね
。
面
接
を
受
け
た
法
学
部

長
か
ら
、「
君
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
だ
ろ
う
ね
。」
と
、
ど
っ
ち
で
も
取

れ
る
厳
し
い
質
問
を
さ
れ
て
、
目
賀
田
先
生
は
、「
私
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
以
上
に
徳
義
を
持
っ
て
い
ま
す
。」
と
、
切

り
返
さ
れ
た
の
で
す
。
次
に
、「
こ
れ
ま
で
ど
う
い
う
勉
強
を
し
て
き
た
ん

だ
。」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

を
三
回
読
み
ま
し
た
。」
と
答
え
ら
れ
る
と
、「
え
っ
、
あ
の
本
を
三
回
読
ん
だ

の
か
。」
と
い
う
こ
と
で
、
面
接
官
も
驚
か
れ
、「
君
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
み
な
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す
。」
と
い
う
こ
と
で
面
接
試
験
が
終
わ
っ
た
の
で
す
（
笑
）。
古
き
よ
き
時
代

で
す
ね
。
質
問
の
切
り
返
し
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
日
本
か
ら
来
た
志
願
者

が
、
す
で
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
本
を
三
回
読
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
当

時
の
留
学
生
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
驚
く
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
と
い
う
の
は
、『
註
釈
イ
ギ
リ
ス

法
』（Ser W

illiem
 Blackstone, Com

m
entaries on the Law

s of 
England, vol.1-4,1765-69.

）』
と
い
う
全
四
巻
の
本
で
す
。
こ
の
本
を
通
し

て
読
む
こ
と
さ
え
大
変
な
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
本
を
読
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
の
根
底
が
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
先
ほ
ど
、
ア
メ
リ
カ
法
は
イ
ギ
リ
ス
法
を
基
礎
と
し
て
、
だ
ん

だ
ん
独
自
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
目
賀
田
先
生

が
留
学
さ
れ
た
当
時
で
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
『
註
釈
イ
ギ
リ
ス
法
』
に

は
イ
ギ
リ
ス
法
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（com

m
on law

：
普
通
法
）
が
ほ
と
ん
ど

書
い
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
迷
っ
た
時
に
は
必
ず
見
る
と
い
う
本
で
あ
り
、
い
わ

ば
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
の
聖
書
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
四
冊
か
ら
成
っ
て
い
ま

す
の
で
、
相
当
分
厚
い
で
す
。
そ
れ
を
、
大
学
に
入
ろ
う
と
す
る
者
が
き
ち
ん

と
全
て
読
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
凄
い
こ
と
な
ん
で
す
。
も
う
学
生
の
レ
ベ

ル
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。

　

私
は
、
大
学
二
年
の
と
き
研
究
者
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
ん
で
、
イ
ギ
リ
ス
法

も
だ
い
ぶ
勉
強
し
ま
し
た
。
刑
法
の
本
で
は
、『
ケ
ニ
ー
の
刑
法
大
要
』

（K
enny's O

utlines of Crim
inal Law

, 1.ed,1902, 9.ed.,1966.

）
を
在
学

中
に
読
み
ま
し
た
。
分
厚
い
イ
ギ
リ
ス
刑
法
の
本
で
す
が
、
一
冊
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
が
分
か
ら
ず
苦
労
し
ま
し
た
。
こ
の
本
の

中
に
も
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
名
前
が
出
て
く
る
の
で
、
ど
ん
な
人
な
の
か
調

べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
、
一
七
二
三
年
に
生
ま
れ
て

一
七
八
〇
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
八
世
紀
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

の
著
名
な
教
授
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
影
響
を
多
大

に
与
え
た
一
人
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
判
例
法
の
国
で
す
か
ら
、
法
典
が
少
な
い
で
す
。
刑
法
典
が
制

定
さ
れ
て
、
十
数
年
足
ら
ず
で
す
か
ら
、
今
か
ら
数
え
て
（
笑
）。
そ
れ
ま
で

は
、
例
え
ば
、
殺
人
法
と
か
窃
盗
法
と
か
い
う
よ
う
な
個
別
的
な
法
律
は
あ
り

ま
す
が
、
刑
法
総
則
を
規
定
し
た
刑
法
典
を
持
た
ず
、
総
論
に
当
た
る
理
論
的

な
原
則
は
、
判
例
法
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
判
例
法
の
原
典

が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
は
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
本
で

す
。
目
賀
田
先
生
は
、
渡
米
す
る
前
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
大
作
を
三
回

も
読
み
込
ま
れ
、
英
法
の
核
心
的
な
部
分
を
掴
み
取
ら
れ
て
い
た
の
で
す
か

ら
、
神
童
と
言
わ
れ
た
理
由
が
分
か
り
ま
す
。
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
法
辞
典
と
い

う
よ
う
な
も
の
は
ま
だ
な
い
で
し
ょ
う
し
、
原
文
を
読
み
な
が
ら
テ
ク
ニ
カ
ル

タ
ー
ム
の
内
容
を
掌
握
し
て
い
く
の
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
法
の
根

幹
部
分
が
分
か
っ
て
い
な
い
と
、
読
み
こ
な
せ
な
い
も
の
で
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
法
で
よ
く
言
わ
れ
ま
す
、consideration

と
い
う
契
約
の
時
に

必
ず
出
て
く
る
専
門
用
語
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
は
、
契
約
の
約
に
原
因
の

因
で
「
約
因
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
概
念
の
日
本
語
訳
が
一
般
に
は
分
か

ら
な
い
で
す
ね
（
笑
）。
一
例
で
す
が
、
日
本
語
の
語
感
か
ら
遠
い
翻
訳
語
さ
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え
な
い
と
き
に
、
原
語
の
意
味
を
理
解
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
大
変
な
こ
と

で
す
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（com

m
om

 law

）
と
エ
ク
ィ
テ
ィ
（equity

）
の

関
係
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
基
礎
知
識
な
く
し
て
、
い
き
な
り
原
典
か

ら
理
解
す
る
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
大
変
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ゲ
ル
ダ
ー
ト
の

『
イ
ギ
リ
ス
法
原
理
』（W

.M
. Geldart, Elem

ents of English Law
,2.ed., 

1929

）
も
学
生
時
代
に
読
み
ま
し
た
が
、
末
延
三
次
先
生
の
翻
訳
（
新
版
・

一
九
六
〇
年
）
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
本
の
専
門
用
語
の
日
本
語
訳
と
対

比
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
も
し
、
専
門
用
語
の
日
本
語
訳
が
な

か
っ
た
ら
、
ケ
ニ
ー
の
刑
法
の
本
と
同
様
、
悪
戦
苦
闘
し
た
と
思
い
ま
す
。

　

（
２
）　

礼
節
を
重
ん
ず　
　

目
賀
田
先
生
が
留
学
さ
れ
て
い
た
頃
は
、
日

本
か
ら
の
留
学
生
が
ま
だ
少
な
い
時
代
で
す
。
ま
た
、
日
本
の
留
学
生
が
他
の

国
の
留
学
生
と
比
較
さ
れ
る
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
目
賀
田
先
生
は
、
育
ち

が
武
士
で
あ
り
、
刀
を
差
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
礼
節
を
重
ん
じ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
ど
ん
な
国
に
行
っ
て
も
礼
節
に
生
き
る
こ
と
は
通
じ
る
と
い
う
の

が
信
念
で
し
た
。
そ
し
て
礼
節
を
も
っ
て
生
活
さ
れ
ま
し
た
。
留
学
中
は
、
毎

日
八
時
間
は
勉
強
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
夜
は
勉
強
で
き
な
か
っ
た

と
、
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ラ
ン
プ
を
灯
す
お
金
が
な
い
。
油
代
が
な
い
の
で

す
。
そ
れ
で
、
日
の
出
と
と
も
に
勉
強
を
始
め
、
日
の
入
り
ま
で
勉
強
す
る
こ

と
に
し
（「
終
日
机
よ
り
離
れ
ず
」 

）、
身
体
も
鍛
え
た
（「
体
力
が
な
け
れ
ば

死
学
に
な
る
」）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
当
時
の
人
た
ち
の
身
体
の
鍛
え

方
は
、
中
途
半
端
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
駆
け
る
こ
と
も

さ
れ
た
そ
う
で
す
。
健
康
に
留
意
し
な
が
ら
、
精
一
杯
勉
学
し
、
礼
節
を
も
っ

て
生
活
さ
れ
た
の
で
す
（『
名
士
実
話
青
年
勉
強
法
』［
大
正
三
年
、
実
業
之
日

本
社
］
参
照
）。

　

（
３
）　

学
生
に
い
か
に
接
し
た
か　
　

田
尻
先
生
に
し
ろ
、
目
賀
田
先
生

に
し
ろ
、
相
馬
先
生
に
し
ろ
、
こ
の
辺
の
話
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
こ
の
話

を
す
る
と
今
日
は
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
（
笑
）、
目
賀
田
先
生
の

こ
と
だ
け
に
し
ま
す
。
帰
国
後
、
目
賀
田
先
生
が
専
修
学
校
で
は
ど
う
い
う
ふ

う
に
過
ご
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
絞
り
ま
す
。

　

卒
業
生
が
校
友
会
誌
を
作
る
時
に
、
色
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
寄
せ
て
い
ま

す
。
開
学
ま
も
な
い
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
目
賀
田
先
生
の
授
業
は
厳
し

か
っ
た
、
し
か
し
、
分
か
ら
な
い
こ
と
を
質
問
す
る
と
徹
底
し
て
親
切
に
教
え

て
も
ら
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
一
回
生
・
二
回
生
の
月
謝
は
、
当
時
、
月
一
円

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
、
換
算
す
る
と
ど
れ
く
ら
い
に
な
る
か
分
か
り
ま
せ
ん

が
。
学
生
は
、
み
ん
な
昼
働
き
な
が
ら
勉
強
し
、
創
立
者
た
ち
も
、
昼
は
官
界

等
に
あ
り
、
夜
に
授
業
を
す
る
と
い
う
の
が
最
初
の
ス
タ
イ
ル
な
の
で
す
。
学

生
が
教
材
費
に
困
る
と
、
創
立
者
た
ち
は
面
倒
を
み
る
と
い
う
親
密
な
関
係
に

あ
っ
て
、
ト
コ
ト
ン
教
え
た
の
だ
そ
う
で
す
。
日
曜
日
、
休
日
に
関
係
な
く
、

時
間
が
な
い
と
き
は
休
日
で
も
授
業
を
行
い
、
公
務
で
駄
目
な
と
き
は
、
必
ず

土
日
に
補
講
し
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
卒
業
し
た

学
生
は
、
十
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
か
ら
、
い
か
に
出
口
が
厳
し
か
っ
た
か
が
分

か
り
ま
す
。

　

（
４
）　

私
訴
犯
法　
　

最
後
に
、
目
賀
田
先
生
の
著
書
に
つ
い
て
、
触
れ

て
お
き
ま
す
。
目
賀
田
種
太
郎
編
纂
『
私
訴
犯
法
』（
明
治
一
六
年
、
文
学
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社
）
が
専
修
大
学
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
本
は
、
目
賀
田
先
生
が
専
修
学

校
に
お
い
て
講
述
さ
れ
た
も
の
を
一
書
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
す
。
本
の
表
題

か
ら
は
、
そ
の
内
容
が
分
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
今
日
は
、
そ
の
概
略
を
説

明
し
、
当
時
の
講
義
内
容
の
一
旦
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

「
私
訴
犯
法
」
と
い
う
文
言
を
見
て
、
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
今

で
は
難
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
も
、
最
初
は
付
帯
私
訴
の
こ
と
か
な
あ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
目
賀
田
先
生
の
本
を
読
ん
で
、
私
の
推
測
は
的
外
れ
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
当
時
と
し
て
は
、
私
訴
犯
法
と
訳
す
し
か
な

か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
日
で
は
「
不
法
行
為
法
」
と
訳
し
た
方
が
よ

く
分
か
り
ま
す
。

　

不
法
行
為
を
訴
訟
法
の
側
面
か
ら
整
理
す
る
と
、
私
訴
犯
法
と
い
う
位
置
づ

け
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
犯
罪
の
処
理
は
、
公
訴
（
刑
事
手
続
）
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
か
ら
「
公
訴
犯
」、
こ
れ
に
対
し
て
、
権
利
侵
害
や
損
害
賠
償
な

ど
は
私
訴
（
民
事
手
続
）
に
よ
っ
て
処
理
す
る
か
ら
「
私
訴
犯
」
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。「
犯
」
と
い
う
文
言
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
犯
罪
の
犯
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
こ
で
の
「
犯
」
は
イ
ギ
リ
ス
法
で
い
うtort

つ
ま
り
不
法
行
為
で

す
。「
犯
」
と
い
う
語
感
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ
ばdelict

で
す
。
ド
イ
ツ
語

のD
elikt

は
、
不
法
行
為
に
も
犯
罪
に
も
使
い
ま
す
の
で
、｢

犯｣

の
意
味
が

良
く
分
か
り
ま
す
。tort

あ
る
い
はdelict

は
、
ロ
ー
マ
法
に
よ
れ
ば
、
損
害

賠
償
ま
た
は
刑
罰
で
償
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
私
訴
ま
た
は
公
訴

に
繋
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
公
訴
犯
と
私
訴
犯
に

区
分
け
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
見
識
で
す
。
目
賀
田
先
生
の
「
私
訴
犯
法
」
と

い
う
用
語
は
、
ラ
テ
ン
語
や
ロ
ー
マ
法
の
裏
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
改

め
て
思
い
ま
し
た
。

　

訴
訟
法
的
に
見
れ
ば
、
私
訴
犯
法
と
い
う
の
は
、
権
利
侵
害
に
よ
る
損
害
賠

償
に
関
す
る
法
と
、
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
法
と
の
二
つ
の
領

域
を
包
括
す
る
概
念
だ
と
言
え
ま
す
。
今
日
で
言
え
ば
、
前
者
が
不
法
行
為
法

で
あ
り
、
後
者
が
債
務
不
履
行
法
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
本
で
は
、

不
法
行
為
に
つ
い
て
の
説
明
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
講
義

の
重
点
を
不
法
行
為
法
に
置
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
本
を
読
み
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
授
業
で
学
生
に
尋
ね
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が

書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
内
容
も
具
体
的
な
の
で
す
。
具
体
的
な
事
実
と
法
的
な

評
価
と
結
果
が
、
ケ
ー
ス
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
ケ
ー
ス
が

た
く
さ
ん
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
ゲ
ル
ダ
ー
ト
の
『
イ
ギ
リ
ス
法
原
理
』
の
最
後

の
方
に
「
犯
罪
と
不
法
行
為
」
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
内
容

と
重
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
時
系
列
で
考
え
る
と
、
む
し
ろ
ブ
ラ
ッ
ク
ス

ト
ー
ン
を
読
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
当
時
、
ま
だ
民
法
典
も
民
事
訴
訟
法
典
も
存
在
し

な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
原
理
を
説
か
れ
た
こ
と
は
、
大
き
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
有
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
最
先
端
の
不
法
行
為
法

と
損
害
賠
償
法
、
そ
れ
に
手
続
法
を
繋
げ
て
講
義
を
さ
れ
、
そ
の
講
述
を
ま
と

め
た
本
が
明
治
一
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
凄
い
パ
ワ
ー
で
す
ね
。

専
修
学
校
が
ス
タ
ー
ト
し
て
三
年
目
で
す
か
ら
ね
。
こ
の
本
の
内
容
を
一
年
次

生
に
理
解
し
な
さ
い
と
言
っ
て
も
、
逆
に
さ
よ
な
ら
と
言
わ
れ
る
と
思
う
ん
で
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す
ね
（
笑
）。
当
初
の
卒
業
率
が
十
数
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
の
は
肯
け
ま
す
。

こ
の
本
の
内
容
を
理
解
す
る
に
は
、
今
の
学
生
だ
っ
た
ら
三
年
ぐ
ら
い
か
か
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
法
典
が
な
い
の
で
す
か
ら
。
イ
ギ
リ
ス
法
、

ロ
ー
マ
法
を
基
礎
に
し
た
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
講
義
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

　

（
５
）　

法
学
教
育
に
対
す
る
思
い
と
業
績　
　

専
修
学
校
を
立
ち
上
げ
た

当
初
、
創
立
者
た
ち
が
ど
う
い
う
授
業
を
や
り
、
ど
う
い
う
苦
労
を
さ
れ
た
の

か
が
、
田
尻
・
相
馬
先
生
追
悼
会
で
の
目
賀
田
先
生
の
追
悼
文
を
読
む
と
分
か

り
ま
す
。
今
読
み
返
し
て
も
万
感
胸
に
迫
る
思
い
を
感
じ
ま
す
。
私
が
一
番
惹

か
れ
ま
し
た
の
は
、
目
先
の
法
律
家
を
育
て
る
の
で
は
な
く
て
、
法
的
な
理
念

の
部
分
、
法
の
根
幹
に
あ
る
部
分
を
し
っ
か
り
理
解
さ
せ
て
、
立
法
に
携
わ

り
、
裁
判
に
携
わ
り
、
そ
し
て
近
代
法
の
法
典
を
整
備
す
る
人
材
を
育
て
る
こ

と
に
法
学
教
育
の
目
標
を
定
め
て
い
た
こ
と
で
す
。
単
な
る
法
解
釈
を
教
授
す

る
学
校
で
は
な
い
と
い
う
意
気
込
み
を
感
じ
ま
す
。
法
解
釈
の
根
底
に
据
え
る

も
の
を
教
授
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
の
は
達
見
だ
と
思
い
ま
す
。

　

目
賀
田
先
生
の
業
績
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
税
制
に
関
す
る
立
法
に
尽
力

さ
れ
た
こ
と
で
す
。
税
制
に
関
す
る
法
律
が
明
治
二
九
年
を
皮
切
り
と
し
て
、

明
治
三
〇
年
代
に
次
々
に
公
布
さ
れ
ま
す
。
酒
造
税
法
、
葉
煙
草
専
売
法
、
煙

草
専
売
法
、
相
続
税
法
、
塩
専
売
法
な
ど
が
そ
う
で
す
。
明
治
三
七
年
に
は
、

目
賀
田
先
生
は
貴
族
院
議
員
に
な
ら
れ
、
専
修
学
校
に
煙
草
専
売
事
務
員
養
成

所
が
付
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
当
時
の
税
制
の
改
革
は
、
日
露
戦
争
の
戦
費

調
達
と
も
関
係
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
近
代
の
税
制
が
整
備
さ
れ
た
こ

と
に
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
目
賀
田
先
生
が
近
代
税
制
の
確
立
に
尽
力
さ

れ
た
こ
と
は
、
た
だ
今
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
専
修
大
学
・
た
ば
こ
と
塩
の
博
物

館
共
催
「
目
賀
田
種
太
郎
と
近
代
日
本
」（2016.9.17-11.6

）
に
も
多
数
の
資

料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
て
、

詳
細
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
〔
松
岡
先
生
、
あ
と
何
分
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
か
。〕

　
〔
ち
ょ
う
ど
終
わ
り
く
ら
い
な
ん
で
す
が
。〕

　

そ
れ
で
は
、
あ
と
五
分
く
だ
さ
い
。
五
分
で
強
制
着
陸
し
な
い
と
、
パ
ラ

シ
ュ
ー
ト
で
降
り
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
（
笑
）。

Ⅴ　

今
村
力
三
郎
の
役
割
の
ま
と
め

　

（
１
）　

略
歴　
　

今
村
力
三
郎
先
生
は
、
専
修
学
校
の
法
学
教
育
が
隆
盛

で
あ
っ
た
時
期
に
勉
学
さ
れ
、
直
接
創
立
者
た
ち
の
教
育
を
受
け
ら
れ
ま
し

た
。
資
料
の
今
村
先
生
の
箇
所
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
慶
応
二
年
に
長
野
の
飯
田

で
生
ま
れ
ら
れ
、
専
修
学
校
に
入
学
さ
れ
た
の
は
明
治
一
九
年
で
あ
り
、
卒
業

さ
れ
た
の
が
明
治
二
一
年
で
す
。
在
学
中
に
代
言
人
試
験
（
弁
護
士
試
験
。
ま

だ
、
今
の
よ
う
な
司
法
試
験
制
度
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。）
に
合
格
さ
れ
、
卒

業
後
は
裁
判
官
を
経
験
さ
れ
た
後
、
著
名
な
刑
事
事
件
の
弁
護
人
と
し
て
活
躍

さ
れ
ま
し
た
。
専
修
大
学
が
新
制
大
学
に
移
行
す
る
と
き
に
は
、
全
財
産
を
大

学
に
寄
付
さ
れ
、
総
長
と
し
て
大
学
再
建
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
の
事

情
は
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

（
２
）　

江
木
衷
と
の
接
点　
　

目
賀
田
先
生
と
今
村
先
生
と
の
具
体
的
な



― 53 ―

《講演録》明治期の専修学校における法学教育とその成果

接
点
に
つ
い
て
、
今
村
先
生
の
残
さ
れ
た
資
料
を
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
そ
ら
く
、
大
学
に
残
さ
れ
て
い
る
資
料
を
丹
念
に

見
て
い
け
ば
、
見
出
せ
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
今
村
先
生
と
刑
法
学
者
で
も

あ
っ
た
江
木
衷
先
生
と
の
接
点
に
関
す
る
資
料
は
、
多
数
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
江
木
先
生
と
の
接
点
に
つ
い
て
、
若
干
で
す
が
述
べ
て
お
き
ま
す
。
江
木

先
生
は
、
専
修
学
校
と
英
吉
利
法
律
学
校
の
両
方
で
刑
法
を
担
当
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
今
村
先
生
が
江
木
先
生
に
教
わ
っ
た
時
期
に
は
、
法
典
論
争
が
ま
だ
始

ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
旧
刑
法
は
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
継
受
し
て
す
で
に
走
っ
て
い

ま
す
が
、
江
木
先
生
は
ド
イ
ツ
刑
法
理
論
を
説
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
面
白

い
で
す
ね
。
明
治
四
一
年
施
行
の
現
行
刑
法
は
ド
イ
ツ
法
を
継
受
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
法
典
論
争
の
前
哨
戦
と
も
言
う
べ
き
授
業
が
行

わ
れ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
江
木
先
生
は
、
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
ナ
ー
（A

lbert 
Friedrich Berner, 1818-1907.

：
著
書
と
し
て
は
、Lehrbuch des 

D
eutschen Strafrechts, 1857.

が
あ
る
。）
の
刑
法
理
論
の
影
響
を
受
け
た

人
で
す
。
ベ
ル
ナ
ー
の
理
論
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
折
衷
的
な
刑
法
理
論
で

す
。

　

（
３
）　

刑
制
論　
　

今
村
先
生
の
卒
業
式
で
の
演
説
は
、
当
時
首
席
が
演

説
を
し
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、「
刑
制
論
」
と
い
う
も
の
で
す
。『
法
叢
』
と
い

う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
専
修
大
学
の
図
書
館
に
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
「
刑
制
論
」
は
、
刑
罰
制
度
の
シ
ス
テ
ム
論
を
述
べ
た
も
の
で
す

が
、
江
木
先
生
の
刑
罰
論
の
影
響
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
今
村
先
生
が
刑
事
弁
護
人
と
し
て
担
当
さ
れ
た
著
名
な
刑
事
事
件
で
あ
る

大
逆
事
件
、
五
・
一
五
事
件
、
神
兵
隊
事
件
な
ど
の
弁
論
に
も
、
若
き
日
の

「
刑
制
論
」
の
考
え
方
が
生
き
て
い
ま
す
。
若
き
日
の
感
性
と
い
う
の
は
、
や

は
り
大
切
な
の
で
す
ね
。

　

今
村
先
生
が
晩
年
に
書
か
れ
た
『
法
廷
五
十
年
』
の
中
で
、
長
年
弁
護
士
を

や
っ
て
き
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
刑
事
弁
護
人

は
、「
負
け
る
べ
き
事
件
に
つ
い
て
、
勝
っ
て
は
い
け
な
い
。
勝
つ
べ
き
事
件

に
は
、
負
け
て
は
い
け
な
い
。」
と
い
う
も
の
で
す
。
負
け
る
べ
き
事
件
に

勝
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
弁
護
人
と
し
て
は
凄
い
言
葉
で
す
。
こ

の
言
葉
を
実
践
さ
れ
た
こ
と
は
、
や
は
り
専
修
学
校
の
法
曹
教
育
の
結
実
だ
と

思
い
ま
す
。
法
の
理
念
、
法
の
精
神
と
い
う
土
台
を
刑
事
弁
護
の
実
務
に
お
い

て
も
、
き
ち
ん
と
保
持
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
専
修
学
校
の
法
学
教
育
が
根

付
い
て
い
る
証
し
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

Ⅵ　

ま
と
め
―
専
修
学
校
の
法
学
教
育
の
成
果

　

そ
れ
で
は
、
あ
と
二
分
で
ま
と
め
ま
す
。
専
修
学
校
の
法
学
教
育
の
成
果
は

何
か
と
言
い
ま
す
と
、
第
一
に
、
近
代
法
の
法
典
が
ま
だ
未
整
備
の
時
代
に

あ
っ
て
、
法
典
を
編
纂
す
る
原
動
力
と
な
る
法
的
な
考
え
方
を
学
生
に
し
み
込

ま
せ
、
卒
業
生
が
実
務
家
に
な
っ
て
か
ら
も
羅
針
盤
と
な
る
法
の
理
念
を
身
に

付
け
さ
せ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
法
学
教
育
が
、
裁
判
や
立
法
に
結
び
付
い
て
い

る
の
が
特
徴
的
で
す
。

　

第
二
は
、
実
践
的
教
育
を
組
み
込
ん
で
い
て
、
理
論
と
実
務
の
架
け
橋
が
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
三
年
次
か
ら
弁
論
学
を
教
え
て
い
る
の
で
す
。
訴
訟
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演
習
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
科
目
編
成
に
は
、
創
立
者
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
の

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
出
て
い
る
こ
と
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
法
律
学

を
実
学
と
し
て
捉
え
、
実
務
教
育
と
の
連
結
を
目
指
し
た
こ
と
は
、
特
徴
的
な

こ
と
で
す
。
法
典
が
整
備
さ
れ
る
と
、
実
定
法
の
教
育
に
重
き
を
置
か
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
が
、
実
定
法
の
基
礎
を
き
ち
ん
と
教
育
す
る
こ
と
は
必
要
な
の
で

す
。

　

第
三
に
、
法
律
と
経
済
の
二
本
立
て
の
教
育
を
し
た
こ
と
か
ら
、
高
等
教
育

制
度
の
変
動
に
も
耐
え
て
、
専
修
学
校
か
ら
旧
制
大
学
の
専
修
大
学
へ
と
移
行

し
、
そ
し
て
新
制
大
学
の
専
修
大
学
に
発
展
す
る
バ
ネ
を
内
包
し
て
い
た
こ
と

で
す
。
近
代
国
家
に
な
る
た
め
に
は
、
法
律
と
経
済
の
両
輪
を
動
か
す
人
材
が

必
要
だ
と
い
う
思
い
か
ら
、
専
修
学
校
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、
本
学
の
特
色
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

一
度
途
絶
え
た
法
学
教
育
を
、
旧
制
大
学
の
法
学
部
と
し
て
復
活
さ
せ
る
原

動
力
は
、
創
立
者
た
ち
の
思
い
を
専
修
学
校
の
卒
業
生
た
ち
が
受
け
継
い
で
い

た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
創
立
者
た
ち
の
思
い
が
卒
業
生
に
引
き
継
が
れ
、
そ
し

て
今
日
ま
で
発
展
し
た
専
修
大
学
は
、
オ
ー
ナ
ー
大
学
で
は
な
く
、
建
学
の
精

神
を
担
っ
た
専
修
人
が
作
り
続
け
て
い
る
大
学
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
予
定
時
間

を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。

〔
エ
ピ
ロ
ー
グ
〕

　

松
岡　

日
髙
先
生
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
日
髙
先
生
は
、
先

ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
長
ら
く
司
法
試
験
の
委
員
を
務
め
て
お
ら
れ
て

い
て
、
日
本
の
刑
法
学
会
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
専
修
大

学
の
理
事
長
で
、
日
本
全
国
を
普
段
ま
わ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
専
修
大
学

の
歴
史
に
非
常
に
お
詳
し
い
方
で
す
の
で
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
明
治
期
の

日
本
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
を
導
入
し
た
頃
の
、
こ
う
い
う
こ
と
を
非

常
に
蘊
蓄
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
先
生
っ
て
滅
多
に
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
の
で
、
皆
様
方
に
と
っ
て
も
非
常
に
面
白
い
お
話
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　

と
り
わ
け
今
日
ご
参
加
さ
れ
て
い
る
皆
様
方
の
中
に
は
、
こ
こ
の
博
物
館
の

二
階
の
奥
で
、
こ
の
目
賀
田
先
生
の
生
涯
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
い

た
だ
い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
目
賀
田
先
生

と
、
今
日
、
日
髙
先
生
が
比
較
さ
れ
ま
し
た
、
皆
様
方
に
お
配
り
し
て
い
る
チ

ラ
シ
の
今
村
力
三
郎
先
生
と
い
う
お
二
人
が
、
専
修
大
学
の
創
立
と
中
興
の
祖

と
言
い
ま
す
か
、
二
人
と
も
非
常
に
恩
人
な
わ
け
な
ん
で
す
が
、
非
常
に
対
照

的
な
方
だ
と
い
う
の
が
分
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
目
賀
田
先
生
は
官
僚
で
い

ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
実
際
に
行
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
、
ハ
ー
バ
ー
ド
に
長
く
い

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
こ
の
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
に
関
し
て

言
え
ば
、
た
ば
こ
と
塩
の
税
制
に
非
常
に
深
く
関
わ
っ
た
方
と
し
て
知
ら
れ
ま

す
ね
。
今
村
先
生
は
そ
う
で
は
な
く
、「
反
骨
」
の
弁
護
士
、
人
権
派
弁
護
士

と
し
て
活
躍
さ
れ
て
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
得
ら
れ
た
と
い
う
、
非
常
に
対
照
的
な
お

二
人
だ
っ
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
日
髙
先
生
に
は
、
今
お
話
い

た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
後
に
時
間
を
取
り
ま
し
て
、
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
形
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
お
話
を
伺
い
つ
つ
、
時
間
で
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言
う
と
三
〇
分
あ
た
り
か
ら
皆
様
方
か
ら
の
質
疑
応
答
を
お
受
け
し
て
、
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

準
備
も
整
っ
た
み
た
い
で
す
の
で
、
先
ほ
ど
の
日
髙
先
生
の
お
話
の
続
き
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
、
先
生
か
ら
色
々
と
お
話
を
お
聞
き
し
た
ん
で
す
が
、
先
生
が
非
常
に
緻

密
な
レ
ジ
メ
を
作
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
明
治
の

時
代
に
日
本
で
法
律
を
教
え
る
と
い
う
の
は
、
色
々
と
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
非
常
に
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
特
に
文
化
的
な
衝
突
と
か
非
常
に
多

か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
本
当
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
を
日
本
に
入
れ
て
い

こ
う
と
す
る
の
は
。

　

先
ほ
ど
先
生
か
ら
イ
ギ
リ
ス
法
の
本
の
お
話
で
す
と
か
、
ド
イ
ツ
の
お
話
と

か
あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
ド
イ
ツ
に
非
常
に
お
詳
し
く
て
、
私
は
英
米
法
で
商

法
を
専
門
と
す
る
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
教
員
な
ん
で
す
が
、
先
生
と
私
は
対
照
的

な
法
領
域
を
勉
強
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
の
お
話
だ
と
、
そ
の
後
に
実
定
法
が

で
き
て
く
る
、
明
治
期
に
法
律
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
色
々
な
意
味
で

な
か
な
か
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
専
修
大
学
が
で
き
た
と
き
に

も
、
二
階
の
展
示
室
に
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
福
沢
諭
吉
の
応
援
で
す
と
か
、

勝
海
舟
の
色
ん
な
援
助
で
す
と
か
あ
っ
て
で
す
ね
、
非
常
に
歴
史
を
感
じ
ま
し

た
。
日
髙
先
生
に
ち
ょ
っ
と
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
が
、
歴
史
的
な
衝
突
と
言

い
ま
す
か
、
文
化
的
な
衝
突
と
言
い
ま
す
か
、
そ
の
辺
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え

な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

日
髙　

明
治
維
新
後
は
、
法
律
を
勉
強
す
る
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
の

国
民
全
体
が
価
値
観
の
転
換
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
価
値
観
の
転
換
の
必
要
性
を
一
番
感
じ
た
の
は
留
学
し
て
帰
っ

て
き
た
人
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
の
経
験
で
す
け
ど
、
一
九
八
〇
年
に
初
め
て
ド
イ
ツ
に
留
学
し
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
ま
ず
感
じ
た
こ
と
は
で
す
ね
、
味
噌
汁
が
な
い
ん
で
す
。

醤
油
は
な
い
、
美
空
ひ
ば
り
の
歌
も
聴
こ
え
て
こ
な
い
（
笑
）。
こ
う
い
う
日

常
的
な
こ
と
か
ら
で
す
ね
、
果
た
し
て
日
本
っ
て
何
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。

も
の
の
考
え
方
も
正
反
対
の
場
合
が
多
く
、
右
の
方
に
行
く
べ
き
だ
と
思
う

と
、
左
の
方
に
流
れ
る
の
で
す
。
全
く
違
っ
た
発
想
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
し
み
じ

み
日
本
っ
て
何
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
明
治
期
に
留
学
し
た
人
は
、
そ
れ
以

上
の
文
化
的
衝
突
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

価
値
観
を
ど
う
転
換
す
る
か
は
、
や
は
り
問
題
で
す
。
福
沢
諭
吉
の
よ
う

に
、
天
賦
人
権
論
を
唱
え
て
、
大
上
段
か
ら
社
会
的
な
変
革
を
や
っ
て
い
く
の

も
一
つ
の
方
法
で
す
が
、
創
立
者
た
ち
は
、
い
わ
ば
市
民
の
レ
ベ
ル
か
ら
価
値

観
の
転
換
を
や
ろ
う
と
し
て
、
専
修
学
校
を
立
ち
上
げ
、
法
律
の
概
念
を
日
本

語
に
し
な
が
ら
、
高
等
教
育
を
行
っ
た
。
こ
の
方
法
は
、
効
果
が
出
る
の
に
長

い
時
間
を
要
し
ま
す
。
ス
パ
ン
と
し
て
は
百
年
先
を
見
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

「
人
を
樹
す
る
に
百
年
」
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
法
律
用
語
を
日
本
語
に
し
、

自
分
の
財
産
を
は
た
い
て
教
育
し
、
そ
し
て
、
実
務
や
高
等
教
育
に
携
わ
る
人

材
を
社
会
に
送
り
出
す
こ
と
を
実
践
し
た
の
で
す
。
創
立
者
た
ち
の
思
い
は
、

専
修
大
学
の
建
学
の
精
神
と
し
て
今
日
ま
で
綿
々
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

　

価
値
の
転
換
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
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礼
節
や
信
義
と
い
う
価
値
観
は
古
い
で
し
ょ
う
ね
（
笑
）。
こ
う
い
う
感
覚

は
、
留
学
し
た
人
た
ち
は
分
か
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
、

明
治
期
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
外
国
で
古
い
と
言
わ
れ
よ
う
が
身
に
沁
み
て
い

る
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
を
省
察
し
て
、
捨
て
去
る
べ
き
で
な
い
と
考

え
た
価
値
を
再
度
体
系
化
し
て
、
外
国
に
対
抗
す
る
と
い
う
気
構
え
が
な
い

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
制
度
を
か
み
砕
い
て
日
本
に
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
一
歩
間
違
う
と
、
の
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
捨
て
て
は
い
け
な
い

価
値
お
よ
び
規
範
を
土
台
と
し
て
外
国
に
対
抗
し
、
日
本
の
国
の
か
た
ち
、
日

本
の
法
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
気
概
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

法
を
継
受
し
て
も
、
日
本
的
な
運
用
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
創
立
者
た

ち
の
芯
の
強
さ
、
そ
れ
に
礼
節
も
信
義
も
貫
い
た
生
き
方
は
、
立
派
だ
と
思
い

ま
す
し
、
そ
れ
が
専
修
人
の
骨
格
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

松
岡　

実
は
今
、
日
髙
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
法
律
を
考
え
る
際

に
、
ど
う
い
っ
た
理
念
で
作
ら
れ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
、

今
の
日
本
で
も
理
念
を
強
調
す
る
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
日
本
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
を
取
り
上
げ
て
導
入
し
て
い
っ
た
ん
で
す
が
、
さ
っ
き
も

日
髙
先
生
の
お
話
に
出
ま
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
、
例
え
ば
英
米
法

に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
常
に
キ
リ
ス
ト
教
が
基
に
あ
る
ん
で

す
ね
。
法
律
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
が
一
体
と
し
て
い
る
よ
う
な
世
の
中
、

そ
う
い
う
文
化
的
な
背
景
が
あ
る
わ
け
で
す
。
当
時
、
日
本
は
法
律
を
作
っ
た

け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
経
緯
が
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
た
か
ど
う
か
が
今
問
わ

れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
先
生
に
は
、
資
料
を
非
常
に
詳
し
く
作
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
一
ペ
ー

ジ
の
上
に
創
立
者
を
四
人
紹
介
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
上
か
ら

三
番
目
の
目
賀
田
先
生
を
中
心
に
お
話
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
こ
の
四
人
の

先
生
、
日
髙
先
生
は
四
人
の
先
生
と
も
よ
く
ご
存
じ
と
い
う
か
、
研
究
さ
れ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
が
、
目
賀
田
先
生
だ
け
藩
士
で
は
な
く
て
幕
臣
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
一
回
渡
米
し
て
、
再
度
、
監
督
と
し
て
渡
米
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
目
賀
田
先
生
は
ほ
か
の
方
と
比
べ
て
、
何
か
特
徴
と
い
う
も
の
は
ほ
か
に

あ
り
ま
す
か
。

　

日
髙　

幕
臣
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
治
期
に
あ
っ
て
活
躍
す
る
に

は
、
精
神
的
な
バ
ネ
が
必
要
で
す
よ
ね
。
目
賀
田
先
生
は
、
突
出
し
て
い
た
神

童
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
神
童
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、

精
神
的
な
強
さ
が
あ
り
ま
す
。
最
初
の
ア
メ
リ
カ
留
学
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
で

博
士
の
学
位
を
取
ら
れ
て
帰
国
さ
れ
て
い
ま
す
。
普
通
で
あ
れ
ば
、
も
う
目
的

を
達
成
し
た
と
し
て
平
穏
な
道
を
歩
き
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

が
、
再
度
、
日
本
の
留
学
生
を
束
ね
る
た
め
、
明
治
政
府
の
意
向
に
従
っ
て
渡

米
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
留
学
は
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
私
で
あ
れ
ば
学
位
も
取
っ
た
こ
と
だ
し
、
も
う
少
し
休
ま
せ
て
く
だ
さ
い

と
言
い
た
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
目
賀
田
先
生
は
、
や
は
り
謹
厳
実
直
な
ん
で

す
。
真
面
目
さ
が
過
ぎ
る
ぐ
ら
い
の
先
生
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
田
尻
先
生
は
、
真
面
目
な
ん
で
す
が
、
無
鉄
砲
（
笑
）、
ま

さ
に
質
実
剛
健
で
す
。
私
は
好
き
で
す
け
ど
ね
。
相
馬
先
生
は
、
ま
さ
に
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
で
す
。
駒
井
先
生
は
、
早
く
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
学
者
ら
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し
い
学
者
だ
と
思
い
ま
す
。
駒
井
先
生
は
、
ラ
ト
ガ
ー
ス
に
留
学
さ
れ
ま
し
た

が
、
桑
名
藩
の
藩
主
の
ご
子
息
の
随
従
だ
っ
た
の
で
、
主
人
が
学
位
を
取
ら
れ

る
前
に
自
分
が
学
位
を
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
言
っ
て
、
学
位
を
取
得
さ

れ
ず
に
帰
国
さ
れ
ま
す
が
、
日
本
の
経
済
学
の
先
端
の
学
者
で
し
た
。
駒
井
先

生
も
、
や
は
り
サ
ム
ラ
イ
精
神
の
持
主
で
す
。

　

松
岡　

ち
ょ
う
ど
今
回
の
お
話
は
、
専
修
大
学
を
中
心
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
専
修
大
学
だ
け
で
は
な
く
て
、

当
時
は
ど
こ
の
大
学
で
も
あ
っ
た
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
東
京
大

学
と
専
修
大
学
を
比
較
、
慶
応
大
学
と
比
較
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

日
髙　

目
賀
田
先
生
も
田
尻
先
生
も
大
学
南
校
の
出
身
で
す
か
ら
、
東
大
と

の
関
係
は
濃
い
で
す
。
田
尻
先
生
は
専
修
学
校
を
立
ち
上
げ
る
と
、
東
京
大
学

で
も
教
鞭
を
執
ら
れ
て
、
財
政
学
を
講
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
の
財
政

学
の
講
義
を
聴
い
た
学
生
の
一
人
が
、
専
修
大
学
二
代
目
の
学
長
と
な
ら
れ
る

阪
谷
芳
郎
先
生
で
す
。
創
立
者
た
ち
の
人
脈
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
繋
が
っ
て

い
ま
す
。
教
授
の
繋
が
り
も
、
五
大
法
律
学
校
の
間
で
は
繋
が
り
が
密
で
す
。

場
所
的
に
い
っ
て
も
、
神
田
に
あ
っ
た
専
大
、
中
大
、
明
大
の
間
の
人
的
交
流

は
顕
著
で
す
。
と
く
に
、
刑
法
の
場
合
に
は
、
研
究
者
が
少
な
か
っ
た
で
す
か

ら
、
講
義
を
兼
務
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介

し
ま
し
た
江
木
先
生
も
そ
う
で
す
が
、
岡
田
朝
太
郎
先
生
も
専
修
学
校
で
教
鞭

を
執
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

松
岡　

も
う
そ
ろ
そ
ろ
質
疑
応
答
の
時
間
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
が
、
最
後
に
一
点
だ
け
お
願
い
し
ま
す
。
先
生
、
資
料
の
二
ペ
ー
ジ
の
下
の

方
に
、
明
治
二
四
年
に
「
法
律
科
の
募
集
停
止
」
と
い
う
衝
撃
的
な
ち
ょ
っ
と

太
い
文
字
の
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
専
修
大
学
の
中
で
は
、
理
財
科
の
方

が
、
法
律
科
よ
り
も
上
に
置
か
れ
る
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
来
て

ら
っ
し
ゃ
る
方
は
法
律
専
門
の
方
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
感
じ
も
あ
り
ま
す
の

で
ち
ょ
っ
と
教
え
て
く
だ
さ
い
。
法
律
と
経
済
の
関
係
は
こ
の
時
期
ど
う
な
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
世
の
中
は
法
律
と
経
済
が
中
心
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
相
互
関
係
の
距
離
を
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

　

日
髙　

理
財
科
を
設
け
た
理
由
は
、
明
治
二
一
年
の
特
別
認
可
学
校
規
則
に

よ
っ
て
講
義
科
目
の
中
に
「
理
財
学
」
が
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
と
、
高
等
試
験

の
行
政
官
試
験
を
受
け
る
た
め
に
は
理
財
学
を
履
修
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
開
学
当
初
か
ら
の
経
済
科
を
理
財
科
に
変
更
す
る
こ

と
に
は
、
抵
抗
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
司
法
官
試
験
に
つ
い
て
の
利
点
が

薄
ら
い
で
く
る
状
況
に
あ
っ
て
、
受
験
者
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
や
む
を
得

な
い
選
択
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
理
財
科
に
変
更
し
た
こ
と
で
、
志
願
者
は
増

え
ま
し
た
し
、
専
修
学
校
の
新
た
な
転
換
に
繋
が
り
ま
し
た
。
法
律
科
の
方

は
、
特
別
認
可
学
校
の
メ
リ
ッ
ト
が
薄
れ
、
私
学
に
は
高
等
試
験
・
司
法
官
試

験
の
入
口
が
厳
し
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
明
治
二
四
年
九
月
に
は
募
集

停
止
と
い
う
事
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
、
こ
の
時
期
に
は
財
政
的
な

危
機
が
あ
り
ま
し
た
。
当
然
、
責
任
者
の
立
場
で
は
、
教
員
の
人
件
費
は
ど
う

す
る
の
だ
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
（
笑
）。
そ
う
い
う
問
題
も
あ
っ

て
、
理
財
科
の
中
に
法
律
科
目
を
埋
め
込
ん
で
、
ウ
イ
ン
グ
を
縮
小
し
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
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松
岡　

今
日
の
大
き
な
主
題
の
先
生
で
あ
る
目
賀
田
先
生
で
す
が
、
資
料
の

二
ペ
ー
ジ
の
下
に
も
あ
る
よ
う
に
、
大
蔵
官
僚
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

法
律
と
経
済
の
ち
ょ
う
ど
橋
渡
し
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り

ま
し
た
が
、
専
修
大
学
の
発
展
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
大
変
良

か
っ
た
な
と
思
う
と
と
も
に
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
話
も
色
々
と
あ
っ
て
、
私
も

日
髙
先
生
も
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
教
員
で
も
あ
る
の
で
色
々
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
法
律
の
世
界
と
い
う
の
は
本
当
に
混
同
が
激
し
い
で
す
ね
。
法
制
度
の

形
成
に
関
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
系
譜
だ
っ
た
り
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
が
あ
っ
た
り

で
す
ね
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

日
髙　

法
律
科
は
、
ス
タ
ー
ト
の
時
か
ら
創
立
者
が
勉
学
し
た
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
を
意
識
し
て
設
置
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
法
律
科
の
卒
業
式
に
は
、
当
時
著

名
な
法
律
家
、
法
曹
実
務
家
を
招
い
て
講
演
を
聞
い
た
り
、
首
席
の
卒
業
生
が

講
演
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
明
治
期
に
は
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
資
料

の
中
で
見
つ
け
た
の
で
す
が
、
三
好
退
蔵
と
い
う
人
の
名
前
が
あ
り
ま
し
た
。

　

三
好
退
蔵
は
、
大
審
院
判
事
、
大
審
院
長
を
歴
任
し
た
人
で
す
が
、
日
向
の

高
鍋
藩
の
出
身
で
す
。
安
井
息
軒
に
つ
い
て
学
ん
だ
の
で
、
相
馬
先
生
と
の
繋

が
り
が
あ
り
ま
す
。
相
馬
先
生
も
安
井
息
軒
に
学
ば
れ
ま
し
た
の
で
。
三
好
退

蔵
は
、
伊
藤
博
文
に
同
行
し
て
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
明
治
一
九
年
七
月
の
卒
業
式
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
司
法
試
験
の
話
を

し
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
資
料
を
見
て
、
私
は
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
三
好

は
、
ド
イ
ツ
の
司
法
試
験
で
は
二
回
試
験
が
あ
り
、
大
学
の
法
学
部
で
勉
強
し

て
一
回
目
の
試
験
を
受
験
し
、
合
格
す
る
と
司
法
修
習
を
し
て
、
二
回
試
験
を

受
け
、
合
格
す
る
と
や
っ
と
裁
判
官
資
格
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
法
曹

一
元
の
制
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
法
曹
育
成
シ
ス

テ
ム
は
、
今
で
も
同
じ
で
す
。
そ
し
て
、
当
時
、
裁
判
官
資
格
を
持
っ
て
い
る

者
が
六
〇
〇
人
か
ら
八
五
〇
人
く
ら
い
に
増
え
て
お
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
あ
る
新

聞
社
の
記
者
の
記
事
で
は
、「
こ
ん
な
に
増
え
た
ら
食
え
な
く
な
る
。
皆
さ
ん

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
い
う
話
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
（
笑
）。
こ
れ
に
対

し
て
、
専
修
学
校
の
卒
業
生
の
数
は
、
そ
の
時
に
は
、
二
四
、
五
人
で
す
。
メ

モ
が
な
い
の
で
、
確
定
数
を
紹
介
で
き
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
少
な
す
ぎ
る
。

こ
の
当
時
の
卒
業
生
の
多
く
は
、
裁
判
官
、
弁
護
士
等
の
法
曹
人
と
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
三
好
は
、
新
聞
で
法
律
学
校
の
卒
業
生
が
増
え
て
困
る
と
書
か

れ
る
よ
う
な
隆
盛
を
極
め
る
こ
と
を
祈
る
と
、
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　

今
日
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
問
題
を
見
ま
す
と
、
何
か
似
た
よ
う
に
感
じ
る
ん

で
す
が
、
ド
イ
ツ
の
法
曹
教
育
は
、
ま
さ
に
実
務
家
を
育
て
る
教
育
で
す
。
戦

後
、
日
本
で
は
、
法
学
部
教
育
に
お
い
て
実
務
家
教
育
に
重
き
を
置
か
な
か
っ

た
。
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
（
法
的
素
養
）
を
育
て
る
こ
と
に
し
た
た
め
、
法
学

部
を
卒
業
し
て
も
司
法
試
験
に
合
格
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
法
科
大
学

院
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
が
、
合
格
者
総
数
が
目
標
値
ま
で
に
は
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
一
回
目
の
法
科
大
学
院
入
試
の
志
願
者
総
数
は
七
万
人
を
超
え
た
の
で

す
が
、
今
は
七
、
八
千
人
し
か
集
ま
り
ま
せ
ん
。
全
く
想
像
で
き
な
い
状
況
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
が
し
ま
す
。

　

松
岡　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
質
疑
応
答
の
時
間

を
取
っ
て
お
り
ま
す
。
日
髙
先
生
が
作
ら
れ
た
非
常
に
詳
し
い
レ
ジ
メ
も
あ
り
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ま
す
し
、
興
味
深
い
話
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
皆
様
か
ら
ご
質
問
を
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
お
願
い
し
ま
す
。

　

質
問
者　

ど
う
も
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
資
料
を
見
ま
す

と
、
目
賀
田
種
太
郎
の
略
歴
の
と
こ
ろ
は
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
か
ら
、
し
ょ
う
が

な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
明
治
三
年
か
ら
明
治
一
二
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
と
い
う
箇

所
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
こ
は
明
治
三
年
か
ら
明
治
七
年
ま
で
が
ハ
ー
バ
ー
ド
、

そ
し
て
七
年
か
ら
八
年
の
間
は
、
一
年
間
か
一
年
半
の
間
は
文
部
省
の
役
人
で

す
ね
。
そ
し
て
明
治
八
年
に
、
再
度
、
留
学
生
監
督
と
し
て
渡
米
、
と
い
う
こ

と
で
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
下
の
ほ
う
の
明
治
一
六
年
に
「
目
賀

田
→
大
蔵
少
書
記
官
」
と
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
資
料
で
言
え
ば
、
明
治
一
六
年

か
ら
は
ず
っ
と
、
亡
く
な
る
ま
で
大
蔵
官
僚
な
わ
け
で
す
よ
ね
。

　

私
が
こ
の
資
料
の
中
で
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
三
ペ
ー
ジ
に
あ
る
明
治

三
七
年
の
韓
国
政
府
の
財
政
顧
問
と
い
う
箇
所
で
す
。
経
済
関
係
の
本
や
論
文

を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
ち
ら
っ
ち
ら
っ
と
こ
の
目
賀
田
の
財
政
顧
問
時
代
の
話

が
出
て
き
ま
す
。『
男
爵
目
賀
田
種
太
郎
』
と
い
う
本
を
読
む
と
、
日
本
が
韓

国
を
、
昔
は
朝
鮮
で
す
か
、
併
合
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
に
こ
の
目
賀
田

が
財
政
金
融
な
ん
か
を
全
部
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
中
川
八
洋
と
い
う
経
済
学
者
が
、
目
賀
田
の
財
政
金
融
に
お

け
る
能
力
は
天
才
懸
っ
て
い
た
。
朝
鮮
の
経
済
的
近
代
化
は
、
目
賀
田
と
い
う

人
材
を
得
た
こ
と
で
進
め
ら
れ
、
亡
国
と
い
う
奈
落
か
ら
救
わ
れ
た
。
韓
国
は

一
九
八
〇
年
代
に
世
界
の
中
心
国
へ
と
大
躍
進
し
た
け
れ
ど
も
、
八
〇
年
前
に

目
賀
田
が
し
た
こ
と
が
大
き
い
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
批
評
を
し
て
い
ま

す
。
今
、
む
し
ろ
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
有
名
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
今

日
の
お
話
は
法
学
者
だ
っ
た
、
教
育
者
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
本
当
に
よ
く

整
理
し
て
い
た
だ
い
た
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
一
つ
聞
き
た
い
の
は
で
す
ね
、
こ
れ
実
は
下
の
売
店
で
買
っ
た
本
で

『
目
賀
田
種
太
郎
と
近
代
日
本
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
こ
れ
を
読
む

と
、
目
賀
田
は
勝
海
舟
の
三
女
と
結
婚
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
こ
の

目
賀
田
だ
け
が
幕
臣
で
す
よ
ね
。
幕
臣
で
こ
こ
ま
で
出
世
し
て
い
る
。
も
し
こ

れ
が
薩
長
土
肥
の
出
身
だ
っ
た
ら
、
目
賀
田
は
総
理
大
臣
や
大
臣
に
な
っ
て
い

た
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
こ
の
人
が
勝
海
舟
の
娘
さ
ん
を
娶
っ
た
と

い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
福
地
桜
痴
と
か
た
く
さ
ん
い
た
旧
幕
府
出
身
の
イ
ン
テ

リ
層
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
言
い
ま
す
か
、
応
援
団
と
言
う
か
、
そ
う
い
う
も
の

が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
想
像
す
る
ん
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
以

上
で
す
。

　

日
髙　

あ
え
て
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
重
な
る
部
分
は
話
し
ま
せ
ん
で
し

た
の
で
、
ご
指
摘
の
通
り
で
す
。
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
関
係
を
見
ま
す
と
、

目
賀
田
先
生
だ
け
で
な
く
、
創
立
者
全
員
が
色
ん
な
と
こ
ろ
に
関
係
し
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
田
尻
先
生
の
奥
様
は
、
早
稲
田
大
学
の
総
長
で
あ
っ
た
大
隈
重

信
の
奥
様
の
姪
だ
っ
た
と
か
、
相
馬
先
生
の
奥
様
は
、
ス
マ
イ
ル
ズ
『
西
国
立

志
編
』
の
翻
訳
者
で
あ
っ
た
中
村
正
直
の
お
嬢
さ
ん
だ
っ
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ

人
的
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
調
べ
る
と
色
ん
な
関
係
が
分
か
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。
刑
法
学
者
の
習
性
な
の
で
す
が
、
事
実
が
確
認
さ
れ
な
い

限
り
、
な
る
べ
く
司
馬
遼
太
郎
の
夢
の
あ
る
物
語
は
や
め
よ
う
と
い
う
思
い
も
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あ
り
ま
し
て
（
笑
）、
か
な
り
抑
え
て
話
し
て
い
ま
す
。
ご
指
摘
の
と
こ
ろ

は
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

松
岡　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ほ
か
に
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

ご
遠
慮
な
く
ど
う
ぞ
。

　

質
問
者　

先
ほ
ど
私
訴
の
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
明
治
五
年
く
ら
い

で
す
か
、
讒
謗
律
が
出
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
点
で
、
あ
の
時
期
の
法
制
は
、
今

日
の
先
ほ
ど
の
お
話
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
名

誉
毀
損
に
対
す
る
処
罰
を
定
め
た
讒
謗
律
が
で
き
て
、
そ
の
後
は
吸
収
さ
れ
て

残
っ
て
は
い
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

日
髙　

讒
謗
律
は
、
確
か
に
名
誉
毀
損
に
関
係
す
る
刑
事
法
規
の
一
つ
で

す
。
主
に
政
府
批
判
や
政
治
活
動
な
ど
に
対
し
て
適
用
が
広
が
り
ま
し
た
。
讒

謗
律
は
、
明
治
八
年
に
出
て
い
ま
す
の
で
、
旧
刑
法
が
公
布
さ
れ
る
前
か
ら
存

在
し
て
い
た
も
の
で
す
。
今
日
で
は
、
讒
謗
律
は
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
存
在
し

ま
せ
ん
。
刑
法
典
の
名
誉
毀
損
罪
に
よ
り
捕
捉
さ
れ
て
い
ま
す
。
刑
法
に
は
特

別
刑
法
と
い
う
分
野
が
あ
り
ま
す
が
、
讒
謗
律
は
、
特
別
刑
法
と
し
て
の
性
格

を
有
し
て
い
た
も
の
で
す
。

　

松
岡　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
何
で
も
結
構
で
す
の

で
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

　

日
髙　

今
日
お
話
し
た
の
は
メ
モ
だ
け
で
話
し
て
ま
す
の
で
、
不
正
確
な
と

こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
後
で
テ
ー
プ
を
起
こ
し
て
、
間
違
っ
て
い
る
と
こ

ろ
は
修
正
し
、
不
正
確
な
と
こ
ろ
は
捕
捉
し
て
、
活
字
に
す
る
予
定
で
す
の

で
、
今
日
の
話
で
足
り
な
か
っ
た
と
こ
ろ
は
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
（
笑
）。

　

松
岡　

先
生
、
レ
ジ
メ
の
二
ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
あ
た
り
に
、
今
村
力
三
郎
の

役
割
の
ま
と
め
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
講
演
の
際
は
、
最
後
に
時
間
が
な

く
な
っ
て
、
あ
ま
り
お
話
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
今
村
力
三
郎

先
生
は
目
賀
田
先
生
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
？

　

日
髙　

今
村
先
生
は
、
旧
制
大
学
時
代
に
も
専
修
大
学
の
理
事
・
評
議
員
で

し
た
が
、
終
戦
後
、
旧
制
大
学
か
ら
新
制
大
学
に
移
行
す
る
と
き
に
、
大
変
な

尽
力
を
さ
れ
ま
し
た
。
今
村
先
生
は
、
専
修
大
学
が
新
制
大
学
と
し
て
ス
タ
ー

ト
で
き
る
よ
う
に
、
自
分
の
財
産
を
投
げ
打
っ
て
母
校
の
た
め
に
全
力
投
球
さ

れ
ま
し
た
。
伊
豆
の
別
荘
も
杉
並
に
あ
っ
た
約
三
千
坪
の
宅
地
も
、
家
族
が
生

活
す
る
四
百
坪
を
残
し
て
、
す
べ
て
大
学
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
今
村
先
生
自

身
は
大
学
建
物
で
寝
起
き
さ
れ
、
大
学
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
専
修
大
学
の

校
舎
か
ら
柩
が
出
た
と
い
う
の
は
、
今
村
先
生
以
外
に
は
な
い
で
し
ょ
う
。
貢

献
度
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
も
松
岡
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
専
修

大
学
の
中
興
の
祖
」
で
あ
り
ま
す
。
創
立
者
た
ち
か
ら
直
接
教
育
を
受
け
、
建

学
の
精
神
を
法
曹
実
務
に
活
か
し
、
さ
ら
に
創
立
者
た
ち
が
立
ち
上
げ
た
高
等

教
育
機
関
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
惜
し
み
な
い
支
援
を
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
膨
大
な
今
村
力
三
郎
訴
訟
記
録
を
大
学
に
残
さ
れ
て
お

り
、
理
論
と
実
務
の
架
け
橋
が
如
何
な
る
も
の
か
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
我
々

専
修
人
と
し
て
は
、
足
を
向
け
て
寝
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
今
村
先
生
の
墓
碑
を

訪
ね
た
ら
、
花
の
一
輪
で
も
供
え
る
べ
き
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

松
岡　

日
髙
先
生
は
学
内
で
も
色
ん
な
今
村
先
生
の
名
前
を
付
け
た
委
員
会
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の
委
員
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
専
修
大
学
に
は
「
今
村
力
三
郎
記
念

奨
学
生
」
と
か
、
私
が
室
長
を
務
め
る
「
今
村
法
律
研
究
室
」
や
、「
今
村
記

念
法
律
事
務
所
」
が
あ
り
ま
す
。
学
内
は
本
当
に
今
村
先
生
だ
ら
け
で
す
。

　

ほ
か
に
あ
と
一
つ
く
ら
い
、
何
か
あ
り
ま
し
た
ら
お
受
け
し
ま
す
。
な
け
れ

ば
時
間
も
あ
り
ま
す
の
で
こ
の
辺
で
終
わ
り
に
し
ま
す
。
日
髙
先
生
、
今
日
は

色
々
と
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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＜資料＞

創立者
・相馬永胤（嘉永３年－大正13年、1850-1924）
　 彦根藩士。明治４年～ 12年：コロンビア法律

学校、エール大学大学院に留学。法律学、経済
学
・�田尻稲次郎（嘉永３年－大正12年、1850-1923） 

薩摩藩士｡ 明治４年～ 12年：エール大学、同
大学院に留学。経済学、財政学
・�目賀田種太郎（嘉永６年－大正15年、1853-

1926）幕臣。明治３年～明治12年：ハーバード
法律学校を卒業と同時に帰国し、再度留学生監
督として渡米。法律学
・�駒井重格（嘉永６年－明治34年、1853-1901）

桑名藩士。明治７年～明治12年：ラトガース
大、経済学

明治９年５月
　コロンビアにおいて日本法律会社憲法を策定

薩英戦争

戊辰戦争

・仮刑律　明治元年
・新律綱領　明治３年
・改定律例　明治６年

　法典編纂の始まり
　江藤新平「 誤訳も亦妨げず、唯

速約せよ。」
 　＊不平等条約の撤廃を求めて

明治５年　学制公布　近代教育への移行
明治13年
　専修学校の創立。教育令（明治12年）による
　　　　東京府知事に私立学校開業上申
　　　　法律科、経済科の２科
　相馬、目賀田→司法省附属代言人
　田尻→明治14年： 東京大学で理財学の講師を兼

任

明治14年７月　 第１回卒業式　法律科９名　経済
科２名

明治15月７月　 第２回卒業式　法律科16名　経済
科５名

　　　　＊卒業決定率は＠10数％

明治16年６月　目賀田→大蔵少書記官
明治16年７月　 新学期の入学生から修業年限を３

年に延長

明治19年３月　今村力三郎→専修学校入学
明治19年７月　卒業式　＊三好退蔵の祝辞

＜近代法　ヨーロッパ法の継受＞
・�旧刑法　明治13年公布、15年施

行。ボアソナード草案、フラン
ス刑法の継受

・治罪法　明治13年公布
　 フランスの治罪法を継受：国家

訴追主義、予審制度

［三好退蔵］　日向高鍋藩士、弘
化２年（1845）生まれ。安井息軒
に学ぶ。大審院判事、司法次官、
大審院長。伊藤博文の憲法調査に
同行してドイツを視察
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明治19年３月　帝国大学令
　　　　８月　 私立法律学校特別監督条規
　　　　＊ 五大法律学校は、帝国大学総長の監督

下に入る
　　　　＊判事登用試験に恩典
　　　　＊ 教科目の指定：イギリス法律科、フラ

ンス法律科、ドイツ法律科の区分け
明治20年１月　 専修学校は特別監督条規に基づき

学科目を改正、実施。校外生制度
の実施

　　　　＊ ７月　卒業式　法律科15名（高橋文之
助ほか）、経済科６名

　　　　＊加藤弘之、中村正直の祝辞

明治21年５月　 特別監督条規の廃止
明治21年６月　今村→代言人試験合格
　　　　　　　刑法教授　江木衷
　　　　　　　校長　相馬永胤
明治21年８月　 特別認可学校（文部大臣の認可）

の指定
　　　　＊ 高等試験（司法官、行政官）の受験資

格

明治21年９月　第７回卒業式
　　　　　　　法律科13名　経済科11名
　　　　　　　今村→法律科　首席卒業
　　　　　　　　　　「刑制論」の演説

明治22年７月　第８回卒業式
　　　　　　　法律科17名　経済科15名
　　　　＊箕作麟祥の祝辞

明治24年７月　卒業式
　　　　　　　法律科33名　理財科71名

明治24年９月　法律科の募集停止

［今村力三郎］
慶応２年（1866）、下伊那郡上飯
田村（長野県飯田市）に生まれ
る。伴正臣大審院判事の書生をし
ながら専修学校法律科に学ぶ

［堀之内松十郎］
明治２年。大分県宇佐郡に生まれ
る。明治24年２月に校外生として
入学し、同年７月、理財科に編入
した。明治25年７月、理財科を卒
業し11月、代言人試験に合格

加藤弘之『国法汎論』
中村正直　スマイルズ著『西国立
志編』

・ 明治22年　大日本帝国憲法の発
布

　 明治23年施行。プロイセンの立
憲君主制を模範

・明治23年　帝国議会開設
・明治23年　旧々刑事訴訟法
　　　　　　施行は明治26年
・明治23年　 民法典の成案。フラ

ンス法の継受。

　　　＜法典論争が巻き起こる＞
　　　　施行は明治29年まで延期
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明治24年　目賀田→横浜税関長

明治27年　目賀田→大蔵省主税局長
明治36年　専門学校令による専修学校の設立認可
明治37年　煙草専売事務員養成所を付置
明治37年　目賀田→貴族院議員
　　　　　　　　　韓国政府財政顧問

明治39年９月　学則を改正して大学組織となる
　　　　　　　※専門学校令による大学

明治44年　大逆事件大審院特別刑事部判決
　　大判明治44年１月18日　今村→弁護人

大正２年　私立専修大学に改称

大正３年　金剛事件第一審判決
　　　　大正３年７月18日判決　今村→弁護人
大正８年９月　専修大学に改称
大正11年５月　大学令による専修大学の設置認可
　　　　　　　旧制大学としてスタート
　　　　＊今村→理事、評議員

昭和２年４月　法学部の設置

昭和７年　五・一五事件、血盟団事件
昭和８年　神兵隊事件
昭和９年　帝人事件
　　　　　　今村→弁護人

昭和20年９月　授業再開
昭和21年７月　今村→専修大学総長
昭和24年４月　新制大学としてスタート

昭和29年６月　今村総長死去（88歳）

　＊ 総則、物権、債権の３編は、
明治29年に公布。

　＊�親族、相続の２編は、明治31
年に公布。

　＊通編の上、旧民法とする

酒造税法　明治29年
葉煙草専売法　明治29年 施行31年
　＜日露戦争始まる＞
煙草専売法　明治37年
相続税法　明治38年
塩専売法　明治38年

・現行刑法　 明治40年公布、41年
施行。ドイツ刑法継
受

旧刑事訴訟法　大正11年公布、13
年施行。ドイツ刑訴法の継受 

大正12年９月　関東大震災

昭和20年８月　終戦




