
森

田

成

満

著

「
清

代

の
命

盗

事

案

に
於

け

る
法

源

と

推

論

の

仕
組

み
」

(『
星
薬
科
大
学
一
般
教
育
論
集
』
二
二
輯
)

本
論
文

は
、
「
命
盗

事
案

に
於

い
て
官

員
が
刑

罰
を
定

め
る
た

め
の
論

理

の
あ

り
方
を
解

明
す

る
こ
と

を
目
的
」

(
二
十
九
頁

)
と

し

て
、
第

一

節

「
法
源

の
仕
組

み
」
と
第

二
節

「推
論

の
仕
組

み
」

で
そ
れ
ぞ
れ

の
内

容

に

つ
い
て
論
じ

る
。

第

一
節

で
は
、
前
半
部

分

で
、
清
代
刑

事
法

に
お
い
て
法
と
道
徳

の
未

分
離

に
よ
り
道
義

に
反
す

る
行
為

は
す

べ

て
違

法
と

さ
れ
た
こ
と
を
出
発

点
と

し
て
、
刑
罰
を
定

め
る
準
則

は
情

理

の
中

に
あ

り
、

律
例

は
非
明

示

的
な
刑
法
体

系
を
知

る
手
が

か
り

と
な

る

こ
と
、
律
例

は
意
味
を
限
定

し

て
解
釈

さ
れ
た

こ
と

な
ど

に
つ
い
て
指
摘

す
る
。

そ
し
て
後
半

部
分

で
、

律
例

の
解
釈

と
は
立
法
者

の
意
思

の
解
明

に
あ

る
と

し
た
上

で
、
清
代

の

律
例

の
解
釈

方
法

に

つ
い
て
種

々
の
事
例

を
提

示

し
て
詳
細

な
検
討
を
加

え

る
。

こ
こ

で
は
、
律
例

の
解

釈

に
は
文

理
解

釈
が
多

い
こ
と
、
条
文

の

意
味
を
明
確

に
す

る
た
め

に
特
別

の
用
語
法
が

確
立

し
て

い
る

こ
と
、
解

釈
規
定
が

置

か
れ

て
い
る

こ
と
、

ま
た
縮

小
解

釈

や
拡
張
解

釈
、
反
対
解

釈
な
ど
も

用

い
ら
れ

る
こ
と

の
ほ
か
、
官

員
間

に
お
け

る
解
釈

の
不

一
致

は
官
僚
機
構

の
組
織
原
理

に
よ
り
解
決

さ
れ
る

こ
と
や
紛
争

を
契
機

に
立

法

の
趣
旨

を
再
確

認
し
た

こ
と
が

示
さ
れ
る
。

第

二
節

で
は
、
刑
罰
を
定

め
る
た
め

の
推
論

に
お

い
て
そ

の
基
準

に
律

例
を
用

い
る
と
し
た
上

で
、

そ

の
推
論

の
方
法

と
し
て
、
律

例

に
依
拠
す

る

「
依
照
」

(
「依

」
)
、

お
よ
び
違

法
性

と
責
任

に
よ
り
決
定

す

る
犯
罪
性

と
律
例

の
大
小

を
比

べ

て
刑

罰

を
定

め

る

「
比

照
」

(「
比
」
、

「
比
付
」
)

を
提
示
す

る
。

そ
し

て

「
依
照
」

の
判

決
過
程

は
三
段
論
法

に
よ
り
演
繹

的

に
構
成

さ
れ

る

の
に
対

し

て
、

「比

照
」

に
お

い
て
は
律

例
と
対

比

し

て
考
え

る
帰
納
的

な
構

成

に
な

る
と
す
る
。
ま

た
ど

ち
ら

の
場
合
も
、
妥

当
な
刑
罰

は
律
例

に
規
定
す

る
行
為

と
な
し

た
行
為

の
犯
罪
性
を
比
較

す

る

こ
と

に
よ
り
導

き
出
さ

れ
る
が

、
こ

の
こ
と

は
両
者

の
犯
罪
類
型

の
比

較

に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
と
す

る
。

ま
た

「
比
照
」

で
用

い
る
律
例
を
選
択

す

る
際

の
着
眼
点

に
つ
い
て
も
検

討
を
加
え
、
第

一
に
加
害

者
と
被
害
者

と

の
間

の
身
分
関
係

、
第

二
に
犯

罪
行

為
や
そ

の
他

の
状

況
が
存
在
す

る

と
し
、
前
者

に
関

し

て
は
同
質

の
関
係

が
存
す

る
も

の
の
間

に
つ
い
て
記

す
条
項

で
な
け
れ
ば
比
照

の
対
象

と
な
ら
な

か

っ
た
こ
と
、
後
者

に
関

し

て
は
そ

の
主
要

な
も

の
は
行
為

の
結
果
と
結
果

の
予

見
性

で
あ

っ
た
こ
と

な
ど
を
示
す
。

さ

て
著
者

の
研
究

に

つ
い
て
、

か

つ
て
別

の
論
文

で
書

評
を
担
当

し
た

中

村
正
人
氏

は

「清
代

刑
法

の
全
容
解

明
と

い

っ
た
よ
り
高

次

の
テ
ー

マ

を
論

ず

る
上

で

の
予
備

的
作
業

と
し
て
、
…
…
問
題

と
な
り
う

る
論
点

を

網

羅
的

か

つ
並
列

的

に
叙
述

し
た
も

の
」

と
評
し

て

い
る
が

(『法

制
史

研

究
』
五
十

二
号
、

二
〇
〇

三
年
、

二
八
三
頁
)
、
本
論

文

も
ま

た
同
様

に
評
価
し
う

る
と
考

え
ら
れ

る
。

す
な
わ
ち
、
本
論
文

の
主
題

は
命
盗
事

案

全
般

で
官
員
が
刑
罰

を
定

め
る
場
合

の
論
理

に

つ
い
て
で
あ
り
、
個
別
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書 評

の
犯

罪
類
型

の
構
造
解

明
を
目
的

と
す
る
中

村
氏
書
評
論
文

と
は
研
究
上

の
位
置
づ

け

を
異

に
す

る
も

の

の
、

「
法
源

の
仕

組

み
」

や

「推

論

の
仕

組

み
」

に
関

す
る
論

点
を
網
羅
的

か

つ
並
列
的

に
叙
述
す

る
点

は
、
清
代

刑
法

の
全
容
解

明

の
た
め
の
予
備
的

作
業

の

一
環

と
し
て
位
置

づ
け

る
こ

と
が
可
能

な
著
者

の
近
年

の
論
稿

と
軌
を

一
に
す

る
も

の
で
あ

る
。

し
か
し
少

な
く
と
も
本
論
文

に
関

し

て
言
え
ば
、

こ

の
よ
う
な
叙
述
形

式
が
研
究

目
的

の
達
成

に
十
分

な
成

果
を
も

た
ら

し
て

い
る
と

は
言

い
が

た

い
。

著
者

は
第

一
節

に

つ
い
て

「法

源

の
仕
組

み
を
律
例

の
解

釈

の
特
徴

と

の
関
係

の
中

で
見

る
」

(
二
十

九
頁
)

こ
と
を
目
的

と
し
て
掲
げ
、
「
律
例

の
解
釈

の
特

徴

に
留
意

し
た
法
源

の
あ
り
方
と

の
関
係

に
着

眼

し
て
推
論

の
仕

組

み
を
検
討

し
て

い
る
業

績

は
検
索

で
き

な

い
」

(三
十
頁

)
と
研

究
史

上

の
意
義
を
述

べ
、

こ

の
研

究
方
法
自
体
を
本
論
文

の
特
徴

と
し
て

位
置

づ
け
る
。

し
か
し
評
者

の
見

る
限

り
、
第
一

節
全
体

で
行

わ
れ

て
い
る
こ
と
は
、

「法

源

の
仕
組

み
」

と

「律
例

の
解

釈
」

に

つ
い
て

の
論

点

の
羅
列

に
過

ぎ

な

い
。

し

か
も
紙
幅

の
大
半

は
後
者
、
特

に
解
釈
方

法

の
解

説

に
費

や

さ
れ

て
お
り
、
前

者

に

つ
い
て
は
紙

幅

に
し
て
僅

か

一
頁

程
度
が
割

か
れ

て
い
る
に
す
ぎ
ず

、
指
摘
す

る
幾

つ
か

の
論
点

の
論
証

は
ほ
と

ん
ど
行

わ

れ

て
い
な

い
の
が

実
情

で
あ

る
。

ま
た
本
節

の
目
的

で
あ
り
特
徴

で
も
あ

る

「
法
源

の
仕
組

み
を
律
例

の
解
釈

の
特
徴
と

の
関
係

の
中

で
見

る
」

こ

と
も
ま

た
、
論
点

の
羅
列

と
い
う
叙

述

ス
タ
イ

ル
が
災

い
し

て
、
両
者

の

関
係

は
不
明
瞭

な
ま
ま

で
あ

り
、

こ

の
目
的
が
十
分

に
達

成
さ
れ

た
と
は

言

い
が

た

い
。

こ

の
た
め
、
こ

の
節

を
見

る
限

り
、
「
法

源

の
仕

組

み
」

と

「
律
例

の
解
釈
」

の
ど
ち
ら

に
主
張

の
力
点
が
置

か
れ
て

い
る
の
か
は

も

と
よ
り
、
本
来

の
検
討

対
象

で
あ

る
前

者

に

つ
い
て
も
何

を
強
調

し
た

い
の
か
す
ら
判
然

と
し
な

い
。
以
上

の
見
解

は
、
多
く

は
単

に
評
者

の
理

解

不
足

に
起
因
す

る

の
か
も
し
れ
な

い
が

、
そ
う

で
あ

っ
た
と
し

て
も
な

お
読

者

の
た
め
に
構
成

や
叙

述
面

で
の
配
慮
が

必
要

で
は
な

か
ろ
う
か
。

た
だ
本
論
文

は
、
叙
述

上

の
問
題
が
あ

る
と
は

い
え
、
内
容
的

に

「
法

源

の
仕
組

み
」

や

「推
論

の
仕
組

み
」

に
関

し

て
の
重
要

な
提
言
が
含

ま

れ

て
い
る

こ
と
も

ま
た
事
実

で
あ

る
。
特

に
第

二
節

で
、
命
盗
事
案

に
お

け

る
推
論

に

つ
い

て
、
「
比
照
」

と

「
依
照
」
を

同
次
元

に
位
置

づ
け

た

う
え
、
そ
れ
ぞ
れ

に
お
け
る
律
例

の
役
割

を
解

明
し
た

こ
と
は
、
従
来

と

も
す
れ
ば
律
例

へ
の
準
拠

の
側
面
が
強
調

さ
れ
た
官
僚

の
推
論

や
律
例

の

役
割

に

つ
い
て
、
新

た
な
視
点

か
ら
再
評
価

し
た
も

の
と

理
解

さ
れ
る
。

そ
し

て
律
例

に

つ
い
て
、
著
者

は
さ
ら

に
踏

み
込

ん
で

「恐

ら
く
も
と

も
と
律
例

は
こ
の
よ
う
な
比
照

の
た
め

の
雛

型

で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
律

例

に
当

て
は
ま
る
行

為
を
な
し

た
と
き

は
推
論

が
律
例

に
引

っ
張
ら
れ

て

そ

の
ま
ま
律
例

を
依

照
す

る
よ
う

に
な

っ
た

の
で
あ

ろ
う
」

(三
十

九
頁
)

と
提
言
す

る
。

こ
れ
は
官

僚
が
準
拠
す

べ
き
規
範
と

し
て
理
解

さ
れ

て
き

た
律
例

に
関

し
て
、

そ

の
本
質
的
意
味

を
問

い
質
す
重
要

な
提

言

で
あ

る

と
考
え
ら
れ

る
。

た
だ
惜

し
む
ら

く
は
こ

の
提
言
が
現
段

階
で

は
な

お
仮

説

の
域

に
止

ま

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
今
後
、
著
者

の
研
究

が
進
展

し
、

こ

の
実
証
も
含

め

て
清
代
刑
法

の
全
容

が
順
次
解
明

さ
れ
て

い
く

こ
と

を

期
待

し
た
い
。

(鈴

木

秀
光
)
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