
論

説松
岡
義
正
と
北
京
﹁
京
師
法
律
学
堂
﹂
に
お
け
る
民
事
法
の
教
育
に
つ
い
て熊

達

雲

目
次

は
じ
め
に

一

京
師
法
律
学
堂
の
設
立
経
緯

二

京
師
法
律
学
堂
の
組
織
構
造
と
教
育
状
況

三

京
師
法
律
学
堂
に
お
け
る
日
本
人
教
員
の
教
育
状
況

四

松
岡
義
正
が
担
当
し
た
民
事
法
の
講
義
状
況

五

中
国
に
お
け
る
民
事
法
教
育
に
対
す
る
松
岡
の
貢
献

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

中
国
で
は
近
代
的
法
学
の
教
育
を
系
統
的
に
始
め
た
の
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
清
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
と
通
商

航
海
条
約
の
改
正
交
渉
に
あ
た
り
︑
不
平
等
条
約
の
廃
止
の
か
わ
り
に
︑
数
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
中
華
法
系
を
見
直
し
︑
西
洋
諸
国

の
法
と
同
様
な
法
を
導
入
︑
整
備
す
る
条
文
が
改
正
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
た

(

)

こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
中
国
は
現
行
法
の
見
直
し
作
業
に

�

取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
新
し
く
整
備
さ
れ
た
諸
法
が
順
調
に
施
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
︑
そ
の
法

理
︑
概
念
︑
原
則
等
を
理
解
で
き
る
人
材
の
養
成
は
課
題
と
な
っ
た
︒
こ
の
課
題
を
全
う
し
よ
う
と
し
た
の
は
一
九
〇
六
年
に
北
京
で

創
立
さ
れ
た
京
師
法
律
学
堂
︵
日
本
で
は
北
京
法
律
学
校
と
訳
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
で
は
両
方
を
同
時
に
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
︒︶

で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
学
校
で
近
代
法
学
の
教
育
を
担
当
し
た
の
は
ほ
と
ん
ど
日
本
か
ら
招
聘
さ
れ
た
法
学
者
で
あ
る
︒
近
代
以

来
︑
中
国
法
や
法
学
が
日
本
の
影
響
を
受
け
続
け
た
の
は
こ
の
学
校
で
の
教
育
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
最

初
に
刑
部
︵
法
務
省
相
当
︶
に
所
属
さ
れ
た
こ
の
学
校
は
三
年
し
か
存
立
せ
ず
︑
さ
ら
に
︑
そ
の
直
後
に
清
朝
の
崩
壊
も
あ
り
︑
こ
の

学
校
お
よ
び
そ
れ
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
世
間
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
中
国
の
法
近
代
化
の
原
点
を
見
出
す

た
め
に
︑
本
稿
は
京
師
法
律
学
堂
の
設
立
の
経
緯
︑
同
校
の
組
織
構
造
お
よ
び
教
育
の
実
情
︑
日
本
人
教
員
︑
特
に
民
事
法
教
育
の
担

当
者
松
岡
義
正
の
講
義
状
況
乃
至
中
国
民
事
法
教
育
に
対
す
る
寄
与
を
中
心
に
述
べ
て
い
き
た
い
︒
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一

京
師
法
律
学
堂
の
設
立
経
緯

修
訂
法
律
館
の
設
立
後
︑
伍
廷
芳
は
内
外
の
法
に
造
詣
が
深
い
人
材
が
足
り
な
い
こ
と
に
気
が
付
き
︑
法
律
と
法
実
務
の
人
材
が
足

り
な
け
れ
ば
︑
た
と
え
新
し
い
法
が
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
施
行
が
順
調
に
で
き
な
い
こ
と
を
懸
念
し
︑
修
訂
法
律
館
附
属
の
法

律
学
校
及
び
仕
学
速
成
科
の
設
立
を
考
案
し
た
︒
し
か
し
︑
中
国
で
近
代
的
な
法
学
教
育
を
行
う
に
は
適
任
の
法
学
教
員
を
必
要
と
す

る
︒
当
時
︑
中
国
に
は
近
代
法
に
詳
し
い
人
材
が
欠
け
て
い
た
の
で
︑
外
国
か
ら
そ
の
人
材
を
招
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の

背
景
の
中
で
︑
法
的
知
識
の
構
造
を
異
に
す
る
伍
廷
芳
と
沈
家
本
は
現
行
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
や
や
も
す
れ
ば
意
見
が
分
か
れ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
法
律
学
校
の
設
立
に
つ
い
て
は
二
人
三
脚
で
協
力
し
あ
っ
て
い
た
模
様
で
あ
る
︒
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
︑
岡
田
朝
太

郎
の
著
書
に
寄
せ
た
沈
家
本
の
序
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
余
恭
膺
簡
命
偕
新
會
伍
秩
庸
侍
郎
修
訂
法
律
︑
並
參
用
歐
美
科
條
開
館
編
纂
︒
伍
侍
郎
曰
︑
法
律
成
而
無
講
求
法
律
之
人
︑
施

行
必
多
阻
閡
︑
非
專
設
學
堂
培
養
人
材
不
可
︒
余
與
館
中
同
人
僉
韙
其
議
︒
於
是
奏
請
撥
款
設
立
法
律
學
堂
︒
奉
旨

允
擇
地
庀
材

俞

剋
日
興
築
︒
而
教
習
無
其
人
︑
則
講
學
仍
托
空
言
也
︒
乃
赴
東
瀛
訪
求
知
名
之
士
︒
群
推
岡
田
博
士
朝
太
郎
為
巨
擘
︑
重
聘
來
華
︒

松
岡
科
長
義
正
司
裁
判
者
十
五
年
經
驗
家
也
︑
亦
應
聘
︒
而
至
光
緒
三
二
年
九
月
開
學
︒
學
員
凡
數

(

)

百
人
︒﹂

�

︵
私
は
指
示
を
受
け
て
廣
東
新
会
県
出
身
の
伍
廷
芳
侍
郎
と
と
も
に
法
の
修
正
を
担
当
し
︑
修
訂
法
律
館
を
設
置
し
て
欧
米
の
法
文

131 松岡義正と北京「京師法律学堂」における民事法の教育について

─ 131 ─



を
参
照
し
な
が
ら
法
の
修
正
作
業
に
取
り
組
ん
だ
︒
伍
侍
郎
が
い
う
に
は
︑
法
律
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
法
律
を
理
解
す
る
人
材
が
い

な
け
れ
ば
法
律
の
施
行
に
必
ず
や
支
障
が
生
じ
る
の
で
︑
学
校
を
設
け
て
人
材
の
育
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
︒
私
と
修
訂
法

律
館
の
同
僚
は
皆
︑
そ
の
意
見
に
賛
同
し
︑
法
律
学
堂
の
設
立
を
要
望
す
る
上
奏
文
を
提
出
し
た
︒
勅
旨
は
そ
の
意
見
を
取
り
入
れ
︑

場
所
を
選
び
︑
人
材
を
集
め
︑
竣
工
時
間
を
決
め
て
学
校
を
建
築
す
る
よ
う
に
命
じ
た
︒
し
か
し
︑
教
員
が
い
な
け
れ
ば
︑
教
育
は
空

言
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
こ
で
︑
日
本
へ
赴
き
著
名
な
学
者
を
招
聘
す
る
こ
と
に
し
た
︒
衆
人
は
そ
ろ
っ
て
岡
田
朝
太
郎
博
士
を
著
名
な
学

者
と
し
て
推
薦
し
て
く
れ
︑
高
給
を
約
束
し
て
招
聘
し
た
︒
裁
判
に
一
五
年
も
携
わ
っ
た
実
務
家
の
松
岡
義
正
部
長
も
招
聘
を
受
け
て

い
た
︒
光
緒
三
二
年
九
月
に
至
っ
て
北
京
法
律
学
校
が
開
校
し
︑
学
生
数
は
お
よ
そ
数
百
人
に
及
ん
だ
︒︶

ま
た
︑
京
師
法
律
学
堂
の
設
立
は
朝
廷
で
最
大
の
実
力
者
た
る
袁
世
凱
の
支
持
を
得
た
か
ら
こ
そ
実
現
で
き
た
と
い
え
る
︒
こ
れ
は

清
国
駐
屯
軍
司
令
官
神
尾
光
臣
よ
り
陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
宛
に
送
信
し
た
秘
密
報
告
﹁
駐
屯
軍
報
告
第
十
七
号
﹂
は
そ
れ
を
裏
付
け
て

い
る
︒﹁

北
京
政
府
ハ
昨
年
夏
其
政
務
処
ニ
於
テ
会
議
を
開
キ
︑
富
国
強
兵
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
ニ
ハ
清
国
古
来
ノ
諸
法
律
ヲ
改
訂
ス
ル
ノ
急

務
ナ
ル
ヲ
議
決
シ
︑
上
奏
裁
可
ヲ
経
テ
北
京
刑
部
内
ニ
修
律
処
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
特
設
シ
︑
修
律
大
臣
ニ
ハ
刑
部
左
侍
郎
沈
家
本
︑
同
右

侍
郎
伍
廷
芳
ヲ
任
命
シ
タ
リ
︒︵
中
略
︶
而
シ
テ
修
律
両
大
臣
ハ
事
毎
ニ
意
見
ヲ
異
ニ
シ
︑
而
カ
モ
沈
ハ
自
ラ
清
国
ノ
大
法
律
家
ヲ

以
テ
任
シ
︑
頑
ト
シ
テ
下
ラ
サ
ル
有
様
ナ
ル
ヲ
以
テ
︑
彼
ノ
比
較
的
法
理
思
想
ヲ
有
シ
︑
稍
文
明
ノ
智
識
ニ
富
ミ
タ
ル
伍
廷
芳
ノ
意

見
ノ
如
キ
ハ
絶
対
ニ
之
ヲ
軽
視
シ
ツ
ツ
ア
リ
︒

﹁
伍
廷
芳
ハ
此
形
勢
ヲ
見
︑
且
北
京
政
界
一
ノ
後
援
者
ナ
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
︑
常
ニ
多
ク
ハ
黙
々
シ
テ
経
過
シ
来
リ
シ
モ
其
勃
々
タ
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ル
不
平
ハ
到
底
禁
ス
ヘ
カ
ラ
ス
︑
遂
ニ
前
記
訴
訟
法
ノ
完
成
ヲ
期
ト
シ
テ
数
回
請
願
ノ
上
︑
墓
参
ノ
名
義
ヲ
以
テ
帰
省
ノ
許
可
ヲ
得
︒

将
ニ
故
山
ニ
帰
ラ
ン
ト
ス
ル
途
次
︵
旧
三
月
下
旬
︶
天
津
ニ
立
寄
リ
︑
袁
総
督
ヲ
訪
問
シ
︑
自
己
身
上
ノ
現
在
ノ
状
況
ヲ
詳
述
シ
︑

且
曰
ク
︑
目
下
清
国
ニ
於
ケ
ル
諸
般
法
律
ノ
改
正
新
定
ノ
コ
ト
ハ
実
ニ
列
強
ノ
深
ク
注
目
ス
ル
所
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
又
各
国
ト
ノ

条
約
上
ニ
モ
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
尠
ナ
カ
ラ
ス
故
ニ
︑
苟
モ
一
ノ
法
規
ヲ
定
メ
ン
ト
欲
セ
バ
︑
須
ラ
ク
内
外
ノ
法
理
ヲ
究
メ
︑
以
テ
其

基
礎
ト
ナ
サ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
︒
然
ル
ニ
現
今
清
国
人
中
ヨ
リ
法
理
ニ
通
暁
セ
ル
モ
ノ
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ
固
ヨ
リ
不
可
能
ノ
コ
ト
ナ
レ

ハ
︑
現
在
ノ
如
キ
処
置
ヲ
以
テ
シ
テ
︑
法
律
改
正
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ハ
到
底
遂
ニ
之
レ
ヲ
遂
ク
ル
能
ハ
ス
云
々
ト
︒

﹁
右
ノ
伍
ノ
談
話
ハ
痛
ク
袁
ノ
心
ヲ
動
揺
セ
シ
メ
タ
リ
︒
於
是
カ
袁
ハ
北
京
政
府
ニ
勧
告
シ
テ
︑
其
救
済
ノ
道
ヲ
講
ス
ベ
シ
ト
答

ヘ
︑
直
チ
ニ
其
親
密
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
左
侍
郎
紹
昌
及
外
務
部
右
侍
郎
唐
紹
儀
ニ
旨
ヲ
通
シ
︑
溥
尚
書
及
沈
侍
郎
等
ニ
対
シ
刑
部
ハ

宜
シ
ク
国
家
ノ
進
運
ニ
伴
フ
必
要
上
速
カ
ニ
法
律
学
堂
ヲ
建
設
シ
︑
日
本
ヨ
リ
第
一
流
ノ
法
律
大
家
ヲ
聘
シ
︑
学
生
ヲ
シ
テ
完
全
ナ

ル
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム
可
シ
ト
ノ
忠
言
ヲ
ナ
サ
シ
メ
同
時
ニ
︑
経
費
ノ
幾
分
ハ
直
隷
ノ
酒
煙
税
中
ヨ
リ
補
助
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
シ
タ
ル
ヨ

リ
︑
議
ハ
忽
チ
決
シ
テ
︑
前
後
無
差
別
ナ
ル
清
国
官
吏
ノ
事
業
ハ
極
端
ナ
ル
大
組
織
ヲ
以
テ
︑
法
律
学
堂
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
刑
部
ノ
直
轄

事
業
ト
シ
テ
建
設
ス
ル
事
ト
ナ
シ

(

)

タ
リ
︒﹂

�

そ
こ
で
︑
袁
世
凱
の
支
持
を
取
り
付
け
た
伍
廷
芳
は
沈
家
本
の
賛
同
を
受
け
︑
修
訂
法
律
館
が
正
式
に
始
動
し
た
ほ
ぼ
一
年
後
の
三

月
に
︑
二
人
の
連
名
で
京
師
法
律
学
堂
の
設
立
を
要
望
す
る
旨
の
奏
上
を
行
っ
た
︒

上
奏
文
は
ま
ず
︑
中
国
と
世
界
諸
国
と
の
貿
易
交
流
お
よ
び
人
員
の
往
来
が
ま
す
ま
す
頻
繁
に
な
る
に
伴
い
︑
矛
盾
と
紛
争
が
避
け

ら
れ
な
い
と
し
︑
各
級
の
官
吏
が
外
国
法
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
︑
中
国
人
と
外
国
人
と
の
紛
糾
を
処
理
す
る
こ
と
が
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で
き
な
い
と
指
摘
し
︑
新
政
の
進
行
に
し
た
が
い
︑
近
代
的
な
法
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
た
︒

﹁
密
か
に
臣
等
は
命
を
奉
じ
現
行
の
律
令
に
つ
い
て
外
国
と
の
交
渉
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
諸
国
の
法
律
を
参
照
し
て
真
剣
に
修

正
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒
法
律
修
訂
館
が
開
設
さ
れ
て
以
来
︑
昼
夜
を
問
わ
ず
編
纂
者
及
び
翻
訳
者
と
議
論
し
あ
い
︑
新
し

い
法
律
が
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
各
省
に
法
律
執
行
の
人
材
の
育
成
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
︑
法
律
の
施
行
が
自
ず
と
で
き
る
も
の

で
は
な
い
た
め
に
︑
結
果
的
に
は
社
会
の
為
に
な
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
懸
念
し
て
い
ま
す
︒
い
ま
各
国
と
の
交
流
が
盛
ん
で
︑
情

勢
の
変
化
が
激
し
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
外
国
人
は
国
内
の
各
省
に
入
り
込
ん
で
い
ま
す
︒
庶
民
と
宣
教
師
と
の
間
に
衝
突
が
起

き
︑
そ
の
紛
糾
が
生
じ
る
初
期
に
︑
多
く
の
場
合
は
地
方
官
吏
が
外
国
法
を
知
ら
ず
︑
適
切
な
処
理
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
重
大

な
事
件
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
し
ま
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
︒
将
来
︑
各
地
方
に
鉄
道
が
開
通
さ
れ
た
場
合
に
︑
内
陸
地
方
で
あ
れ
︑

辺
鄙
な
地
方
で
あ
れ
︑
通
商
し
て
い
る
沿
海
都
市
と
区
別
が
な
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
︒
道
路
︑
鉱
山
︑
商
標
︑
税
務
な
ど
と
い
っ

た
新
政
は
︑
方
法
が
少
し
で
も
違
っ
て
い
れ
ば
︑
直
ち
に
非
難
を
受
け
︑
法
律
を
頼
り
に
せ
ず
解
決
で
き
る
も
の
が
一
つ
も
あ
り
ま

せ
ん
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
無
形
の
憂
い
を
無
く
し
︑
自
国
の
権
利
を
伸
ば
す
こ
と
は
利
害
に
関
わ
る
も
の
で
︑
些
細
な
事
で
は
あ

り
ま
せ
ん
︒﹂

次
に
︑
中
国
当
面
の
法
学
教
育
の
立
ち
遅
れ
と
人
材
の
欠
乏
を
指
摘
し
︑
明
治
維
新
後
の
日
本
で
採
用
し
た
手
法
を
例
に
し
て
︑
法

律
学
校
の
設
立
お
よ
び
法
律
人
材
の
育
成
の
意
義
を
強
調
し
て
見
せ
た
︒
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﹁
も
っ
と
も
現
行
法
を
修
正
す
る
目
的
は
︑
通
商
条
約
に
し
た
が
い
治
外
法
権
を
取
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
法
律
の

施
行
に
備
え
裁
判
事
務
の
人
材
を
広
く
育
成
す
る
よ
う
急
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
学
務
大
臣
の
奏
定
学
堂
章

程
内
に
政
法
科
大
学
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
予
備
科
や
各
省
の
高
等
学
堂
の
卒
業
生
で
な
け
れ
ば
進
学
が
で
き
な
い
と
な
っ
て

い
ま
す
︒
い
ま
︑
予
備
科
は
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
で
︑
専
門
大
学
が
で
き
る
ま
で
に
道
の
り
が
ま
だ
長
い
︒
進
士
︑
仕
学
等
の
学
校

で
は
︑
目
的
は
中
外
の
大
局
を
知
り
︑
各
種
の
政
治
に
お
い
て
そ
の
大
要
を
わ
き
ま
え
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
り
︑
法
学
は

普
通
の
科
目
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
︑
そ
こ
の
学
生
を
外
国
留
学
に
派
遣
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
断
言
で
き
ま
す
︒
法
学
を
習
い
学
業
を

修
了
し
て
帰
国
し
て
い
る
学
生
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
中
国
の
事
情
が
分
か
ら
な
い
ば
か
り
か
︑
我
々
と
相
反
す
る
意
見
を
持

っ
て
い
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
り
ま
す
︒
学
問
を
行
う
に
は
本
源
を
分
か
る
の
が
一
番
重
要
だ
と
思
料
し
ま
す
︒
諸
外
国
の
法
の
優
れ

て
い
る
と
こ
ろ
と
不
足
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
相
互
に
比
較
し
な
が
ら
︑
真
剣
か
つ
仔
細
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
し

か
も
︑
自
国
の
法
制
の
沿
革
及
び
風
俗
習
慣
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
系
統
的
に
理
解
し
︑
そ
の
本
来
の
意
味
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
︒
前
漢
・
後
漢
時
代
の
経
師
は
律
令
に
詳
し
く
︑
唐
代
や
宋
代
に
お
け
る
科
挙
試
験
に
は
明
法
と
い
う
科
目
が
あ
り
ま
し
た
︒

そ
れ
は
古
代
に
お
い
て
経
書
を
援
用
し
て
政
治
を
強
化
す
る
象
徴
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
今
日
は
内
政
外
交
を
行
う
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
国
を
強
く
し
︑
庶
民
に
利
す
る
よ
う
法
律
を
順
調
に
施
行
す
る
た
め
に
は
︑
専
門
学
校
を
設
置
し
︑
多
く
の

人
材
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
日
本
で
は
明
治
維
新
の
初
期
に
速
成
司
法
学
校
を
設
立
し
︑
官
民
を
し
て
毎
日
数
時
間
に

学
校
に
通
わ
せ
︑
欧
米
の
司
法
︑
行
政
に
関
す
る
知
識
を
習
わ
せ
て
い
ま
し
た
︒
昔
の
学
生
の
中
に
︑
現
在
高
官
を
務
め
て
い
る
も

の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
日
本
の
や
り
方
を
倣
い
︑
北
京
で
法
律
学
校
を
設
け
︑
試
験
を
通
し
て
各
省
の
吏
員
か
ら
学
生
を
募
集

し
︑
学
習
修
了
後
︑
各
地
に
派
遣
し
て
新
政
の
遂
行
の
補
助
︑
地
方
支
配
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
学
校
開
設

135 松岡義正と北京「京師法律学堂」における民事法の教育について

─ 135 ─



の
初
期
に
︑
し
ば
ら
く
の
間
に
臣
等
が
経
営
し
ま
す
が
︑
新
し
い
法
律
が
公
布
さ
れ
た
の
ち
︑
勅
旨
を
仰
が
せ
専
門
管
理
者
を
派
遣

し
て
い
た
だ
き
ま
す
︒﹂

上
記
の
説
明
と
主
義
主
張
を
踏
ま
え
て
︑
上
奏
文
は
講
義
の
内
容
︑
科
目
の
設
置
や
学
校
の
運
営
経
費
の
工
面
及
び
卒
業
生
の
使
用

と
い
っ
た
学
校
経
営
に
関
す
る
具
体
的
な
方
法
を
提
示
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
第
一
は
︑
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
定
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
大
学
堂
章
程
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
法
律
学
科
に
設
置
さ
れ
て
い
る
科

目
で
は
︑
法
律
原
理
学
︑
大
清
律
例
要
義
︑
中
国
歴
代
の
刑
律
︑
中
国
古
今
歴
代
法
制
考
︑
東
西
各
国
の
法
制
比
較
︑
各
国
の
憲
法
︑

各
国
の
民
法
及
び
民
事
訴
訟
法
︑
各
国
の
刑
事
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
︑
各
国
の
商
法
︑
交
渉
法
︑
西
洋
諸
国
法
は
主
要
科
目
と
さ
れ
︑

各
国
の
行
政
機
関
学
︑
全
国
人
民
の
財
用
学
︑
国
家
財
政
学
は
補
助
科
目
と
さ
れ
て
お
り
︑
頗
る
整
え
て
い
ま
す
︒
本
学
は
そ
れ
ら

の
科
目
を
参
照
し
て
加
減
を
斟
酌
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
国
内
外
の
教
員
を
招
き
︑
講
義
を
担
当
し
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
た
だ
︑
大
学
堂
章

程
で
は
四
年
で
卒
業
す
る
も
の
で
す
が
︑
本
学
は
毎
日
の
授
業
の
時
間
を
増
や
し
て
三
年
で
卒
業
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま

す
︒
ま
た
︑
速
成
科
を
別
に
設
置
し
︑
刑
法
︑
訴
訟
法
︑
裁
判
法
等
を
習
わ
せ
︑
一
年
半
で
卒
業
さ
せ
よ
う
と
思
い
ま
す
︒

第
二
は
︑
経
費
を
調
達
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
教
室
の
賃
借
料
︑
教
員
の
給
与
及
び
書
籍
・
器
具
・
飲
食
・
雑
用
と
い
っ
た
経

常
費
は
節
約
に
努
め
て
も
︑
毎
年
恐
ら
く
銀
貨
四
万
両
が
必
要
だ
と
見
込
ま
れ
ま
す
︒
国
の
財
政
事
情
が
窮
屈
し
て
い
る
現
状
を
鑑

み
︑
政
府
か
ら
費
用
の
交
付
を
請
求
せ
ず
に
各
省
の
総
督
・
巡
撫
に
よ
っ
て
調
達
し
て
も
ら
お
う
と
思
い
ま
す
︒
お
よ
そ
大
規
模
の

省
で
は
三
千
両
︑
中
小
規
模
の
省
で
は
二
千
両
を
集
金
す
れ
ば
事
業
が
開
始
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
︒
分
け
て
工
面
す
れ
ば
少
な
く
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て
済
む
の
で
︑
各
省
に
と
っ
て
は
大
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
こ
の
学
校
で
修
了
し
た
学
生
は
す
べ
て
各
省
に
配
置

し
て
勤
務
さ
せ
る
予
定
で
す
︒
い
ま
︑
教
育
費
用
が
各
地
方
か
ら
調
達
さ
れ
た
も
の
で
︑
卒
業
生
が
地
方
へ
配
置
す
る
と
い
う
や
り

方
は
筋
が
通
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
た
だ
︑
設
立
経
費
銀
約
三
万
両
に
つ
い
て
は
戸
部
︵
財
政
部
︶
か
ら
の
交
付
を
お
願
い
し
た

い
と
思
い
ま
す
︒

第
三
は
︑
任
用
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
最
近
︑
官
職
へ
の
道
が
難
し
く
な
り
︑
各
省
の
官
職
候
補
者
に
は
知
識
を
持
た
な

い
も
の
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
い
ま
す
︒︵
研
修
機
関
の
︶
課
吏
館
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
︑
総
督
・
巡
撫
は
業
務
処
理
に
忙
殺
し
︑

自
ら
督
促
指
導
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の
教
育
は
形
ば
か
り
と
な
っ
て
し
ま
い
︑
重
要
な
業
務
が
現
わ
れ
る
と
︑
本
省
に

は
適
任
の
人
材
が
い
な
く
︑
他
省
か
ら
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
平
日
で
も
人
材
が
不
足
す
る
問
題
が
存
在
し
て
い

る
の
で
︑
将
来
新
し
い
法
律
が
公
布
さ
れ
た
場
合
に
︑
人
材
の
需
要
が
さ
ら
に
高
ま
り
︑
法
律
の
趣
旨
を
わ
き
ま
え
る
者
が
多
く
い

な
け
れ
ば
法
律
の
施
行
が
難
し
く
な
り
ま
す
︒
法
律
の
学
習
者
は
卒
業
後
︑
大
臣
を
派
遣
し
て
試
験
を
施
し
︑
ラ
ン
ク
を
付
け
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
優
秀
者
に
つ
い
て
は
吏
部
に
推
薦
し
て
皇
帝
へ
謁
見
さ
せ
︑
従
来
の
官
職
等
級
に
応
じ
て
道
府
︑

直
隷
州
知
州
︑
知
県
と
し
て
勅
旨
を
請
っ
て
任
用
し
ま
す
︒
も
し
︑
学
問
や
身
に
つ
け
た
知
識
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
当
面

の
政
治
に
も
役
立
つ
で
あ
り
ま
し

(

)

ょ
う
︒︶

	

な
お
︑
伍
廷
芳
︑
沈
家
本
は
新
し
い
政
治
の
推
進
に
備
え
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
︑
各
省
の
課
吏
館
内
に
﹁
仕
学
速
成
科
﹂
を

設
け
て
︑
四
〇
歳
以
下
の
﹁
候
補
道
府
︑
佐
雑
﹂
の
官
吏
及
び
地
元
の
名
士
か
ら
選
抜
し
て
法
学
の
学
習
に
通
わ
せ
る
こ
と
も
奏
上

(

)

し
た
︒
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同
年
三
月
二
〇
日
︑
清
朝
廷
軍
機
処
は
皇
帝
か
ら
下
さ
れ
た
伍
廷
芳
ら
の
上
奏
文
を
さ
っ
そ
く
学
務
大
臣
孫
家
鼐
に
下
付
し
︑
対
応

の
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
命
じ
た
︒
そ
れ
を
受
け
て
光
緒
三
一
年
七
月
三
日
︵
一
九
〇
五
年
八
月
三
日
︶
孫
家
鼐
は
回
答
の
上
奏
文
を

提
出
し
︑
法
律
学
校
の
設
置
に
関
す
る
伍
廷
芳
の
主
張
は
﹁
当
面
早
急
に
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
急
務
﹂
だ
と
し
て
︑
詳
し
い

章
程
を
作
成
す
る
よ
う
全
面
的
に
支
持
を
表
明

(

)

し
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
政
府
の
許
可
を
受
け
︑
修
訂
法
律
大
臣
は
早
速
﹁
法
律
学

�

堂
章
程
﹂
を
制
定
し
︑
開
校
の
準
備
に
取
り
組
ん
だ
︒

﹁
法
律
学
堂
章
程
﹂
に
は
﹁
設
学
総
義
章
﹂︵
学
校
の
創
立
趣
旨
︶︑﹁
学
科
程
度
章
﹂︑﹁
職
務
規
条
章
﹂︵
職
務
規
則
︶︑﹁
学
堂
試
験

章
﹂︵
試
験
規
則
︶︑﹁
寄
宿
舎
規
条
章
﹂︵
学
生
寮
規
則
︶︑﹁
全
堂
通
行
規
条
章
﹂︵
全
学
通
用
規
則
︶︑﹁
講
堂
規
条
章
﹂︵
教
室
規
則
︶︑

﹁
運
動
場
規
条
章
﹂︵
運
動
場
規
則
︶︑﹁
会
食
堂
規
条
章
﹂︵
食
堂
規
則
︶︑﹁
礼
儀
規
条
章
﹂︵
礼
儀
規
則
︶︑﹁
休
暇
規
条
章
﹂︵
休
暇
規

則
︶︑﹁
学
堂
禁
令
章
﹂︵
学
校
禁
止
規
則
︶︑﹁
外
部
訪
問
者
接
待
規
条
章
﹂︵
外
部
訪
問
者
の
対
応
規
則
︶︑﹁
図
書
館
規
条
章
﹂︵
図
書

館
規
則
︶︑﹁
経
費
規
条
章
﹂︵
経
費
規
則
︶︑﹁
督
察
出
入
規
条
章
﹂︵
監
督
出
入
規
則
︶
な
ど
の
規
則
が
含
ま
れ
て
い
る
︒﹁
設
学
総
義

章
﹂
で
は
﹁
す
で
に
官
位
に
着
い
た
人
員
が
国
内
外
の
法
を
学
修
し
︑
政
治
知
識
を
身
に
つ
け
︑
応
用
に
活
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
︑

裁
判
の
人
材
を
育
成
し
速
効
を
収
め
る
こ
と
を
期
す
る
﹂
と
学
校
の
目
的
を
裁
判
人
材
の
育
成
に
定
め
ら
れ
て

(

)

い
る
︒
�

一
年
以
上
の
準
備
作
業
を
経
て
︑
京
師
法
律
学
堂
は
一
九
〇
六
年
一
〇
月
に
正
式
に
発
足
し
た
︒
清
朝
廷
は
一
九
〇
六
年
一
〇
月
二

〇
日
に
﹃
図
書
集
成
﹄
を
学
校
成
立
の
記
念
品
と
し
て
贈
呈
し
︑
法
律
学
堂
の
成
立
に
祝
い
を
表
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
司
法
実
務

の
人
材
を
育
成
す
る
法
学
教
育
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
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二

京
師
法
律
学
堂
の
組
織
構
造

と
教
育
状
況

図
�
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
京
師
法
律
学
堂

は
﹁
管
理
京
師
法
律
学
堂
大
臣
﹂
に
任
命
さ
れ

た
沈
家
本
を
は
じ
め
︑
教
務
提
調
に
は
曹
汝
霖
︑

董
康
︑
文
案
提
調
に
は
許
受
衡
︑
王
儀
通
︑
庶

務
提
調
に
は
周
紹
昌
︑
監
学
に
は
呉
尚
廉
︑
熙

楨
︑
張
元
節
︑
林
詒
喆
な
ど
が
委
嘱
さ
れ
︑
学

校
の
運
営
陣
が
体
制
を
揃
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

ま
た
︑
教
員
も
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
が
見
ら
れ
︑

開
校
と
と
も
に
赴
任
し
て
い
た
日
本
人
教
員
岡

田
朝
太
郎
︑
松
岡
義
正
以
外
に
︑
ほ
と
ん
ど
国

内
の
一
流
学
者
と
官
僚
で
あ
っ
た
︒
そ
の
中
に

吉
同
鈞
︑
姚
大
栄
︑
朱
汝
珍
︑
銭
承
志
︑
陳
威
︑

陸
宗
輿
︑
嵆
鏡
︑
汪
有
齢
︑
江
庸
︑
張
孝
栘
︑
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注：筆者が「修訂法律大臣訂定法律学堂章程」と「法律学堂同学

録》に基づいて作成。

図� 京師法律学堂の組織構造図



高
種
︑
熊
垓
︑
廉
隅
︑
汪
曦
芝
︑
薛
錫
成
︑
馬
徳
潤
︑
呂
列
煌
︑
何
廷
式
︑
な
ど
の
名
前
が
並
ん
で

(

)

い
る
︒


そ
の
中
に
︑
吉
同
鈞
は
有
名
な
刑
法
学
者
で
︑
陸
宗
輿
︑
江
庸
な
ど
は
そ
の
後
当
時
の
政
府
大
臣
ま
で
抜
擢
さ
れ
た
人
物
で

(

)

あ
る
︒
�

教
職
員
の
中
に
︑
許
受
衡
︑
周
紹
昌
︑
呉
尚
廉
︑
張
元
節
︑
林
詒
喆
︑
姚
大
栄
︑
陳
威
︑
薛
錫
成
︑
馬
徳
潤
︑
呂
列
煌
諸
氏
が
日
本
留

学
ま
た
は
日
本
視
察
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い
ほ
か
は
︑
す
べ
て
日
本
留
学
ま
た
は
日
本
視
察
の
経
験
者
で
あ
る
︒

な
お
︑
教
職
員
の
半
数
以
上
は
修
訂
法
律
館
の
職
員
で
も
あ
る
︒

京
師
法
律
学
堂
の
学
生
は
︑
三
年
で
修
了
す
る
﹁
正
科
﹂
と
一
年
半
で
修
了
す
る
﹁
速
成
科
﹂
と
分
け
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
科

目
が
異
な
っ
て
い
る
︒﹁
学
科
程
度
章
﹂
で
定
め
ら
れ
た
﹁
正
科
﹂
は
履
修
科
目
が
下
記
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
︒
第
一
年
に
は
︑
大

清
律
例
及
び
唐
明
律
︑
現
行
法
制
及
び
歴
代
法
制
沿
革
︑
法
学
通
論
︑
経
済
通
論
︑
国
法
学
︑
ロ
ー
マ
法
︑
民
法
︑
刑
法
︑
外
国
語
︑

体
操
︑
第
二
年
に
は
︑
憲
法
︑
刑
法
︑
民
法
︑
商
法
︑
民
事
訴
訟
法
︑
刑
事
訴
訟
法
︑
裁
判
所
編
成
法
︑
国
際
公
法
︑
行
政
法
︑
監
獄

学
︑
訴
訟
実
習
︑
外
国
語
︑
体
操
︑
第
三
年
に
は
︑
民
法
︑
商
法
︑
大
清
公
司
律
︑
大
清
破
産
律
︑
民
事
訴
訟
法
︑
刑
事
訴
訟
法
︑
国

際
私
法
︑
行
政
法
︑
財
政
通
論
︑
訴
訟
実
習
︑
外
国
語
︑
体
操
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
一
週
間
の
授
業
時
間
は
三
六
時
間
と
な
っ

て

(

)

い
る
︒
表
�
は
そ
の
科
目
と
週
間
の
授
業
時
間
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒

10
一
学
期
の
講
義
時
間
を
一
五
週
間
と
す
る
な
ら
ば
︑
表
�
に
掲
載
さ
れ
た
各
科
目
の
全
授
業
時
間
数
は
表
�
に
示
さ
れ
た
通
り
で
あ

る
︒表

�
の
授
業
時
間
数
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
外
国
語
が
一
番
重
要
視
さ
れ
て
い
る
︒
殆
ど
の
新
し
い
法
律
は
日
本
人
顧
問
に
よ
っ
て

日
本
法
を
参
考
に
起
草
さ
れ
る
も
の
な
の
で
︑
外
国
語
と
は
基
本
的
に
日
本
語
と
同
義
語
で
あ
ろ
う
︒
次
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
訴

訟
実
習
︵
三
〇
〇
時
間
︶︑
民
事
訴
訟
法
︵
三
〇
〇
時
間
︶︑
民
法
︵
三
〇
〇
時
間
︶︑
刑
法
︵
二
八
五
時
間
︶
の
勉
強
で
あ
る
︒
裁
判
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官
の
養
成
と
い
う
目
標
に
合
致
す
る
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
組
み
合
わ
せ
と
い
え
よ

う
︒そ

れ
に
対
し
︑﹁
速
成
科
﹂
で
は
大

清
律
例
︑
唐
明
律
︑
現
行
法
制
及
び
歴

代
法
制
の
沿
革
︑
法
学
通
論
︑
憲
法
大

意
︑
刑
法
︑
民
法
要
論
︑
商
法
要
論
︑

大
清
公
司
律
︑
大
清
破
産
律
︑
民
事
訴

訟
法
︑
裁
判
所
構
成
法
︑
国
際
法
︑
監

獄
法
︑
訴
訟
実
習
な
ど
一
四
科
目
の
講

義
が
設
置
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
当

時
の
清
朝
に
は
大
清
律
例
︑
唐
明
律
︑

現
行
法
制
及
び
歴
代
法
制
の
沿
革
以
外

の
科
目
で
教
え
る
法
律
が
ま
だ
制
定
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ

の
教
育
課
程
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
の
は
日
本
か
ら
招
聘
さ
れ
た
法
律
教
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表� 京師法律学堂の講義科目と週間の授業時間数

第三学年

週間

の授

業時

間数

科目名 科目名

週間

の授

業時

間数

上半期 下半期

第一学年

科目名

週間

の授

業時

間数

科目名

上半期 下半期 上半期 下半期

第二学年

民法4民法3刑法3憲法3
大清律例

及び唐明律
4

大清律例

及び唐明律

週間

の授

業時

間数

科目名

週間

の授

業時

間数

科目名

週間

の授

業時

間数

法学通論6法学通論

4商法2商法4民法4刑法3

現行法制

及び歴代の

法制沿革

4

現行法制

及び歴代の

法制沿革

4

民事

訴訟法
3商法4経済通論4経済通論

2
大清

破産律
2

大清

公司律
3商法4民法4

国際私法2
刑事

訴訟法
3

刑事

訴訟法
4

民事

訴訟法
4国法学4国法学

6
民事

訴訟法
4

民事

訴訟法
6

民法6刑法

4財政通論3行政法2国際公法4
刑事

訴訟法
2ローマ法2ローマ法

4

監獄法2国際公法6刑法4外国語

6訴訟実習3国際私法2行政法2
裁判所

編制法
4

体操6訴訟実習4訴訟実習4訴訟実習4外国語2体操

4外国語3財政通論3

卒業論文4外国語4外国語4外国語2体操

2

小計36小計36小計36小計

2体操2体操2体操

36小計36小計36

出典：上海商務印書館編訳所 編纂『点校本 大清新法令 1901〜1911』（第三巻）商

務印書館、2011年�月、第393〜395課程表に基づいて作成。第三学年の上半期の週間の

授業時間数は36となっているが、どれかの科目が間違った数字が付いていると考えられ

る。



習
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
想
像
に
難
く

な
い
︒

京
師
法
律
学
堂
の
設
立
の
目
標
は

新
し
い
法
律
に
詳
し
い
裁
判
官
︑
検

察
官
︑
弁
護
士
と
い
っ
た
法
曹
関
係

者
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
短
い
数
年
間
で
社
会
に
必

要
と
さ
れ
る
有
用
な
司
法
人
材
が
育

成
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
合
理
的
な

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
設
計
︑
優
秀
な
教

員
の
選
任
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か

か
わ
る
の
み
で
な
く
︑
学
生
の
募
集

に
も
大
き
く
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ど
の
よ
う
な
人
間

が
ど
ん
な
選
抜
方
法
を
通
し
て
京
師

法
律
学
堂
で
勉
強
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
京
師
法
律
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表� 京師法律学堂の講義科目と授業時間の總数

60大清律例及び唐明律

第三学年

60 120

上半期 下半期
合計

第一学年
科目名

4560
現行法制及び歴代
の法制沿革

上半期 下半期 上半期 下半期

第二学年

6060経済通論

1506090法学通論

105

3030ローマ法

1206060国法学

120

6060606060民法

28545609090刑法

60

603045商法

904545憲法

300

90609060民事訴訟法

135304560刑事訴訟法

135

3030国際公法

3030裁判所編制法

300

4530行政法

1056045国際私法

60

30大清破産律

3030大清公司律

75

4545財政通論

30090906060訴訟実習

30

606060606060外国語

4545監獄法

90

180303030303030体操

360



学
堂
が
編
集
し
た
第
一
期
生
の
名
簿
か
ら
そ
の
概
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
法
律
学
堂
同
学
録
﹄
と
名
付
け
ら
れ
た
名
簿
は
縦
二
五
〇
ミ
リ
︑
横
一
四
五
ミ
リ
︑
二
〇
頁
に
す
ぎ
な
い
小
冊
子
で
あ
る
︒
名
簿

は
教
職
員
名
簿
と
学
生
名
簿
の
二
項
目
を
設
け
︑
前
者
は
﹁
管
理
大
臣
︑
提
調
︑
監
学
︑
監
理
員
お
よ
び
教
員
﹂
の
氏
名
を
掲
載
し
︑

後
者
は
学
生
の
氏
名
を
掲
載
し
て
い
る
︒
名
簿
に
は
二
三
二
名
の
学
生
を
収
録
し
︑
氏
名
以
外
に
﹁
字
﹂︑﹁
年
齢
﹂︑﹁
出
生
地
﹂︑﹁
略

歴
﹂︑﹁
住
所
﹂
も
記
載
さ
れ
て

(

)

い
る
︒
11

こ
の
名
簿
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
学
生
の
情
報
か
ら
京
師
法
律
学
堂
の
第
一
期
生
の
構
成
お
よ
び
転
換
期
に
お
け
る
中
国
の
法
律
学
教

育
の
現
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
学
生
た
ち
の
情
報
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
︑
次
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑
学
生
の
年
齢

は
バ
ラ
バ
ラ
で
︑
最
年
少
者
は
一
八
歳
︑
最
年
長
者
は
五
三
歳
と
な
っ
て
お
り
︑
後
者
は
ほ
ぼ
前
者
の
父
親
と
同
じ
く
ら
い
の
世
代
で

あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
一
番
多
い
の
は
三
〇
～
三
九
歳
の
三
〇
代
で
︑
全
部
で
一
一
四
人
︑
全
体
の
四
九
・
一
四
％
を
占
め
て
い
る
︒
そ

の
次
に
多
い
の
は
二
〇
～
二
九
歳
の
二
〇
代
で
︑
六
七
人
︑
二
八
・
八
九
％
を
占
め
て
い
る
︒
三
番
目
に
多
い
の
は
四
〇
～
四
九
歳
の

四
〇
代
で
︑
二
五
人
︑
一
〇
・
七
六
％
を
占
め
て
い
る
︒
一
八
～
一
九
歳
の
学
生
は
四
人
し
か
な
く
︑
五
〇
代
も
二
人
︵
五
二
歳
一
人
︑

五
三
歳
一
人
︶
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
次
に
学
歴
の
面
で
は
旧
科
挙
試
験
の
合
格
者
が
多
く
︑
擧
人
出
身
者
は
八
一
人
︑
進
士
出
身
者
は

六
人
で
全
学
生
の
三
七
・
五
％
を
占
め
て
い
る
︒
最
後
に
︑
官
職
の
任
用
を
待
っ
て
い
る
中
下
級
官
吏
が
殆
ど
で
︑
そ
の
う
ち
地
方
の

県
知
事
の
待
機
者
と
中
央
官
庁
の
主
事
︵
現
在
の
課
長
級
相
当
︶
が
最
も
多
か
っ
た
︒
官
品
の
一
番
高
い
の
は
長
齢
と
い
う
男
で
︑
四

品
叙
さ
れ
て
い
る
︒
官
職
の
一
番
高
い
の
は
法
部
︵
司
法
省
相
当
︶
の
郎
中
︵
現
在
の
局
長
級
相
当
︶
を
務
め
て
い
た
李
懿
徳
で
あ
る
︒

以
上
は
京
師
法
律
学
堂
の
第
一
期
生
の
概
要
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
京
師
法
律
学
堂
は
全
部
で
﹁
一
期
生
の
甲
班
と
二
期
生
の
乙
班
を

募
集
し
︑
丙
班
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
で
京
師
法
政
学
堂
と
合
併

(

)

し
た
﹂
と
の
こ
と
で
︑
乙
班
と
丙
班
は
ど
れ
ぐ
ら
い
募
集
し
た
か
資
料

12
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が
な
く
把
握
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
五
〇
〇
人
説
︵
呉
朋
寿
︶︑
六
〇
〇
人
説
︵
小
河
︶︑
八
〇
〇
人
説
︵
塩
田
︶︑
一
〇
〇
〇
人
近
い

︵
趙
暁
耕

李
暁
暉
︶
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
中
で
︑
一
〇
〇
〇
人
近
い
数
字
が
事
実
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

(

)

れ
る
︒
13

学
生
の
募
集
︑
選
抜
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
よ
く
判
明
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
京
師
法
律
学
堂
の
司
法
実
務
者
の
育
成

の
趣
旨
を
み
れ
ば
︑
殆
ど
の
学
生
は
各
官
庁
か
ら
の
推
薦
に
よ
っ
て
進
学
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
学
校
で
監
獄
班
の

教
育
を
担
当
し
た
小
河
滋
次
郎
の
文
章
は
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
︒

﹁
法
律
学
堂
と
云
ふ
の
は
光
緒
三
二
年
︵
明
治
四
〇
年
│
原
文
の
ま
ま
︶
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
独
立
し
て
何
れ
に
も
属
し
て
居

ら
ぬ
︒
予
が
教
鞭
を
執
っ
て
居
た
の
は
即
ち
此
学
堂
で
︑
岡
田
︑
志
田
︑
松
岡
︑
岩
井
︑
中
村
等
の
諸
氏
も
亦
此
所
に
居
る
︒
此
所

に
は
現
在
約
六
百
名
程
の
生
徒
を
有
し
︑
既
に
速
成
班
︑
即
ち
一
年
半
程
教
育
し
た
生
徒
と
︑
完
全
班
と
称
し
て
︑
三
年
間
教
育
を

施
し
た
生
徒
と
前
後
二
回
の
卒
業
生
を
出
し
て
居
る
︒

﹁
予
が
受
持
っ
て
居
た
学
生
は
普
通
の
生
徒
と
は
異
な
っ
て
︑
予
が
教
育
を
受
け
し
め
ん
が
為
に
特
に
監
獄
班
と
云
ふ
も
の
に
各

地
方
か
ら
募
集
し
た
特
別
の
生
徒
で
あ
る
此
監
獄
班
は
表
面
法
部
即
ち
司
法
省
か
ら
法
律
学
堂
に
委
託
し
た
形
に
な
っ
て
あ
る
が
︑

実
際
は
矢
張
り
法
律
学
堂
の
経
営
に
一
任
せ
ら
れ
︑
法
部
と
は
殆
ど
何
等
の
交
渉
を
も
持
て
居
ら
ぬ
︒
其
監
獄
班
の
生
徒
が
総
計
約

百
二
十
人
︑
多
く
は
法
部
の
官
吏
或
は
大
理
院
其
他
の
裁
判
所
に
籍
を
有
し
て
居
る
人
々
か
ら
選
抜
し
た
も
の
で
︑
畢
業
の
上
は
監

獄
の
官
吏
と
し
て
実
務
の
衝
に
当
ら
し
む
る
筈
で

(

)

あ
る
︒﹂

14

京
師
法
律
学
堂
の
講
義
お
よ
び
学
生
の
勉
強
の
あ
り
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒
そ
の
講
義
ぶ
り
に
つ
い
て
は
︑
聴
講
し
た
学
生
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に
よ
っ
て
書
き
残
し
た
も
の
が
あ
ま
り
な
く
︑
実
態
は
良
く
分
か
ら
な
い
︒
京
師
法
律
学
堂
で
学
習
し
た
こ
と
が
あ
り
︑
一
九
一
二
年

夏
に
合
併
後
の
京
師
法
政
学
堂
一
級
正
科
法
律
班
で
卒
業
し
た
呉
朋
壽
が
そ
の
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
思
い
出
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る

が
︑
法
律
学
堂
に
対
し
て
は
批
判
的
な
口
調
で
記
し
︑
日
本
人
教
習
の
講
義
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
し
て
い
な
い
︒

む
し
ろ
︑
京
師
法
律
学
堂
の
講
義
の
風
景
を
よ
く
伝
え
て
く
れ
た
の
は
︑
当
時
東
京
大
学
法
科
大
学
の
教
員
を
務
め
て
い
た
塩
田
環

が
書
き
残
し
た
﹁
北
京
見
聞
録
﹂
で
あ
ろ
う
︒
彼
は
一
九
〇
八
年
春
︵
三
月
か
と
思
わ
れ
る
︶
に
中
国
と
韓
国
を
旅
行
し
︑
中
国
の
法

律
教
育
の
現
状
を
視
察
し
た
︒
帰
国
後
︑﹁
北
京
見
聞
録
﹂
と
題
す
る
文
章
を
作
成
し
︑
北
京
に
お
け
る
法
律
教
育
及
び
宗
教
事
情
の

見
聞
を
公
に
し
た
︒
こ
の
見
聞
録
か
ら
日
本
人
教
習
の
活
動
ぶ
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
彼
は
言
う
︒

﹁
余
ハ
一
日
北
京
ノ
城
西
ニ
岡
田
博
士
ヲ
訪
ヒ
テ
京
師
法
律
学
堂
ヲ
参
観
シ
タ
リ
︒
学
堂
ノ
面
積
約
五
百
坪
︑
建
物
ハ
凡
テ
西
洋

建
二
階
ニ
シ
テ
大
小
ノ
講
堂
四
ア
リ
︒
会
議
室
編
査
室
教
員
室
図
書
室
等
ノ
設
備
又
存
ス
︒
一
講
室
ニ
入
レ
バ
岩
井
学
士
戦
時
国
際

法
ヲ
講
ゼ
ラ
ル
ル
ア
リ
︒
二
百
ノ
生
徒
机
ニ
凭
リ
テ
講
本
ヲ
繙
キ
︑
通
訳
ノ
口
ヲ
動
カ
ス
秋
ニ
至
テ
始
メ
テ
眼
ヲ
書
ニ
移
シ
或
ハ
考

思
ス
ル
ア
リ
或
ハ
記
入
ス
ル
ア
リ
︒
而
モ
半
バ
ハ
無
意
識
ニ
席
ヲ
占
メ
タ
リ
ト
イ
フ
モ
ノ
ノ
如
シ
︒
転
ジ
テ
大
講
堂
ニ
至
ル
︑
四
百

ノ
生
徒
頻
リ
ニ
松
岡
学
士
ノ
民
法
講
義
ヲ
筆
記
シ
ツ
ツ
あ
り
︒
而
モ
其
態
度
ハ
尚
前
者
ト
異
ル
所
ナ
シ
︒
竊
カ
ニ
其
所
以
ヲ
訊
ス
ニ
︑

学
堂
監
督
ハ
常
ニ
毎
時
間
出
缺
簿
ヲ
拉
シ
テ
出
缺
ヲ
点
検
シ
欠
席
者
ハ
其
得
点
ヲ
減
少
セ
ラ
ル
ガ
為
メ
︑
彼
等
学
生
ハ
強
制
的
ニ
出

校
ス
ル
ナ
リ
︒
従
テ
出
校
ハ
単
ニ
其
義
務
ニ
過
ギ
ズ
︑
多
ク
ハ
学
問
ノ
研
究
ヲ
問
ハ
ズ
シ
テ
学
籍
ヲ
有
ス
ル
ヲ
誇
ト
ス
ル
ノ
ミ
︒
素

ヨ
リ
全
部
斯
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
以
テ
充
サ
ル
ル
ニ
非
ズ
︒
中
ニ
ハ
極
メ
テ
真
摯
着
実
ニ
研
学
ヲ
積
ム
モ
ノ
ア
リ
︒
試
験
ノ
答
案
間
々
教

授
ヲ
驚
カ
ス
モ
ノ
ア
リ
ト
イ
フ
︒
唯
概
観
ス
レ
バ
法
律
ノ
名
ヲ
喜
ン
デ
実
ヲ
顧
ミ
ザ
ル
ノ
徒
半
バ
ニ
居
ル
ヲ
聞
キ
︑
顧
ミ
テ
我
学
界
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ノ
現
状
ニ
比
シ
其
相
似
タ
ル
弱
点
ノ
不
幸
ナ
ル
コ
ト
ヲ

(

)

悲
ム
︒﹂

15

塩
田
の
文
章
か
ら
京
師
法
律
学
堂
の
教
育
の
事
情
が
窺
わ
れ
る
︒
ま
ず
︑
一
つ
の
ク
ラ
ス
に
は
履
修
者
が
多
く
︑
二
〇
〇
人
～
四
〇

〇
人
に
も
上
り
︑
教
育
の
効
果
が
推
し
て
わ
か
る
︒
次
に
︑
学
生
は
日
本
語
が
分
か
ら
ず
︑
日
本
人
教
員
は
中
国
語
が
語
れ
な
い
た
め
︑

講
義
は
通
訳
を
介
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
講
義
の
内
容
が
ど
れ
ぐ
ら
い
正
し
く
学
生
に
伝
わ
っ
た
か

は
判
明
し
な
い
︒
第
三
に
︑
学
生
は
出
欠
の
取
締
り
が
厳
し
か
っ
た
た
め
︑
講
義
に
こ
そ
出
る
も
の
の
︑
意
欲
的
に
法
学
の
勉
強
に
熱

心
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
は
や
や
半
分
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ
た
と
︑
塩
田
が
観
察
し
て
い
た
︒
た
だ
中
に
も
試
験
成
績
が
教
員
を
驚
か

せ
た
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

塩
田
の
観
察
で
得
た
結
果
と
比
べ
れ
ば
︑
小
河
は
自
分
が
教
え
た
学
生
に
対
し
満
足
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
︒

﹁
学
生
の
教
育
程
度
年
齢
等
は
非
常
に
不
同
で
︑
中
に
は
高
級
の
官
吏
も
居
り
︑
従
っ
て
年
も
相
応
に
長
じ
︑
学
識
経
験
に
も
富

ん
だ
の
が
少
な
か
ら
ぬ
︒
一
方
に
は
年
も
若
く
未
だ
完
全
の
学
歴
を
有
っ
て
居
ら
ぬ
と
云
ふ
人
も
交
っ
て
居
る
︒
然
し
学
生
の
多
く

は
非
常
に
趣
味
を
有
っ
て
熱
心
に
勉
強
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
数
回
に
行
っ
た
試
験
の
結
果
も
︑
概
し
て
優
秀
の
成
績
を
挙
ぐ
る

こ
と
が
出
来
て
︑
余
は
勿
論
︑
学
校
当
局
も
亦
大
に
満
足
し
た
次
第
で

(

)

あ
る
︒﹂
と
︒

16

し
か
し
︑
修
訂
法
律
館
の
付
属
学
校
の
形
で
開
校
し
た
京
師
法
律
学
堂
は
そ
の
状
態
を
一
年
し
か
維
持
し
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
︒
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﹁
然
れ
ど
も
教
育
事
業
を
以
て
独
立
せ
し
め
ざ
る
は
其
本
旨
ニ
叶
わ
ざ
る
も
の
あ
る
を
以
て
昨
光
緒
三
三
年
九
月
三
〇
日
を
以
て

京
師
法
律
学
堂
の
独
立
を
見
る
に
至
り
法
部
直
轄
と
し
て
毎
年
一
〇
万
両
の
特
別
会
計
の
下
に
愈
々
其
事
務
を
拡
張
す
る
こ
と
と
な

(

)

れ
り
﹂
17

と
あ
る
よ
う
に
︑
翌
年
か
ら
︑
法
律
学
堂
は
修
訂
法
律
館
の
直
轄
か
ら
法
部
の
管
轄
と
変
わ
っ
た
︒

そ
し
て
︑
京
師
法
律
学
堂
が
開
設
さ
れ
た
同
じ
年
︑
す
な
わ
ち
光
緒
三
二
年
一
二
月
二
〇
日
︵
一
九
〇
七
年
二
月
二
日
︶
に
︑
学
部

︵
教
育
省
︶
は
京
師
法
政
学
堂
の
開
設
の
上
奏
文
及
び
学
堂
章
程
を
呈
出
し
︑
勅
旨
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
︒
光
緒
三
三
年
︑
京
師
法

政
学
堂
は
京
師
法
律
学
堂
よ
り
一
年
遅
れ
て
正
式
に
開
校
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
北
京
に
は
京
師
法
律
学
堂
と
京

師
法
政
学
堂
と
い
う
法
律
の
専
門
教
育
機
関
が
二
校
も
開
設
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
︒
財
政
が
逼
迫
し
︑
法
律
教
員
も
不
足
し
て
い
た

そ
の
時
期
に
︑
法
律
に
関
す
る
専
門
教
育
機
関
を
二
校
も
経
営
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
っ
た
ろ
う
︒

﹁
京
師
法
政
学
堂
章
程
﹂
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
学
堂
は
学
制
を
五
年
と
し
て
お
り
︑
最
初
の
二
年
は
予
科
︵
予
備
科
︶
と
し
︑
後
の
三

年
は
正
科
と
す
る
︒
正
科
に
は
政
治
門
︵
専
攻
︶
と
法
律
門
︵
専
攻
︶
に
分
け
︑
予
科
の
学
修
が
修
了
し
︑
正
科
に
進
学
し
た
後
に
専

攻
を
選
ん
で
学
修
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
︒
同
時
に
︑
政
治
家
を
育
成
す
る
た
め
に
︑
三
年
制
の
別
科
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑

各
中
央
機
関
に
就
職
し
た
新
入
職
員
の
研
修
及
び
整
理
さ
れ
た
職
員
の
再
学
習
の
た
め
に
︑
講
習
科
も
設
置
さ
れ
︑
学
習
の
時
間
は
一

年
半
と
さ
れ
て
い
る
︒
予
備
科
の
入
学
者
の
年
齢
は
二
〇
～
二
五
歳
以
下
︑
別
科
の
入
学
者
の
年
齢
は
三
五
歳
以
下
と
さ
れ
て
い
た
︒

そ
し
て
︑
予
備
科
と
別
科
の
定
員
は
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
人
と
一
〇
〇
人
で

(

)

あ
る
︒
18
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こ
の
二
校
の
相
違
や
特
徴
及
び
そ
の
後
の
変
遷
に
つ
い
て
︑
京
師
法
政
学
堂
の
開
校
年
に
入
学
し
︑
一
九
一
二
年
に
卒
業
し
た
同
校

の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
呉
朋
寿
は
次
の
よ
う
な
思
い
出
を
書
い
た
の
で
︑
そ
れ
を
引
用
し
て
お
き
た
い
︒

﹁
京
師
法
律
学
堂
は
計
甲
乙
二
班
を
募
集
し
︑
修
了
者
は
約
五
〇
〇
人
で
あ
る
︒
京
師
法
政
学
堂
は
一
九
〇
七
年
に
ま
ず
別
科
と

予
備
科
の
二
科
を
開
設
し
︑
以
後
毎
年
別
科
と
予
備
科
の
学
生
を
募
集
し
て
い
た
︒
別
科
は
三
年
で
修
了
し
︑
京
師
法
律
学
堂
の
程

度
に
近
い
︒
予
備
科
は
二
年
で
修
了
し
た
の
ち
正
科
に
進
学
し
︑
三
年
で
修
了
す
る
︒
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
一
二
年
に
か
け
て
約

三
〇
〇
人
の
修
了
者
が
送
り
出
さ
れ
た
︒
京
師
法
政
学
堂
で
設
置
さ
れ
た
科
目
は
人
倫
道
徳
が
重
視
さ
れ
︑
体
育
の
科
目
も
設
け
ら

れ
て
い
た
︒
正
科
は
直
接
日
本
語
で
聴
講
し
︑
学
生
寮
が
付
い
て
い
た
︒
こ
れ
は
京
師
法
律
学
堂
と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
京
師
法

律
学
堂
は
丙
班
を
募
集
し
て
間
も
な
く
閉
鎖
さ
れ
︑
学
生
は
京
師
法
政
学
堂
に
吸
収
さ
れ
た
︒
同
時
に
財
政
部
所
属
の
財
政
学
堂
の

学
生
も
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
一
九
一
二
年
︑
京
師
法
政
学
堂
は
北
京
法
政
専
門
学
校
に
名
称
変
更
し
︑
政
治
︑
法
律
︑
経
済
の

三
科
に
分
け
ら
れ
た
︒
こ
れ
を
も
っ
て
京
師
法
政
学
堂
は
終
結
を
遂
げ
た
こ
と
に

(

)

な
る
︒﹂

19

従
来
︑
法
律
修
訂
館
に
法
律
学
堂
を
設
け
る
こ
と
は
新
し
い
法
体
制
が
整
備
さ
れ
た
と
き
︑
法
の
施
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
た

め
の
人
材
育
成
に
目
的
を
置
い
て
い
た
︒
法
律
修
訂
館
の
業
務
は
旧
法
の
見
直
し
と
新
法
の
編
纂
で
あ
り
︑
教
育
で
は
な
か
っ
た
︒
し

た
が
っ
て
︑
京
師
法
政
学
堂
が
開
校
さ
れ
る
に
伴
い
︑
京
師
法
律
学
堂
の
存
続
が
問
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
上
記
の
説
明
で
示

さ
れ
た
よ
う
に
︑
京
師
法
律
学
堂
が
第
三
期
生
の
募
集
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
す
な
わ
ち
わ
ず
か
三
年
間
の
足
跡
を
残
し
て
一
九
〇

八
年
に
京
師
法
政
学
堂
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
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京
師
法
律
学
堂
お
よ
び
学
生
た
ち
が
中
国
社
会
に
対
し
い
か
な
る
貢
献
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
同
校
の
存

立
時
間
が
短
く
︑
法
整
備
事
業
も
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
た
め
︑
正
し
い
評
価
を
下
す
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
︒

た
だ
︑
趙
暁
耕
︑
李
暁
暉
が
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
︒﹁
京
師
法
律
学
堂
の
創
立
に
よ
っ
て
夥
し
い
人
材
が
育
成
さ
れ
︑
中
国
法

制
の
整
備
に
あ
る
程
度
の
貢
献
を
し
て
い
た
︒
そ
の
学
校
で
教
育
を
受
け
た
人
材
は
そ
の
後
の
政
治
や
法
整
備
活
動
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
一
〇
年
冬
に
法
律
学
堂
を
修
了
し
た
熊
煜
︑
王
克
忠
ら
が
北
京
法
学
会
を
創
立
し
︑
さ
ら
に
一
九
一
一

年
に
政
法
研
究
所
を
設
立
し
た
︒
京
師
法
律
学
堂
の
設
立
に
刺
激
さ
れ
て
︑
全
国
で
法
律
を
学
習
す
る
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
さ
れ
︑
法

律
学
堂
は
各
省
で
雨
後
の
竹
の
子
の
よ
う
に
相
次
い
で
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
う
ち
に
︑
袁
世
凱
が
創
立
し
た
北
洋
法
政

学
堂
等
が
良
く
知
ら
れ
︑
法
知
識
の
普
及
︑
法
思
想
の
変
革
が
促
さ
れ
た
︒
そ
れ
以
来
中
国
の
法
学
教
育
は
斬
新
な
段
階
に
入

(

)

っ
た
︒﹂

20

ま
た
︑
李
貴
連
の
紹
介
に
よ
れ
ば
︑
北
京
法
学
会
は
沈
家
本
か
ら
大
き
な
支
持
を
受
け
た
︒
沈
は
自
ら
法
学
会
の
初
代
会
長
ま
で
務
め

た
︒
北
京
法
学
会
は
﹃
法
学
会
雑
誌
﹄
と
い
う
研
究
誌
を
創
刊
し
︑
近
代
的
法
学
の
宣
伝
の
た
め
に
あ
る
べ
き
貢
献
を
し
て
い
た
と

(

)

い
う
︒
21そ

の
ほ
か
に
さ
ら
に
取
り
上
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
京
師
法
律
学
堂
の
教
員
を
担
当
し
︑
同
時
に
北
京
法
学
会
の
会

員
で
も
あ
る
汪
有
齢
が
法
学
会
の
会
員
と
手
を
組
ん
で
合
資
で
私
立
朝
陽
大
学
を
創
立
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
同
大
学
は
中
華
民
国
が
樹

立
さ
れ
た
一
九
一
二
年
に
創
立
さ
れ
た
も
の
で
︑
法
学
の
研
究
を
重
視
し
︑
学
校
の
管
理
が
厳
し
い
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た
︒
こ
の
大

学
に
は
日
本
人
法
学
学
者
岡
田
朝
太
郎
︑
巌
谷

藏
︑
中
国
人
の
民
法
学
者
余
棨
昌
︑
民
事
訴
訟
法
学
者
石
志
泉
︑
著
名
な
弁
護
士
・

荪

社
会
活
動
家
江
庸
︑
ロ
ー
マ
法
学
者
黄
右
昌
と
い
っ
た
内
外
の
著
名
な
学
者
が
招
聘
さ
れ
教
育
に
あ
た
っ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ

の
大
学
か
ら
数
多
く
の
優
秀
な
学
生
が
送
り
出
さ
れ
︑
歴
年
の
高
等
文
官
試
験
並
び
に
司
法
官
試
験
を
受
け
た
同
大
学
出
身
の
受
験
者
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は
常
に
高
い
合
格
率
を
維
持
し
︑
試
験
成
績
も
高
い
順
位
を
占
め
て
い
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
同
大
学
は
当
時
の
教
育
部
と
司
法
部
か
ら

褒
賞
を
何
回
も
受
賞
し
て
い
た
︒
朝
陽
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
陶
希
聖
が
﹁
朝
陽
大
学
二
三
事
﹂
を
著
し
︑﹁
中
国
の
法
学
お
よ

び
司
法
界
に
お
い
て
︑
朝
陽
大
学
出
身
者
は
第
一
流
︑
ま
た
は
主
流
を
占
め
て
い
る
︒
法
学
教
育
の
歴
史
上
で
は
朝
陽
大
学
は
首
位
を

占
め
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
高
く
評
価
し
て

(

)

い
た
︒
そ
の
当
時
︑
法
学
界
で
は
﹁
南
東
呉
︑
北
朝
陽
﹂︵
南
方
に
は
東
呉
大
学
が
あ
り
︑

22

北
方
に
は
朝
陽
大
学
が
あ
る
と
の
意
︶
お
よ
び
﹁
無
朝
不
成
院
﹂︵
朝
陽
大
学
の
卒
業
生
が
い
な
け
れ
ば
裁
判
所
が
成
り
立
た
な
い
と

の
意
味
︶
と
の
説
さ
え
あ

(

)

っ
た
︒
一
九
四
九
年
八
月
五
日
︑
朝
陽
大
学
は
中
国
共
産
党
に
接
収
さ
れ
︑
中
国
政
法
大
学
と
改
名
さ
れ
た
︒

23

さ
ら
に
︑
一
九
五
〇
年
二
月
︑
共
産
党
が
直
接
に
創
立
し
た
華
北
大
学
を
基
盤
に
中
国
政
法
大
学
を
吸
収
し
て
中
国
人
民
大
学
と
し
て

再
出
発
し
た
︒
そ
れ
以
来
︑
朝
陽
大
学
の
法
学
教
育
は
人
民
大
学
に
継
が
れ
︑
そ
の
後
挫
折
等
も
遭
わ
さ
れ
た
が
︑
朝
陽
大
学
の
法
学

研
究
の
伝
統
は
依
然
と
し
て
中
国
人
民
大
学
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

上
記
の
経
緯
を
踏
ま
え
︑
京
師
法
律
学
堂
の
最
大
の
貢
献
は
︑
そ
の
教
員
た
ち
と
学
生
が
私
立
朝
陽
大
学
と
い
う
中
国
の
法
学
教
育

史
上
で
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
教
育
機
関
の
創
立
に
加
わ
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
︒

三

京
師
法
律
学
堂
に
お
け
る
日
本
人
教
員
の
教
育
状
況

修
訂
法
律
館
は
法
律
学
堂
の
開
校
の
準
備
と
同
時
に
︑
日
本
か
ら
法
学
教
員
の
招
聘
に
努
め
て
い
た
︒
最
初
に
招
聘
を
受
け
︑
学
堂

の
開
校
と
ほ
ぼ
同
時
に
中
国
に
赴
任
し
た
の
は
刑
法
学
者
の
岡
田
朝
太
郎
と
裁
判
官
兼
民
法
学
者
の
松
岡
義
正
の
二
人
で
あ
る
︒
そ
の

後
ま
も
な
く
︑
監
獄
事
務
官
の
小
河
滋
次
郎
と
商
法
学
者
の
志
田
鉀
太
郎
諸
氏
も
招
聘
を
受
け
中
国
に
赴
任
し
た
︒
彼
ら
を
招
聘
す
る
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契
約
の
内
容
か
ら
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
岡
田
ら
四
人
に
与
え
ら
れ
た
仕
事

は
京
師
法
律
学
堂
で
法
学
や
法
律
等
の
講
義
を
担
当
す
る
こ
と
と
︑
修
訂
法
律
館
で

法
律
案
の
調
査
と
起
案
を
担
当
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
前
述
し
た
京
師
法
律

学
堂
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
れ
ば
︑
法
律
学
堂
で
開
講
予
定
の
専
門
法
律
課
程
は
殆

ど
中
国
で
ま
だ
起
草
︑
公
布
さ
れ
て
い
な
い
法
律
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の

よ
う
な
背
景
の
下
に
︑
専
門
法
律
科
目
の
講
義
を
担
当
す
る
日
本
人
教
員
が
講
義
に

使
わ
れ
る
教
材
は
日
本
の
現
行
法
︑
日
本
国
内
で
使
用
さ
れ
て
い
る
法
学
教
科
書
な

い
し
中
国
の
た
め
に
起
草
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
法
律
案
を
頼
り
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
中
国
の
近
代
的
法
学
教
育
が
全
面
的
に
大
陸
法
系
に
傾
い

て
し
ま
っ
た
最
も
重
要
な
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
具
体
的
な
分
析
に
つ

い
て
は
後
日
に
譲
る
が
︑
表
�
が
法
律
学
堂
の
日
本
人
教
員
が
担
当
し
た
科
目
の
一

覧
で
あ
る
︒

表
�
で
判
明
さ
れ
た
よ
う
に
教
員
六
人
中
に
担
当
の
講
義
科
目
数
が
一
番
多
か
っ

た
の
は
岡
田
朝
太
郎
で
︑
法
学
通
論
︑
憲
法
学
︑
行
政
法
︑
刑
法
総
則
︑
刑
法
分
則
︑

裁
判
所
構
成
法
︑
刑
事
訴
訟
法
︑
法
院
編
制
法
︑
計
八
つ
も
担
当
し
て
い
た
︒
次
は

松
岡
義
正
で
︑
か
れ
が
担
当
し
た
の
は
民
法
総
則
︑
物
権
法
︑
債
権
法
︑
親
族
法
︑

相
続
法
︑
民
事
訴
訟
法
︑
破
産
法
の
計
八
科
目
で
あ
る
が
︑
親
族
法
と
相
続
法
は
中
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表� 日本人教員の分担した講義科目

出典：筆者が関係史料に基づいて作成

同上国際法、国法学

松岡 義正

岩井 尊文

同上
民法総則、物権法、債権法、親族法、
相続法、民事訴訟法、破産法、

京師大学堂

京師法律学堂
（京師法政学堂)

岡田朝太郎
法学通論、憲法学、行政法、刑法総
則、刑法分則、裁判所構成法、刑事
訴訟法、法院編制法

京師大学堂

分担した講義名 兼職した場所主な講義場所氏名

不明同上不明中村 襄

不明同上
商法、会社法、船舶法、有価証券法、
国際私法

志田鉀太郎

京師大学堂同上監獄学、監獄法小河滋次郎

不明



国
語
に
翻
訳
し
た
講
義
の
内
容
か
ら
み
れ
ば
︑
わ
ず
か
言
及
し
た
程
度
で
︑
一
科
目
と
し
て
計
上
さ
れ
る
の
は
や
や
無
理
の
よ
う
で
あ

る
︒
そ
の
後
は
志
田
鉀
太
郎
︑
小
河
滋
次
郎
︑
岩
井
尊
文
の
順
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
日
本
人
教
員
は
漢
文
の
造
詣
が
深
い
が
︑
直
接
に
中
国
語
で
講
義
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
︒
従
っ
て

彼
ら
の
講
義
は
通
訳
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
塩
田
の
文
章
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

﹁
法
律
学
堂
ニ
於
テ
学
生
ガ
研
究
ス
ベ
キ
課
目
ハ
民
法
商
法
刑
法
刑
事
訴
訟
法
民
事
訴
訟
法
監
獄
学
及
国
際
法
ナ
リ
︒
之
等
ノ
課

目
中
現
在
ニ
於
テ
尚
開
講
セ
ラ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
モ
是
レ
学
堂
ガ
設
立
後
未
ダ
二
星
霜
ヲ
経
ザ
ル
今
日
ニ
在
テ
ハ
止
ム
ヲ
得
ザ

ル
ナ
リ
︒
講
師
ハ
日
本
人
ニ
シ
テ
岡
田
博
士
ハ
刑
法
及
刑
事
訴
訟
法
ヲ
松
岡
学
士
ハ
民
法
及
民
事
訴
訟
法
ヲ
岩
井
学
士
ハ
国
際
法
ヲ

新
任
ノ
小
河
博
士
ハ
監
獄
学
ヲ
担
任
セ
リ
︒
何
モ
悉
ク
通
訳
ヲ
介
シ
テ
講
義
ス
ル
ヲ
以
テ
多
ク
ハ
豫
メ
稿
本
ヲ
生
徒
ニ
交

(

)

付
ス
︒﹂

24

日
本
人
教
員
が
京
師
法
律
学
堂
で
行
っ
た
講
義
の
内
容
は
ま
ず
中
国
語
に
訳
し
て
学
生
に
交
付
し
た
た
め
︑
彼
ら
は
京
師
法
律
学
堂

の
た
め
に
貴
重
な
法
学
教
材
を
書
き
残
し
た
結
果
と
な
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
教
材
は
中
国
で
刊
行
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
ほ
ぼ
同
じ
時
間
内
に
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
汪
庚
年

が
編
集
者
を
務
め
︑
京
師
法
学
編
輯
社
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
︑
書
名
は
﹃
法
学
彙
編
︵
京
師
法
律
学
堂
講
義
︶﹄
と
さ
れ
て
い
る

︵
宣
統
三
年
五
月
一
五
日
︵
一
九
一
一
年
六
月
一
一
日
︶︒
他
の
一
つ
は
熊
元
翰
︵
元
楷
︶︑
熊
元
襄
兄
弟
が
編
集
者
を
務
め
︑
安
徽
法

学
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
︑
題
名
は
﹃
法
学
叢
書
︵
京
師
法
律
学
堂
筆
記
︶﹄
と
題
さ
れ
て
い
る
︒
出
版
時
間
は
一
か
月
遅
れ
て

の
宣
統
三
年
六
月
と
な
っ
て
い
る
︒
両
シ
リ
ー
ズ
は
と
も
に
二
二
冊
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
︑
や
や
異
な
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
て
い
る
︒
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汪
庚
年
が
編
集
し
た
シ
リ
ー
ズ
は
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
大
木
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
実
際
に
閲
覧
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
︒
熊
氏
兄
弟
の
編
集
に
よ
る
も
の
は
一
部
分
し
か
見
な
か
っ
た
が
︑
李
貴
連
が
そ
れ
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
︑
著
書
に

ま
と
め
て
公
開
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
両
シ
リ
ー
ズ
の
相
違
が
検
証
で
き
る
︒
両
方
の
構
成
を
一
つ
の
表
に
ま
と
め
て
比
較
し
て

み
る
と
︑
そ
の
相
違
が
一
目
瞭
然
と
な
る
の
で
︑
表
	
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

ま
ず
︑
汪
氏
編
集
の
も
の
は
﹃
法
学
彙
編
︵
京
師
法
律
学
堂
講
義
︶﹄
と
さ
れ
︑
熊
氏
編
集
の
も
の
は
﹃
法
律
叢
書
︵
京
師
法
律
学

堂
筆
記
︶﹄
と
さ
れ
て
お
り
︑
前
者
は
教
員
達
を
中
心
に
し
て
︑
教
員
の
講
義
を
刊
行
し
︑
後
者
は
学
生
を
中
心
に
し
て
︑
学
生
が
教

員
の
講
義
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
次
に
︑
多
く
の
書
名
が
異
な
る
︒
例
え
ば
︑
汪
庚
年

編
集
の
も
の
で
は
﹃
法
学
通
論
・
憲
法
・
行
政
法
﹄
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
︑
熊
氏
兄
弟
が
編
集
す
る
法
律
叢
書
で
は
﹃
法
学
通
論
﹄

と
﹃
法
学
通
論
・
憲
法
﹄
の
二
冊
と
さ
れ
︑
前
者
の
﹃
大
清
刑
法
総
則
﹄﹃
大
清
刑
法
分
則
﹄﹃
大
清
法
院
編
制
法
﹄
や
﹃
大
清
監
獄

律
﹄
な
ど
﹁
大
清
﹂
の
二
文
字
が
附
い
て
い
る
書
名
は
後
者
で
は
す
べ
て
﹁
大
清
﹂
と
い
う
二
文
字
が
削
除
さ
れ
た
︒﹃
物
権
法
・
債

権
法
﹄
は
﹃
民
法
物
権
﹄
と
﹃
民
法
債
権
・
総
論
・
各
論
﹄
と
さ
れ
︑
前
者
に
あ
っ
た
﹃
親
族
法
・
相
続
法
﹄
の
書
名
は
後
者
の
シ
リ

ー
ズ
か
ら
完
全
に
消
え
た
︒
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
頁
と
五
頁
し
か
な
か
っ
た
親
族
法
と
相
続
法
は
書
名
に
す
る
の
は
や
は
り
無
理
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
前
者
に
は
﹃
破
産
法
﹄
が
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄
の
巻
に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
後
者
は
そ
れ
を
単
独
の
一
巻

と
し
て
刊
行
し
て
い
る
︒
な
お
︑
前
者
に
﹃
経
済
学
・
財
政
学
﹄
と
一
冊
に
ま
と
め
て
い
た
も
の
を
﹃
経
済
学
﹄
と
﹃
財
政
学
﹄
の
二

冊
と
さ
れ
た
︒
第
四
に
︑
講
義
担
当
者
の
表
記
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
︒﹃
法
学
彙
編
﹄
で
は
﹃
国
際
私
法
﹄
の
講
義
者
を
志
田
鉀
太

郎
と
し
て
い
る
が
︑﹃
法
律
叢
書
﹄
で
は
岩
井
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
民
法
各
論
﹄
は
﹃
法
律
叢
書
﹄
に
お
い
て
講
義
担
当
者
を
志

田
鉀
太
郎
と
し
て
い
る
が
︑︵﹃
民
法
債
権

総
論
・
各
論
﹄︵
法
律
叢
書
第
十
冊
の
民
法
債
権
各
論
の
例
言
を
参
照
さ
れ
た
い
︒︶
法
律

153 松岡義正と北京「京師法律学堂」における民事法の教育について

─ 153 ─



法学論集 72 〔山梨学院大学〕 154

─ 154 ─

表� 京師法律学堂日本人教員の講義に関する二つのシリーズの書名比較

出典：①、東京大学東洋文化研究所大木文庫所蔵『法学彙編（京師法律学堂講義）』。全

部で四帙に分けられ、第一帙には第�〜
冊、第二帙には第�〜10冊（但し、第七冊は

上下二冊にわけられ、上冊は債権法総論、下冊は債権法各論・親族法・相続法とされて

いる）計�冊、第三帙には第11〜15冊（国法学・上）計
冊、 第四帙には第15冊（国

法学・下）〜18冊と附冊第一『経済学・理財学』、附冊第二『法学彙編名詞解・秋審条

例・審判要略』計�冊をそれぞれ収録されている。全部で22冊となっている。②、李貴

連『近代中国法制与法学』、北京大学出版社、2002年11月、第95頁。

出版社名 安徽法学社

刊行年月 宣統三年五月十五日発行

編集者名

出版社名 京師法学編輯社

汪庚年 熊元翰、熊元襄編集者名

講義者各巻書名番号

法律叢書②書名法学彙編①書名

刊行年月

宣統三年五月呈出、宣統三年六月二日
刊行、民国元年九月三日再版、民国二
年三月二四日三版、民国三年一二月一
五日四版

2286岡田大清刑法総則第二冊

岡田法学通論1329岡田
法学通論・憲法・

行政法
第一冊

講義者各巻書名番号頁数

岩井国法学4401松岡民法総則（上冊）第四冊

岩井国法学3145岡田大清刑法分則第三冊

岡田法学通論・憲法

民法・債権法第七冊上

岡田刑法分則6246松岡民法・物権法第六冊

岡田刑法総則5243松岡民法総則（下冊）第五冊

226志田商法総則第八冊

松岡民法総則8
253、10、
5

松岡
民法・債権法各論・
親族法・相続法

第七冊下

松岡民法総則7160松岡

商法総則11132、79志田手形法・船舶法第十冊

松岡民法債権・総論・各論10118志田会社法・手形法第九冊

松岡民法物権9

第十三冊

講義者表記なし
商法・有価証券・

船舶法
13252岡田刑事訴訟法第十二冊

志田商法・会社・商行為12238岡田大清法院編制法第十一冊

志田

岩井国法学（上巻）第十五冊上

岡田刑事訴訟法15184志田国際私法第十四冊

岡田法院編制法14233,112松岡民事訴訟法・破産法

18225岩井平時国際法第十六冊

松岡破産法17299岩井国法学（下巻）第十五冊下

松岡民事訴訟法16175

岩井国際公法20126、86小河大清監獄律・監獄学第十八冊

岩井国際私法19276岩井戦時国際法第十七冊

小河監獄学附監獄律

財政学2271、32，21
名詞解・秋審条款・
審判要略（吉同鈞述）

附冊第二

講義者表記なし

経済学21135、35
講義者名
表記なし

経済学・財政学附冊第一



叢
書
﹃
法
学
彙
編
﹄
で
は
松
岡
義
正
と
さ
れ
て
い
る
︒
明
ら
か
に
法
律
叢
書
の
表
記
が
間
違
っ
て
い
る
︒
最
後
に
︑
前
者
に
収
録
さ
れ

て
い
る
二
二
冊
目
の
﹃
名
詞
解
・
秋
審
条
款
・
審
判
要
略
﹄
は
後
者
に
よ
っ
て
除
か
れ
た
︒

つ
い
で
に
︑
汪
氏
編
集
の
叢
書
の
サ
イ
ズ
は
縦
二
〇
〇
ミ
リ
︑
横
は
一
五
〇
ミ
リ
で
︑
日
本
の
原
稿
の
Ａ


版
︵
二
一
五
×
一
五
〇

ミ
リ
︶
よ
り
や
や
小
さ
い
︒
な
お
︑
一
頁
に
は
一
三
行
︑
一
行
は
三
五
文
字
と
印
字
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
熊
氏
編
集
の
も
の

は
サ
イ
ズ
が
二
倍
近
く
大
き
い
︒

当
該
シ
リ
ー
ズ
の
存
在
は
当
時
︑
日
本
人
教
員
が
京
師
法
律
学
堂
で
講
義
し
た
具
体
的
な
内
容
を
調
べ
︑
中
国
の
近
代
法
と
日
本
法

と
の
関
係
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
掘
り
下
げ
る
の

を
控
え
︑
松
岡
義
正
が
担
当
し
た
民
事
関
係
法
律
の
講
義
内
容
に
メ
ス
を
加
え
︑
清
末
に
お
け
る
民
事
法
の
整
備
及
び
教
育
に
対
す
る

松
岡
の
役
割
を
分
析
し
て
み
た
い
︒

四

松
岡
義
正
が
担
当
し
た
民
事
法
の
講
義
状
況

表
	
に
掲
げ
ら
れ
た
書
目
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
松
岡
義
正
は
北
京
法
律
学
堂
で
民
法
総
則
︑
民
法
物
権
法
︑
民
法
債
権
法
︑
民
事

訴
訟
法
︑
破
産
法
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
東
京
大
学
法
学
部
近
代
法
制
資
料
室
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︵﹃
松
岡
義
正
関
係

文
書
﹄︵
東
京
大
学
法
学
部
近
代
立
法
過
程
研
究
会
編
集
︑
昭
和
五
〇
年
四
月
︶
と
題
す
る
資
料
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ

を
調
べ
て
み
る
と
︑
松
岡
義
正
が
担
当
し
た
講
義
の
手
書
き
原
稿
と
み
ら
れ
る
も
の
や
︑
彼
が
担
当
し
て
い
た
民
法
債
権
法
︑
物
権
法
︑

破
産
法
の
講
義
を
中
国
語
に
翻
訳
し
た
も
の
が
部
分
的
に
入
っ
て
い
る
︒
翻
訳
を
担
当
し
た
の
が
誰
だ
か
不
明
だ
が
︑
そ
の
ガ
リ
版
の
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印
刷
物
に
そ
れ
ぞ
れ
甲
班
︑
乙
班
︑
旧
班
︑
研
究
科
と
書
か
れ
て
い
た
た
め
︑
複
数
の
人
が
翻
訳
を
分
担
し
た
模
様
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

そ
の
中
国
語
訳
の
﹃
民
法
講
義
・
物
権
法
﹄︑﹃
破
産
法
講
義
﹄
を
﹃
法
学
彙
編
﹄
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
民
法
・
物
権
法
﹄︑﹃
破
産
法
﹄
と

そ
れ
ぞ
れ
照
合
し
て
み
た
結
果
︑
法
学
彙
編
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
こ
の
翻
訳
文
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒

ま
た
︑
こ
の
中
国
語
訳
の
講
義
に
所
々
で
日
本
語
に
よ
り
﹁
試
験
は
こ
こ
よ
り
﹂︑﹁
試
験
﹂
ま
た
は
◎
︑
○
の
印
が
付
い
て
い
る
︒
こ

れ
は
松
岡
義
正
が
こ
の
中
国
語
の
講
義
翻
訳
稿
に
目
を
通
し
︑
そ
れ
を
使
用
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
以
下
は
松
岡
が
担
当
し
た
民

法
論
総
則
︑
民
法
物
権
法
︑
民
法
債
権
法
︑
民
事
訴
訟
法
︑
破
産
法
の
順
で
検
証
し
︑
松
岡
の
講
義
内
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
︒

︵
�

︶
﹃
民
法
総
則
﹄
に
関
す
る
講
義
に
つ
い
て

表


に
示
さ
れ
た
の
は
﹃
松
岡
義
正
関
係
文
書
﹄
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
手
書
き
の
日
本
語
原
稿
﹃
民
法
総
則
﹄︑﹃
法
学
彙
編
﹄
の
上

下
二
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
中
国
訳
﹃
民
法
総
則
﹄︑
お
よ
び
明
治
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
松
岡
義
正
執
筆
の
﹃
民
法
論
総
則
︵
明
治

二
九
年
︶﹄
の
目
次
の
比
較
表
で
あ
る
︒

﹃
松
岡
義
正
関
係
文
書
﹄
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
手
書
き
の
日
本
語
原
稿
﹃
民
法
総
則
﹄
の
表
紙
に
﹁﹃
民
法
総
則
﹄︵
法
学
士

松
岡

義
正
講
述
︶﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
筆
跡
を
松
岡
の
も
の
と
照
合
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
明
ら
か
に
松
岡
が
書
い
た
も
の
で
は
な
く
︑

松
岡
が
北
京
法
律
学
堂
で
行
っ
た
民
法
総
則
講
義
を
日
本
語
の
堪
能
な
助
手
か
聴
講
者
ま
た
は
通
訳
の
担
当
者
が
採
取
し
た
メ
モ
の
よ

う
な
原
稿
で
あ
る
︒
メ
モ
に
は
︑
手
直
し
の
筆
跡
も
付
け
加
え
て
い
る
︒
こ
の
﹃
民
法
総
則
﹄
の
中
国
語
訳
は
同
関
係
文
書
に
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
が
︑
下
表
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
手
書
の
講
義
原
稿
の
目
次
は
中
国
語
訳
﹃
民
法
総
則
﹄
の
目
次
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

り
︑
た
だ
章
立
て
の
表
示
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
︒
刊
行
さ
れ
た
中
国
語
訳
の
﹃
民
法
総
則
﹄
は
こ
の
手
書
メ
モ
を
元
に
翻
訳
し
た
に
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表� 松岡義正の講義『民法総則』日本語手書きメモ、中国語訳刊行物と

日本における出版著書『民法論総則』の目次の対照

注釈：①東京大学法学部近代法制資料室（『松岡義正関係文書』（東京大学法学部近代立

法過程研究会編集、昭和50年	月）収蔵されている手書きの日本語原稿『民法総則』、

②は東京大学東洋文化研究所大木文庫所蔵『法学彙編』第	〜
巻の目次、③は松岡義

正著『民法論総則（明治29年）』（日本立法資料全集）信山社出版、平成18年月20日。

（原著は清水書店、明治40年�月�日発行）の目次（節以下の細目を省略した）に基づ

き筆者により作成した。

中国語訳刊行物の目次② 民法論総則の目次③

諸言

日本語手書メモの目次①

民法の意義第二章民法之意義第二章

第一章 民法之本質 第一章 民法の本質

緒論 諸論

民法の内容及び分類第四章民法之内容第四章

民法の沿革第三章民法之沿革第三章

総則法第一編第一編総論第一編

民法の系統第五章民法之系統第五章

民法の淵源第二章民法之淵源第二章

民法法規第一章民法法規第一章第一章 私権

民法の適用第四章民法之適用第四章

民法の効力第三章民法之効力第三章

権利及び義務第六章権利及義務第六章

民法関係第五章民法関係第五章

第二節権利之観念第二節

権利の観念第一節権利之観念第一節

第一節私権主体之観念第一節第一章 人（自然人）

私権の主体第七章私権之主体第七章私権の主体第二編

義務の観念

第三節法人第三節私権の客体第三編

自然人第二節自然人第二節第二章 法人

私権主体の観念

第一節私権客体之観念第一節第二章 無体物

私権の客体第八章私権之客体第八章
第一章 有体物（即ち
物）

法人

第三節無形的生活資料第三節

有体物（即ち物）第二節物即有体物第二節

私権客体の観念

第一節
私権之得喪及変更之意
義

第一節第一章 概念

私権の得喪及び変更第九章私権之得喪失及変更第九章私権の得喪及び変更第四編

無形的生産資料

第三節法律行為第三節第三章 法律行為

法律事実第二節法律事実第二節第二章 法律事実

私権の得喪及び変更の
観念

時（期日及期間）第四節時（期日及期間）第四節
第四章 時（期日及期
間）

法律行為



間
違
い
な
い
と
い
え
る
︒

筆
者
は
こ
の
日
本
語
に
よ
る
手
書
メ
モ
を
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
松
岡
の
著
書
﹃
民
法
論
総
則
︵
明
治
二
九
年
︶﹄
と
読
み
比
べ
て
み

た
︒
原
著
﹃
民
法
論
総
則
︵
明
治
二
九
年
︶﹄
は
目
次
だ
け
で
二
五
頁
に
及
び
︑
全
書
は
六
二
六
頁
の
厚
さ
で
︑
一
頁
は
お
よ
そ
四
三

四
文
字
で
印
刷
さ
れ
︑
延
べ
二
七
万
字
以
上
の
巨
著
と
い
え
よ
う
︒
他
方
︑
手
書
き
メ
モ
は
全
部
で
一
二
五
頁
︑
一
頁
に
約
二
六
四
文

字
し
か
な
く
︑
全
部
で
三
万
三
千
字
ぐ
ら
い
し
か
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
手
書
き
メ
モ
は
ま
さ
に
松
岡
の
原
著
の
濃
縮
版
に
過
ぎ

な
い
︒
た
だ
し
︑﹃
法
学
彙
編
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
中
国
語
訳
の
﹃
民
法
総
則
﹄
は
上
下
二
巻
と
さ
れ
て
お
り
︑
上
巻
は
四
〇
一
頁
︑

下
巻
は
二
四
三
頁
︑
合
計
六
四
四
頁
も
あ
る
︒
一
頁
に
は
約
四
五
〇
文
字
で
印
刷
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
文
字
数
は
日
本
語
の
原
著
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
と
に
か
く
︑
松
岡
義
正
は
北
京
法
律
学
堂
で
民
法
総
則
を
講
義
し
た
と
き
︑
自
分
の
著
書
を
教
科
書
と
し
て
使
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
松
岡
の
講
義
内
容
及
び
講
義
の
着
目
点
に
つ
い
て
は
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
以
下
は
松
岡

の
原
著
を
照
ら
し
な
が
ら
彼
が
北
京
で
講
義
し
た
民
法
総
則
の
内
容
を
説
明
し
て
み
た
い
︒

前
記
の
説
明
で
分
か
る
よ
う
に
︑
松
岡
の
原
著
﹃
民
法
論
総
則
﹄
は
内
容
が
充
実
し
た
も
の
に
対
し
︑
中
国
で
の
講
義
内
容
は
そ
の

十
分
の
一
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
但
し
︑
手
書
き
メ
モ
も
刊
行
さ
れ
た
中
国
語
訳
の
刊
行
物
も
原
著
の
内
容
を
全
部
カ
バ
ー
し
て
い
る
︒

原
著
の
内
容
を
す
べ
て
講
義
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
二
つ
推
測
さ
れ
る
︒
一
つ
は
塩
田
の
現
地
見
学
の
エ
ッ
セ
ー
に
書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
ク
ラ
ス
の
履
修
人
数
が
多
す
ぎ
︑
且
つ
︑
講
義
は
通
訳
を
介
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
︑
そ
の
講
義
速
度
は
控
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
二
つ
目
は
学
生
の
法
律
に
関
す
る
知
識
が
少
な
い
た
め
︑
全
く
新
し
い
近
代
的
民
法
に
対
す
る
理
解
は
難
し
か
っ

た
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
講
義
す
る
と
き
︑
法
律
の
概
念
︑
意
義
や
主
な
も
の
し
か
説
明
で
き
な
い
︒
こ
れ
は
手
書
き
メ
モ
で
も

判
明
し
て
い
る
︒
以
下
は
﹃
法
学
彙
編
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
中
国
語
訳
の
﹃
民
法
総
則
﹄
を
も
と
に
松
岡
が
京
師
学
堂
で
行
っ
た
民
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法
教
育
の
模
様
を
検
証
し
て
み
た
い
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
日
本
民
法
は
ド
イ
ツ
の
民
法
を
参
照
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
の
民
法
は
成
文
法
︑
法
律
概
念
︑
法

律
の
構
成
を
重
視
す
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
理
論
に
基
づ
い
て
︑
総
則
編
︑
債
権
法
︑
物
権
法
︑
親
族
法
︑
相
続
法
の
五
編
体
制
と
し

て
編
纂
さ
れ
た
︒
日
本
は
そ
れ
を
倣
っ
た
と
き
︑
同
じ
く
五
編
体
制
を
採
用
し
た
が
︑
債
権
法
と
物
権
法
の
順
序
を
逆
に
し
て
︑
総
則
︑

物
権
法
︑
債
権
法
︑
親
族
法
︑
相
続
法
と
い
う
日
本
民
法
典
を
定
め
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
相
違
に
関
し
て
松
岡
は
京
師
学
堂
の
学
生
に

次
の
よ
う
に
解
説
し
た
︒﹁
債
権
は
物
権
か
ら
生
じ
る
も
の
で
︑
事
務
の
発
生
順
序
と
し
て
は
必
ず
や
ま
ず
物
権
が
あ
っ
て
の
ち
債
権

が
発
生
す
る
の
で
あ
る
が
︑
ド
イ
ツ
は
債
権
を
先
に
定
め
た
の
は
︑
総
則
の
次
に
債
権
法
の
適
用
範
囲
が
最
も
広
く
︑
人
類
の
生
活
関

係
に
も
債
に
関
す
る
も
の
が
多
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
日
本
の
民
法
は
物
権
法
の
次
に
債
権
法
を
定
め
た
の
は

事
務
の
発
生
す
る
順
番
を
重
視
し
︑
ド
イ
ツ
は
使
用
範
囲
の
広
さ
に
注
目
し
た
こ
と
に
あ
る

(

)

﹂
と
︒
上
記
の
相
違
を
踏
ま
え
︑
松
岡
義

25

正
は
︑
自
国
日
本
の
民
法
体
系
︑
即
ち
総
則
︑
物
権
法
︑
債
権
法
︑
親
族
法
︑
相
続
法
の
順
番
で
民
法
講
義
を
行
っ
て
い
た
︒

松
岡
は
名
義
上
︑
京
師
法
律
学
堂
の
教
員
と
し
て
招
聘
を
受
け
て
中
国
に
渡
航
し
た
が
︑
与
え
ら
れ
た
最
も
重
要
な
課
題
は
む
し
ろ

清
朝
廷
の
た
め
に
今
ま
で
な
か
っ
た
斬
新
な
民
法
典
を
起
草
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
国
の
学
生
に
新
し
い
民
法
を
理
解

さ
せ
る
た
め
に
︑
松
岡
は
民
法
の
具
体
的
内
容
を
講
義
す
る
と
と
も
に
︑
民
法
の
実
質
に
関
す
る
学
修
︑
研
究
お
よ
び
理
解
を
求
め
て

い
た
︒
彼
は
講
義
の
冒
頭
に
︑
民
法
の
学
修
は
形
式
に
拘
ら
ず
に
そ
の
精
神
へ
の
理
解
に
重
き
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
学
習

の
方
法
を
強
調
し
て
見
せ
た
︒
彼
は
次
の
三
点
を
取
り
上
げ
て
い
た
︒

﹁
第
一
に
︑
形
式
に
拘
っ
て
は
い
け
な
い
︒
形
式
に
拘
れ
ば
何
も
習
得
で
き
な
い
︒
と
り
わ
け
法
律
学
の
学
習
者
は
そ
れ
を
戒
め
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
形
式
に
拘
る
な
ら
ば
︑
法
律
の
精
神
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
︑
法
律
に
よ
り
害
わ
れ
か
ね

な
い
︒
ど
の
国
で
も
そ
の
国
な
り
の
法
律
が
あ
り
︑
そ
の
法
律
を
遵
守
さ
せ
る
に
は
形
式
で
は
な
く
精
神
に
よ
る
︒
と
に
か
く
法
律

に
精
神
を
入
れ
れ
ば
国
が
強
く
な
り
︑
精
神
を
込
め
な
け
れ
ば
国
が
弱
く
な
る
︒
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
に
大
法
律
家
が
最
も
多
く
︑
そ

の
国
が
ま
す
ま
す
強
く
な
り
︑
歴
史
上
黄
金
時
代
と
呼
ば
れ
た
︒
法
律
に
精
神
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
︒
末
世
に
至
っ
て
形
式

の
み
に
拘
り
︑
法
律
の
適
用
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
た
め
︑
衰
微
に
至
っ
た
こ
と
と
な
っ
た
︒﹂

﹁
第
二
に
︑
書
物
の
精
微
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
法
律
家
の
学
説
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
︒
況
や
学
術
が
進
ん
で
い
る
時

代
に
あ
た
り
︑
前
人
が
著
し
た
書
物
に
後
人
に
よ
っ
て
批
判
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
︒
重
要
な
の
は
そ
の

精
微
を
見
き
わ
め
︑
そ
の
優
れ
る
と
こ
ろ
を
取
り
入
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
故
に
学
説
を
研
究
す
る
に
は
︑
必
ず
や
そ
の
学
説
の
是
非

を
理
解
し
て
は
じ
め
て
そ
の
学
習
が
有
益
と
な
る
︒
先
人
の
旧
説
を
守
り
︑
選
択
取
捨
を
知
ら
な
け
れ
ば
︑
必
ず
や
盲
従
に
な
っ
て

し
ま
う
︒﹂

﹁
第
三
に
︑
学
習
の
姿
勢
を
正
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
学
問
は
少
し
勉
強
し
た
だ
け
で
習
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
法

律
学
は
短
期
間
で
精
通
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
学
習
は
事
務
処
理
と
違
い
︑
学
問
の
全
部
を
研
究
し
︑
す
べ
て
理
解
で
き
た
と
き

こ
そ
︑
発
し
た
議
論
が
適
切
な
も
の
と
な
る
︒
深
く
研
究
し
て
そ
の
理
屈
を
完
璧
に
理
解
せ
ず
に
発
し
た
議
論
は
必
ず
的
外
れ
て
し

ま
う
︒
こ
れ
も
法
学
者
が
犯
し
や
す
い
病
気
で
あ
る
︒
平
時
学
問
に
対
す
る
理
解
が
で
き
な
け
れ
ば
︑
法
的
業
務
に
従
事
す
る
よ
う

に
な
っ
た
場
合
︑
呆
然
と
し
て
着
手
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
︑
自
分
が
辛
い
ば
か
り
で
な
く
︑
国
や
社
会
も
そ
の
害
を
受
け
て
し
ま

う
︒
学
問
に
触
れ
た
だ
け
で
止
め
る
弊
害
を
克
服
す
る
に
は
︑
分
析
︑
沿
革
︑
比
較
︑
哲
理
と
い
っ
た
四
つ
の
方
法
を
使
え
ば

(

)

よ
い
︒﹂

26
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松
岡
は
ま
た
︑
民
法
の
本
質
は
︑
国
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
り
︑
民
法
を
軽
視
す
れ
ば
国
の
滅
亡
に
繋
が
る
と
強
調
し
て
い

た
︒
彼
が
言
う
︒﹁
民
法
は
ほ
か
の
法
律
と
同
じ
よ
う
に
国
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
︑
秩
序
の
維
持
は
人

類
の
共
同
生
活
を
保
全
す
る
必
要
な
条
件
で
あ
る
︒
歴
史
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
秩
序
を
重
視
す
る
人
類
は
発
達
し
︑
そ
れ
を
軽
視
す

る
も
の
は
滅
亡
す
る
︒
そ
れ
が
故
に
︑
国
が
そ
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
人
類
の
行
為
に
関
す
る
法
則
を
設
け
る
と
と
も
に
︑
こ
れ

ら
の
法
律
を
実
現
さ
せ
る
に
は
効
力
上
も
っ
と
も
適
切
な
法
則
を
作
る
の
で
あ
る
︒
民
法
は
前
者
の
法
則
に
属
し
︑
民
事
訴
訟
法
は
後

者
の
法
則
に
属

(

)

す
る
︒﹂

27

松
岡
は
学
生
に
対
し
て
民
法
が
全
国
に
施
行
で
き
る
か
ど
う
か
は
そ
の
形
式
如
何
で
は
な
く
︑
そ
の
実
質
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
と

戒
め
た
︒﹁
法
に
は
実
質
と
形
式
が
あ
る
︒
実
質
は
人
間
の
精
神
に
あ
た
り
︑
形
式
は
人
間
の
容
貌
に
あ
た
る
︒
⁝
⁝
按
ず
る
に
法
と

は
必
ず
実
質
と
形
式
か
ら
構
成
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
形
式
あ
り
実
質
の
な
い
法
は
悪
法
で
あ
り
︑
明
ら
か
な
の
は
法
が
必
ず
や
ま
ず
実

質
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
民
法
は
そ
の
国
の
風
習
︑
人
情
︑
慣
習
を
研
究
し
た
う
え
に
で
き
た
も
の
で
︑
そ
れ

に
反
す
る
も
の
は
全
国
で
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
法
律
が
定
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
国
で
施
行
で
き

な
か
っ
た
も
の
は
︑
必
ず
実
質
上
に
欠
陥
が
存
在
し
て

(

)

い
る
︒﹂

28

続
い
て
松
岡
は
民
法
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
︒﹁
民
法
の
実
質
的
意
義
は
広
義
と
狭
義
に
分
か
れ
て
お
り
︑
広
義
の

民
法
は
法
の
全
体
で
あ
る
︒
⁝
⁝
法
律
に
は
公
法
と
私
法
が
あ
る
︒
公
法
と
は
国
家
と
人
民
と
の
関
係
の
法
で
あ
り
︑
私
法
と
は
人
民

と
人
民
と
の
関
係
の
法
で
あ
る
︒
⁝
⁝
民
法
は
私
法
の
全
体
で
あ
る
︒
⁝
私
法
は
個
人
の
関
係
を
支
配
す
る
法
で
あ
る
︒
民
法
は
常
に

私
法
と
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
︒
⁝
⁝
そ
も
そ
も
公
法
は
権
力
者
と
他
の
人
格
者
︑
即
ち
権
力
者
と
無
権
力
者
と
の
関
係
を
定
め

る
法
で
あ
る
︒
憲
法
︑
行
政
法
︑
刑
法
︑
民
事
刑
事
訴
訟
法
な
ど
は
国
家
内
部
の
関
係
を
規
定
す
る
法
で
あ
る
︒
⁝
⁝
私
法
は
無
権
力
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者
間
の
関
係
を
定
め
る
法
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
狭
義
の
民
法
︑
商
法
︑
国
際
私
法
な
ど
は
個
人
の
関
係
を
規
定
す
る
法
で
あ
り
︑
私

法
で
あ
る
︒
団
体
も
個
人
と
同
じ
で

(

)

あ
る
︒﹂

29

中
国
で
ど
の
よ
う
に
民
法
典
を
編
纂
す
る
か
に
つ
い
て
︑
松
岡
は
イ
ギ
リ
ス
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
ド
イ
ツ
諸
国
の
民
法
編
纂
の
歴
史
的
沿

革
並
び
に
世
界
諸
国
に
お
け
る
古
今
の
法
典
編
纂
の
方
針
に
関
す
る
日
本
民
法
学
者
穂
積
陳
重
の
研
究
を
説
明
し
た
う
え
︑
世
界
諸
国

の
法
典
編
纂
の
政
策
を
撫
慰
策
︑
持
久
策
︑
統
一
策
︑
整
理
策
と
一
新
策
の
五
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
︒
な
お
︑
日

本
の
法
典
編
纂
に
は
統
一
策
を
兼
ね
て
一
新
策
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
︒

そ
れ
を
踏
ま
え
︑
松
岡
は
﹁
中
国
で
法
典
編
纂
に
ど
ん
な
政
策
を
と
る
べ
き
か
﹂
と
設
問
し
て
み
せ
た
︒
こ
の
設
問
に
対
し
︑
松
岡

は
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
今
︑
世
界
諸
国
が
相
互
に
交
流
し
あ
い
︑
鎖
国
が
で
き
な
い
時
代
な
の
で
︑
絶
対
に
古

い
法
規
を
墨
守
し
て
は
な
ら
ず
︑
一
新
策
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
な
お
︑
各
省
の
章
程
命
令
は
各
自
に
定
め
ら
れ
て
お
り
︑

そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
︑
統
一
に
は
大
き
な
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
︑
統
一
策
を
取
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
中
国
は
従
来
文
明
の

国
で
︑
使
え
る
法
が
夥
し
い
︒
保
留
し
て
も
よ
い
も
の
に
つ
い
て
は
整
理
を
行
い
︑
そ
れ
が
整
理
策
と
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
国
に

お
け
る
法
典
編
纂
策
は
日
本
よ
り
も
一
つ
多
く
な
り
︑
日
本
以
上
に
難
し
く
な
る
の
で
あ
る
︒
学
者
と
し
て
は
法
典
の
編
纂
と
は
国
の

法
典
を
整
理
し
︑
公
力
を
有
す
る
法
律
書
を
定
め
る
事
業
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
が
故
に
︑
法
典

の
編
纂
は
法
律
の
実
質
を
よ
く
し
︑
法
律
の
形
式
を
改
善
す
る
こ
と
に
目
的
を
置
い
て
い
る
︒
も
し
法
律
の
実
質
が
悪
く
︑
道
徳
の
観

念
が
社
会
的
事
情
に
適
応
し
な
い
な
ら
ば
︑
社
会
的
秩
序
が
維
持
さ
れ
な
く
な
る
︒
法
律
の
形
式
が
備
わ
れ
ず
︑
疑
義
が
噴
出
し
︑
そ

の
条
文
の
意
味
が
曖
昧
で
あ
る
な
ら
ば
︑
個
人
と
し
て
は
法
に
基
づ
き
権
利
を
主
張
し
︑
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の

で
あ
ろ
う
︒
古
今
各
国
が
法
典
の
編
纂
に
力
を
注
ぐ
の
は
そ
の
た
め
で

(

)

あ
る
︒﹂
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な
お
︑
松
岡
は
日
本
の
民
法
編
纂
の
歴
史
を
例
に
し
て
︑
中
国
で
民
法
編
纂
の
必
要
性
と
緊
迫
性
を
強
く
訴
え
た
︒
彼
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
た
︒

﹁
日
本
で
は
民
法
編
纂
に
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
︒
一
つ
は
条
約
を
改
正
し
︑
各
国
の
領
事
裁
判
権
を
廃
止
す
る
た
め
で
あ
る
︒

他
の
一
つ
は
国
民
を
社
会
の
新
事
物
に
適
応
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
交
流
し
あ
う
初
期
に
︑
何
も
か
も

失
敗
し
︑
領
事
裁
判
権
は
最
悪
で
あ
る
︒
今
︑
日
本
は
条
約
を
改
正
し
︑
領
事
裁
判
権
を
取
り
戻
し
た
の
は
︑
空
言
に
よ
り
実
現
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
行
動
で
そ
れ
を
求
め
た
た
め
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
︒
現
在
の
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
対
等
の
地
位
に

立
っ
て
い
る
が
︑
以
前
の
日
本
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
の
は
政
府
の
み
の
功
績
で
は
な
く
︑
国
民
も
大

き
く
寄
与
し
た
︒
法
典
編
纂
に
あ
た
り
︑
領
事
裁
判
権
の
取
戻
し
に
関
心
を
寄
せ
︑
各
国
と
同
じ
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
︒
し
た
が

っ
て
︑
日
本
の
古
い
慣
習
を
脇
に
置
い
て
法
律
を
一
新
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
た
め
︑
い
ま
だ
に
使
わ
れ
て
い
る
古
い
法
律
が
殆
ど
な

く
な
っ
た
︒
そ
れ
は
国
民
に
と
っ
て
は
頗
る
不
便
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
政
府
や
臣
民
は
新
し
い
法
律
が
自
分
に
と
っ
て
は
不
便
で

あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
︑
領
事
裁
判
権
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
た
め
︑
自
分
に
不
便
で
あ
っ
て
も
新
法
律
の
施
行
を
最
大
の
政
策

と
し
た
︒
時
間
が
た
つ
に
従
い
段
々
慣
れ
て
き
て
︑
み
な
便
利
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
︑
領
事
裁
判
権
も
遂
に
取
り
戻
し
︑
目
的
が

達
せ
ら
れ
た
︒
中
国
に
即
し
て
言
え
ば
︑
こ
の
こ
と
は
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
今
日
新
た
に
法
律
を
定
め
る
こ
と
は
︑
自
国

の
国
民
を
治
め
る
た
め
で
は
な
く
︑
外
国
の
臣
民
を
治
め
︑
領
事
裁
判
権
を
取
り
戻
す
た
め
で
あ
る
︒
自
国
の
臣
民
を
支
配
す
る
目

的
の
み
な
ら
︑
新
し
い
法
律
を
作
ら
な
く
て
も
構
わ
な
い
︒
新
し
い
法
律
を
作
ろ
う
と
す
る
の
は
︑
明
ら
か
に
領
事
裁
判
権
を
取
り

戻
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
自
国
の
事
情
に
拘
り
︑
古
い
も
の
を
捨
て
︑
新
し
い
も
の
を
図
ろ
う
と
し
な
け
れ
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ば
︑
領
事
裁
判
権
の
取
戻
し
は
決
し
て
実
現
す
る
は
ず
が
な
い
︒
必
ず
日
本
の
法
律
の
制
定
策
に
倣
い
︑
外
国
に
対
す
る
こ
と
に
目

的
を
置
き
︑
国
民
に
不
便
で
あ
っ
て
も
行
う
べ
き
で
あ
る
︒
古
い
法
律
の
善
た
る
も
の
を
保
留
し
︑
新
し
い
法
律
の
良
い
と
こ
ろ
を

採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
︑
新
し
い
法
律
が
制
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
今
︑
新
法
律
が
中
国
に
適
し

な
い
と
す
る
論
者
は
自
国
民
を
支
配
す
る
こ
と
し
か
知
ら
ず
︑
外
国
民
を
支
配
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
︒
新
法
律
を
攻
撃
す

る
も
の
に
対
し
こ
の
説
を
も
っ
て
そ
の
迷
い
を
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
諸
君
の
責
任
で
も

(

)

あ
る
︒﹂

31

民
法
の
内
容
に
つ
い
て
松
岡
は
日
本
の
現
行
民
法
を
踏
ま
え
︑﹁
民
法
は
通
例
と
し
て
総
則
法
︑
物
権
法
︑
債
権
法
︑
親
族
法
お
よ

び
相
続
法
に
分
け
ら
れ
る
﹂
と
説
明
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
義
を
行
っ
た
︒

﹁
物
権
法
は
物
権
関
係
を
規
定
す
る
法
で
あ
る
︒
物
権
と
は
人
は
自
分
が
所
有
す
る
物
に
対
し
︑
任
意
に
使
用
し
︑
破
棄
す
る
完

全
の
権
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
他
人
が
そ
の
物
を
奪
い
︑
侵
害
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
︑
法
律
に
よ
っ
て
保
護
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
物
権
関
係
を
規
定
す
る
法
則
が
あ
り
︑
そ
れ
が
物
権
法
と
い
う
︒
た
だ
︑
物
権
は
事
実
上
物
権
法
に
か

か
わ
る
も
の
で
︑
即
ち
他
人
が
侵
害
し
な
い
義
務
を
負
う
関
係
で
あ
る
︒﹂

﹁
債
権
法
は
債
権
関
係
を
規
定
す
る
法
で
あ
る
︒
上
述
し
た
物
権
は
︑
人
類
の
生
活
が
物
に
か
か
わ
り
︑
物
権
が
あ
れ
ば
生
活
に

憂
い
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
実
は
違
う
︒
人
は
凡
て
の
物
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
凡
て
の
物
を
他
人
に
与
え
な
い
こ
と
は

さ
ら
に
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
人
は
必
ず
や
物
に
よ
る
贈
与
︑
貸
借
︑
売
買
の
往
来
が
発
生
す
る
︒
往
来
が
あ
れ
ば
債
が
発
生
す
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る
︒
債
が
あ
れ
ば
法
律
上
の
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
︒
債
権
が
発
生
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
簡
単
に
言
え
ば
︑
人
が
直
接
に
物
と
関

わ
る
の
は
物
権
と
な
り
︑
人
と
人
が
間
接
に
物
に
関
わ
る
の
は
債
権
と
な
る
︒﹂

﹁
親
族
法
は
親
族
関
係
お
よ
び
そ
れ
に
伴
わ
れ
る
財
産
関
係
を
規
定
す
る
法
の
全
体
で
あ
る
︒
親
族
法
は
優
良
な
る
国
民
を
養
成

す
る
製
造
所
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
中
国
法
と
は
違
い
︑
綱
常
名
教
に
注
意
を
払
わ
な
い
と
唱
え
る
人
が
い
る
が
︑
そ
れ
は
間

違
っ
て
い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
も
親
族
法
上
に
そ
れ
に
関
心
を
寄
せ
な
い
も
の
が
い
な
い
︒
親
族
法
を
優
良
な
る
国
民
の
製
造

所
と
言
っ
て
い
る
人
さ
え
い
る
︒
確
か
に
︑
国
民
の
良
否
は
親
族
法
の
善
悪
に
関
わ
る
︒
故
に
各
国
の
富
強
の
根
本
は
す
べ
て
親
族

法
に
あ
る
︒
親
族
法
が
良
け
れ
ば
国
民
の
愛
国
心
が
熱
い
︒
さ
も
な
け
れ
ば
優
良
な
る
国
民
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
︒

日
本
も
親
族
法
に
非
常
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
親
族
法
に
特
別
な
る
注
意
を
寄
せ
て
い
る
︒﹂

﹁
相
続
法
は
相
続
お
よ
び
遺
言
を
規
定
す
る
法
則
の
全
体
で
あ
る
︒
相
続
法
は
親
族
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
り
︑
相
続
が
な
け
れ

ば
個
人
は
安
心
し
て
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
︒
古
代
か
ら
現
在
に
至
り
︑
ど
の
国
も
権
利
と
義
務
を
日
増
し
に
強
化
す

る
の
で
あ
ろ
う
︒
相
続
法
が
な
け
れ
ば
︑
時
間
が
立
つ
に
従
い
そ
の
権
利
と
義
務
の
所
在
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
︒
相
続
法
が
あ
れ

ば
︑
権
利
義
務
は
永
久
に
し
て
変
わ
ら
な
い
︒
故
に
︑
相
続
の
権
利
義
務
の
関
係
は
親
族
に
対
し
大
き
な
影
響
を
与
え
る
︒
相
続
法

の
中
で
遺
言
に
つ
い
て
規
則
を
定
め
る
こ
と
は
各
国
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
て
い
る
︒
人
間
が
最
も
忘
れ
が
た
い
の
は
財
産
権
だ
か
ら

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
生
前
に
忘
れ
な
く
て
も
死
後
に
は
忘
れ
ら
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
財
産
権
が
あ
っ
て
も
死
後
に
は
必
ず
な
く
な
る
︒

遺
言
を
も
っ
て
や
る
な
ら
ば
︑
死
後
の
財
産
を
も
っ
て
学
校
や
病
院
を
作
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
遺
言
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
︒
こ
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れ
は
死
後
の
財
産
権
を
維
持
す
る
所
以
で
あ
る
︒
そ
れ
が
た
め
に
各
国
は
遺
言
を
非
常
に
重
ん
じ
て
い
る
︒﹂

﹁
総
則
法
は
物
権
関
係
︑
債
権
関
係
︑
親
族
関
係
お
よ
び
相
続
関
係
に
共
通
す
る
法
規
の
全
体
で
あ
る
︒

総
則
法
と
は
物
権
債
権
親
族
お
よ
び
相
続
と
い
う
四
つ
の
関
係
の
共
同
の
法
則
で
あ
る
︒
共
同
の
関
係
と
は
何
か
︒
事
は
み
な
人

か
ら
始
ま
る
︒
物
と
債
と
の
関
係
は
人
に
よ
っ
て
生
じ
る
関
係
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
親
族
相
続
も
人
の
関
係
で
あ
る
︒
故
に

民
法
は
必
ず
や
人
に
つ
い
て
法
則
を
定
め
る
︒
ど
の
国
の
民
法
も
人
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
い
る
︒
人
を
定
め
た
う
え
︑
能
力
を

規
定
す
る
︒
人
が
同
じ
で
あ
る
が
能
力
が
異
な
る
︒
た
と
え
ば
結
婚
に
つ
い
て
婚
姻
能
力
が
な
い
と
き
は
結
婚
で
き
な
い
︒
相
続
も

同
じ
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
人
の
次
に
能
力
が
規
定
さ
れ
る
︒
能
力
が
あ
る
者
は
必
ず
能
力
の
目
的
が
あ
る
︒
若
し
物
が
な
け
れ
ば
︑

能
力
が
無
用
で
あ
る
︒
故
に
ま
ず
人
の
概
念
︑
次
に
物
の
概
念
︑
最
後
に
は
人
と
物
と
の
関
係
が
規
定
さ
れ
︑
各
種
の
権
利
得
失
の

事
実
が
定
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
民
法
の
順
序
で
あ
る
︒
民
法
の
総
則
法
は
民
法
の
根
本
法
と
い
え
る
︒
総
則
法
が
な
け
れ
ば
民
法
は

定
め
ら
れ

(

)

な
い
︒﹂

32

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
松
岡
が
講
義
し
た
民
法
総
則
は
法
律
自
体
の
講
義
に
と
止
ま
ら
ず
︑
中
国
で
編
纂
予
定
の
民
法
の
事
情

と
結
び
付
け
て
︑
西
洋
諸
国
︑
特
に
日
本
の
法
近
代
化
の
経
験
を
踏
ま
え
︑
未
来
の
法
曹
関
係
者
に
有
益
な
意
見
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
提

供
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
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物
権
法
の
講
義
に
つ
い
て

物
権
法
の
講
義
に
つ
い
て
は
︑
前
出
﹃
松
岡
義
正
関
係
文
書
﹄
に
は
松
岡
の
講
義
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
中
国
語
に
よ
る
原

稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
原
稿
は
二
部
あ
り
︑
第
一
部
の
表
紙
に
は
﹁
民
法
講
義

物
権
法
﹂︑
第
二
部
の
表
紙
に
は
﹁
民
法
講
義

第
五
章

地
上
権
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
前
者
の
原
稿
用
紙
の
折
半
の
空
き
に
﹁
乙
﹂
ま
た
は
﹁
乙
班
﹂︑
後
者
に
は
﹁
研
究
科
﹂
と

書
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
恐
ら
く
翻
訳
を
分
担
し
た
ク
ラ
ス
名
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
目
次
は
表
�
に
掲
載
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒

そ
れ
に
対
し
︑
汪
氏
編
集
の
﹃
法
学
彙
編
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹃
民
法
物
権
法
﹄
は
七
章
を
設
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
物
権
法
之
概

念
﹂︑﹁
物
権
総
論
﹂︑﹁
占
有
権
﹂︑﹁
所
有
権
﹂︑﹁
地
上
権
﹂︑﹁
永
小
作
権
﹂︑﹁
地
役
権
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒﹃
松
岡
義
正
関
係
文
書
﹄

に
は
﹁
永
小
作
権
﹂﹁
地
役
権
﹂
が
欠
け
て
い
る
︒
ま
た
︑
地
上
権
の
部
分
は
欠
落
が
激
し
く
︑
一
部
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
︒
表
�

は
﹃
松
岡
義
正
関
係
文
書
﹄
に
無
く
︑
ま
た
は
欠
落
し
た
部
分
の
目
次
で
あ
る
︒

他
方
︑
明
治
四
一
年
九
月
︑
す
な
わ
ち
松
岡
義
正
が
中
国
に
赴
任
し
た
翌
年
に
東
京
清
水
書
店
か
ら
﹃
民
法
論

物
権
法
﹄︵
上
冊
︶

を
刊
行
し
て
い
る
︒︵
上
冊
︶
と
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
︑
松
岡
は
下
冊
を
刊
行
す
る
予
定
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ

る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
後
︑
中
国
で
法
学
教
師
と
法
律
顧
問
と
し
て
業
務
が
忙
し
か
っ
た
た
め
そ
れ
を
執
筆
す
る
暇
が
な
か
っ
た
ろ
う
か
︑

中
国
に
滞
在
し
て
い
た
数
年
間
に
そ
の
下
冊
の
刊
行
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
日
本
に
戻
っ
た
後
︑
昭
和
一
四
年
八
月
二
五
日

に
亡
く
な
る
ま
で
に
︑
他
の
著
書
を
多
数
刊
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
物
権
法
の
下
冊
は
遂
に
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
民
法
論

物
権
法
﹄︵
上
冊
︶
は
日
本
民
法
の
構
成
に
基
づ
い
て
執
筆
順
を
決
め
た
模
様
で
あ
り
︑
日
本
民
法
前
半
の
占
有
権

と
所
有
権
ま
で
解
説
し
︑
そ
の
後
半
の
地
上
権
︑
永
小
作
権
︑
地
役
権
︑
留
置
権
︑
先
取
特
権
︑
質
権
︑
抵
当
権
に
つ
い
て
は
触
れ
な
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表� 『松岡義正関係文書』に収蔵されている松岡担当の『民法講義 物権

法』の中国語訳原稿の目次

第一章 物権法之概念

第一 性質

第二 内容

第三 系統

第二章 物権総論

第一 意義

第二 種類

(壱)所有権及定限物権

(一)所有権

(二)定限物権

(�)用益物権

(�)担保物権

(三)実用

(弐)動産物権及不動産物

権

(一)動産物権

(二)不動産物権

(三)実用

(参)本権及占有権

(一)本権

(二)占有権

(三)実用

(肆)主物権及従物権

(一)主物権

(二)従物権

(三)実用

第三 効力

(壱)優先権

(弐)追及権

第四 取得

(壱)法律之規定

(弐)法律行為

第五 喪失

(一)不基於権利者意思

之事実

(二)基於権利者意思之

事実

第六 対抗

(壱)立法主義

(一)引渡公示主義及引

渡要件主義

(�)引渡公示主義

(�)引渡要件主義

(二)登記公示主義登記

要件主義及地券交付

主義

(�)登記公示主義

(�)登記要件主義

(�)地券交付主義

(弐)第三者

一 意義

二 権利

(参)登記

(一)意義

(二)登記物権

(三)登記事項

(肆)引渡

(一)意義

(二)引渡物権

(三)引渡事項

第三章 占有権

第一 意義

第二 種類

(壱)有瑕疵之占有及無瑕

疵之占有

(一)有瑕疵之占有

(二)無瑕疵之占有

(三)区別之実用

(弐)正権原之占有及無権

原之占有

(一)正権原之占有

(二)無権原之占有

(三)区別之実用

(参)善意之占有及悪意之

占有

(一)善意之占有

(二)悪意之占有

(三)区別之実用

(肆)過失占有及無過失占

有

(一)過失占有

(二)無過失占有

(三)区別之実用

(伍)有所有意思之占有及

無所有意思之占有

(一)自主占有

(二)他主占有

(三)区別之実用

(陸)直接占有及間接占有

(一)直接占有

(二)間接占有

(三)区別之実用

第三 効力

(壱)自力保護権及占有訴

権

(一)占有保護之理由

(�)絶対的占有保護

主義

(�)相対的占有保護

主義

(二)自力保護権

(�)意義

(�)要件

(三)占有訴権

(�)意義

(�)種類

(甲)占有保持之訴

(乙)占有保全之訴

(丙)占有回収之訴

(�)手続

(	)消滅

(甲)占有保持訴権

之消滅

(乙)占有保全訴権

之消滅

(丙)占有回収訴権

之消滅

(弐)伝来取得

(一)譲渡

(�)占有的意思

(�)占有之転移

(子)引渡

(丑)由於意思表示

之引渡

(二)相続

(三)効力

(参)代理取得

(一)原始取得

(二)伝来取得

第七 変更①

(壱)他主占有

(一)意思之表示

(二)権原之変更

(弐)悪意占有

(参)強暴占有

(肆)隠秘占有

(伍)過失占有

第八 消滅

(壱)不依代理人之占有権

消滅

(一)占有的所持之喪失

(二)占有的意思之抛棄

(弐)依代理人而為之占有

権消滅

(一)本人之占有的意思

之抛棄

(二)代理人之意思変更

(参)占有物之滅失

第九 準占有

第十 共占有

第四章 所有権

第一 意義

第二 種類

(壱)不動産所有権

(弐)動産所有権

(参)区別之実用

第三 内容

(壱)自作用観察之内容

(一)所有者之随意

(二)積極的作用

(三)消極的作用

(弐)自範囲観察之内容

(一)地表地上及地下之

支配

(二)従物之支配

(三)果実之支配

第六 制限②

(壱)制限者

(一)国家

(二)所有者

(弐)制限之目的物

(一)作用

(二)継続

(参)公法的制限

(一)意義

(二)種類

(�)不動産所有権之

制限

(�)動産所有権之制

限

(肆)私法的制限

(一)意義

(二)種類

(�)対於緊急行為之

制限

(�)対於相隣地所有

権之制限

(子)侵入禁止権

(丑)使用権

(寅)通行権

(卯)排水権

(辰)用水権

(巳)設堰権

(午)用堰権

(未)疏水権

(申)界標設置権

(酉)囲障設置権

(戌)剪除権

(亥)距離保存権

(甲)地上的工作物

(乙)地下的工作物

第六 効力③

(壱)所有権保護之理由

(弐)所有訴権

(一)所有物回復訴権

(二)所有権保全訴権

(三)境界確定訴権

第七 取得

(壱)原始取得

(一)先占

(二)加工

(三)混和

(四)附合

(五)遺失物之拾得

(六)埋蔵物之発見

(弐)伝来取得

(一)一般承継

(二)特別承継

(三)有価取得

(四)無価取得

(五)死因取得

(六)生前取得

第八 喪失

(壱)絶対的喪失



か
っ
た
︒
そ
し
て
︑﹃
法
学
彙
編
﹄
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
民
法

物
権
法
﹄
も
地
上
権
︑
永
小
作
権
︑
地
役
権
を
講
義
の
内
容
に
入
れ
た
が
︑

先
取
特
権
と
担
保
物
権
は
な
ぜ
か
民
法
債
権
法
各
論
の
中
に
収
録
さ
れ
て

い
る
︒

筆
者
は
﹃
松
岡
義
正
関
係
文
書
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹃
民
法
講
義

物
権
法
﹄
の
内
容
か
ら
見
出
し
を
抜
き
取
り
︑
目
次
表
を
作
成
す
る
過
程

に
︑
見
出
し
お
よ
び
小
見
出
し
の
分
類
に
漢
字
数
字
︑
算
用
数
字
︑
干
支

の
表
示
が
使
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
翻
訳
者
の
工
夫
に
感
嘆
し
た
こ
と
が

あ
る
︒
し
か
し
︑
松
岡
の
原
著
と
照
合
し
て
み
る
と
︑
そ
の
使
い
分
け
が

原
著
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒

た
だ
︑﹃
民
法
講
義

物
権
法
﹄
と
﹃
民
法
論

物
権
法
﹄
の
内
容
を

読
み
比
べ
れ
ば
︑
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
相
違
が
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑

﹃
民
法
論

物
権
法
﹄
で
は
法
律
の
学
理
︑
物
権
法
の
歴
史
的
由
来
︑
法

律
の
条
文
に
関
す
る
事
例
の
引
用
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
展
開
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
︑﹁
民
法
講
義

物
権
法
﹄
で
は
殆
ど
そ
れ
を
省
略
し
︑

法
律
用
語
の
定
義
︑
結
論
及
び
物
権
の
分
類
な
ど
の
翻
訳
の
み
と
な
っ
て

い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
民
法
講
義

物
権
法
﹄
第
二
章
﹁
第
四
取
得

物
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(一)所有権之抛棄

(二)所有物之消滅

(弐)相対的喪失

第九 共有

(壱)意義

(弐)効力

(一)処分権

(二)使用権

(三)管理権

(四)帰属権

(五)所有訴権

(六)占有訴権

(七)共担義務

(八)注意義務

(参)取得

(一)互有権之取得

(二)共用物共有

(肆)喪失

(一)分割之性質

第五章 地上権

第一 地上権之起源

第二 意義

第三 効力

第四 取得

第五 消滅

代理 (�〜44頁欠)

注：本目次は筆者により表題の資料から抜き取って作成したものである。①は原文のまま。

前後関係を見れば、第七、第八、第九、第十は第五、第六、第七、第八となるべきでる。

②も原文のままで、前後関係からみればここは第四となるべきである。③までの内容は殆

ど松岡義正が執筆した『民法論 物権法 上冊』（東京清水書店、明治41年�月刊行）の抄

訳である。それ以下の内容は松岡が北京で講義したもののメモと思われる。それを『法学

彙編』の第六冊『民法 物権法講義』と照合したところ、小見出しの番号の相違があるも

のの、内容は殆ど同じである。ただ、『法学彙編』の『民法 物権法講義』には第三章の

「第四 取得」の「（弐）伝来取得」、「第十 共占有」と第五章の「第八 喪失」、「第九

共有」が入っていない。また、『民法 物権法講義』は全部で七章から構成されているが、

第五章以後の見出しと小見出しは第四章までと大きく違うので、別表としてまとめた。
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表� 松岡『民法 物権法講義』（中国語）中の地上権、永小作権、地役

権に関する詳細目次

第五章 地上権

第一節 地上権之性質

第一 地上権者行於土地上之権利

也

第二 地上権者使用他人土地之権

利也

第三 地上権者因所有工作物或竹

木使用他人土地之権利也

第二節 地上権者之権利義務

第一 地上権者不拘於土地所有

者得直接行其支配権於土地之上

第二 地上権者不拘於土地所有者

於其権利之範囲内有以土地貸与

他人或以其権利譲与他人及遺贈

於他人之権利

第三 地上権者与土地之所有者同

当服従於権利者間之権利関係

第四 地上権者関於権利目的之土

地得拒絶第三者之干渉且対於第

三者之侵害行為有求救済之権利

第五 地上権者関於其権利目的之

事項雖有任意支配土地之権利而

其権利之行使常限於其目的範囲

内為必要

第六 地上権者於所有存於為其権

利目的之土地上之工作物及竹木

有処分之権利

第七 地上権者須支払定期之地代

於土地所有者時有左之権利及義

務

第三節 地上権之存続期間

第一 以設定行為定地上権之存続

期間時従其時間

第二 不以設定行為定地上権之存

続期間時即其時間以左之方法定

之

(一) 有特別之習慣時従其習慣

(二) 無特別之習慣時地上権者

無論何時得抛棄其権利

(三) 地上権者不抛棄其地上権

時当事者得以存続期間之確定

請求之於裁判所

第四節 地上権之消滅

第一 目的物之滅失

第二 土地之収用

第三 権利之抛棄

第四 存続期間之満了

第五 第三者之取得時効

第六 消滅時効

第七 混同

第八 地上権消滅之請求

第六章 永小作権

第一節 永小作権之性質

第一 永小作権使用他人土地之物

権也

第二 永小作権払小作料而使用他

人土地之権利也

第三 永小作権於他人之土地因為

耕作或牧畜而使用他人土地之権

利也

第二節 永小作人之権利義務

第一 永小作人因耕作牧畜於必要

範囲内得任意支配土地、行使属

於土地所有者之権能

第二 永小作人有譲渡其権利以為

権利目的之土地賃貸於他人又以

其権利供抵当之権利

第三 永小作人不得以其為権利目

的之土地供耕作牧畜以外之用途

第四 付於相隣者之関係

第五 永小作人於為権利目的之土

地上有物権而付於目的物得拒絶

第三者之干渉、対於其侵害行為

得行使物上請求権

第六 永小作人因其権限而有附属

於土地之工作物竹木之所有権、

於其権限之存続期間内得処分之

第七 永小作料与借賃同有定期使

用料之性質

第八 永小作人雖因不可抗力付於

収益受有損失時不得請求小作料

之免除或減額

第九 永小作人因不可抗力引続於

三年以上全不得収益又五年以上

不得比小作料較少之収益時得放

棄其権利

第十 永小作人引続二年以上怠於

小作料之支払又既受破産之宣告

時地主得請求永小作権之消滅

第十一 関於変更土地之民法第二

百七十一条之規定

第三節 永小作権之存続期間

第一 永小作権之存続期間不得超

於五十年又不得下於二十年

第二 当事者不定永小作権之存続

期間時其期間依左之方法定之

(一)有別段之習慣時従其習慣

(二)無特別之習慣時其期限為二

十年

第四節 永小作権之消滅

第七章 地役権

第一節 地役権之性質

第一 地役権為行於他人土地上之

物権也

第二 地役権為土地所有者於他人

土地上之所有之権利也

第三 地役権為土地所有者以他人

之土地供自己土地便益之権利也

第二 地役権為土地所有者於他人

土地上之所有之権利也

第三 地役権為土地所有者以他人

之土地供自己土地便益之権利也

(一)便益之性質

(二)便益之種類

第四 地役権為不可分之権利也

(一)土地共有者之一人不得付於

其持分設定地役権、又不得付

於其持分取得地役権

(二)土地共有者之一人不得消滅

付於其持分因土地而存之地役

権、又不得消滅存於土地之上

之地役権

(三)土地之分割或其一部之譲渡

時地役権存於因其各部或其各

部之上

第二節 地役権之権利

第一 属人地役属地地役

第二 法定之地益因人為而設定之

地益

第三 田野地役市街地地役

第四 積極的地役消極的地役

第五 継続的地役不継続的地役

第六 表現的地役不表現的地役

第二節 地役権之取得

第一 設定行為

(一)契約

(二)遺言

第二 時効

(一)得為取得時効目的之地役権

(二)共有者之取得時効

第四節 地役権之効力(原文のまま)

第一 要役地之所有者(即地役権

者)之権利

第二 承役地所有者之権利及義務

第五節 地役権之消滅

第一 地役権之行使為絶対的不能

時

第二 地役権与承役地之所有権既

混同時

第三 承役地之占有者具備取得時

効必要之条件為占有時

第四 地役権者二十年間不行使其

権利時

第五 地役権者放棄其権利時

第六 承役地因公用被徴収時

第七 地役権附有解除条件或終期

其条件或期限到来時

第六節 入会権

注：『民法物権法講義』（『法学彙編』第六冊、東大東洋文化研究所大木文庫所収）の内

容から抜き取って作成したものである。



権
依
法
律
之
規
定
或
依
法
律
行
為
而
取
得
之
﹂︵﹃
民
法
論

物
権
法
﹄
で
は
第
二
章
﹁
第
四
取
得
の
︵
貮
︶
法
律
行
為
﹂︶
の
中
で
︑

法
律
行
為
に
つ
い
て
︑
原
著
は
ロ
ー
マ
法
主
義
︑
フ
ラ
ン
ス
法
主
義
︑
ド
イ
ツ
法
主
義
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
行
わ
れ
た
の
に
対
し
︑

翻
訳
は
そ
の
結
論
の
み
と
な
っ
て

(

)

い
る
︒
ま
た
︑
第
三
章
の
占
有
権
の
中
に
あ
る
﹁
ロ
ー
マ
法
の
占
有
﹂︑﹁
ド
イ
ツ
古
代
法
の
占
有
﹂︑

33

﹁
近
世
諸
国
の
占
有
﹂
と
い
っ
た
占
有
の
歴
史
的
発
展
の
経
緯
や
︑
占
有
訴
権
の
発
展
経
緯
に
つ
い
て
は
す
べ
て
翻
訳
さ
れ
な
か

(

)

っ
た
︒
34

こ
れ
は
松
岡
が
講
義
中
に
説
明
を
省
略
し
た
か
︑
そ
れ
と
も
翻
訳
者
が
そ
れ
を
削
除
し
た
か
に
つ
い
て
は
い
ま
で
は
確
認
で
き
て
い
な

い
︒
お
そ
ら
く
︑
煩
雑
な
学
理
や
歴
史
由
来
の
説
明
よ
り
も
学
生
に
法
律
用
語
の
定
義
や
概
念
︑
目
的
及
び
実
用
に
つ
い
て
の
理
解
を

求
め
た
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

次
に
︑
省
略
や
飛
ば
し
が
多
す
ぎ
る
た
め
に
︑
原
著
の
意
味
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
り
︑
前
後
の
意
味
が
矛
盾
し
あ
っ
た
り
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
一
例
と
し
て
挙
げ
よ
う
︒﹁
法
律
行
為
﹂
に
関
し
︑
中
国
語
版
で
は
﹁
就
日
本
民
法
言
︑
專
因
當
事
者
之
意
思
表

示
而
生
其
效
力
︵
民
一
七
六
︶︒
故
物
權
之
取
得
乃
意
思
表
示
直
接
之
結
果
︑
不
以
引
渡
︵
動
產
物
権
︶
或
登
記
︵
不
動
產
物
權
︶
為

必
要
︑
又
非
為
以
物
權
之
設
定
或
移
轉
為
目
的
之
債
務
履
行
之
效
果
也
︒
以
物
權
之
設
定
及
移
轉
為
目
的
之
法
律
行
為
一
面
使
債
權
發

生
︑
一
面
則
使
取
得
物
權
︒
故
僅
發
生
物
權
移
轉
之
債
務
之
債
權
契
約
︑
與
生
物
權
移
轉
之
效
力
之
物
權
契
約
︑
相
混
而
成
一
個
之
行

為
︒
由
是
觀
之
︑
日
本
民
法
亦
與
民
權
同
︵
原
文
の
ま
ま
︶︑
以
意
思
主
義
為
是

(

)

者
也
︒﹂
に
続
い
て
︑﹁
第
三
︑
意
思
主
義
專
因
當
事

35

者
之
表
意
而
生
物
權
取
得
之
效
力
︒
故
以
簡
便
為
宗
旨
︑
重
意
思
之
自
由
︒
以
表
意
言
之
︑
法
理
上
似
極
正
當
者
︒
然
深
窺
其
究
竟
︑

實
徒
成
為
一
片
空
理
︑
既
使
取
引
雜
煩
︑
又
反
物
權
之

(

)

法
理
︒﹂
と
結
ん
で
い
る
︒
こ
れ
を
読
む
と
︑
松
岡
は
日
本
民
法
の
意
思
主
義

36

を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
︑
何
を
主
張
し
た
か
に
つ
い
て
は
判
明
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
原
文
を
照
合
す
る
と
︑
松
岡
は
意

思
主
義
を
是
認
す
る
諸
国
の
法
律
で
第
三
者
へ
の
侵
害
に
備
え
て
﹁
登
記
又
ハ
引
渡
ナ
キ
間
ハ
之
ヲ
以
テ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
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得
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
﹂
に
関
す
る
制
限
条
文
が
設
け
ら
れ
︑﹁
以
テ
第
三
者
ノ
利
益
及
ヒ
取
引
ノ
安
全
ヲ
保
護
セ
リ
﹂
と
し
な
が
ら
︑﹁
是

ヲ
以
テ
物
権
中
ニ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
権
利
及
ヒ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
物
権
ノ
存
在
ハ
取
引
ノ
煩
雑
ヲ
招

キ
︑
又
物
権
ノ
本
質
ヲ
害
ス
﹂
と
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
に
︑﹁
之
ニ
反
シ
テ
物
権
契
約
主
義
ハ
登
記
及
ヒ
引
渡
ヲ
以
テ
物
権

取
得
ノ
要
件
ト
為
ス
︒
故
ニ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
物
権
ノ
存
在
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
︒
從
テ
取
引
ノ
煩
雑
ヲ
招
ク
コ
ト
ナ

ク
︑
又
物
権
ノ
法
理
ヲ
無
視
ス
ル
弊
ナ
シ
︒
是
物
権
契
約
主
義
カ
偉
大
ノ
勢
力
ヲ
有
シ
︑
意
思
主
義
ノ
立
法
的
領
土
ヲ
蚕
食
ス
ル
所
以

ナ
リ
ト
ス
﹂
と
鮮
明
に
ド
イ
ツ
法
に
あ
る
登
記
要
件
主
義
を
支
持

(

)

し
た
︒
多
分
松
岡
の
日
本
民
法
に
定
め
ら
れ
た
﹁
対
抗
主
義
﹂
に
対

37

す
る
批
判
が
あ
る
た
め
に
︑
松
岡
が
起
草
し
た
﹃
大
清
民
律
草
案
﹄
に
は
ド
イ
ツ
法
の
﹁
登
記
主
義
﹂
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
︒最

後
に
︑
日
本
語
の
漢
字
で
作
ら
れ
た
新
法
律
用
語
の
殆
ど
は
﹃
民
法
講
義

物
権
法
﹄
で
中
国
語
に
直
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
使
用
さ

れ
て
い
る
︒
物
権
そ
の
も
の
を
は
じ
め
︑
動
産
︑
不
動
産
︑
取
引
︑
引
渡
︑
売
渡
︑
有
体
物
︑
無
体
物
︑
用
益
物
権
︑
収
益
物
権
︑
地

上
権
︑
永
小
作
権
︑
地
役
権
︑
入
会
権
な
ど
︑
逐
一
挙
げ
れ
ば
切
り
が
な
い
が
︑
そ
の
ま
ま
中
国
語
表
記
と
な
っ
た
︒
こ
の
現
象
は
物

権
法
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
ま
で
に
中
国
に
は
全
く
な
か
っ
た
物
権
法
で
は
よ
り
顕
著
で
あ
ろ
う
︒
事
実
上
︑
そ
れ
を
機

に
︑
日
本
物
権
法
の
殆
ど
の
法
律
用
語
は
全
般
的
に
中
国
に
導
入
さ
れ
︑
今
日
に
至
っ
て
い
る
︒

兎
に
角
︑
両
者
の
相
違
を
み
く
ら
べ
る
た
め
に
︑
表

と
表
�
に
掲
載
さ
れ
た
松
岡
執
筆
の
﹃
民
法
論

物
権
法
﹄︵
上
冊
︶
と
表

�
の
前
半
の
目
次
と
を
照
合
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
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表	 松岡義正『民法論 物権法』（上冊）の目次

第一章 物権法ノ概念

第一 性質

第二 内容

第三 系統

第二章 物権通論

第一 意義

(壱)本質

(貮)目的物

(参)効力

第二 種類

(壱)所有権及ヒ定限物権

(一)所有権

(二)定限物権

(�)用益物権

(�)担保物権

(三)区別の実用

(貮)動産物権及ヒ不動産物権

(一)動産物権

(二)不動産物権

(三)区別実用

(参)本権及ヒ占有権

(一)本権

(二)占有権

(三)区別ノ実用

(肆)主タル物権及ヒ従タル物権

(一)主タル物権

(二)従タル物権

(三)区別ノ実用

第三 効力

(壱)優先権

(貮)追及権

第四 取得

(壱)法律ノ規定

(一)動産物権ノ取得

(二)不動産物権ノ取得

(三)相続

(貮)法律行為

(一)主義

(�)羅馬法主義

(�)佛国法主義

(�)獨逸法主義

(二)日本民法ノ主義(意思主義)

(三)制限

第五 喪失

(壱)権利者ノ意思ニ基カサル事実

(一)目的物ノ消滅

(二)混同

(三)時効

(貮)権利者ノ意思ニ基ク事実

(一)抛棄

(二)譲渡

第六 対抗

(壱)立法主義

(一)動産物権ニ関スル主義

(�)引渡公示主義

(�)引渡要件主義

(二)不動産物権ニ関スル主義

(�)登記公示主義

(�)登記要件主義

(�)地券交付主義

(貮)第三者

(一)意義

(二)権利

(参)登記

(一)意義

(�)種類

(�)終局登記

(�)準備登記

(三)登記物件

(四)登記事項

(五)登記手続

(�)終局登記手続

(子)登記ノ前手続

(イ)登記義務者ノ同意

(ロ)登記申請書ノ提出

(ハ)登記原因証明書ノ提

出

(ニ)登記済証ノ提出

(ホ)第三者ノ許可ヲ証ス

ル書面ノ提出

(ヘ)代理権限ヲ証スル書

面ノ提出

(丑)登記実施手続

(イ)登記申請ノ受理

(ロ)登記申請ノ調査

(ハ)登記簿ノ記載

(ニ)登記済証ノ交付

(�)準備登記手続

(子)仮登記手続

(イ)登記前手続

(ロ)登記実施手続

(丑)予告登記手続

(イ)登記前手続

(ロ)登記実施手続

(六)登記書類ノ保存及閲覧

(七)登記ノ効力

(�)発生ノ要件

(�)発生ノ時期

(�)効力ノ内容

(子)終局登記ノ効力

(丑)準備登記ノ効力

(肆)引渡

(一)意義

(二)種類

(�)現実ノ引渡

(�)簡易ノ引渡

(�)占有ノ改定

(	)返還請求の権譲渡

(三)引渡物権

(四)引渡事項

(五)引渡ノ効力

第七 物上請求権

(壱)意義

(貮)目的

(参)準則

第三章 占有権

第一 占有ノ起源

第二 占有ノ発達

(壱)羅馬法ノ占有

(貮)獨逸古代法ノ占有

(参)近世諸国ノ占有

第三 意義

(壱)占有

(貮)目的物

(参)作用

第四 種類

(壱)瑕疵アル占有及ヒ瑕疵ナキ占

有

(一)瑕疵アル占有

(二)瑕疵ナキ占有

(三)区別ノ実用

(貮)正権原ノ占有及ヒ無権原ノ占

有

(一)正権原ノ占有

(二)無権原ノ占有

(三)区別ノ実用

(参)善意ノ占有及ヒ悪意ノ占有

(一)善意ノ占有

(二)悪意ノ占有

(三)区別ノ実用

(肆)過失占有及ヒ無過失占有

(一)過失占有

(二)無過失占有

(三)区別ノ実用

(伍)所有ノ意思アル占有及ヒ所有

ノ意思ナキ占有

(一)所有ノ意思アル占有

(二)所有ノ意思ナキ占有

(三)区別ノ実用

(陸)直接占有及ヒ間接占有

(一)直接占有

(二)間接占有

(三)区別ノ実用

(漆)私法的占有及ヒ自然的占有

第五 効力

(壱)自力保護権及ヒ占有訴権
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表
 松岡義正『民法論 物権法』（上冊）の目次（続き）

(一)占有保護ノ理由
(�)絶対的占有保護
主義
(�)相対的占有保護
主義
(子)人格保護主義
(丑)所有権保護主
義

(寅)秩序維持主義
(二)自力保護権
(�)意義
(�)占有者
(�)相手方
(	)要件
(
)損害賠償

(三)占有訴権
(�)発達
(子)羅馬法ノ占有
訴権
(丑)獨逸普通法ノ
占有訴権

(寅)獨逸民法ノ占
有訴権

(卯)佛国民法ノ占
有訴権

(辰)日本民法ノ占
有訴権

(�)意義
(�)種類
(子)占有保持ノ訴
(丑)占有保全ノ訴
(寅)占有回収ノ訴

(	)手続
(子)起訴
(丑)異議
(寅)立証
(卯)判決
(
)消滅
(子)占有保持訴権
ノ消滅

(丑)占有保全訴権
ノ消滅
(寅)占有回収訴権
ノ消滅

(�)占有訴権ト本権
訴権トノ関係
(子)占有訴権ノ独
立

(丑)本権訴権ノ準
備

(貮)償還請求権及ヒ賠償
義務
(一)償還請求権
(�)意義
(�)種類
(子)必要費
(丑)有益費
(寅)奢侈費
(卯)区別ノ実用

(�)手段

(子)留置権
(丑)収去権
(寅)賠償請求権

(	)範囲
(二)賠償義務
(�)要件
(�)範囲

(参)動産権ノ取得及ヒ果
実ノ取得
(一)動産ノ取得
(�)発達
(�)理由
(�)要件
(	)効力
(
)特例
(子)盗品及ヒ遺失
品
(丑)家畜外ノ動物
(寅)不融通物船舶
及ヒ

(二)果実ノ取得
(�)発達
(�)理由
(�)善意ノ占有者
(	)悪意ノ占有者
(子)狭義ノ悪意占
有者

(丑)法定ノ悪意占
有者

(寅)準的悪意占有
者

(肆)適法及ヒ継続ノ推定
(一)適法ノ推定
(二)継続ノ推定

第六 取得
(壱)原始取得
(一)占有的所持
(二)占有的意思

(貮)伝来取得
(一)譲渡
(�)占有的意思
(�)占有ノ移転
(子)引渡
(丑)意思表示ニ依
ル引渡

(二)相続
(三)効力
(子)特別承継人
(丑)一般承継人

(参)代理取得
(一)原始取得
(二)伝来取得

第七 変更
(壱)他主占有
(一)意思ノ表示
(二)権限ノ変更

(貮)悪意占有
(参)強暴占有
(肆)隠秘占有
(伍)過失占有

第八 消滅
(壱)代理人ニ依ラサル占
有権ノ消滅
(一)占有的所持ノ喪失
(�)占有否定ノ事実
(�)永続的不行使
(二)占有的意思の抛棄
(貮)代理人ニ依ル占有権
ノ消滅
(一)本人ノ占有的意思
ノ抛棄

(二)代理人ノ意思変更
(三)代理人ノ占有的所
持ノ喪失

(参)占有物ノ滅失
第九 準占有
(壱)意義
(貮)効力
(参)取得
(肆)喪失
第十 共占有
(壱)意義
(貮)効力
(参)取得
(肆)喪失

第四章 所有権
第一 所有権ノ起源
(壱)共産制
(貮)家産制
(参)個人制
第二 意義ノ発達
(壱)羅馬法ノ所有権
(貮)獨逸古代法ノ所有権
(参)近世諸国ノ所有権
第三 意義
(壱)内容
(貮)制限
(参)目的物
(肆)単一物
(伍)作用
第四 種類
(壱)不動産所有権
(貮)動産所有権
(参)区別ノ実用
第五 内容
(壱)作用ヨリ観察スル内
容
(一)所有者ノ随意
(二)積極的作用
(三)消極的作用
(貮)範囲ヨリ観察スル内
容
(一)地表、地上及ヒ地
下ノ支配

(二)従物ノ支配
(三)果実ノ支配

第六 制限
(壱)制限者
(一)国家
(二)所有者

(貮)制限ノ目的物
(一)作用
(二)継続
(参)公法的制限
(一)概念
(二)種類
(�)不動産所有権ノ
制限

(�)動産所有権ノ制
限

(肆)私法的制限
(一)概念
(二)種類
(�)緊急行為ニ対ス
ル制限
(�)相隣地所有権ニ
対スル制限
(子)侵入禁止権
(イ)要件
(ロ)手続

(丑)使用権
(イ)要件
(ロ)手続
(寅)通行権
(イ)要件
(ロ)手続
(卯)排水権
(イ)要件
(ロ)手続
(辰)用水権
(イ)要件
(ロ)手続
(巳)設堰権
(イ)要件
(ロ)手続
(午)用堰権
(イ)要件
(ロ)手続
(未)疏水権
(イ)要件
(ロ)手続
附言、工作物共
用権
(申)界標設置権
(イ)要件
(ロ)手続
(酉)囲障設置権
(イ)要件
(ロ)手続
(戌)剪除権
(イ)要件
(ロ)手続
(亥)距離保存権
(イ)地上的工作
物
(甲)建物ノ築
造

(乙)窓ノ建設
(ロ)地下的工作
物

出典：筆者より松岡義正『民法論 物権法上冊』（東京清水書店、明治41年�月）の目次に

基づいて作成。
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表10 熊元襄編集による松岡義正の講義『民法債権法』の目次

民法債権法総論目次

第一章 債権法之概念

第一 性質

第二 内容

第三 系統

第二章 債権総論

第一 意義

第二 種類

第三 目的物

壱 意義

弐 要件

参 単一債権及聚合債権

肆 可分債権及不可分債権

伍 一定債権及不一定債権

陸 特定物債権及不特定物債権

柒 金銭債権

捌 利息債権

玖 選択債権

拾 任意債権

第四 効力

壱 債務之履行

弐 遅滞

参 間接訴権

肆 廃罷訴権

第三章 債権之当事者

第一 意義

第二 多数当事者之債権

第三 連合債務関係

壱 意義

弐 原因

参 効力

第四 連帯債務関係

壱 意義

弐 連帯債務

参 連帯債権

第五 不可分債務関係

壱 意義

弐 多数債務者之不可分債務

参 多数債権者之不可分債務

肆 変更

第六 保証

(壱)意義

(弐)原因

(参)効力

第四章 債権之変更

第一 概念

第二 債権之譲渡

壱 意義

弐 要件

参 効力

第三 債務之引受

第五章 債権之消滅

第一 概念

第二 弁済

第三 相殺

第四 更改

第五 免除

第六 混同

民法債権法各論目次

序言

第一編 契約

第一章 総則

第一節 契約之定義

第二節 契約之沿革

第三節 契約之区別

第四節 契約之成立

第一款 総則

第二款 申込

第一項 申込之性質

第二項 申込之効力

第三項 申込効力之喪失

第三款 承諾

第一項 承諾之性質

第二項 承諾之効力及其効力発

生之時期

第四款 広告

第一項 広告之性質

第二項 広告之撤消

第三項 応募者間之関係

第四項 優等懸賞広告

第五節 契約之効力

第一款 双務契約之成立

第一項 債務不履行時之効力

第二項 債務不能履行時之効力

第二款 為第三者利益之契約之効

力

第六節 契約之解除

第一款 契約解除之定義

第二款 解除権之発生

第一項 因契約之解除権

第二項 因法律規定之解除権

第三款 解除権行使之方法

第四款 多数当事者之解除権

第五款 解除権行使之効力

第六款 解除権之消滅

第二章 贈与

第一節 贈与之定義

第二節 贈与之効力

第一款 普通贈与之効力

第二款 特別贈与之効力

第三章 売買

第一節 総則

第一款 売買之定義

第二款 売買之種類

第三款 売買之予約

第四款 定款

第五款 売買之費用

第六款 売買規定之準用

第二節 売買之効力

第一款 売主之義務

第一項 本有之義務

第二項 担保之義務

第二款 買主之義務

第一項 支払代金之義務

第二項 承領目的物之義務

第三節 買回

第四章 交換

第五章 消費貸借

第六章 使用貸借

第七章 賃貸借

第一節 総則

第二節 賃貸借之効力

第一款 当事者間之効力

第一項 賃貸人及賃借人之義務

第二項 賃借権之譲渡及賃借物

之転貸

第二款 対於第三者之効力

第三節 賃貸借之終了

第八章 雇用

第一節 雇用之定義

第二節 雇用之効力

第三節 雇用之終了

第九章 請負

第一節 請負之定義

第二節 請負之効力

第三節 請負之終了

第十章 委任

第一節 委任之定義

第二節 委任之効力

第三節 委任之終了

第十一章 寄託

第一節 寄託之定義

第二節 寄託之効力

第三節 消費寄託

第十二章 組合

第一節 組合之定義

第二節 組合之効力

第一款 内部関係

第二款 外部関係

第三節 組合契約之終了

第一款 組合之解散

第二款 組合員之脱退

第十三章 終身定期金

第一節 終身定期金之定義

第二節 終身定期金之効力

第十四章 和解

第一節 和解之定義

第二節 和解之効力

第二編 事務管理

第一章 事務管理之定義

第二章 事務管理之効力

第三編 不当利得

第一章 不当利得之定義

第二章 不当利得之効力

第四編 不法行為

第一章 不法行為之定義

第二章 不法行為之効力

第一節 不法行為之責任者

第二節 不法行為之求償権者

第三節 賠償之範囲及方法

第四節 不法行為之時効

注：本目次は表題の『民法債権 総論・各論』の目次から写し取ったものである。
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表11 松岡義正の講義『民法・債権法』（総論）の詳細目次

民法債権法総論

第一章 債権法の概念

第一 性質

第二 内容

第三 系統

第二章 債権総論

第一 意義

第二 種類

第三 目的物

(壱)意義

(弐)要件

(参)単一債権

(一)単一債権

(二)聚合債権

(三)区別之実用

(肆)可分債権

(一)可分債権

(二)不可分債権

(三)区別之実用

(伍)一定債権

(一)一定債権

(二)不一定債権

(三)区別之実用

(陸)特定物債権及不特定物債権

(一)特定物債権

(二)不特定物債権

(三)区別之実用

(柒)金銭債権

(一)意義

(二)応給付之金銭

(三)効力

(捌)利息債権

(一)意義

(二)種類

(�)約定利息

(�)法定利息

(�)区別之実用

(三)利率

(�)約定利率

(�)}法定利率

(�)区別之実用

(四)重利

(五)償還

(玖)選択債権

(一)意義

(二)選択権

(三)給付之確定

(�)選択権之行使

(�)給付之不能

(拾)任意債権

第四 効力

(壱)債務之履行

(一)履行之時

(二)履行之地

(三)履行之効力

(弐)遅滞

(一)債務之遅滞

(�)要件

(�)効力

(子)強制履行

(丑)損害賠償

(寅)危険負担

(卯)契約解除

(�)遅滞之終了

(二)債権者之遅滞

(�)要件

(�)効力

(子)由於供託之責任免除

(丑)損害賠償

(寅)不履行責任免除

(�)賠償之終了

(参)間接訴権

(一)意義

(二)要件

(三)効力

(肆)廃罷訴権

(一)意義

(二)要件

(三)効力

(四)時効

第三章 債権之当事者

第一 意義

第二 多数当事者之債権

第三 連合債務関係

(壱)意義

(弐)原因

(参)効力

第四 連帯債務関係

(壱)意義

(弐)連帯債務

(一)性質

(二)原因

(三)効力

(�)債権者及債務者間之効

力

(�)債務者相互間之効力

(参)連帯債権

第五 不可分債務関係

(壱)意義

(弐)多数債務者之不可分債務

(参)多数債権者之不可分債務

(肆)変更

第六 保証

(壱)意義

(弐)原因

(参)効力

(一)保証人与債権者間之効力

(�)債権者対於保証人所有

之権利

(�)保証人対於債権者所有

之権利

(二)保証人及主債務者間之効

力

(三)保証人相互間之効力

第四章 債権之変更

第一 概念

第二 債権の譲渡

(壱)意義

(弐)要件

(一)指名債権

(二)指図債権

(三)無記名債権

(四)記名式所持人払之債権

(参)効力

(一)譲渡人及譲受人間之効力

(二)譲受人及債務者間之効力

第三 債務之引受

第五章 債権之消滅

第一 概念

第二 弁済

第三 相殺

第四 更改

第五 免除

第六 混同

註：本目次は作者により汪庚年が編集した『法学彙編』に収録されている松岡義正の講

義『民法・債権法』の中国語訳の内容から抜き取って作成したものである。
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表12 松岡義正の講義『民法講義 債権法各論』（附担保）の詳細目次（一）

序言

第一 法律行為

第二 法律行為以外之事実

第一編 契約

第一章 総則

第一節 契約之定義

第二節 契約之沿革

第一 口頭契約

第二 書面契約

第三 要物契約

第四 合意契約

第三節 契約之区別

第一 双務契約及片務契約

第二 有償契約無償契約

第三 諾成契約要務契約

第四 要式契約不要式契約

第五 実定契約希幸契約

第六 主契約従契約

第七 有名契約無名契約

第四節 契約之成立

第一款 総則

第二款 申込

第一項 申込之性質

第二項 申込之効力

第三項 申込効力之喪失①

第一 申込之取消

第二 承諾

第三 拒絶

第四 変更承諾

第五 期間満了

第六 申込者或被申込者之

死亡及能力喪失

第七 契約目的物之消滅

第三款 承諾

第一項 承諾之性質

第二項 承諾之効力及其効力

発生之時期

第四款 広告

第一項 広告之性質

第二項 広告之撤消

第三項 応募者間之関係

第四項 優等賞懸広告

第五節 契約之効力

第一款 双務契約之効力

第一項 債務不履行時之効力

第二項 債務不能履行時之効

力

第二款 為第三者利益之契約之

効力

第六節 契約之解除

第一款 契約解除之意義

第二款 解除権之発生

第一項 因契約之解除権

第二項 因法律規定之解除権

第三款 解除権行使之方法

第四款 多数当事者間之解除権

第五款 解除権行使之効力

第六款 解除権之消滅

第二章 贈与

第一節 贈与之定義

第二節 贈与之効力

第一款 普通贈与之効力

第二款 特別贈与之効力

第三章 売買

第一節 総則

第一款 諾売之定義

第二款 売買之種類

第三款 定款

第四款 売買之費用

第五款 売買規定之準用

第二節 売買之効力

第一款 売主之義務

第一項 本有之義務

第二項 担保之義務

第二款 買主之義務

第一項 支付代金之義務

第二項 承領目的物之義務

第三節 買回

第一款 買回之意義

第二款 買回特約之効力

第一項 買回由於意思表示

第二項 債権者之間接訴権

第三項 対於第三者之効力

第四項 買回之効力

第一 通則

第二 特例

第三款 共有者之一人以買回之

特約而売却其持分之場合

第四章 交換

第五章 消費貸借

第六章 使用貸借

第七章 賃貸借

第一節 総則

第二節 賃貸借之効力

第一款 於当事者間之効力

第一項 賃人之義務

第二項 賃借人之義務

第三項 賃借権之譲渡及賃借

物之転貸

第二款 対於第三者之効力

第三節 賃貸借之終了

第八章 雇用

第一節 雇用之概念

第二節 雇用之効力

第一款 労務者之義務

第二款 使用者之義務

第三節 雇用之終了

第九章 請負(中国謂之包弁)

第一節 請負之観念

第二節 請負之効力

第一款 注文者之義務

第二款 請負人之義務

第三節 請負之終了

第十章 委任

第一節 委任之観念

第二節 委任者之義務

第一款 受任者之義務

第二款 委任者之義務

第三節 委任之終了

第十一章 寄託

第一節 寄託之観念

第二節 寄託之効力

第一款 受寄者之義務

第二款 寄託者之義務

第十二章 組合

第一節 組合の観念

第二節 組合之効力

第一款 対内之関係

第一項 組合之財産

第二項 業務之執行

第三項 財産及業務之検査

第四項 損益之分配

第二款 対外之関係

第三節 組合契約之終了

第一款 脱退

第二款 解散

第十三章 終身定期金契約

第十四章 和解

第一節 和解之観念

第二節 和解之効力

第二編 事務管理

第一章 事務管理之観念

第二章 管理者之義務

第三章 本人之義務

第三編 不当利得

第一章 不当利得之観念

(一)因他人之財産或労務受利益時

(二)因之損失及於他人

(三)無法律上之原因

第二章 不当利得之効力

第一 原則

第二 例外

(甲)非弁済債

(�)無債務而為弁済時

(�)有債務而未至弁済期時

(�)非債務者因錯誤而為債務

之弁済時

(乙)因不法原因之給付

第四編 不法行為

第一章 不法行為之観念

(一)侵害他人之権利

(二)因之生損害之事

(三)故意或過失

第二章 不法行為之効力

第一節 賠償之義務者

第一 未成年者及心神喪失者之

不法行為

第二 使用者及請負人之不法行

為

第三 工作物占有者之責任



179 松岡義正と北京「京師法律学堂」における民事法の教育について

─ 179 ─

第四 動物占有者之責任

第五 共同不法行為者之責任

第六 正当防衛

第二節 求償者

第三節 賠償之方法

第四節 求償権之実行

註：本目次は作者により汪庚年が編集した『法学彙編』に収録されている松岡義正の講

義『民法・債権法各論』（下）の中国語訳の内容から抜き取って作成したものである。

①の「申込効力之喪失」では申込を申述としているが、前後関係から申込の間違いと判

断して、申込と直った。

表13 松岡義正の講義『民法講義 債権法各論』（附担保）の詳細目次（二）

担保

第一章 総論

第二章 留置権

第一節 留置権之性質

第一 留置権者為物上担保

第二 留置権者属於占有他人之物

者之権利

第三 留置権者属有関於目的物所

生之債権者之権利

甲 要有関於物所生之債権

乙 債権要在於償還期

第四 留置権者為占有者至受其債

権之償還止留置其物之権利

第二節 留置権之効力

第一款 留置権者之権利

第一 留置権者至受其債権全部

之償還止有継続占有留置物全

部之権利

第二 留置権者就自留置物所生

之果実有受優先償還之権利

第三 留置権者関於占有物所支

出之必要費、有益費、有使所

有者償還之権利

第二款 留置権者之義務

第一 留置権者以善良管理者之

注意任保管留置物之責

第二 留置権者非有債務者之承

諾不得使用留置物及為賃貸或

以之供担保

第三 留置権者有返還留置物之

義務

第三節 留置権之消滅

第一 留置物巳滅失時

第二 主債権巳消滅

第三 留置権者巳失目的物之占

有時

第四 債務者供相当之担保而請

求賃貸権之消滅時

第五 留置権者巳違背其義務、

自債務者請求消滅留置権時

第三章 先取特権

第一節 総則

第一款 先取特権之性質

第一 先取特権為物権

第二 先取特権者為他物権又為

従物権

第三 先取特権者自法律規定所

生之権利

第四 先取特権者為就債務者之

財産先他之債権者受自己債権

之弁済之権利

第二款 先取特権之目的

甲 権利之目的物

一 売却目的物之代金

二 自賃貸目的物所生之債権

三 目的物上所設定物権之対

価

四 自目的物滅失毀損所生之

賠償金

乙 権利行使之条件

第二節 先取特権之種類

第一款 一般之先取特権

第一 共益費用之先取特権

第二 葬式費用之先取特権

第三 雇人給料之先取特権

第四 日常用品供給之先取特権

第二款 特別之先取特権

第一項 動産之先取特権

第一 不動産賃借権之先取特

権

第二 旅店宿泊之先取特権

第三 運輸之先取特権

第四 公吏職務上過失之先取

特権

第五 動産保存之先取特権

第六 動産売買之先取特権

第七 種苗肥料供給之先取特

権

第八 農工業労役之先取特権

第二項 不動産之先取特権

第一 不動産保存之先取特権

第二 不動産工事之先取特権

第三 不動産売買之先取特権

第三款 先取特権之順位

第一 一般先取特権之順位

第二 一般先取特権与特別先

取特権之関係

第三 特別先取特権相互間之

関係

第四 同一順位之先取特権者

相互間之関係

第三節 先取特権之効力

第一款 関於動産先取特権之効力

第二款 関於一般先取特権之効力

第三款 関於不動産先取特権之効

力

第四書 質権

第一節 質権之性質

第一 質権為他物権

第二 質権為従物権

第三 質権為自当事者之意思表示

所生之権利

第四 質権為必要占有目的物之権

利

第五 質権為占有目的物、且先他

債権者以目的物供弁済之権利

第二節 質権之目的物

第一 要為特定之対体物

第二 要可得譲渡之物

第三 要為質権設定者之所有物及

得所有者之承諾之物

第三節 質権一般之効力

第一 質権者於元本利息違約金質

権実行之費用

第二 質権者至完全受其弁済止有

留置質物之権利

第三 質権者収取自質物所生之果

実、有先於他債権者以之充弁済

之権利

第四 質権者有就質物受優先弁済

之権利

第五 質権者得為質物之転質

第六 質権者就質物支出必要費或

有益費時、有使質物所有者償還

之権利

第七 質権者有以善良管理者之注

意占有質物之義務

第八 質権者有返還質物之義務

第九 為担保他人之債務設定質権

者因弁済其債務或質権之実行巳

失其質物之所有時、対於債務者

有求償権

第四節 動産質

第五節 不動産質

第一 一不動産上之物権非経登記

不得以之対抗於第三者

第二 従為質物目的之不動産之用

法得為其使用及収益

第三 不動産質権之存続期間不得

超過十年

第四 不動産質権率用関於抵当権
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之規定

第六節 権利質

第一款 権利質之設定

第二款 権利質之実行

第五章 抵当権

第一節 抵当権之性質

第一 抵当権為物上担保

第二 抵当権為行於不動産之権利

第三 抵当権為自当事者之意思表

示所生之権利

第四 抵当権為不須占有目的物之

権利

第五 抵当権為就目的物先他債権

者受弁済之権利

第二節 抵当権之目的

第三節 抵当権之効力

第一款 債権者相互之関係

第二款 抵当者与第三者之関係

第三款 抵当権之実行

第四節 抵当権之消滅

第一 主債権之消滅

第二 抵当不動産之滅失

第三 涤除

第四 第三取得者之弁済

第五 競売

第六 抵当不動産之公用徴収

第七 混同

第八 抛棄

第九 消滅時効

註：本目次は作者により汪庚年が編集した『法学彙編』に収録されている松岡義正の講

義『民法・債権法各論』（下）の中国語訳の内容から抜き取って作成したものである。
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あ
る
︒
こ
れ
は
各
大
学
か
ら
刊
行
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
講
義
の
内
容
か
ら
窺
え
る
︒
た
と
え
ば
︑

法
政
大
学
か
ら
明
治
三
七
年
︑
三
八
年
に
出
さ
れ
た
教
科
書
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄
で
は
︑
松
岡
義
正
が
担
当
し
た
の
は
︑
第
三
編
︑
上
訴
︑

第
四
編
︑
再
審
︑
第
五
編
︑
証
書
訴
訟
及
び
為
替
訴
訟
︑
第
七
編
︑
公
示
催
告
手
続
︑
第
八
編
︑
仲
裁
手
続
と
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
編

は
岩
田
一
郎
︑
第
二
編
は
遠
藤

(

)

忠
次
︑
第
六
編
は
板
倉
松
太
郎
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
教
科
書
も
基
本
的
に
は
日
本
民
事

42

訴
訟
法
の
編
章
体
制
に
応
じ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
松
岡
が
執
筆
に
加
わ
っ
た
民
事
訴
訟
法
の
書
籍
の
み
で
な
く
︑
当
時
他
の

学
者
に
よ
っ
て
執
筆
し
た
も
の
に
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
表
︵

︶
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
大
審
院
判
事
︑
法
科
大

14

学
講
師
︑
法
典
調
査
委
員
高
木
豊
三
が
明
治
二
八
年
に
刊
行
し
た
﹃
民
事
訴
訟
法
︵
明
治
二
三
年
︶
論
綱
﹄︵
全
四
巻
︶
も
そ
の
見
出

し
の
順
序
は
基
本
的
に
日
本
民
事
訴
訟
法
の
体
裁
に
従
っ
て

(

)

い
る
︒
そ
の
中
に
︑
江
木
衷
が
執
筆
し
た
﹃
民
事
訴
訟
原
論
﹄
で
は
新
し

43
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表14 高木豊三『民事訴訟法（明治23年）論綱』の目次

緒論

第一節 民事訴訟法の大意

第二節 民事訴訟法所定の

事物(訴訟手続)

第三節 民事訴訟法の権利

関係

第四節 民事訴訟と刑事及

び行政訴訟との差別

第五節 訴訟手続の種類

第一編 訴訟主体

第一章 裁判所

第六節 裁判権及び其実

行

第七節 皇室と裁判所と

の関係

第八節 狭義裁判権

第九節 裁判所の管轄及

び裁判籍

第十節 事物の管轄

第十一節 職務の管轄

第十二節 土地の管轄

(裁判籍)

第十三節 普通裁判籍

第十四節 財産権上の訴

に就いての特別裁判籍

第十五節 相続裁判籍

第十六節 不動産の裁判

籍

第十七節 義務の特別裁

判籍

第十八節 強制執行予備

の裁判籍

第十九節 反訴の裁判籍

第二十節 付帯又は牽連

事件の裁判籍

第二十一節 婚姻縁組禁

治産事件の裁判籍

第二十二節 裁判籍相互

の関係

第二十三節 事物上及び

土地の裁判籍の変動

第二十四節 法律上の共

助

第二十五節 裁判所内部

の構成

第二十六節 裁判所職員

の除籍及び忌避

第二章 当事者訴訟代理人

及び補佐人

第二十七節 当事者たる

能力及び訴訟能力

第二十八節 訴訟代理人

及び補佐人

第二十九節 従参加

第三十節 告知参加及び

指名参加

第三十一節 主参加

第三十二節 訴訟費用

第三十三節 保証

第三十四節 訴訟上の救

助

第二編 訴訟上の権利関係

第三十五節 訴訟上権利

関係の成立

第三十六節 訴訟上必要

条件

第三十七節 起訴の効力、

権利拘束

第三十八節 権利保護の

請求

第三十九節 裁判官対当

事者の関係

第四十節 当事者相互の

関係

第四十一節 訴訟上権利

関係の終局

第四十二節 訴訟手続の

中断及び中止

第四十三節 中断又は中

止せる訴訟手続の回復

第四十四節 訴の併合

第四十五節 主観的訴の

併合

第四十六節 客観的訴の

併合

第三編 訴訟行為の方式、種

類及び時期に関する一般の

原則

第四十七節 方式

第四十八節 訴訟手続の

公行主義及び密行主義

第四十九節 裁判官の行

為

第五十節 当事者の行為

第五十一節 訴訟行為の

実行言渡送達呼出

第五十二節 訴訟行為の

時期

第五十三節 懈怠の結果

第五十四節 懈怠の結果

の除却

第四編 第一審の訴訟手続

第一章 訴の提起、準備書

面の交換及び口頭弁論

第五十五節 訴の提起

第五十六節 準備書面の

交換

第五十七節 口頭弁論

第二章 証拠調

第五十八節 挙証手続の

総論

第五十九節 証拠、挙証

責任、証拠主義

第六十節 証拠の種別

第六十一節 推測及び顕

著なる事実

第六十二節 証拠調総則

第六十三節 人証

第六十四節 鑑定

第六十五節 書証

第六十六節 検証

第六十七節 当事者本人

の訊問

第六十八節 証拠共通及

び証拠抗弁

第六十九節 証拠保全

第三章 区裁判所の訴訟手

続

第七十節 通常の訴訟手

続

第七十一節 督促手続

第五編 上訴

第七十二節 上訴の総論

第七十三節 控訴

第七十四節 上告

第七十五節 抗告

第六編 再審

第七十六節 取消の訴及

び原状回復の訴

第七編 証書訴訟

第七十七節 証書訴訟及

び為替訴訟

第八編 強制執行

第一部 強制執行一般の通

則

第一章 強制執行の必要

条件

第七十八節 実体的必

要条件

第七十九節 形式的必

要条件

第二章 強制執行の機関

第八十節 執達吏

第八十一節 執行裁判

所

第三章 強制執行の管轄

第八十二節 強制執行

審の裁判籍及び裁判

第四章 強制執行の手続

に対する異議

第八十三節 執行文の

付与に対する異議

第八十四節 執行方法

に関する異議及び執

達吏に関する抗告

(すなわち異議)

第八十五節 判決に因

って確定したる請求

其ものに関する異議

(実質上の異議)

第五章 執行の目的物に

関する第三者の異議

第八十六節 譲渡妨止

の異議(執行参加)

第八十七節 差押物の

代価に付先拂の請求

第六章 強制執行の停止

及び制限

第八十八節 緒言

第八十九節 既に為し

たる執行処分を取消

さざる停止

第九十節 同時に執行

を取消す執行の停止

第七章 債務者の変動

第八章 保証 救助 休

暇費用

第九十一節 保証

第九十二節 救助 休

暇

第九十三節 執行費用

第二部 各種の強制執行及

び手続

第九章 金銭の債権に付

いての強制執行に関す

る通則

第九十四節 緒言

第九十五節 差押の制

限

第十章 有体動産に対す

る強制執行

第九十六節 差押の実

施

第九十七節 差押ふ可

からざる物件

第九十八節 差押後の

手続

第九十九節 未収穫の

果実及び蚕に対する

強制執行

第百節 有価証券及び

為替其他裏書をもっ

て移転すべき債権に

対する強制執行

第百一節 照査手続及

び配当要求

第十一章 債権及び他の

財産権に対する強制執

行

第百二節 執行機関

第百三節 差押ふべき

権利

第百四節 差押に関す

る法律上の制限

第百五節 差押の申立

及び差押

第百六節 差押後の手

続

第百七節 差押及び転

付より生する債権者

債務者及び第三債務

者の権利及び義務



い
試
み
を
し
︑
日
本
民
事
訴
訟
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
﹁
区
域
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
手
続
﹂︑

﹁
督
促
手
続
﹂︑﹁
準
備
手
続
﹂︑﹁
証
拠
保
全
手
続
﹂︑﹁
仮
差
押
及
び
仮
処
分
﹂︑﹁
婚
姻
及
び
縁

組
事
件
手
続
﹂︑﹁
禁
治
産
事
件
の
手
続
﹂︑﹁
証
書
訴
訟
及
び
為
替
訴
訟
﹂︑﹁
公
示
催
告
手
続
﹂︑

﹁
仲
裁
手
続
﹂
な
ど
の
内
容
を
﹁
特
別
訴
訟
手
続
﹂
に
ま
と
め
た
も
の
も

(

)

あ
る
︒
た
だ
し
︑

44

﹁
区
域
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
手
続
﹂︑﹁
準
備
手
続
﹂︑﹁
証
拠
保
全
手
続
﹂
と
い
っ
た
第
一
審

手
続
の
内
容
を
特
別
訴
訟
の
手
続
に
す
る
こ
と
は
や
や
無
理
の
部
分
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

そ
れ
に
対
し
︑
松
岡
が
北
京
法
律
学
校
で
民
事
訴
訟
法
講
義
の
た
だ
一
人
の
担
当
者
で
あ
っ

た
こ
と
に
加
え
︑
清
朝
政
府
の
た
め
に
歴
史
上
初
の
民
事
訴
訟
法
草
案
の
起
草
作
業
も
委
ね
ら

れ
て
い
た
原
因
も
あ
っ
た
か
︑
松
岡
は
中
国
で
の
民
事
訴
訟
法
講
義
を
松
岡
な
り
の
系
統
に
構

成
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
︒
表
︵

︶
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
松
岡
の
民
事
訴
訟
法
講
義
の

15

内
容
構
成
は
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
大
き
く
異
な
り
︑
民
事
訴
訟
手
続
を
通
常
手
続
と
特

別
手
続
に
分
類
し
て
叙
述
を
進
め
て
い
る
︒
彼
は
第
一
審
か
ら
第
三
審
ま
で
正
常
に
争
え
る
訴

訟
を
通
常
手
続
に
し
︑
督
促
手
続
︑
証
書
訴
訟
︑
為
替
訴
訟
︑
仮
差
押
訴
訟
︑
仮
処
分
訴
訟
︑

破
産
訴
訟
︑
人
事
訴
訟
な
ど
を
特
別
訴
訟
に
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
分
類
に
よ
っ
て
複
雑
な

民
事
裁
判
の
形
態
が
わ
か
り
や
す
く
な
り
︑
民
事
裁
判
と
刑
事
裁
判
の
区
別
さ
え
な
か
っ
た
中

国
の
法
的
環
境
の
な
か
で
育
っ
た
学
生
に
と
っ
て
は
︑
民
事
訴
訟
法
を
学
習
す
る
煩
わ
し
さ
へ

の
恐
怖
か
ら
解
き
放
さ
れ
る
役
割
も
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
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第十二章 配当手続

第百八節 必要条件

配当裁判所

第百九節 配当手続

第百十節 異議の訴

第百十一節 異議完結

後の手続

第十三章 不動産に対す

る強制執行

第百十二節 通則

第百十三節 強制競売

第百十四節 強制管理

第十四章 船舶及び其股

分に対する強制執行

第百十五節 船舶に対

する強制執行

第百十六節 船舶の股

分に対する強制執行

第十五章 金銭の支払を

目的とせざる債権に付

いての強制執行

第百十七節 物件引渡

の債務

第百十八節 行為又は

不行為義務の実行

第百十九節 債務者の

意思表示に付いての

強制執行

第十六章 差押及び仮処

分

第百二十節 仮差押

第百二十一節 仮処分

第九編 公示催告

第百二十二節 公示催

告手続

第百二十三節 除権判

決に対する不服申立

の訴

第十編 仲裁手続

第百二十四節 仲裁判

断

第百二十五節 仲裁判

断取消の訴

出典：高木豊三『民事訴訟法（明治23年）論綱』（全四巻、復刻版 日本立法資料全集 別

巻143）信山社、平成11年10月。原書は講法会、明治28年〜29年出版。
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表15 松岡担当の『民事訴訟法』講義(中国語)の詳細目次

緒言

(壱) 民事訴訟法之本質

(一) 権利之行使

(二)保護権利之手段

(三)公力保護

(弐)民事訴訟之意義

(一)実質的意義

(�)狭義之実質的意義

第一民事訴訟乃当事者双方及

国家間所成立之両面的法律関

係

第二民事訴訟為単一之法律関

係

(�)広義之実質的民事訴訟

(二)形式的民事訴訟之意義

(�)狭義之形式的民事訴訟之意

義

(�)広義之形式的民事訴訟之意

義

(参)民事訴訟之主体

(一) 国家

(二)当事者

(肆)民事訴訟之手段

(一)試験

(二)私権之確定

(三)私権之執行

(伍)民事訴訟之目的物

(陸)民事訴訟的行為

(一)訴訟行為

(二)執行行為及求此之行為

第一編 総論

第一章 民事訴訟法之意義

第一 広義之民事訴訟法

(壱) 民事訴訟法乃関於民事訴

訟法之法規之全体也

(弐) 民事訴訟法乃公法之一部

分也

第二 狭義之民事訴訟法

第二章 民事訴訟法之内容

(一)訴訟関係

(二)執行関係

第三章 民事訴訟法之効力範囲

第一 関於人之効力範囲

第二 関於地之効力範囲

第三 関於時之効力範囲

第二編 訴訟関係

第一章 訴訟主体

第一節 国家

第二節 裁判所

第一 意義

第二 種類

(壱)通常裁判所

(弐)特別裁判所

(参)区別之実用

第三 権限

第四 組織

(壱)裁判所之構成

(一) 裁判所之独立

(二) 裁判所之組織

(三) 裁判所之職員

(弐)裁判所之管轄

(参)狭義裁判所之管轄

(�)法定管轄

(子)事物之管轄

(丑)土地之管轄

(�)合意管轄

(子)管轄合意之性質

(丑)管轄合意之要件

(寅)管轄合意之効力

第五 法律上共助

第三節 当事者

第一 意義

(一) 狭義当事者

(二) 広義当事者

第二 種類

(壱)原告及被告

(弐)主当事者及従当事者

第三 能力

(壱)当事者能力

(弐)訴訟能力

(参)演述能力

第四 代理及補佐

(壱)代理人

(一)法律上代理人

(二)訴訟代理人

(�)訴訟代理権之発生

(�)訴訟代理権之範囲

(�)訴訟代理之効力

(	)訴訟代理権之消滅

(弐)補佐人

(一)補佐之成立

(二)補佐之範囲

(三)補佐之効力

(四)補佐之消滅

第二章 訴訟要件

第一 意義

(一)権利保護之要件

(二)訴訟妨害事実

第二 種類

(一)因性質要件之種類

(二)因効力要件之種類

第三 効力

第三章 訴訟行為

第一 意義

第二 要件

第三 種類

(壱)当事者之訴訟行為

(一)方式

(二)目的

(三)内容

(四)地位

(五)取消

(六)懈怠

(弐)裁判所之行為

(一)方式

(二)目的

(�)訴訟之指揮

(�)秩序之維持

(�)訴訟之裁判

(	)証明行為

(三)内容

(四)取消

(五)懈怠

第四 外部関係

(一)用語

(二)口頭及書面

(三)場所

(四)時期

(�)期日

(�)期間

(�)期日及期間之併合

(	)懈怠

第三編 訴訟手続

第一 主義

(壱)口頭審判主義及書面審理主義

(弐)公開審判主義及不公開審判主

義

(参)直接審理主義及間接審理主義

(肆)不干渉審理主義及干渉審理主

義

(伍)当事者訴訟進行主義又職権訴

訟進行主義

(陸)当事者処分主義及裁判所職権

主義

(柒)当事者双方審理主義

(捌)当事者同等主義及当事者不同

等主義

(玖)口頭弁論一体主義及訴訟行為

同時主義

(拾)証拠分離主義及証拠結合主義

(拾壱)自由心証主義及法定証拠主

義

第二 種類

(壱)要口頭弁論之訴訟手続、不要

口頭弁論之訴訟手続

(弐)本人訴訟及弁護士訴訟

(参)通常訴訟及特別訴訟

第三 通常訴訟

(壱)第一審訴訟手続き

(一)地方裁判所手続

(�)開始手続

(�)審判手続

(子)意義

(丑)種類

(寅)立証責任

(�)終結手続

(	)特種手続

(
)欠席手続

(卯)中断中止及休止(原文

は丑)

(辰)再開手続(原文は寅)

(巳)判決之更正及補充(原

文は卯)

(午)差戻後手続(原文は辰)



次
に
︑
松
岡
は
民
事
訴
訟
法
の
講
義
に
あ
た
り
︑
法
の
条
文
へ
の
暗
記
︑
理
解
よ
り
も
法
律
の
法
理
に

対
す
る
理
解
が
重
要
で
あ
る
と
法
理
の
習
得
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
︒

彼
は
中
国
の
学
生
に
対
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
民
法
と
同
様
に
︑
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
研

究
も
三
つ
の
要
点
が
あ
る
︒
法
律
の
沿
革
を
知
る
こ
と
︑
諸
国
の
立
法
例
を
知
る
こ
と
及
び
法
理
を
知
る

こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
民
事
訴
訟
法
の
条
文
が
夥
し
く
︑
ど
の
国
で
も
千
条
以
上
に
及
ぶ
の
で
︑

条
文
ご
と
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
れ
を
逐
条
に
述
べ
る
必
要
も
な
い
︒
そ
の
綱
領
を
捉
ま
え
︑
原

則
を
理
解
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
︒
そ
の
原
則
を
理
解
し
て
お
け
ば
︑
諸
国
の
学
者
や
起
草
者
の
考
え
方
が

推
測
で
き
る
し
︑
裁
判
官
と
し
て
法
律
の
解
釈
が
で
き
︑
呆
然
と
し
て
困
る
こ
と
が
な
か
ろ
う
︒
そ
の
条

文
を
詳
し
く
検
討
し
た
け
れ
ば
︑
後
日
の
法
学
者
と
し
て
の
責
任
で
あ
り
︑
今
日
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
は
な
い
︒﹂
と
︒

な
お
︑
民
事
訴
訟
法
の
学
修
は
原
則
の
探
求
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
︒
彼
が
い
う
に

は
︑﹁
条
文
の
適
用
に
つ
い
て
は
法
典
に
み
な
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
調
べ
れ
ば
よ
い
︒
故
に

ど
の
法
律
に
も
基
本
的
法
理
が
あ
り
︑
法
自
身
の
適
用
も
あ
る
が
︑
条
文
よ
り
も
適
用
か
ら
基
本
的
法
理

を
求
め
る
の
は
︑
遠
回
り
の
煩
わ
し
さ
を
省
く
こ
と
が
で
き
︑
最
良
の
方
法
で
あ

(

)

ろ
う
︒﹂
と
︒
ま
た
︑

45

民
事
訴
訟
法
の
性
格
に
つ
い
て
松
岡
は
﹁
国
家
の
公
権
力
に
基
づ
き
私
権
を
守
る
手
続
で
あ
る
︒
⁝
⁝
そ

の
実
質
か
ら
み
る
と
民
事
訴
訟
の
意
義
は
国
家
と
当
事
者
間
に
成
立
し
た
権
利
義
務
関
係
で
あ
る
︒
そ
の

外
観
か
ら
見
れ
ば
訴
訟
関
係
は
私
法
上
の
利
益
を
守
る
手
続
で
あ
る
﹂
と
し
て

(

)

い
た
︒
46
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(二)区裁判所手続

(弐)上級裁判所手続

(一)控訴手続

(二)上告手続

(三)抗告手続

(参)再審手続

第四 特別訴訟

(壱)督促手続

(弐)証書訴訟

(参)為替訴訟

(肆)仮差押訴訟

(伍)仮処分訴訟

(陸)破産訴訟

(柒)人事訴訟

第五 併合訴訟

(壱)因当事者之行為之併合訴訟

(弐)因裁判所之行為之併合訴訟

第三編 執行関係(原文のまま)

第一章 執行主体

第二章 執行要件

第三章 執行手続

注：「民事訴訟法講義」（法学彙編第13冊）東大東洋文化研究所大木文庫所蔵）から抜き

取って作成。



第
三
に
︑
日
本
民
事
訴
訟
法
に
存
在
す
る
不
適
切
な
内
容
を
カ
ッ
ト
す
る
試
み
を
し
て
い
た
︒
従
来
︑
現
行
﹃
日
本
民
事
訴
訟
法
﹄

第
一
編
﹁
総
則
﹂
第
一
章
﹁
裁
判
所
﹂
に
﹁
第
六
節

検
事
の
立
会
﹂
が
設
け
ら
れ
︑
検
察
官
の
民
事
訴
訟
事
件
へ
の
参
加
を
設
け
て

(

)

い
た
︒
し
か
し
︑
明
治
三
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
民
事
訴
訟
法
の
修
正
作
業
中
に
︑
検
察
官
の
民
事
訴
訟
に
参
加
す
る
規
定
が
見
直
さ
れ

47
て
い
た
︒
た
だ
︑
修
正
草
案
が
法
律
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
︑
日
本
の
現
行
民
事
訴
訟
法
に
は
そ
の
条
文
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
︒

裏
の
事
情
を
承
知
し
て
い
る
松
岡
は
そ
れ
を
中
国
の
民
事
訴
訟
法
に
活
か
し
︑
講
義
の
中
に
も
そ
れ
を
見
直
す
説
明
を
し
て
い
た
︒
彼

は
言
う
︒
検
察
官
の
民
事
訴
訟
へ
の
立
会
に
関
す
る
規
定
は
︑﹁
理
論
上
で
は
適
切
で
は
な
い
と
は
言
え
な
い
が
︑
現
実
に
は
検
事
は

刑
事
上
の
知
識
を
よ
く
知
る
が
︑
民
事
事
件
に
な
る
と
そ
の
知
識
は
や
や
も
す
れ
ば
足
り
な
い
︒
若
し
ほ
か
に
民
事
上
の
検
察
機
関
を

設
け
れ
ば
︑
経
費
が
掛
か
り
す
ぎ
る
問
題
が
あ
る
︒
刑
事
検
察
官
に
民
事
事
件
に
参
与
さ
せ
る
な
ら
ば
必
ず
や
非
常
な
誤
り
が
生
じ
か

ね
な
い
︒
そ
れ
が
故
に
︑
各
国
で
は
検
事
を
公
益
に
か
か
わ
る
民
事
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
は
何
ら
役
も
立
っ
て
い
な
い
︒
か
つ
︑
民
事

訴
訟
上
の
目
的
物
は
純
粋
な
私
法
関
係
と
非
純
粋
な
私
法
関
係
に
の
み
関
わ
り
︑
断
じ
て
純
粋
の
公
益
に
関
わ
る
私
法
関
係
が
な
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
民
事
上
の
裁
判
範
囲
は
当
事
者
の
申
立
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

(

)

﹂
と
︒
事
実
上
︑
日
本
の
内
部
修
正
草
案
に
は
こ
の
規

48

定
を
な
く
し
︑
松
岡
が
起
草
作
業
を
担
当
し
た
清
国
の
民
事
訴
訟
法
草
案
に
も
こ
の
規
定
を
書
き
込
ま
な
か
っ
た
︒

︵
�

︶

破
産
法
の
講
義
に
つ
い
て

一
九
〇
〇
年
代
初
頭
︑
義
和
団
事
件
︵
北
清
事
件
︶
の
事
後
処
理
の
一
環
と
し
て
清
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
西
洋
諸
国
と
の
間

に
通
商
航
海
条
約
の
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
一
連
の
改
正
通
商
航
海
条
約
に
よ
っ
て
︑
中
国
は
西
洋
諸
国
か
ら
多
く
の
外
国
資
本

の
中
国
へ
の
進
出
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
み
で
な
く
︑
中
国
の
商
慣
習
が
見
直
さ
れ
︑
西
洋
諸
国
で
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
る
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表16 和仏法律学校における松岡義正の破産法講義目次

緒言

第一編 総論

第一章 破産の沿革及び法源

第二章 破産の性質及び破産法の性

質

第三章 破産法と他の所法律との関

係

第二編 実体的破産法規

第一章 破産債権

第二章 破産財団

第三章 破産宣告の効力

第一節 将来に関する破産宣告の

効力

第二節 既往に関する破産宣告の

効力

第三節 破産宣告の渉外的効力

第三編 形式的破産法規

第一章 破産機関

第一節 破産裁判所

第二節 破産主任官

第三節 破産管財人

第四節 検事

第五節 債権者集会

第二章 破産当事者

第一節 破産債権者

第二節 破産債務者

第三章 破産手続の進行

第一節 破産の開始手続

第一款 破産宣告の要件

第二款 破産宣告の前手続

第三款 破産の宣告並びに申立

の却下及び之に伴う諸手続

第二節 破産債権及び破産財団の

確定手続

第一款 破産債権の確定手続

第二款 破産財団の管理及び換

算

第三節 破産手続の終局

第一款 破産手続きの停止

第二款 協諧契約

第四編 破産法の効果

第一章 人に関する効果(当事者の

国籍に関する法規)

第二章 所に関する効果(法規の適

用に関する問題)

第三章 時に関する効果(法規の経

過に関する問題)

附言

第一章 破産罰則

第二章 支払猶予

出典：法学士松岡義正講述『破産法』（明治35年度講義）和仏法律学校発行により筆者

が作成。

表17 松岡義正担当のの『破産法講義』（中国語訳）の詳細目次

諸言

第一 破産之本質

第二 破産之主義

第三 破産法之内容

第一編 総論

第一 破産之意義

(壱)破産乃民事訴訟也

(弐)破産有債権者及債務者

(参)破産之目的

第二 破産法之性質

第三 破産法与家資分散法之関係

第一編 破産実体法

第一章 破産関係之成立

(壱)商人之支付停止

(一)商人

(二)支付停止

(弐)破産之申述

(一)債務者

(二)債権者

第二章 破産関係之消滅

(一)破産之申立取下

(二)配当

(三)協諧契約(強制和議)

第三章 破産債権

(壱)性質

(一)財産上之請求権

(二)得以訴求之権利

(三)対於破産者之権利

(四)破産宣告前所己発生

(弐)多数当事者之債権

(一)共同債務者之破産

(二)社員之破産

(三)相続人之破産

(参)有物上担保之債権

(肆)順位

(一)有優先権之破産債権

(二)対於破産者営業之債権

(三)相続債権者及受遺者之債権

第四章 破産財団

(壱)性質

(一)財産

(二)得為強制執行目的物

(三)属於破産者之財産

(四)在破産手続終結前帰属於破

産者之一切財産

(弐)取戻権

(参)別除権

(肆)消滅

第五章 破産之効力

(壱)対於破産債権者之効力

(弐)対於破産者之効力

(参)対於破産者之債務者之効力

(肆)関於破産者権利行為之効力

(一)関於破産宣告前所為

(�)関於破産者権利行為

(�)関於破産者権利行為之履

行及続行之破産効力

(二)関於破産宣告後所為権利行

為之効力

(�)関於訴訟行為以外権利行

為之効力

(�)関於訴訟行為之効力

第二編 破産手続法

第一章 破産之機関

(壱)破産裁判所

(弐)破産主任官

(参)破産管財人

(肆)検事

(伍)債権者集会

第二章① 破産当事者

(壱)破産債権者

(弐)破産者

第三章 破産手続

(壱)干渉主義及任意的弁論

(弐)不服申立て

(参)公告送達通知

(肆)破産之宣告手続

(一)破産宣告前之手続

(二)破産宣告之裁判手続

(三)破産之宣告及与破産

(伍)破産債権確定手続

(一)破産債権之呈報手続

(�)破産債権之呈報

(�)債権表之調製

(二)破産債権之調査手続

(�)承認

(�)異議

(陸)破産財団之確定手続

(一)破産財団之管理

(�)破産財団之占有

(�)破産目録之作成

(�)報告書及貸借対照

(	)保全処分

(
)破産管財人之報告

(二)破産財団之換価

(�)換価手続

(�)収入金之供託

(三)破産機関之干与

(柒)破産之終結手続



近
代
的
な
会
社
組
織
も
中
国
に
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒
そ
の

勢
い
に
備
え
︑
商
法
の
制
定
も
当
時
の
課
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
︒
日
本

人
商
法
学
者
志
田
鉀
太
郎
は
正
に
こ
の
潮
流
の
な
か
に
商
法
草
案
の
起
草
者

と
商
法
の
教
授
と
し
て
清
政
府
に
招
聘
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

商
法
が
制
定
さ
れ
︑
近
代
的
組
織
た
る
会
社
が
導
入
さ
れ
︑
外
資
の
中
国

へ
の
進
出
が
止
め
ら
れ
な
い
以
上
︑
会
社
と
り
わ
け
中
外
合
弁
会
社
の
破
産

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
た
紛
糾
と
厄
介
さ
に
備
え
る
た
め
に
︑
中
国
に
は
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
破
産
制
度
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ

の
た
め
に
︑
破
産
法
の
制
定
や
破
産
手
続
き
の
知
識
を
中
国
に
広
げ
る
課
題

が
生
じ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
課
題
を
任
さ
れ
た
の
は
他
で
も
な
く
松
岡
義
正

で
あ
る
︒

民
事
訴
訟
法
と
同
じ
よ
う
に
︑
松
岡
は
中
国
に
赴
任
す
る
ま
え
に
多
く
の

大
学
で
破
産
法
の
講
義
を
担
当
し
︑
そ
の
講
義
録
も
刊
行
し
て
い
た
︒
明
治

三
五
年
︑
松
岡
が
和
仏
法
律
学
校
で
担
当
し
た
破
産
法
の
講
義
録
は
七
五
〇

頁
に
も
及
び
︑
全
部
で
三
五
・
七
万
日
本
文
字
と
数
え
ら
れ
る
分
厚
い
著
書

で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
彼
に
破
産
法
の
講
義
を
担
当
さ
せ
た
の
は
極
め
て

適
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
彼
が
日
本
国
内
で
行
っ
た
破
産
法
講
義
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(一)破産手続き之停止

(二)破産手続之廃止

(三)協諧契約(強制和議)破産手

続

(�)成立手続

(�)効力

(�)履行

(	)消滅

(四)配当

(�)配当準備手続

(�)中間配当之手続

(�)最後之配当手続

(	)追加配当

(
)配当手続き終結之効力

第三編 破産罰則

(壱)受破産罰則適用之行為

(一)破産者之行為(有罪破産)

(二)非破産者之行為

(弐)手続き

第四編 破産国際法

(一)当事者之国籍(関於人之効力)

(二)属地法主義(関於地之効力)

(三)法則之衝突(狭義之国際

第五編 破産時際法

附言 支払猶予

注：本目次は『松岡義正関係文書』に収録されている『破産法講義』の中国語メモの内

容から抜き取って作成したものである。編名の通し番号は原文のままとなっている。①

は原文に見出しが附いていなかったが、『法学彙編』第13冊に収録されている『破産法』

に基づいて付け加えた。なお、『法学彙編』の「破産法」の保全処分には、第一、為別

除相比之提示義務、第三、（原文のまま）向破産管財人為送達物之交付、第四動産之封

印、第五帳簿之認証、第六関於破産者之処分、また、第四章の破産財団、第五章の破産

之効力の中にも（肆）の（二）関於破産宣告後所為権利行為之効力（�）関於訴訟行為

以外権利行為之効力を追加した。原文の（�）は（二）の（�）になった。『松岡義正

関係文書』の第一編総則は独立せず、緒言の中に入れている。



と
中
国
で
行
っ
た
講
義
と
を
読
み
く
ら
べ
る
と
︑
両
者
の
講
義
は
内
容
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
本
文
は
そ
の
講
義
の
内
容

の
説
明
を
控
え
︑
彼
が
担
当
し
た
両
方
の
講
義
の
目
次
を
掲
げ
︑
読
者
に
参
考
資
料
の
提
供
に
止
め
た
い
︒
表
︵

︶
は
和
仏
法
律
学

16

校
で
の
講
義
目
次
で
︑
表
︵

︶
は
中
国
で
の
講
義
目
次
で
あ
る
︒

17

五

中
国
に
お
け
る
民
事
法
教
育
に
対
す
る
松
岡
の
貢
献

伝
統
的
な
中
華
法
系
は
長
期
間
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
唐
代
で
は
﹁
律
令
格
式
﹂
と
い
う
形
と
し
て
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
唐

六
典
﹄
で
は
︑﹁
律
以
正
刑
定
罪
︑
令
以
設
範
立
制
︑
格
以
禁
違
止
邪
︑
式
以
軌
物
程
式
﹂︵
律
を
用
い
て
罪
を
定
め
処
罰
を
施
し
︑
令

を
用
い
て
規
範
や
制
度
を
設
け
︑
格
を
用
い
て
内
規
や
規
則
に
対
す
る
違
反
行
為
を
禁
止
し
︑
式
を
用
い
て
ル
ー
ル
を
作
る
と
の
意
︶

と
﹁
律
令
格
式
﹂
を
説
明
し
て
い
る
︒
こ
の
説
明
を
み
る
と
︑
令
︑
格
︑
式
は
民
事
︑
経
済
及
び
行
政
事
務
に
か
か
わ
る
禁
止
的
な
法

律
規
範
で
あ
り
︑
律
は
刑
事
法
で
懲
罰
的
な
法
律
で
あ
り
︑
四
者
は
相
互
に
補
足
し
あ
っ
て

(

)

い
る
︒
し
か
し
︑
現
実
上
は
﹁
律
を
以
て

49

主
と
す
﹂
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
︑
律
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
た
︒
清
末
に
い
た
っ
て
清
政
府
が
民
法
の
編
纂
に
取
り
組
み
︑
西
洋

諸
国
の
民
法
典
に
焦
点
を
当
て
た
と
き
に
︑
突
然
の
よ
う
に
中
華
法
系
に
は
西
洋
流
の
民
法
体
系
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
初
め
て

気
づ
い
た
︒
そ
の
中
に
︑
大
理
院
正
卿
張
仁
黼
は
﹁
中
国
の
法
律
は
刑
法
の
み
で
︑
家
族
婚
姻
︑
土
地
な
ど
の
不
動
産
事
項
も
刑
法
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
完
備
な
法
律
と
は
い
え
ず
︑
と
り
わ
け
刑
罰
と
民
法
と
を
区
別
し
な
い
こ
と
は
外
国
人
に
よ
っ
て
批
判

さ
れ
て
い
る
﹂

(

)

と
し
︑
西
洋
の
方
法
を
採
用
し
て
門
類
ご
と
に
新
た
な
法
律
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
︒
張
仁
黼
の
考

50

え
方
に
そ
っ
て
み
る
な
ら
ば
︑
中
華
法
系
に
は
民
法
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
独
立
に
編
纂
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
︒
そ
の
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内
容
を
刑
法
か
ら
抉
り
出
し
︑
単
行
法
律
に
す
る
な
ら
ば
︑
中
国
の
民
法
は
編
纂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
︒

こ
の
よ
う
な
見
方
は
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
再
び
強
調
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
︒
そ
れ
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
を
し
た
の
は
著
名
な

法
制
史
学
者
の
張
晋
藩
氏
で
あ
ろ
う
︒
彼
は
一
九
八
三
年
に
開
催
さ
れ
た
中
国
法
律
史
学
会
創
立
大
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
明
言
し

て
い
た
︒﹁
諸
法
を
一
体
化
し
︑
民
法
と
刑
法
を
区
別
し
な
い
こ
と
は
中
国
の
古
代
法
典
の
体
裁
で
あ
る
が
︑
法
体
系
か
ら
見
る
場
合

に
︑
諸
法
が
併
存
し
︑
民
法
と
刑
法
に
区
別
が
あ
る

(

)

﹂
と
︒
そ
れ
以
来
︑
張
氏
は
中
国
の
民
法
の
歴
史
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
努
力
を

51

弛
ま
ず
︑
相
次
い
で
﹃
清
代
民
法
綜
論
﹄︵
中
国
政
法
大
学
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
二
月
︶︑﹃
中
国
民
法
通
史
﹄
等
を
刊
行
し
た
︒
そ

の
影
響
を
受
け
て
︑
中
国
で
は
﹃
中
国
民
法
史
﹄︵
叶
孝
信
主
編
︑
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
七
月
︶︑﹃
中
国
民
法
史
﹄︵
孔
慶

民
︑
胡
留
元
︑
孫
季
平
編
︑
吉
林
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
一
月
︶︑﹃
中
国
財
産
法
史
稿
︾︵
郭
建
著
︑
中
国
政
法
大
学
出
版
社
︑

二
〇
〇
五
年
五
月
︶
な
ど
多
く
の
古
代
民
法
史
の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
︒

こ
れ
ら
の
書
籍
の
出
版
は
今
日
の
人
々
が
古
代
中
国
で
は
民
事
関
係
を
処
理
す
る
法
律
関
係
へ
の
理
解
に
有
益
な
資
料
を
提
供
す
る

こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
様
々
な
律
令
格
式
お
よ
び
古
代
文
書
に
散
見
さ
れ
て
い
る
民
事
関
係
に
関
す
る
規
定
を
民
法
と
し
て
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
ど
の
国
の
法
律
で
も
特
定
の
法
思
想
の
指
導

下
に
編
纂
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
近
代
西
洋
諸
国
の
民
法
は
平
等
な
民
事
主
体
間
の
財
産
及
び
人
身
関
係
を
規
範
す
る
法
律
で
あ
り
︑

私
有
財
産
の
不
可
侵
︑
債
権
法
中
の
私
法
自
治
︑
物
権
法
中
の
物
権
法
定
と
い
っ
た
法
原
則
や
主
義
は
中
華
法
系
に
存
在
し
て
い
な
い

も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
厳
密
に
言
え
ば
︑
中
華
法
系
に
は
精
々
民
事
関
係
に
関
す
る
掟
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
︑
整
備
さ
れ
た
民
法

体
系
と
は
到
底
言
え
な
い
︒﹁
古
代
中
国
に
は
厳
密
な
意
味
で
は
近
代
的
性
格
を
浴
び
る
民
法
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
結

論
は
極
め
て
適
切
な
も
の
で

(

)

あ
る
︒
52
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中
国
で
は
本
格
的
に
近
代
的
民
法
を
導
入
し
始
め
た
の
は
清
末
の
法
律
編
纂
事
業
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
事
業
に
対
し
直
接
に
貢
献

を
な
し
た
外
国
人
の
中
で
松
岡
義
正
以
外
に
い
な
い
と
言
い
た
い
︒
そ
し
て
︑
彼
が
京
師
法
律
学
堂
で
携
わ
っ
て
い
た
民
事
関
係
法
律

の
教
育
及
び
同
学
堂
で
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
民
法
学
講
義
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
後
の
中
国
で
大
陸
法
系
の
民
法
体
系
が
築
か
れ
た
こ
と
に

系
統
的
な
貢
献
を
果
た
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
評
価
は
恐
ら
く
誇
大
な
も
の
で
は
な
く
︑
下
記
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

ま
ず
︑
松
岡
義
正
が
京
師
法
律
学
堂
で
行
っ
た
民
事
法
の
教
育
は
中
国
に
お
け
る
民
事
法
教
育
の
た
め
に
規
範
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
基
礎
づ
け
た
こ
と
と
な
っ
た
︒
一
八
六
二
年
に
清
政
府
が
開
設
し
た
同
文
館
は
中
国
の
近
代
的
教
育
の
嚆
矢
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
が
︑
一
九
世
紀
の
終
了
直
前
に
至
っ
て
も
法
学
の
教
育
課
程
を
設
け
た
学
校
は
殆
ど
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
︒
一
八
六
九
年
同
文

館
に
庸
聘
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
マ
ー
テ
イ
ン
︵
W
.A
.P
.M
a
rtin
︑
中
国
名
は
丁
韙
良
︶
が
担
当
し
て
い
た
﹃
万
国
公
法
﹄︵
国
際
公

法
︶
は
唯
一
の
法
学
教
育
の
科
目
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
一
八
九
五
年
に
設
立
さ
れ
た
北
洋
大
学
堂
及
び
一
八
九
七
年
に
創
立
さ
れ
た

湖
南
時
務
学
堂
で
は
法
律
学
科
も
設
け
ら
れ
た
が
︑
後
者
は
民
法
と
憲
法
を
﹁
内
公
法
﹂
に
し
︑
前
者
は
教
員
が
殆
ど
ア
メ
リ
カ
人
な

の
で
︑
講
義
し
た
法
律
は
基
本
的
に
判
例
法
と
ア
メ
リ
カ
法
で
あ
っ
た
︒
京
師
法
律
学
堂
が
開
設
さ
れ
た
一
九
〇
六
年
現
在
︑
中
国
に

三
校
し
か
な
か
っ
た
国
立
大
学
た
る
京
師
大
学
堂
︑
山
西
大
学
堂
︑
北
洋
大
学
堂
に
は
法
学
又
は
法
政
学
科
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
︑

ど
の
大
学
の
法
学
教
育
課
程
中
に
も
民
事
法
に
関
す
る
科
目
は
な
か
っ
た
︒
表
︵

︶
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
教
育
科
目
か
ら
分
か
る
よ

17

う
に
︑
ど
の
大
学
に
も
詳
し
い
民
事
法
に
関
す
る
科
目
が
見
ら
れ
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
京
師
大
学
堂
で
は
各
国
民
法
及
び
民
事
訴
訟
法

と
さ
れ
︑
山
西
大
学
堂
で
は
契
約
法
︑
民
法
が
設
け
ら
れ
︑
北
洋
大
学
堂
で
は
契
約
法
︵
合
同
律
例
︶︑
不
動
産
法
︵
田
産
法
︶
し
か

な
か
っ
た
︒
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し
か
し
︑
上
記
の
三
校
の
国
立
大
学
よ
り
遅
れ
て
開
設
さ
れ
た
京
師
法

律
学
堂
で
は
民
事
法
関
係
の
教
育
科
目
が
比
較
的
に
整
っ
て
お
り
︑
民
事

法
律
教
育
の
科
目
を
民
法
総
則
︑
物
権
法
︑
債
権
法
︑
親
族
法
︑
相
続
法
︑

破
産
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
細
分
化
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
講
義
を
開
設
し
て

い
た
︒
民
事
法
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
教
育
課
程
の
設
定
は
中
国
の
近
代

的
民
法
教
育
の
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
大

陸
法
系
の
民
事
法
教
育
方
式
は
そ
の
後
の
中
国
法
学
教
育
の
モ
デ
ル
と
な

っ
て
い
る
︒
中
華
民
国
の
北
洋
政
府
の
時
期
に
せ
よ
︑
南
京
国
民
政
府
の

時
期
に
せ
よ
︑
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
に
せ
よ
︑
民
事
法
の
教
育
課
程

は
︑
民
法
総
則
︑
物
権
法
︑
債
権
法
︵
契
約
法
︑
不
法
行
為
法
︶︑
親
族

法
︵
婚
姻
法
︑
家
庭
関
係
法
︶︑
相
続
法
を
基
本
内
容
と
す
る
教
育
の
体

系
を
継
承
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
中
華
民
国
時
期
の
朝
陽
大
学
で
は
︑

民
法
総
則
︑
債
権
総
論
︑
債
権
各
論
︑
民
法
物
権
︑
民
法
親
族
編
︵
二
種

類
︶︑
民
法
相
続
編
︵
二
種
類
︶
を
民
法
教
育
の
中
に
組
み
込
ん
で

(

)

い
た
︒
53

次
に
︑
松
岡
が
京
師
法
律
学
堂
で
書
き
残
し
た
民
法
学
及
び
民
事
訴
訟

法
学
の
教
科
書
は
そ
の
後
の
中
国
の
民
法
学
教
材
の
手
本
と
し
て
使
わ
れ

た
︒
松
岡
が
中
国
に
渡
航
す
る
前
後
に
︑
中
国
の
出
版
界
で
は
梅
謙
次
郎
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表18 清末における京師大学堂、山西大学堂、北洋大学堂の法学教育の科目

出典：《大学堂章程(大学堂附通儒院)》、北京大学校史研究室編『北京大学史料』（第一

卷 1898〜1911）北京大学出版社，1993年	月，103頁；http: //www.baike.com/

wiki/山西大学法学院（アクセス：2013年�月31日）；李貴連『近代中国法制与法学』北

京大学出版社，2002年11月，214頁。

法律原理学、大清律例要義、
中国歴代刑律考、中国古今
歴代法制考、東西各国法制
比較、各国憲法、各国民法
及び民事訴訟法、各国刑法
及び刑事訴訟法、各国商法、
交涉法、泰西各国法、各国
行政機関学、全国人民財用
学、国家財政学

法律学、ローマ法、国際公
法、名法、倫理、英語、財
政学、憲法、契約法、刑法、
商法、刑事訴訟法、民法、
交涉法、国際法制比較、フ
ランス語、大清律例要義，
中国歴代刑律考、中国古今
歴代法制考、海军律

国語国史、英語、西洋史、
生理、天文、大清律要義、
中国近世外交史、憲法史、
憲法、法律総義、法律原理
学、ローマ法律史、契約律
例、刑法、交涉法、ローマ
法、商法、損害賠償法、田
産法、成案比較、船舶法、
訴訟法則、条約及び交涉法
参考、理財学、兵学、兵操

山西大学堂西斋法律学 北洋大学堂法科律例学
京師大学堂政法科大学

法律学門



な
ど
民
法
学
者
の
民
法
著
書
も
刊
行
さ
れ
た
が
︑
学
校
の
教
科
書
よ
り
も
日
本
法
の
現
状
を
理
解
す
る
た
め
の
書
籍
と
さ
れ
て
い
た
色

彩
が
強
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
出
版
物
は
中
国
の
法
学
教
育
に
対
し
て
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
と
は
思
わ
な
い
︒
し
か

し
︑
京
師
法
律
学
堂
で
講
義
を
担
当
し
た
松
岡
の
影
響
は
他
の
人
よ
り
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
当
時
︑
松
岡
の
講
義

内
容
は
基
本
的
に
は
日
本
の
現
行
法
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
清
政
府
の
た
め
に
民
法
や
民
事
訴
訟
法
及
び
破
産
法
と
い
っ
た
民
事

関
係
法
律
案
の
起
草
も
依
頼
さ
れ
た
た
め
︑
そ
の
講
義
内
容
は
起
草
中
の
法
案
内
容
も
交
ぜ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
は
彼
が
担
当
し
た
民
事
訴
訟
法
講
義
の
内
容
構
成
か
ら
も
そ
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
︒
日
本
の
現
行
民
事
訴
訟
法
は
訴
訟
手
続
を
通

常
訴
訟
手
続
と
特
別
訴
訟
手
続
に
分
け
て
い
な
い
の
に
対
し
︑
松
岡
が
起
草
を
担
当
し
た
民
事
訴
訟
法
草
案
は
明
確
に
通
常
訴
訟
手
続

と
特
別
訴
訟
手
続
に
区
分
し
て
法
条
文
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
た
め
に
︑
松
岡
は
民
事
訴
訟
法
を
講
義
す
る
と
き
ま
さ
に
こ

の
体
裁
に
基
づ
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
︒

中
華
民
国
が
樹
立
さ
れ
︑
新
体
制
の
確
立
に
手
が
回
り
き
れ
な
い
政
府
当
局
は
新
し
い
法
律
体
系
の
整
備
に
余
裕
が
な
か
っ
た
︒
し

た
が
っ
て
︑
清
末
に
修
訂
法
律
館
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
多
く
の
法
律
案
を
そ
の
ま
ま
借
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒
民
国
初
期
に

﹃
民
事
訴
訟
法
草
案
の
応
用
に
つ
い
て
﹄
と
い
う
通
達
で
は
当
該
草
案
の
中
で
定
め
ら
れ
た
裁
判
所
管
轄
の
規
定
を
応
用
に
付
す
と
指

示
し
た
の
は
そ
の
中
の
一
例
に
過
ぎ

(

)

な
い
︒
さ
ら
に
︑
中
華
民
国
一
〇
年
七
月
二
二
日
に
松
岡
義
正
が
起
草
し
た
民
事
訴
訟
法
草
案
を

54

踏
ま
え
て
修
正
し
た
﹃
民
事
訴
訟
法
草
案
﹄
が
公
布
さ

(

)

れ
た
︒
こ
の
草
案
は
一
部
の
条
文
や
構
成
に
手
入
れ
を
加
え
た
も
の
の
︑
基
本

55

的
枠
組
み
は
松
岡
の
草
案
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
朝
陽
大
学
で
当
該
草
案
に
基
づ
い
て
編
集
し
た
民
事
訴
訟
法

の
教
科
書
は
松
岡
講
義
の
影
が
見
ら
れ
る
︒
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お
わ
り
に

京
師
法
律
学
堂
が
開
設
さ
れ
︑
日
本
民
事
関
係
法
律
を
基
盤
と
す
る
近
代
的
民
法
学
の
教
育
が
始
ま
っ
て
︑
一
〇
〇
年
以
上
の
紆
余

曲
折
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
︒
清
王
朝
の
崩
壊
に
よ
り
日
本
人
学
者
の
援
助
お
よ
び
協
力
の
下
に
開
始
さ
れ
た
近
代
的
法
の
整
備

事
業
が
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
︑
そ
の
事
業
は
余
韻
を
残
し
て
中
国
社
会
で
細
い
な
が
ら
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
っ
た
︒
一
九
二
八

年
南
京
国
民
政
府
に
よ
っ
て
南
北
の
中
国
が
再
び
統
一
さ
れ
る
ま
で
の
一
七
年
間
の
北
洋
政
権
時
代
に
︑
新
し
い
民
事
法
律
が
定
め
ら

れ
な
か
っ
た
が
︑
朝
陽
大
学
で
は
日
本
法
お
よ
び
清
末
に
出
来
上
が
っ
た
一
連
の
民
事
法
草
案
を
踏
ま
え
て
の
民
事
法
に
関
す
る
教
育

が
引
き
続
い
て
行
わ
れ
て
い
た
︒
一
九
三
〇
年
前
後
に
上
記
の
民
法
草
案
を
脚
本
に
仕
上
げ
ら
れ
た
中
華
民
国
民
法
典
や
民
事
訴
訟
法

等
の
民
事
関
係
法
律
の
公
布
に
よ
っ
て
︑
中
国
の
民
事
法
教
育
は
新
し
い
局
面
が
開
か
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
局
面
は
数
年
し
か
維
持

で
き
ず
︑
日
本
の
中
国
に
対
す
る
全
面
的
な
侵
略
に
よ
っ
て
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
一
九
四
九
年
中
華
人
民
共
和
国
の
樹
立
に

よ
っ
て
民
法
を
含
む
中
華
民
国
六
法
が
廃
止
さ
れ
︑
中
国
は
し
ば
ら
く
民
事
法
律
が
な
か
っ
た
時
代
に
入
っ
た
︒
一
九
七
〇
年
代
末
か

ら
始
ま
っ
た
改
革
開
放
政
策
に
よ
っ
て
︑
中
国
は
再
度
法
整
備
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
︒
現
在
︑
民
法
典
そ
の
も
の
が
制
定
さ
れ

な
か
っ
た
も
の
の
︑
民
事
関
係
の
法
律
は
殆
ど
制
定
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
法
律
の
内
容
は
時
代
の
大
き
な
変
化
も
あ
り
︑
百
年
前
に
考

案
し
た
も
の
と
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
法
律
の
主
な
枠
組
み
は
依
然
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
あ
る
意
味
に
お
い
て
︑
現
代
中
国
の
民
事
関
係
の
法
学
教
育
の
原
点
は
清
末
の
民
事
法
教
育
に
大
き
く
寄
与
し
た
松
岡
の
役
割
に

遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

法学論集 72 〔山梨学院大学〕 194

─ 194 ─



注︵
�
︶

光
緒
二
九
年
六
月
五
日
交
換
し
た
﹃
中
英
続
議
通
商
行
船
条
約
﹄

款
で
は
﹁
中
国
深
欲
整
頓
本
国
律
例
︑
以
期
与
各
国
律
例
改
同
一
律
︒
英
国
允

12

愿
尽
力
協
助
以
成
此

︒
一
俟

悉
中
国
律
例
情
形
及
其
審
断

法
及
一
切
相
関
事
宜
皆
臻
妥
善
︑
英
国
即
允
棄
其
治
外
法
権
︒﹂︵
中
国
も
深
く
本
国

举

查

办

の
法
律
を
整
備
し
よ
う
と
欲
し
︑
西
洋
諸
国
の
法
律
と
同
様
に
な
る
こ
と
を
期
す
︒
英
国
は
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
協
力
に
取
り
組
む
意
向
が
あ
り
︑
そ

の
成
功
を
期
待
す
る
︒
中
国
の
法
律
及
び
裁
判
方
法
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
事
務
が
み
な
適
切
と
な
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
︑
英
国
は
治
外
法

権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
︶
と
規
定
さ
れ
て
い
る
︒︵
田
涛
主

︽
清
朝
条

全
集
︾
第
二
卷
︑
黑

江
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
六
月
︑

编

约

龙

一
一
九
三

︶︒
そ
の
後
︑
ア
メ
リ
カ
や
日
本
諸
国
も
こ
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
書
き
入
れ
た
︒
た
と
え
ば
︑﹃
日
淸
兩
國
間
追
加
通
商
航
海
條
約
﹄︵
一

页

九
〇
四
年
一
月
一
九
日
公
布
︶
第
十
一
條
は
︑﹁
淸
國
政
府
ハ
其
ノ
司
法
制
度
ヲ
改
正
シ
テ
日
本
國
及
西
洋
各
國
ノ
制
度
ニ
適
合
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
熱

望
ス
ル
ヲ
以
テ
日
本
國
ハ
右
改
正
ニ
對
シ
一
切
ノ
援
助
ヲ
與
フ
ヘ
キ
コ
ト
ヲ

約
シ
且
淸
國
法
律
ノ
狀
態
其
ノ
施
行
ノ
設
備
及
其
ノ
他
ノ
要
件
ニ
シ
テ

日
本
國
カ
滿
足
ヲ
表
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
治
外
法
權
ヲ
撤
去
ス
ル
ニ
躊
躇
セ
サ
ル
ヘ
シ
﹂︵﹃
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
上
巻
﹄︑
外
務
省
︑
二
一
四
-二

一
六
頁
と
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
︒︶

︵
�
︶
﹁
法
學
通
論
講
義
序
﹂
沈
家
本
︽
寄
簃
文
存
︾
卷
六
︒

︵
�
︶

国
立
公
文
書
館

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
﹁
清
国
駐
屯
司
令
官
神
尾
光
臣
よ
り
陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
宛
駐
屯
軍
報
告
第
十
七
号
﹂︵
清
国

駐
屯
軍
司
令
部
秘
参
発
第
一
九
号
︑
明
治
三
九
年
七
月
九
日
︶︒
文
中
の
﹁
前
記
訴
訟
法
﹂
と
は
伍
廷
芳
が
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
を
果
た
し
て
作
成
し
た

﹃
大
清
刑
事
民
事
訴
訟
法
草
案
﹄
を
指
す
︒

︵
	
︶
﹁
修
訂
法
律
大
臣
伍
廷
芳
︑
沈
家
本
会
奏
請
専
設
法
律
学
堂
摺
﹂︵﹃
東
方
雑
誌
﹄
第
二
年
︵
一
九
〇
五
年
︶
第
八
期
﹁
教
育
﹂
に
掲
載
︵
光
緒
三
一

年
八
月
︶︒
丁
賢
俊

喩
作
鳳
編
﹃
伍
廷
芳
集
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
九
三
年
八
月
︑
上
冊
︑
第
二
七
一
～
二
七
三
頁
か
ら
引
用
︒
但
し
︑
奏
上
の
時
間

を
一
九
〇
五
年
︵
光
緒
三
一
︶
夏
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
学
務
大
臣
孫
家
鼐
が
光
緒
三
一
年
七
月
丙
午
に
奏
上
し
た
上
奏
文
と
照
合
す
れ
ば
︑
伍
廷
芳
ら

の
上
奏
文
の
奏
上
時
間
は
光
緒
三
一
年
三
月
二
〇
以
前
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
下
は
中
国
語
の
原
文
で
あ
る
︒﹁
竊
臣
等
奉
命
現
行
律
例
按
照
交
涉
情

形
︑
參
酌
各
國
法
律
︑
悉
心
考
訂
︒
開
館
以
來
與
編
譯
各
員
旦
夕
討
論
︑
深
慮
新
律
既
定
︑
各
省
未
豫
儲
用
律
人
才
︑
則
徒
法
不
能
自
行
︑
終
屬
無
補
︒

當
此
各
國
交
通
︑
情
勢
萬
變
︒
外
人
足
跡
遍
於
行
省
︒
民
教
齟
齬
︑
方
其
起
釁
之
始
︑
多
因
地
方
官
不
諳
外
國
法
律
︑
以
致
辦
理
失
宜
︑
醞
釀
成
要
案
︒

將
來
鐵
軌
四
達
︑
雖
腹
地
奧
區
︑
無
異
通
商
口
岸
︒
一
切
新
政
︑
如
路
︑
礦
︑
商
標
︑
稅
務
等
事
︑
辦
法
稍
歧
︑
詰
難
立
至
︑
無
一
不
賴
有
法
律
以
維
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持
之
︒
然
則
彌
無
形
之
患
︑
伸
自
主
之
權
︑
利
害
所
關
︑
匪
細
故
也
︒

至
於

照
通
商
條
約
︑
議
收
治
外
法
權
︑
尤
現
在
修
律
本
意
︑
亟
應
廣
儲
裁
判
人
材
︑
以
備
應
用
︒

學
務
大
臣
奏
定
學
堂
章
程
內
列
有
政
法
科
大

查

查

學
︑
然
須
預
備
科
及
各
省
高
等
學
堂
畢
業
學
生
升
入
︒
現
在
預
科
甫
設
計
專
科
之
成
︑
為
期
尚
遠
︒
進
士
︑
仕
學
等
館
︑
其
取
義
在
明
澈
中
外
大
局
︑

於
各
項
政
事
︑
皆
能
知
其
大
要
︒
法
律
僅
屬
普
通
科
學
之
一
︑
斷
難
深
造
出
洋
︒
遊
學
畢
業
法
科
者
︑
雖
不
乏
人
︑
而
未
諳
中
國
情
形
︑
亦
多
捍
格
︒

伏
思
為
學
之
道
︑
貴
具
本
原
︒
各
國
法
律
之
得
失
︑
既
當
研
厥
精
微
︑
互
相
比
較
︒
而
於
本
國
法
制
沿
革
以
及
風
俗
習
慣
︑
尤
當
融
會
貫
通
︑
心
知
其

意
︒
兩
漢
經
師
多
嫻
律
令
︒
唐
宋
取
士
皆
有
明
法
一
科
︒
在
古
人
為
援
經
飾
治
之
征
符
︒
在
今
日
為
內
政
外
交
之
樞
紐
︑
將
欲
強
國
利
民
︑
推
行
無
阻
︑

非
專
設
學
堂
︑
多
出
人
材
不
可
︒
日
本
變
法
之
初
︑
設
速
成
司
法
學
校
︑
令
官
紳
每
日
入
校
數
時
︑
專
習
歐
美
司
法
行
政
之
學
︒
昔
年
在
校
學
員
︑
現

居
顯
秩
者
︑
頗
不
乏
人
︒
宜
略
仿
其
意
︑
在
京
師
設
一
法
律
學
堂
︑
考
取
各
部
屬
員
︑
在
堂
肄
習
畢
業
後
︑
派
往
各
省
為
佐
理
新
政
分
治
地
方
之
用
︒

開
辦
之
始
︑
暫
由
臣
等
經
理
︑
俟
新
律
告
竣
︑
再
行
請
旨
派
員
︑
專
司
其
事
︑
不
揣
固
陋
︑
謹
擬
辦
法
三
端
︑
為
我
皇
太
後
︑
皇
上
陳
之
︒

一
曰
定
課
程
︒

大
學
堂
章
程
內
︑
法
律
學
門
所
列
科
目
︑
其
主
課
為
法
律
原
理
學
︑
大
清
律
例
要
義
︑
中
國
歷
代
刑
律
︑
中
國
古
今
歷
代
法
制
考
︑

查

東
西
各
國
法
制
比
較
︑
各
國
憲
法
︑
各
國
民
法
及
民
事
訴
訟
法
︑
各
國
刑
事
及
刑
事
訴
訟
法
︑
各
國
商
法
︑
交
涉
法
︑
泰
西
各
國
法
︑
其
補
助
課
為
各

國
行
政
機
關
學
︑
全
國
人
民
財
用
學
︑
國
家
財
政
學
︑
頗
為
賅
備
︑
即
照
所
定
學
科
酌
量
損
益
︑
分
延
中
外
教
習
︑
逐
日
講
授
︒
惟
大
學
堂
章
程
系
四

年
畢
業
︑
擬
多
加
授
課
鐘
點
︑
改
為
三
年
畢
業
︒
另
立
速
成
科
︑
習
刑
律
︑
訴
訟
︑
裁
判
等
法
︑
限
一
年
半
畢
業
︒

一
曰
籌
經
費
︒
常
年
經
費
如
堂
舍
租
金
︑
教
習
薪
水

購
買
書
籍
︑
器
具
︑
飲
食
︑
雜
用
等
項
︑
力
求
撙
節
︑
每
年
約
需
銀
四
萬
兩
︒

此
庫
儲
支

暨

值

絀
︑
不
敢
請
撥
部
款
︑
應
由
各
省
督
撫
分
籌
撥
濟
︑
大
省
約
解
三
千
兩
︑
中
小
省
約
解
二
千
兩
︑
便
可
集
事
︒
分
之
見
少
︑
在
各
省
尚
不
甚
難
︒
此
項

畢
業
學
員
︑
日
後
專
為
各
省
辦
事
︒
現
在
育
才
之
費
仰
及
群
力
︑
於
義
亦
合
︒
至
開
辦
經
費
約
需
銀
三
萬
兩
︑
請
歸
戶
部
籌
撥
︒

一
曰
廣
任
用
︒
近
日
仕
途
猥
雜
︑
各
省
候
補
人
員
︑
文
理
未
通
者
︑
指
不
勝
屈
︒
雖
有
課
吏
館
之
設
︑
而
督
撫
事
繁
︑
未
能
躬
親
督
察
︑
幾
至
有
名

無
實
︑
遇
有
要
政
︑
本
省
無
可
用
之
人
︑
不
得
不
調
諸
他
省
︒
在
平
日
已
有
乏
才
之
患
︑
將
來
新
律
頒
行
︑
需
才
更
亟
︑
非
多
得
曉
律
意
者
不
能
行
之

無
弊
︒
應
將
學
律
各
員
於
畢
業
後
︑
請
簡
派
大
臣
詳
加
考
驗
︑
分
別
等
差
︒
其
列
優
等
者
交
部
帶
領
引
見
︒
按
照
原
官
品
級
以
道
府
直
隸
州
知
州
︑
知

縣
等
官
︑
請
旨
錄
用
︒
庶
幾
學
適
於
用
︑
用
其
所
學
︑
於
時
政
殊
有
裨
益
︒

以
上
三
端
︑
僅
舉
其
大
概
︒
如
蒙

允
︑
再
由
臣
等
詳
擬
章
程
︑
恭
候
欽
定
︒
謹
奏
︒﹂

俞

︵


︶
﹁
奏
請
各
省
専
設
仕
学
速
成
科
片
﹂︵
光
緒
三
一
年
三
月
二
〇
日
︶﹃
伍
廷
芳
集
﹄
二
七
一
～
二
七
二
頁
︒
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︵
�
︶
﹃
光
緒
朝
東
華
録
﹄
第
五
冊
︑
五
三
八
三
頁
︒

︵
�
︶
﹁
修
訂
法
律
大
臣
訂
定
法
律
学
堂
章
程
﹂︵
光
緒
三
一
年
︶
潘
懋
元
︑
刘
海
峰
編
﹃
中
国
近
代
教
育
史
料
彙
編

高
等
教
育
﹄
上
海
教
育
出
版
社
︑
一

九
九
三
年
一
二
月
︑
一
二
九
頁
︒

︵

︶
﹃
法
律
学
堂
同
学
禄
﹄︵
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
た
だ
︑
呉
朋
寿
﹁
京
師
法
律
学
堂
和
京
師
法
政
学
堂
﹂
中
国
人
民

政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史
資
料
委
員
会
編
﹃
文
史
資
料
選
輯
﹄︵
第
四
二
輯
︑
総
第
一
四
二
輯
︑
中
国
文
史
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
七
月
︑
第

一
六
八
頁
︶
に
は
沈
家
本
︑
伍
廷
芳
を
管
理
京
師
法
律
学
堂
大
臣
と
し
て
い
る
が
︑﹃
法
律
学
堂
同
学
禄
﹄
で
は
沈
家
本
の
み
と
さ
れ
て
い
る
︒

︵
�
︶

吉
同
鈞
に
つ
い
て
は
李
欣
栄
の
﹁
吉
同
鈎
与
清
末
修
律
﹂﹃
社
会
科
学
戦
線
﹄︑
二
〇
〇
九
年
第
六
期
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵

︶
﹁
修
訂
法
律
大
臣
訂
定
法
律
学
堂
章
程
﹂︵
光
緒
三
一
年
︶
潘
懋
元
︑
劉
海
峰
編
﹃
中
国
近
代
教
育
史
料
彙
編

高
等
教
育
﹄
上
海
教
育
出
版
社
︑
一

10

九
九
三
年
一
二
月
︑
一
二
九
～
一
五
〇
頁
︒

︵

︶

趙
暁
耕

李
暁
暉
﹁
京
師
法
律
学
堂
﹂﹃
中
国
民
商
法
律
網
﹄
h
ttp
:/
/
w
w
w
.civ
illa
w
.co
m
.cn
/
a
rticle
/
d
e
fa
u
lt.a
sp
?id
=
1
5
8
2
5︵
ア
ク
セ
ス
：
二
〇

11

一
〇
/四
/五
︶
で
は
二
二
五
人
と
な
っ
て
い
る
︒

︵

︶

呉
朋
寿
﹁
京
師
法
律
学
堂
和
京
師
法
政
学
堂
﹂
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史
資
料
委
員
会
編
﹃
文
史
資
料
選
輯
﹄︵
第
四
二
輯
︑
総

12

第
一
四
二
輯
︶
中
国
文
史
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
七
月
︑
一
六
八
頁
︒

︵

︶

趙
暁
耕

李
暁
暉
の
前
揭
文
章
に
よ
れ
ば
﹁
こ
の
学
堂
は
創
立
さ
れ
数
年
間
の
う
ち
︑
修
了
者
は
千
人
近
く
に
及
び
︑
一
時
は
繁
栄
を
極
め
た
も
の

13

で
あ
る
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
塩
田
環
の
﹁
清
国
法
典
編
纂
事
情
﹂
法
政
大
学
﹃
法
学
志
林
﹄
第
一
二
巻
第
二
号
︑
明
治
四
三
年
一
二
月
︑
第
二
五
頁
︶

で
は
﹁
現
在
学
生
は
旧
班
約
二
二
〇
︑
新
班
約
五
五
〇
人
︑
合
わ
せ
て
約
八
〇
〇
を
算
す
る
と
い
う
﹂
と
あ
る
︒
た
だ
︑
塩
田
が
京
師
法
律
学
堂
を
見

学
し
た
の
は
開
校
翌
年
で
︑
第
三
期
生
と
も
い
え
る
丙
班
の
学
生
数
を
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
千
人
近
く
の
数
字
は
事
実
に
近
い

で
あ
ろ
う
︒

︵

︶

小
河
滋
次
郎
﹁
清
国
の
獄
制
︵
上
︶﹂﹃
刑
事
法
評
林
﹄
明
治
四
三
年
九
月
第
二
卷
九
号
︑
五
五
～
五
六
頁
︒

14
︵

︶

塩
田
環
﹁
北
京
見
聞
録
﹂
東
京
大
学
﹃
法
学
協
会
雑
誌
﹄
明
治
四
一
年
第
二
六
巻
第
九
号
︑
四
一
五
～
四
二
〇
頁
︒

15
︵

︶

小
河
滋
次
郎
﹁
清
国
の
獄
制
︵
上
︶﹂﹃
刑
事
法
評
林
︾︑
明
治
四
三
年
九
月
︑
第
二
卷
九
号
︑
五
六
頁
︒

16
︵

︶

塩
田
環
﹁
清
国
法
典
編
纂
事
情
﹂
法
政
大
学
﹃
法
学
志
林
﹄
二
四
～
二
五
頁
︒

17
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︵

︶
﹁
学
部
奏
籌
設
京
師
法
政
学
堂
酌
擬
章
程
摺
並
章
程
﹂
上
海
商
務
印
書
館
編
訳
所
編
纂
﹃
点
校
本

大
清
新
法
令

一
九
〇
一
～
一
九
一
一
﹄
第
三

18

巻
︑
商
務
印
書
館
︑
二
〇
一
一
年
七
月
︑
四
一
九
頁
︒

︵

︶

呉
朋
寿
﹁
京
師
法
律
学
堂
和
京
師
法
政
学
堂
﹂
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史
資
料
委
員
会
編
﹃
文
史
資
料
選
輯
﹄︵
第
四
二
輯
︑
総

19

第
一
四
二
輯
︶
中
国
文
史
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
七
月
︑
執
筆
の
時
間
が
不
明
︒

︵

︶

趙
暁
耕
︑
李
暁
暉
の
前
掲
文
章
を
参
照
︒

20
︵

︶

李
貴
連
﹃
近
代
中
国
法
制
与
法
学
﹄︑
北
京
大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
一
一
月
︑
二
九
二
頁
︒

21
︵

︶

孫
政
華
﹁
百
年
朝
陽
：
一
所
法
律
名
校
的
繁
盛
与
荒
蕪
﹂
二
〇
一
二
年
〇
四
月
一
八
日
﹃
法
治
週
末
﹄︒﹃
鳳
凰
網
資
訊
﹄
か
ら
の
引
用
︒
h
ttp
:

22

/
/
n
e
w
s.ife
n
g
.co
m
/
sh
e
n
d
u
/
fz
z
m
/
d
e
ta
il_
2
0
1
2
_

/

/
1
3
9
7
9
2
3
7
_
.sh
tm
l
二
〇
一
三
年
四
月
二
日
ア
ク
セ
ス
︶︒

04
18

0

︵

︶

東
呉
大
学
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
大
学
で
蘇
州
に
位
置
し
︵
現
蘇
州
大
学
と
台
湾
東
呉
大
学
は
そ
の
継
承
者
と
さ
れ
て
い
る
︶︑
主
に
英
米
法
系
の
教

23

育
に
取
り
組
む
︒
朝
陽
大
学
は
北
京
に
位
置
し
︑
大
陸
法
系
の
教
育
に
重
き
を
置
い
て
い
た
︒
清
末
に
日
本
を
媒
介
と
し
て
大
陸
法
系
の
法
律
を
導
入

す
る
方
針
が
決
ま
り
︑
そ
の
後
の
中
華
民
国
も
そ
の
方
針
を
踏
襲
し
た
た
め
︑
朝
陽
大
学
の
教
育
内
容
が
中
国
の
法
律
現
状
と
よ
り
接
近
し
て
い
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
朝
陽
大
学
の
学
生
が
司
法
試
験
の
な
か
で
常
に
高
い
合
格
率
を
保
て
た
︒

︵

︶

塩
田
環
﹁
北
京
見
聞
録
﹂
東
京
大
学
﹃
法
学
協
会
雑
誌
﹄
明
治
四
一
年
第
二
六
巻
第
九
号
︑
四
一
七
頁
︒

24
︵

︶

松
岡
義
正
﹃
民
法
総
則
﹄
上
巻
︶﹃
法
学
彙
編
﹄︵
第
四
册
︶︑
五
九
頁
︒

25
︵

︶

松
岡
義
正
前
掲
書
︑
一
～
三
頁
︒
原
文
は
松
岡
の
講
義
を
中
国
語
で
翻
訳
し
た
も
の
で
︑
引
用
文
は
筆
者
に
よ
り
中
国
語
を
日
本
語
に
直
し
た
も
の

26

で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
︒
以
下
は
同
じ
︒

︵

︶

松
岡
前
掲
﹃
民
法
総
則
﹄
上
巻
︑
三
頁
︒

27
︵

︶

松
岡
前
掲
﹃
民
法
総
則
﹄
上
巻
︑
五
頁
︒

28
︵

︶

松
岡
前
掲
﹃
民
法
総
則
﹄
上
巻
︑
六
～
一
二
頁
︒

29
︵

︶

松
岡
前
掲
﹁
民
法
総
則
﹂
上
巻
︑
四
二
頁
︒

30
︵

︶

松
岡
前
掲
﹃
民
法
総
則
﹄
上
巻
︑
四
三
～
四
四
頁
︒

31
︵

︶

松
岡
前
掲
﹃
民
法
総
則
﹄
上
巻
︑
四
六
～
五
一
頁
︒

32
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︵

︶

松
岡
義
正
﹃
民
法
講
義

物
権
法
﹄︵
中
国
語
版
︶
七
頁
；﹃
民
法
論

物
権
法
︵
上
冊
︶﹄︵
日
本
語
版
︑
東
京
清
水
書
店
︑
明
治
四
一
年
九
月
︶︶

33

第
一
七
～
二
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵

︶

松
岡
義
正
﹃
民
法
講
義

物
権
法
﹄︵
中
国
語
版
︶
第
一
五
頁
；﹃
民
法
論

物
権
法
︵
上
冊
︶﹄︵
日
本
語
版
︶
八
七
～
九
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

34
︵

︶

こ
の
く
だ
り
は
次
の
原
文
か
ら
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
日
本
民
法
ニ
在
リ
テ
ハ
当
事
者
ノ
意
思
表
示
ノ
ミ
ニ
因
リ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス
︵
民
一
七

35

六
︶
⁝
⁝
故
ニ
物
権
ノ
取
得
ハ
意
思
表
示
ノ
直
接
ノ
結
果
ニ
シ
テ
引
渡
︵
動
産
物
権
︶
若
ク
ハ
登
記
︵
不
動
産
物
権
︶
ヲ
必
要
ト
セ
ス
︒
又
物
権
ノ
設

定
若
ク
ハ
移
転
ヲ
目
的
ト
ス
ル
債
務
履
行
ノ
効
果
ニ
非
ス
︒
物
権
ノ
設
定
及
ヒ
移
転
ヲ
目
的
ト
ス
ル
法
律
行
為
ハ
一
方
ニ
於
テ
債
権
ヲ
発
生
シ
︑
他
方

ニ
於
テ
物
権
ヲ
取
得
セ
シ
ム
︒
故
ニ
物
権
移
転
ノ
債
務
ヲ
発
生
ス
ル
ニ
止
マ
ル
債
権
契
約
ト
物
権
移
転
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
物
権
契
約
ヲ
混
成
シ
テ
之
ヲ

一
個
ノ
行
為
ト
為
シ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
︒
是
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
日
本
民
法
亦
佛
国
民
法
ト
同
シ
ク
意
思
主
義
ヲ
是
認
シ
テ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︒﹂︵
松
岡
前

掲
﹃
民
法
論

物
権
法
︵
上
冊
︶﹄
二
四
～
二
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒︶

︵

︶

原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒﹁︵
三
︶
制
限

意
思
主
義
ハ
当
事
者
ノ
表
意
ノ
ミ
ニ
因
リ
物
権
取
得
ノ
効
力
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
簡
便
ヲ
旨
ト
シ
︑

36

意
思
ノ
自
由
ヲ
重
ン
シ
︑
法
理
上
正
当
ナ
ル
ノ
外
観
ヲ
有
ス
ト
雖
深
ク
其
根
底
ヲ
探
究
ス
レ
ハ
一
片
ノ
空
理
ニ
帰
シ
︑
取
引
ノ
煩
雑
ヲ
招
キ
︑
又
物
権

ノ
法
理
ニ
反
ス
︒﹂︵
松
岡
前
掲
﹃
民
法
論

物
権
法
︵
上
冊
︶﹄
二
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒︶

︵

︶

松
岡
前
掲
﹃
民
法
論

物
権
法
︵
上
冊
︶﹄
二
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

37
︵

︶

西
英
昭
：﹁
清
末
民
国
時
期
法
制
関
係
日
本
人
顧
問
に
関
す
る
基
礎
情
報
・
補
遺
︵
附
：
松
岡
義
正
・
志
田
鉀
太
郎
著
作
目
録
︶﹂﹃
東
洋
法
制
史
研

38

究
会
通
信
﹄
第
二
一
号
︵
二
〇
一
二
年
八
月
︶
h
ttp
:/
/
w
w
w
.te
ra
d
a
.la
w
.k
y
o
to
-
u
.a
c.jp
/
to
h
o
k
e
n
/

_
n
ish
i.h
tm

ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
／
一

21

〇
／
六
︶

︵

︶

東
京
大
学
法
学
部
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
﹁
松
岡
義
正
関
係
文
書
﹄
に
は
﹁
松
岡
学
士
述
債
権
及
び
物
権
︵
原
稿
未
完
︶﹂
の
文
書
が
収
録
さ

39

れ
て
い
る
︒
そ
の
債
権
の
原
稿
は
﹁
第
三
節
多
数
者
の
債
権
﹂
と
題
さ
れ
︑﹃
民
法
債
権
編
講
義
﹄
の
第
三
節
と
全
く
同
じ
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒

両
方
の
内
容
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
松
岡
義
正
関
係
文
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
原
稿
は
同
書
第
三
節
の
原
稿
で
あ
る
こ
と
が
判
明
で
き
た
︒
た
だ
︑
原
稿

と
比
べ
れ
ば
︑
活
字
に
な
っ
た
同
書
に
は
原
稿
に
あ
る
表
現
の
方
法
や
文
字
に
つ
い
て
書
き
直
し
た
と
こ
ろ
が
少
々
あ
り
︑
原
稿
に
あ
る
横
文
字
は
省

略
さ
れ
た
か
︑
カ
タ
カ
ナ
表
示
と
な
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
書
の
原
稿
最
後
に
﹁
第
三

保
証
債
務
発
生
の
原
因
﹄
で
は
数
行

の
叙
述
で
終
わ
っ
た
が
︑
原
稿
に
は
︵
二
︶
効
力
︑
つ
ま
り
保
証
債
務
の
効
力
に
関
す
る
原
稿
約
七
頁
︑
文
字
数
で
は
三
〇
〇
文
字
ぐ
ら
い
の
議
論
が

199 松岡義正と北京「京師法律学堂」における民事法の教育について

─ 199 ─



活
字
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
つ
い
で
に
︑﹁
民
法
債
権
編
講
義
﹂
第
三
節
は
全
部
で
六
一
頁
︑
一
頁
に
は
一
四
行
︑
一
行
に
は
三
四
文
字
と
計
約
二
・

九
万
文
字
で
あ
る
の
に
対
し
︑
原
稿
は
七
八
頁
︑
一
頁
に
一
三
行
︑
一
行
に
約
三
〇
文
字
︑
計
約
三
万
字
と
な
っ
て
い
る
︒

︵

︶

西
英
昭
の
前
掲
調
査
に
よ
れ
ば
下
記
の
よ
う
な
講
義
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
①
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︵
松
岡
義
正
述
︑
和
佛
法
律
學
校
・
一
九
〇
一

40

︵
六
-八
編
︑
三
四
年
度
乙
種
講
習
科
用
︶︶
②
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︵
岩
田
一
郎
講
述
︑
和
佛
法
律
學
校
・
一
九
〇
二
︵
六
-八
編
を
松
岡
が
講
述
：
明
治

三
五
年
度
講
義
録
︶︶
③
﹃
人
事
訴
訟
手
續
法
﹄︵
和
佛
法
律
學
校
明
治
三
六
年
度
特
別
法
講
義
録
︶︵
和
佛
法
律
學
校
・
一
九
〇
三
︶
④
﹃
民
事
訴
訟

法
講
義
﹄︵
明
治
法
律
學
校
明
治
三
六
年
度
第
三
學
年
講
義
録
︶︵
明
治
法
律
學
校
講
法
會
・
一
九
〇
三
︶
⑤
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︵
仁
井
田
益
太
郎
講
述
︑

法
政
大
學
・
一
九
〇
四
︵
六
-八
編
を
松
岡
が
講
述
：
明
治
三
七
年
度
講
義
録
︶︶
⑥
﹃
民
事
訴
訟
法
講
義
﹄︵
横
田
五
郎
講
述
︑
明
治
大
學
出
版
部
・

一
九
〇
四
︵
三
-五
編
を
松
岡
が
講
述
︶︶
⑦
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︵
松
岡
義
正
講
述
︑
法
政
大
學
・
一
九
〇
五
︵
三
-五
編
：
明
治
三
八
年
度
講
義
録
︑
六

-八
編
：
明
治
三
七
年
度
講
義
録
︶
⑧
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︵
板
倉
松
太
郎
・
松
岡
義
正
講
述
︑
法
政
大
學
・
一
九
〇
五
︵
七
-八
編
を
松
岡
が
講
述
︶︶
⑨

﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︵
横
田
五
郎
講
述
︑
法
政
大
學
・
一
九
〇
七
︵
三
-五
編
を
松
岡
が
講
述
︶︶
⑩
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︵
日
本
大
學
明
治
四
〇
年
度
法
科
第

二
學
年
講
義
録
︶︵
日
本
大
學
・
一
九
〇
七
︶︒

︵

︶
﹁
清
末
に
お
け
る
中
国
法
律
の
近
代
化
と
日
本
人
法
律
顧
問
の
寄
与
に
つ
い
て
～
松
岡
義
正
と
民
事
関
係
法
律
の
編
纂
事
業
を
中
心
に
し
て
～
﹂︑

41

Ｊ
Ｆ
Ｅ

世
紀
財
団
﹃
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
報
告
書
﹄︵
二
〇
〇
九
年
度
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

21

︵

︶

法
政
大
学
発
行
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︵
明
治
三
八
年
度
講
義
録
︶
の
表
紙
に
は
﹁
第
二
編
法
学
士
遠
藤
忠
治
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
遠
藤
忠
次
は
正
し

42

い
︒

︵

︶

高
木
豊
三
﹃
民
事
訴
訟
法
︵
明
治
二
三
年
︶
論
綱
﹄︵
復
刻
版
︑
日
本
立
法
資
料
全
集
︑
別
巻
一
四
二
︶
信
山
社
︑
平
成
一
一
年
一
〇
月
︑
原
書

43

︵
四
巻
︶
は
講
法
会
︑
明
治
二
八
年
七
月
︑
八
月
︑
九
月
出
版
︒

︵

︶

江
木
衷
﹃
民
事
訴
訟
原
論
﹄︵
復
刻
版
︑
日
本
立
法
資
料
全
集

別
巻
四
四
一
︶
信
山
社
︑
平
成
一
九
年
五
月
︒
原
書
は
有
斐
閣
書
房
︑
明
治
二
六

44

年
一
月
出
版
︒

︵

︶

松
岡
義
正
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︑
汪
庚
年
編
集
﹃
法
学
滙
編
﹄
第
一
三
冊
︑
一
頁
︒

45
︵

︶

松
岡
前
掲
書
︑
一
二
頁
︒

46
︵

︶

同
節
に
は
第
四
二
条
の
一
か
条
の
条
文
し
か
な
い
が
︑
内
容
は
次
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
︒

47
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﹁
第
四
二
条

検
事
ハ
左
ノ
訴
訟
ニ
付
キ
意
見
ヲ
述
フ
ル
為
メ
其
口
頭
弁
論
ニ
立
会
フ
可
シ
︒

第
一

国
其
他
公
ノ
法
人
ニ
関
ス
ル
訴
訟

第
二

婚
姻
ニ
関
ス
ル
訴
訟

第
三

夫
婦
間
ノ
財
産
ニ
関
ス
ル
訴
訟

第
四

親
子
若
ク
ハ
養
親
子
ノ
分
限
其
他
総
テ
人
ノ
分
限
ニ
関
ス
ル
訴
訟

第
五

無
能
力
者
ニ
関
ス
ル
訴
訟

第
六

養
料
ニ
関
ス
ル
訴
訟

第
七

失
踪
者
及
ヒ
相
続
人
虧
缺
ノ
遺
産
ニ
関
ス
ル
訴
訟

第
八

証
書
ノ
偽
造
若
ク
ハ
変
造
ノ
訴
訟
︒﹂

高
木
豊
三
翻
訳
編
纂
﹃
日
獨
民
事
訴
訟
法
対
比
﹄︵
復
刻
版
︑
日
本
立
法
資
料
全
集

別
巻
二
三
五
︶
信
山
社
︑
平
成
一
四
年
四
月
︑
二
七
頁
︒

︵

︶

松
岡
前
掲
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄︑
汪
庚
年
編
集
﹃
法
学
滙
編
﹄
第
一
三
冊
︑
五
六
頁
︒

48
︵

︶

鄭
秦
﹃
中
国
法
制
史
﹄︑
文
津
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
四
月
︑
一
四
〇
︑
一
四
五
頁
︒

49
︵

︶
﹁
大
理
院
正
卿
張
仁
黼
奏
修
訂
法
律
請
派
大
臣
会
訂
折
﹂
故

博
物
院
明
清
档
案
部
編
﹃
清
末
筹
備
立
憲
档
案
史
料
﹄︵
下
卷
︶︑
中
華
書
局
出
版
社
︑

50

宫

一
九
七
九
年
七
月
︑
八
三
五
頁
︒

︵

︶

張
晋
藩
主
編
﹃
中
国
民
法
通
史
﹄
福
建
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
一
月
︑
三
頁
︒

51
︵

︶

郭
建
︑
姚
栄
涛
︑
王
志
强
著
﹃
中
国
法
制
史
﹄
上
海
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
︑
三
五
六
頁
︒

52
︵

︶
﹃
朝
陽
大
学
法
律
科
講
義
︵
非
売
品
︶﹄︵
校
閲
者
：
陶
徳
駿
︑
王
選
︑
李
良
︶
北
京
朝
陽
大
学
出
版
︑
中
華
民
国
一
四
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

53
︵

︶

こ
の
通
達
は
﹃
中
華
民
国
法
令
大
全
﹄︵
商
務
印
書
館
︑
民
国
三
年
四
月
出
版
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

54
︵

︶

当
草
案
は
﹃
法
令
大
全
﹄︵
民
国
一
三
年
編
集
︑
上
海
商
務
印
書
館
出
版
︑
民
国
一
三
年
六
月
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

55
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附録 京師法律学堂第一期生名簿

53 鑲紅旗満洲人

黄 昌煒

乙酉科挙人、兵科筆帖式

年齢

彤甫 盧州会館

出生地

瑞 麟 玉書 記入無

字 住所略歴氏 名

45

箴若

鶴汀

紹乾

季雯

礼卿

子荃

陶 緒長

長 齢

易 昌元

楊 光樾

賀 常昱

周 国麟

52 安徽合肥県 監生、法部主事兼襲雲騎尉

附生、四品銜吏部候補主事

廩貢生、翰林院孔目藍翎五
品頂帯

丁酉科抜貢、候選直隷州州
判

歳貢、五品銜選用知県

監生、礼部簿正

江西新建県

正紅旗満洲人

四川万県

山東高密県

直隷清苑県

浙江山陰県

48

47

46

46

46

沈 毓火奎

喬 従鋭

王 桐蔭

呉 煥英

楊 庭瑆

張 元勲

姚 武林

周 徳隆

宗室文鈞

兵馬司後街

宣武門内素羅
布胡同中間

石灯庵

嬾眠胡同趙宅

順治門外大街

佘家胡同

裁缺光禄寺署正

41

41

41

魯雲

吉卿

幼樵

少紱

吉人

賜瓊

藝蓀

貢三

翰園

雲階

彠臣

張 朝甲

徐 鍾祥

直隷天津県

直隷東光県

広西藤県

湖南常寧県

四川資州

江蘇阜寧県

鑲藍旗漢軍

鑲藍旗第五族

45

45

43

42

42

42

41

41

奉天会館

記入

丁酉科抜貢、直隷州州判、
塩提挙銜

庚子辛丑併科挙人、揀選知
県

廩生、候選県丞

丁酉科挙人、揀選知県

乙未科進士、度支部主事

丁酉科抜貢、法部主事

廩貢生、候選員外郎、度支
部主事

候選県丞

乙酉科抜貢、翰林院孔目

乙酉科挙人、理藩部七品筆
帖式

戊子科挙人、庚寅恩科進士、
記名御史、翰林院撰文

四川合江県

広西臨桂県

湖北孝感県

蔣 鴻斌

爛麺胡同劉宅

宣武門内石灯
庵

椿樹三条

西城劈柴胡同

宣武門外下斜
街

化石橋

教場頭条

爛麺胡同

騾馬市淮安会
館

山左会館
庚子辛酉併科挙人、揀選知
県

山東藤県

劉 翼経

周 文堃

劉 樹聲

丁 傳福

念 槐蔭

40均儒

40

40

子詒

厚齋

乙青

子餘

祐三

貴州遵義県

四川万県

江蘇丹徒県

山東堂邑県

41

41

40

戊戌科進士、四品銜礼部主
事

丁酉科抜貢、癸卯恩科挙人、
山西補用知県

庚子辛酉併科挙人、雲南補
用知県

癸卯恩科副貢、直隷州州判

廩生、候選州判

福建侯官県 保安寺

本堂

石灯庵

本堂

松筠庵
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京師法律学堂第一期生名簿（続一）

37剣秋陳 芝昌

南昌会館
庚子辛丑併科挙人、法部主
事

江西南昌県37澹供黄 雲冕

39

本学堂甲午科挙人、候選知県浙江帰安県

嵩齢

金台

少垣

37仁山王 樹栄

烏 金佈

向 鑾之

呉 衍任

新会新館廩貢生、法部主事廣東新会県

附生、四品銜同知用候選知
県

五品銜遇缺先選用府経歴

庚子辛酉併科挙人、揀選知
県

吉林双城堡満
洲正黄旗

四川万県

江西南昌県

40

40

李 懿徳

楊 慶棠

札 拉芬

王 克忠

生 紹蘭

郭 玉山

景 山

左 樹玉

朱 錫韓

吉林新館

石灯庵

長巷頭条南昌
会館

38

38

38

仲沂

芳譜

明軒

思勉

蘭圃

樸川

芳齋

温儒

松年

森唐

賜雲

林 怡

程 桂芬

福建侯官県

満洲鑲藍旗

廣東西寧県

山東平陰県

河南温県

駐防正黄旗満
洲人

湖北応山県

広西賀県

39

39

39

39

39

38

38

38

象坊橋

本堂

甲午進士、礼部主事

癸巳恩科挙人、広西補用知
県

附貢生、法部郎中

甲午科副貢、法部小京官

甲午科挙人、筆帖式

庚子辛丑併科挙人、工部主
事、奏調大理院行走

附生、礼部序班

甲午科挙人、揀選知県

戊子科挙人、起居注筆帖式

癸卯恩科挙人、揀選知県

癸卯恩科挙人、揀選知県

福建侯官県

浙江永康県

直隷清苑県

秦 曾源

孫 鴻綱

馮 演秀

爛麺胡同

東大市金華会
館

松筠庵

南下窪福州老
館

前泥窪

潘家河沿高州
館

宣武門内象房
橋観音寺

潘家河沿懐慶
会館

崇文門内炮廠
銭局東

静山

雁橋

心逵

習之

少礼

鍾 濂

周 達

姚 煕績

趙 元珂

徐 仲衡

賀 寅清

曹 鼎汾

37

37

37

37

37

37

37

希洛

龢甫

丞輔

邃菴

宇甫

貴州貴筑県

浙江余杭県

山東黄県

江蘇荊渓県

安徽宿松県

浙江蕭山県

江蘇嘉定県

安徽懐遠県

廣東鶴山県

38

38

37

庚子辛丑併科挙人、法部主
事

監生、候選従九

廩生、丁酉科挙人、揀選知
県

丁酉科抜貢、度支部主事

癸卯恩科挙人、揀選知県

癸卯恩科挙人、丁未科会考
欽用主事籖分法部行走

癸卯恩科挙人、揀選知県

甲午科挙人、陸軍部主事

前北洋武備学生、候選県丞

附貢、広西試用州同

浙江銭塘県
西珠市口仁銭
会館

翠華街

兵馬司街

前門裏細瓦廠

永寧胡同史宅

南柳巷永興寺

老墻根

二龍坑王爺佛
堂

本学堂

前王公廠石灯
庵
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京師法律学堂第一期生名簿（続二）

35久成徐 際恒

宣武門外教場
頭条

北洋武備学生、陸軍第二鎮
正軍校

直隷天津県35席卿王 化宣

37

本堂

紹泉

前北洋武備学生、陸軍第四
鎮隊官

直隷天津県35霞村戴 鴻功

劉 澄清

山西街夔府会
館

庚子辛丑併科挙人、吏部主
事、奏調大理院行走

四川万県

附貢、候選通判湖南郴州県

章 祖僖

何 宝権

黄 周

彭 光瑩

董 来江

王 東楷

施 爾常

姚 徳鳳

魏 正邦

丞相胡同上湖
南館

36

36

36

溯舫

藻丞

榖生

小軾

達成

秀文

燕唐

模亭

端生

威伯

薪傳

李 秉超

易 昌炳

廣東番禺県

広西陽朔県

廣東南海県

江西南康県

直隷天津県

江蘇華亭県

江蘇新陽県

直隷天津県

37

37

37

36

36

36

36

36

崑新会館

記入無

監生、候選県丞

廩貢、候選県丞

廩貢、度支部主事

壬寅科挙人、内閣中書

癸巳恩科挙人、揀選知県

優附貢生、花翎候選道、度
支

丁酉科抜貢、度支部小京官

前北洋武備学生、陸軍第一
鎮正軍校

記入無

歳貢生、候選同知

北洋武備師範畢業生、陸軍
第五鎮工程営督隊官

山東諸城県

四川万県

浙江烏程県

章 朝瑞

張 業廣

周 汝為

安福胡同中街
路南

本学堂

西単牌楼梯子
胡同

上斜街番禺館

広西老館

米市胡同

太平街関帝廟

本堂

本学堂

蘊楠

偉雲

雲菘

小春

樹勛

張 修祜

陶 炳章

区 家偉

喬 保元

汪 毓烜

褚 栄泰

楊 廷書

36

35

35

35

35

35

35

毅若

鳳年

伯翹

子嘉

苕孫

福建侯官県

広西蒼梧県

直隷天津県

江蘇長洲県

浙江嘉興県

順天固安県

江西南昌県

湖北漢陽県

直隷宝坻県

36

36

36

壬寅科挙人、候選知県

丁酉科挙人、揀選知県

戊戌科進士、礼部主事

廩貢生、戊子辛卯挑取謄録
学部国子典籍

庚子辛丑併科挙人、候選知
県

増貢生、候選州同

壬寅科優貢録用教職

甲午科挙人、揀選知県

癸卯恩科挙人、揀選知県

丁酉科副貢、候選直隷州州
判

江蘇上元県 本学堂

老墻根

宣武門外大街

小沙土園

順治門外上斜
街

象房橋北永甯
胡同

兵部窪北石碑
胡同後坑路北

長巷頭南昌会
館

草廠八条漢陽
館

干魚胡同鴻吉
号



205 松岡義正と北京「京師法律学堂」における民事法の教育について

─ 205 ─

京師法律学堂第一期生名簿（続三）

33夔笙宗 慶鏞

宣武門外香炉
営二条

庚子辛丑併科挙人、法部主
事

順天寧河県33聘三傅 紹儒

東斜街縄串胡
同

附貢、候選府経歴山東歴城県33屏黼範 之魯

35

順治門内太平
街

海峰

丁酉科挙人、内閣中書、候
選知

安徽歙県33権伯徐 巽

馬 歩瀛

宣武門外大街附貢、礼部儀制司序班直隷密雲県

甲辰恩科進士、法部主事陝西大茘県

範 天杰

張 家枢

鄧 殿華

辛 際唐

馬 耀宗

梁 文光

朱 寯藻

李 在瀛

喬 鴻聲

大茘会館

34

34

34

漢清

紫宸

晋賢

酉山

筱薌

述祖

星臣

星階

霈聲

仲洲

実甫

郭 書成

王 太卿

四川閬中県

廣東三水県

江西万載県

河南羅山県

山東益都県

順天大興県

四川楽山県

直隷安平県

35

35

35

35

35

34

34

34

順治門内前王
公廠路南

興隆街

陸軍第六鎮正軍校

癸卯恩科挙人、法部候補主
事

庚子辛丑併科挙人、内閣中
書

甲午科挙人揀選知県

庚子辛丑併科挙人、丁未科
会考、欽用知県籤分直隷補
用

壬寅科挙人、内閣中書

庚子辛丑併科挙人、内閣中
書

庚子辛丑併科挙人、揀選知
県

附貢、礼部序班兼襲雲騎尉

庚子辛丑併科挙人、度支部
主事、奏調大理院行走

副貢、候選州判

安徽合肥県

奉天錦県

四川永川県

段 芝清

張 玉昆

北鬧市口後宅

西珠市口奉天
会館

永光寺中街路
西大門

本学堂

本学堂

宜分万会館

松筠庵

山左会館

前門外南火扇

芸青

晴初

寿崖

瑞峯

栄 興

鄧 儀中

楊 潤

殷 本浩

叶 鏡湜

陳 雲岫

陳 延年

33

33

33

33

33

33

耀舟

鷗予

沢華

瀚生

冠生

福建侯官県

直隷宛平県

安徽合肥県

広西岺渓県

湖北漢陽県

廣東番禺県

安徽合肥県

直隷滄州

34

33

33

北洋武備学生、陸軍第鎮礟
標正軍校

癸卯恩科挙人、揀発広西知
県

監生、前大理寺候補評事

北洋将弁学生、陸軍第三鎮
工程営隊官

癸卯恩科挙人、礼部主事

附生、陸軍第八鎮協参領

癸卯恩科挙人、法部主事

陸軍第四鎮砲隊副軍械官

甲午科挙人、截取知県

鑲藍旗人
宣武門内鬧市
口

宣武門外老墻
根

西単牌楼白廟
胡同

本堂

海北寺街広西
三館

本学堂

宣武門外上斜
街番禺館

本堂

本堂
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京師法律学堂第一期生名簿（続四）

32鳳騫陸 起 廩貢生、候選県丞江蘇太倉州

梁 韻清

許 国鳳

唐 啓虞

朱 家楨

江 沆

王 鳳至

徐 士楨

伊 勒図

史 致培

順治門内西斜
街

31

31

31

朶壇

嘯霞

錫真

彛定

宥在

幹卿

梅盦

桐梧

黼臣

信卿

厚卿

何 慶雲

高 顕祚

江蘇金匱県

湖南慈利県

山東肥城県

四川巴県

四川万県

江西玉山県

山東青州駐防
鑲白旗人

江蘇宜興県

32

32

32

32

32

32

32

32

鑾儀衛夾道

西珠市口内白
果巷宜荊新館

附貢生、広西試用州同

庚子辛丑併科挙人、揀選知
県

癸卯恩科挙人、候選知県

丁酉科挙人、内閣中書

丁酉科抜貢、四川試用直隷
州州

癸卯恩科挙人、度支部主事

供事塩提挙銜候選通判

附貢生、議叙通判

監生、安徽遇缺先補用州吏
目

翻訳挙人、筆帖式

監生、法部主事

廣東新会県

江西新建県

広西臨桂県

潘 毓椿

王 枢

熊 国璋

李 文翥

許 森芳

秦 樹忠

新会新館

南横街

広西館

東安門内井児
胡同

澧陽館

本堂

潘家河沿

本堂

鉄門廣信会館

月槎

儁侯

懋庭

汝密

特生

鳳挙

尺珊

式禹

王 士拭

張 仁壽

周 仲曾

周 作霖

何 文泉

馬 履恒

江 保傳

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

仲明

頡籛

孝魯

梅田

清湧

江蘇青浦県

湖北黄陂県

順天宛平県

直隷交河県

直隷宝坻県

江蘇元和県

直隷塩山県

四川三台県

四川万県

山東章邱県

廣東開平県

広西雒容県

31

31

31

附貢、礼部序班

壬寅科挙人、内閣中書

廩生、陸軍第21混成協執事
官

癸卯恩科挙人、内閣候補中
書

北洋武備学生、陸軍第二鎮
隊官

癸卯恩科挙人、揀選知県

庚子辛丑併科挙人、内閣中
書

丁酉科挙人、内閣中書委署
侍読

癸卯恩科挙人、揀選知県、
京師高等審判庁行走

癸卯恩科挙人、揀選知県

庚子辛丑併科挙人、揀選知
県

癸卯恩科挙人、候選直隷州
知州

丁酉科抜貢、内閣中書

山東日照県
順治門外山左
会館

西河沿中間

本学堂

宣武門外前青
廠

本堂

象坊橋龍泉寺

西単牌楼二龍
坑潘寓

寓松樹胡同

西磚胡同曾宅

石灯庵

本学堂

肇慶西館

賈家胡同
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京師法律学堂第一期生名簿（続五）

永光寺中街
庚子辛丑併科挙人、法部主
事

四川江津県31礪渠姚 弼憲

30

礼庭

竹生

鏡銘

陳 経

樊 鴻修

王 錫鑾

癸卯恩科挙人、丁未科会考
欽用主事籤分大理院行走

貢生、花翎員外郎銜度支部
主事

庚子辛丑併科挙人、揀選知
県

江蘇江陰県

山東鄒平県

広西臨桂県

30

30

沈 銓

王 佺孫

王 義榕

王 寅山

胡 宏恩

程 徳霖

徐 厚祥

林 鼎章

増 禄

前門内高碑胡
同陳宅

石碑胡同

粤西会館

30

30

29

惺初

冕甫

幼重

曙笙

述和

景唐

偉堂

汝春

子山

西智

益臣

劉 子修

伍 大奎

順天府宝坻

直隷易州

山東楽安県

安徽懐寧県

四川万県

江蘇嘉定県

福建閩県

満洲正白旗

30

30

30

30

30

30

30

30

校場胡同

地安門外扁担
廠

廩貢、候選部司務

優廩貢生、分省試用直隷州
知州

附貢、候選府経歴

県附監生、候選県丞

庚子科優貢、江蘇補用知県

庚子辛丑併科挙人、揀選知
県

附貢、分省試用知県

候補知県

吏部郎中

壬寅科挙人、揀選知県

廕生、候選知州

廣東新寧県

廣東新会県

浙江会稽県

許 逢時

劉 善錡

王 承穀

前孫公園広州
七邑館

新会新館

山会邑館

象坊橋龍泉寺

松筠菴

山左会館

象房橋観音寺

夔府会館

蘇州胡同

翰青

演九

翹謙

作琳

南生

石 春熹

銭 璜

史 棠

増 銊

朱 鈞声

汪 兆彭

陳 洪道

29

29

29

29

29

29

28

旭東

璧臣

韻琴

幼鶴

子和

江蘇甘泉県

四川万県

正紅旗、満洲

山東肥城県

安徽績渓県

浙江太平県

湖南湘陰県

直隷玉田県

浙江長興県

29

29

29

附生、北洋陸軍武備学堂畢
業生、候選県丞、

陸軍第三鎮正軍校供事、議
叙従九品

監生、候選県丞

貢生、候補員外郎、奏調大
理院行走

庚子辛丑恩正併科挙人、度
支部主事

監生、候選県丞

庚子辛丑恩正併科挙人、揀
発広西知県

監生、法部主事

癸卯科挙人、丁未会考欽用
主事籖分学部行走

附貢、五品銜廣東試用府経

直隷容城県 記入無

揚州老館

西単排楼手帕
胡同

慧照寺路北大
門

山左会館

石附馬街

后孫公園台州
館

松筠菴

直隷新館

西城永寧胡同
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28

林伯

伯寅

景亮

重光

呉 保琳

沈 其泰

陳 兆煌

李 昌宣

監生、礼部太常寺典簿、分
省補用同知

増貢、度支部主事

優附貢生、江西試用知県

庚子辛丑併科挙人、内閣中
書

安徽歙県

浙江帰安県

廣東番禺県

四川安岳県

28

28

28

王 恩栄

李 詵

呉 天錫

劉 景烈

楊 津

馬 祖乾

胡 沢涛

李 泰三

恩 培

聿居胡同

永寧胡同

番禺新館

宣武門内前王
公廠

27

27

27

虞琴

子和

世卿

思本

荷之

暁愚

孟川

君健

紹恒

幼泉

植生

賡 勳

勒 宗鈞

江蘇昆山県

安徽合肥県

江西贛県

山東濰県

江蘇常熟県

湖南善化県

河南氾水県

正藍旗満洲人

28

28

27

27

27

27

27

太平街天仙庵

西交民巷博済
庵廟内

附貢、候選州判、陸軍第九
協執事官

監生、知県用直隷補用県丞

附監生、法部主事

方略館供事、候選布理問

陰生、同知銜山東候補知県

候選知県

附貢、度支部主事、奏調大
理院行走

陸軍部主事

附貢候選県丞

監生、候選知県

附貢生候選筆帖式

山東青州駐防
旗人

河南安陽県

直隷定興県

李 受益

何 毓璋

岺 鼎勛

趙 汝梅

秦 樹勳

關 應雲

惲 福鴻

本学堂

南横街

宣武門外上斜
街

崑新会館

本学堂

西珠市口贛寧
館

李閣老胡同

上斜街

順治門大街善
化街

鉢公

蓮生

樸郷

達甫

天如

雪邨

建奇

伯龍

寛仲

李 振堃

鮑 忠淇

王 桐

陳 養愚

司徒 衡

万 敷

陳 宝輿

27

27

27

26

26

26

26

26

26

26

26

典五

竹川

碩川

智若

孟塤

江西臨川県

奉天漢軍
鑲黄旗人

四川江北庁

廣東開平県

湖北潜江県

福建閩県

広西臨桂県

陝西石泉県

廣東順徳県

直隷玉田県

広西雒容県

廣東開平県

江蘇陽湖県

27

27

前王公廠石灯
庵

附貢生候選県丞

廩貢生、度支部員外郎

分省補用知県

附貢、藍翎五品銜候選県丞

法部主事

南学肄業生、候選州吏目

附貢、中書科中書

監生、候選知県

甲辰恩科進士、法部主事

試用典史

附貢、候選県丞

増貢、候選県丞

監生、陸軍部主事

附貢、法部主事、奏調大理
院行走

湖南桂陽州 上湖南館

上斜街

西四排楼兵馬
司街

皮庫営四川館

肇慶西館

潘家河沿

順治門外保安
寺街

本学堂

山西街

順邑老館

太平街

柳州会館

李鉄拐胡同
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天顕巷附監生、法部司務山東濰県26次明楊 汶

26

潤民

仲濂

仲皥

汪 徳温

周 国華

石 熙祚

附貢生、礼部太常司典簿

候選知県

附貢、法部主事

安徽休寧県

安徽合肥県

山東長山県

26

26

陳 懋咸

向 沢藩

唐 延芬

左 念康

劉 思誠

王 謙柄

貴 徳

成 煦

石 泉

丞相胡同

西河沿三元井
度支部何宅

西単牌楼旧刑
部街

25

25

25

用剛

伯良

虚谷

伯屏

誦先

台孫

幼軒

子益

立夫

春谷

季蓀

陳 懋豫

李 庶瑛

四川万県

広西臨桂県

湖南湘陰県

甘粛隴西県

陝西郿県

鑲黄旗漢軍人

満洲鑲藍旗人

広西臨桂県

26

26

25

25

25

25

25

25

阜城門内武定
侯

前門外粤西会
館

癸卯科挙人、揀選知県

廩貢、候選知県

壬寅科挙人、揀選知県

廩貢、候選州同

附生、知州用、議叙通判

廩貢、法部郎中

監生、候選知県

癸卯恩科挙人、度支部主事

官学生、内務府筆帖式

陰生、法部主事

癸卯恩科挙人、揀選知県

福建閩県

河南盧氏県

福建閩県

熊 載光

劉 春曙

楊 述傳

順治門外保安
寺街

蔴線胡同北頭
路西史宅

順治門外保安
寺街

西草廠胡同山
西街虁府会館

驢駒胡同広西
中館

東安門外、西
堂子胡同

西単牌楼石虎
胡同

山西街

徳勝門内蔣養
房草廠大坑路
西

昉瞿

犖齋

錫之

雪初

雲澄

陳 紹箕

欧陽 鈞

張 允同

沈 燕貽

王 昌言

王 義検

胡 煕寿

24

24

24

23

23

23

23

鍳亭

鹿賓

子鄭

子翼

禹門

福建長楽県

廣東番禺県

浙江帰安県

安徽太平県

直隷易州

湖南寧郷県

湖北黄安県

湖北黄岡県

江蘇丹徒県

24

24

24

監生、陸軍部員外郎

監生、法部主事

監生、法部主事

分省試用知県

附生、四品廕生候選州判

廩貢生、候選州同

庚子辛丑併科挙人、内閣中
書

監生、候選県丞

監生、候選県丞

監生、法部郎中

江西靖安県 魏染胡同

宣武門内東城
根

前青廠番禺新
館

報子街

本学堂

松筠庵

前王公廠路南

象坊内

興隆街黄岡館

米市胡同
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18

瑩瑶

西圓

瑞男

粛堂

張 仁普

唐 維翰

朱 得森

劉 元紀

庚子辛丑併科挙人、揀選知
県

附監生、候選県丞

優廩貢生、候選県丞

附貢、候選県丞

広西臨桂県

広西臨桂県

湖南慈利県

湖北穀城県

23

22

19

楊 乃賡

欒 駿聲

椿 齢

鉄 祜

呉 鎮藩

陳 祥泰

李 錫爵

張 志潭

金 潤棠

前門外粤西老
館

広西会館

海北寺街澧陽
会館

象坊橋

鉄臣

秉一

謝 盛鎔

朱 鼎棻

18

18

江蘇試用典史

候選従九

四川開県

順天大興県

前王公廠石灯
菴

前門外大耳胡
同

程 徳任

黄 培文

葛 鴻濬

王 大亨

陸 長淦

余 沅芬

胡 明盛

紀 大経

李 光傑

諸 克聡

兪 効曾


