
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
一
一
）

法
の
極
み
は
不
法
の
極
み

Ｊ
・
シ
ュ
ト
ル
ー

吉　

原　

達　

也　
　

訳

解
題

1　

本
稿
は
、S

troux, Johannes: “S
um

m
um

 ius sum
m
a iniuria. E

in K
apitel aus der G

eschichte der interpretatio iuris （
1
）”, 

（A
us der im

 ganzen nicht erschienenen F
estsch

rift fü
r P

au
l S

peiser-S
arasin

 zu
m

 80. G
ebu

rtstag am
 16. O

ktober 1926

）, L
eipzig/

B
erlin 1926; N

achdr. in: V
erf.: R

öm
isch

e R
ech

tsw
issen

sch
aft u

n
d

 R
h

etorik, P
otsdam

 1949 （
2
）, S

.7-66

を
訳
出
し
た
も
の

で
あ
る
。

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
シ
ュ
ト
ル
ー
（Johannes S

troux, 1886-1954 （
3
）

）
は
、
一
九
二
六
年
に
公
表
し
た
「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み　

法
解
釈

翻　

訳

三
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
一
二
）

史
断
章
」
と
題
す
る
論
稿
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
共
和
政
期
に
修
辞
学
が
法
律
行
為
の
解
釈
理
論
を
樹
立
し
、
こ
れ
が
ロ
ー
マ
法
律
学
に
影

響
を
与
え
た
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
。
こ
の
テ
ー
ゼ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
、
そ
の
後
の
ロ
ー
マ
法
学
史
研
究
、
法
解
釈
学
史

研
究
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た

（
4
）

。
わ
が
国
で
も
つ
と
に
武
藤
智
雄
氏

（
5
）

は
シ
ュ
ト
ル
ー
を
擁
護
す
る
立

場
か
ら
独
自
の
研
究
を
展
開
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
氏
は
シ
ュ
ト
ル
ー
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。「
法
律
解

釈
の
修
辞
学
的
理
論
は
、
共
和
末
の
ロ
ー
マ
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
を
背
に
し
て
、
外
に
し
て

は
方
式
主
義
と
抗
争
し
、
内
に
し
て
は
、
法
律
実
践
に
於
て
も
法
の
解
釈
に
於
て
も
、
常
に
衡
平
が
保
た
れ
る
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
案

出
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
間
に
於
け
る
修
辞
学
的
方
法
と
理
論
を
豊
富
に
示
し
た
も
の
が
、
シ
セ
ロ
の
諸
作
で
あ
り
、
殊
に
《d

e 

in
vetion

e

》（
修
辞
学
的
発
見
に
つ
い
て

（
6
）

）
で
あ
る
。
…
…
新
解
釈
は
既
に
シ
セ
ロ
時
代
に
於
て
凱
歌
を
奏
し
た
。
法
務
官
は
直
接
間
接
、

ま
た
通
常
非
常
の
手
段
を
以
て
こ
れ
を
採
用
し
、
法
学
者
は
、
シ
セ
ロ
の
友
人
た
るA

quilius G
allus （

7
）

やS
elvius S

ulpicius R
ufus （

8
）

等
を
含
め
て
、
こ
れ
を
論
議
の
対
象
と
し
、
や
が
て
こ
れ
は
具
体
的
事
案
に
対
処
す
る
法
廷
実
践
に
於
て
も
認
め
ら
れ
て
、
解
釈
理
論
の

大
変
革
、
ひ
い
て
は
の
ち
の
ロ
ー
マ
法
の
発
展
の
端
緒
を
築
い
た

（
9
）

」、
と
。

2　

原
題
のS

um
m
um

 ius sum
m
a iniuria

は
、「
法
を
最
高
の
法
則
と
す
る
こ
と
は
最
大
の
不
法
で
あ
る
」、「
最
厳
正
の
法
は
最
不
正

の
法
で
あ
る
」「
最
高
の
法
は
最
高
の
不
法
」
と
も
訳
さ
れ
る
法
格
言
で
あ
り

（
10
）

、
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
、
キ
ケ
ロ
の
言
に
由
来
す
る
と

さ
れ
て
い
る

（
11
）

。
武
藤
氏
は
、
シ
ュ
ト
ル
ー
が
こ
の
表
題
に
込
め
た
意
味
と
し
て
、「
こ
れ
は
不
正
を
齎
ら
す
文
字
解
釈
へ
の
闘
争
宣
言
で

あ
り
、
方
式
主
義
で
固
め
ら
れ
た
城
塞
へ
の
突
入
宣
言
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
方
的
で
あ
れ
双
方
的
で
あ
れ
、
行
為
者
の
意
思
を
具
体
的
に

考
慮
し
て
、
常
に
当
事
者
が
欲
し
た
目
的
を
実
現
せ
し
め
ん
こ
と
を
期
し
た
モ
ッ
ト
ー

（
12
）

」
で
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
に

三
八



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
一
三
）

も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（『
自
虐
者
』796

）
以
来
、
ロ
ー
マ
で
「
法
の
極
み
は
し
ば
し
ば
害
悪
の
極
みius 

sum
m
um

 saepe sum
m
a est m

alitia

」
と
い
う
諺
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
い
わ
ば
権
利
濫
用
を
批
判
す
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
有
し
て
い

た
。
こ
れ
は
四
世
紀
末
の
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
（ep.1, 14

）
で
も
同
様
の
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
少
し
表
現
は
違
う
（sum

m
um

 

ius

│sum
m
a crux

）
が
、
彼
以
前
に
も
一
世
紀
の
『
農
事
書
』
の
著
者
コ
ル
メ
ラ
（de re rust.1, 7, 2

）
に
も
登
場
す
る
。
こ
れ
に
対
し

てsum
m
um

 ius sum
m
a iniuria

と
い
う
形
は
、
キ
ケ
ロ
（『
義
務
に
つ
い
て
』de off .1, 33

）
に
唯
一
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
「
日
常
普
通

に
い
い
ふ
る
さ
れ
る
格
言iam

 tritum
 serm

one proverbium

」
と
さ
れ
、
そ
の
矛
先
は
、
法
感
情
の
「
狡
猾
さcalum

nia

」
だ
け
で

な
く
、「
あ
ま
り
に
穿
ち
す
ぎ
て
、
し
か
も
悪
意
の
あ
る
法
律
解
釈nim

is callida sed m
alitiosa iuris interpretatio

」
と
あ
る
よ
う

に
法
律
解
釈
の
面
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
意
図
的
な
法
律
解
釈
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
例
え
ば
キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護

論
』
に
は
、
争
う
の
に
「
文
言
と
字
面verba et litterae

」
つ
ま
り
「
最
高
の
法sum

m
um

 ius

」
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
「
不
衡
平

iniquitas

」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、「
善
と
衡
平
の
名
目
や
価
値aequi et boni nom

en diginitas

」
に
は
ま
っ
た
く
あ
た
ら

な
い
と
論
じ
る

（
13
）

。

こ
の
「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
」
と
い
う
格
言
の
背
景
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
解
釈
理
論
の
中
心
に
位
置
す
る
が
、
ロ
ー

マ
古
典
法
学
に
と
っ
て
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
は
な
は
だ
論
争
を
生
ん
で
き
た
対
立
、
つ
ま
り
「
文
言verba, scriptum

」
と
起
草
者
の

「
意
思voluntas, consilium

, sententia

」
の
対
立
で
あ
る
。
そ
う
し
た
発
想
の
由
来
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
、「
公
正
で
あ
る
こ
と
は
人
間
の
弱
さ
を
許
す
こ
と
で
あ
る
。
法
で
は
な
く
法
を
つ
く
っ
た
人
間
を
、
法
の
言
葉
で
な
く
立
法
者
の
意

図
を
、
行
為
で
は
な
く
動
機
を
、
出
来
事
の
部
分
で
は
な
く
全
体
を
…
…
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。」（『
弁
論
術
』R

het.1, 13, 1374b.12 （
14
）

）
と

し
て
、「
立
法
者
の
意
図
」
を
探
求
す
る
こ
と
勧
め
て
い
る
。
も
と
よ
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ー
マ
法
学
へ
の
直
接
的
な
影
響
は
考
え

三
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
一
四
）

ら
れ
な
い
。
キ
ケ
ロ
『
ト
ピ
カ
』
冒
頭
の
法
学
者
ト
レ
バ
テ
ィ
ウ
ス
と
の
や
り
と
り
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
ロ
ー
マ
法
学
者
と
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
と
の
つ
な
が
り
は
遠
い
（
キ
ケ
ロ
『
ト
ピ
カ
』3

）。
そ
こ
で
、
シ
ュ
ト
ル
ー
は
、
前
一
五
〇
年
│
五
〇
年
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
の
法
解

釈
へ
の
影
響
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
る
。

3　

シ
ュ
ト
ル
ー
に
よ
れ
ば
、｢

修
辞
学
は
い
か
な
る
特
殊
な
学
問
分
野
で
は
な
く
、
す
で
に
前
一
〇
〇
年
頃
に
は
ロ
ー
マ
で
も
あ
る
社

会
階
層
│
法
律
家
は
そ
の
出
身
で
あ
っ
た
│
の
中
心
的
教
養
科
目
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
法
律
顧
問
た
る
権
威
を
担
う
に

値
す
る
一
流
の
ロ
ー
マ
人
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
教
養
影
響
を
離
れ
て
は
は
じ
め
か
ら
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
教
養
影
響
と
は
、
成
年
期

に
修
辞
学
か
ら
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
演
説
を
必
要
と
し
た
政
治
経
歴
の
な
か
で
た
い
て
い
は
継
続
し
て
受
け
続
け
る
の
が
普
通
で

あ
っ
た

（
15
）

。｣

、
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
シ
ュ
ト
ル
ー
は
ロ
ー
マ
法
律
学
と
修
辞
学
と
の
あ
い
だ
の
発
生
論
的
架
橋
を
と
く
に
修
辞
学
の

「
ス
タ
ト
ゥ
スstatus

」
論
に
求
め
、
と
く
に
例
え
ば
、
決
定
す
べ
き
は
法
律
文
言
か
、
法
律
意
思
か
な
い
し
、
法
律
に
矛
盾
が
あ
る
場

合
、
法
律
の
曖
昧
性
、
法
律
の
欠
缺
（
除
去
は
三
段
論
法
）
に
関
す
る
ロ
ー
マ
の
法
律
解
釈
の
あ
り
か
た
を
修
辞
学
的
に
理
解
す
る
方
向
を

開
い
た

（
16
）

。

キ
ケ
ロ
『
構
想
論
』
は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
言
へ
の
問
いcontroversia scripti

」
な
い
し
「
法
文
ス
タ
ト
ゥ
スstatus legales

」
に

つ
い
て
、「
文
言
へ
の
問
い
が
生
じ
る
の
は
、
そ
の
論
旨
に
つ
き
疑
問
が
持
た
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
曖
昧
性
に
よ
る
か
、
字
面
と

か
意
味
に
よ
る
か
、
法
が
矛
盾
し
て
い
る
か
、
類
推
に
よ
る
か
、
定
義
に
よ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」（2, 116

）
と
し
て
、
次
の
五
つ

に
分
類
し
て
論
じ
て
い
く

（
17
）

。

⑴　

曖
昧
性am

biguitas　

文
面
か
ら
両
様
に
意
味
が
と
れ
る
と
い
う
（116-120
）

四
〇



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
一
五
）

⑵　

文
言
と
意
思scriptum

 et sententia　

法
文
の
文
面
が
立
法
者
の
意
思
に
反
す
る
と
説
く
（121-143

）

⑶　

法
律
の
抵
触contrariae leges　

二
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
法
文
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
（144-147

）

⑷　

類
推ratiocinatio　

文
面
に
表
明
さ
れ
て
い
な
い
意
味
を
そ
の
法
文
か
ら
引
き
出
し
て
く
る
（148-153

）

⑸　

定
義defi nitio
（153-154

）

た
だ
し
、
本
稿
に
お
い
て
概
観
さ
れ
る
の
は
、
定
義
を
除
く
四
つ
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
。
も
と
よ
り
レ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
は

問
題
状
況
を
知
る
た
め
の
ト
ポ
ス
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
独
立
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
相
互
補
完
的
な
機
能

を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
実
際
の
と
こ
ろ
体
系
と
し
て
の
不
完
全
性
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
例
え
ば
、
曖
昧
性
は
、

あ
る
法
律
文
言
に
つ
い
て
起
草
者
の
意
図
し
た
法
的
に
有
意
な
意
思
な
い
し
意
図
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
で
、
起
草
者
の

意
図
し
た
文
言
の
意
味
を
問
う
文
言
と
意
思
の
問
題
の
特
殊
な
事
例
と
し
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ル
ー
の
概
観
に

も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
目
的
は
、
立
法
者
意
思
説
、
客
観
説
、
主
観
説
の
よ
う
な
法
律
解
釈
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
む
し
ろ

状
況
に
応
じ
た
弁
論
の
構
成
を
発
想
さ
せ
る
一
覧
と
し
て
の
性
格
が
強
い
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

4　

遺
言
書
の
文
言
と
意
思
の
解
釈
を
め
ぐ
る
一
つ
の
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
一
般
に
ク
リ
ウ
ス
事
件
（causa C

uriana （
18
）

前
九
三
年
）

と
呼
ば
れ
る
争
訟
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
護
人
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
法
律
家
の
中
で
最
も
達
弁
な
弁
論
家
、
弁
論
家
の
中
で
最
も
す
ぐ

れ
た
法
律
家
た
る
大
神
官
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
と
「
弁
論
家
の
中
で
す
ぐ
れ
て
法
に
精
通
し
た
人
」
と
さ
れ
る

リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
（
前
一
四
〇
│
九
一
）
の
二
人
で
あ
る
。
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
は
、
い
わ
ゆ
る
厳
格
な
法
解
釈
論
を
展
開
し
、
こ
れ

に
対
し
て
、
ク
ラ
ッ
ス
ス
は
意
思
主
義
的
解
釈
を
展
開
し
、「
衡
平aequitas
」
を
擁
護
す
る
立
場
を
展
開
す
る
。
事
件
は
ク
ラ
ッ
ス
ス

四
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
一
六
）

の
主
張
す
る
観
点
に
従
っ
て
決
着
さ
れ
る
。
シ
ュ
ト
ル
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
件
こ
そ
が
厳
格
法
と
衡
平
と
の
対
立
、
衡
平
の
勝
利
を
象

徴
す
る
も
の
さ
れ
、
そ
こ
に
ロ
ー
マ
法
学
発
展
の
一
大
転
換
の
契
機
が
認
め
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
、
キ
ケ
ロ
の
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護

論
』
も
そ
う
し
た
法
学
の
傾
向
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
ク
リ
ウ
ス
事
件
を
め
ぐ
る
解
釈
こ
そ
は
、
シ
ュ
ト

ル
ー
の
テ
ー
ゼ
を
支
え
る
べ
く
、
最
も
精
彩
あ
る
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
逆
に
こ
の
点
が
シ
ュ
ト
ル
ー
説
の
最
大
の
弱
点
で
も
あ
る

こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
長
い
論
争
の
過
程
に
つ
い
て
こ
こ
で
そ
の
い
ち
い
ち
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
長
く
標

準
的
な
ロ
ー
マ
法
史
教
科
書
の
位
置
を
占
め
て
き
た
ク
ン
ケ
ル
『
ロ
ー
マ
法
史
』
は
、
シ
ャ
ー
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
、
改
訂
さ
れ
て
い
る

が
、
最
近
の
状
況
を
そ
の
叙
述
に
簡
単
に
見
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

遺
贈
の
解
釈
を
め
ぐ
る
事
案
で
、
二
世
紀
前
半
の
法
学
者
ケ
ル
ス
ス
は
、
発
話
者
の
発
し
た
文
言vox

と
そ
の
意
思m

ens

を
対
置
し

て
立
論
し
て
い
る
（C

elsus D
.33, 10, 8

）。
こ
の
こ
と
は
、
ケ
ル
ス
ス
が
、「
口
頭
文
言vox

」
と
「
意
思m

ens

」、「
文
言verba

」
と

「
意
思voluntas

」
の
対
置
を
法
解
釈
の
特
殊
な
論
題
と
理
解
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
理
解
は
二
百
年
前
の
ク
リ
ウ
ス
事

件
の
二
人
の
弁
論
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
文
言
に
忠
実
な
こ
と
と
衡
平
と
善
の
考
量
は
以
来
、「
法
解
釈
者interpretates 

iuris

」
の
役
割
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
し
か
し
「
レ
ト
リ
ッ
ク
自
体
は
法
律
解
釈
技
術
に
も
法
学
的
概
念
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

は
な
か
っ
た
。
レ
ト
リ
ッ
ク
に
帰
せ
ら
れ
る
の
は
、
た
か
だ
か
ギ
リ
シ
ア
弁
証
法
及
び
文
法
学
と
、
ロ
ー
マ
法
と
の
媒
介
者
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
弁
論
家
の
中
で
最
も
人
気
を
博
し
た
例
は
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
で
あ
る
。
彼
は
ク
リ
ウ
ス
事
件
に

お
い
て
、
被
相
続
人
の
意
思
に
基
づ
く
遺
言
解
釈
を
提
唱
し
た
が
、
そ
の
一
方
、
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
は
厳

格
法ius strictum

を
主
張
し
た
。
売
主
は
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
を
告
知
す
べ
き
で
あ
り
、
瑕
疵
を
告
知
し
な
か
っ
た
売
主
は
誰
も
責
任

を
負
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
瑕
疵
が
別
の
理
由
で
買
主
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
て
い
も
変
わ
り
は
な
い

（
19
）

。」、
と
。
ク
ン
ケ
ル
教
科

四
二



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
一
七
）

書
旧
版

（
20
）

は
、
な
お
シ
ュ
ト
ル
ー
の
名
前
を
挙
げ
て
言
及
し
て
い
た
。「
か
な
り
以
前
に
卓
越
し
た
文
献
学
者
Ｊ
・
シ
ュ
ト
ル
ー
は
、
ロ
ー

マ
古
代
の
形
式
主
義
か
ら
解
放
を
も
た
ら
す
決
定
的
な
ギ
リ
シ
ア
の
方
法
論
、
つ
ま
り
厳
密
に
は
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
的
方
法
論
の
影
響
を

証
明
可
能
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
氏
の
テ
ー
ゼ
は
反
論
の
余
地
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
前
九
三
年
の
百
人
審
判
所
で
争
わ
れ

た
事
件
、
つ
ま
り
氏
が
自
由
な
解
釈
方
法
論
へ
の
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
と
見
た
マ
ニ
ウ
ス
・
ク
リ
ウ
ス
の
相
続
財
産
事
件
は
そ
の
よ
う
な
歴

史
的
意
味
を
有
す
る
の
は
困
難
と
な
っ
た
。
た
と
え
偉
大
な
法
学
者
Ｑ
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
に
対
す
る
優
れ
た
弁
論
家
Ｌ
・
リ

キ
ニ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
成
功
と
し
て
同
時
代
人
の
も
と
で
大
い
に
喝
采
さ
れ
た
と
し
て
も
で
あ
る
が
。」
ク
ン
ケ
ル
は
以
前
よ
り

シ
ュ
ト
ル
ー
説
に
は
消
極
的
な
立
場
を
貫
い
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
的
な
叙
述
の
中
に
も
、
シ
ュ
ト
ル
ー
の
論
稿
が
持
ち
続
け
た
ロ
ー
マ

法
学
史
研
究
に
お
け
る
意
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ー
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
新
版
で
は
、
そ
の
名
前
は
消
え
て
し
ま
っ
た
が
、
形
を
変
え

な
が
ら
も
、
そ
の
背
景
に
シ
ュ
ト
ル
ー
の
『
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
』
の
影
を
感
じ
る
よ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
21
）

。

（
1
） S

troux, S
um

m
um

 ius sum
m
a iniuria

に
つ
い
て
の
書
評
と
し
て
、L

evy, E
rnst, R

echt und G
erechtigkeit. B

esprechung Z
S

S
 48 

（1928

） S
.668ff . 

（=G
esam

m
elte S

ch
riften I, K

öln B
öhlau 1963, S

.20ff .

）.

本
論
稿
は
、
一
九
二
六
年
に
パ
ウ
ル
・
シ
ュ
パ
イ
ザ
ー
＝
サ
ラ

ジ
ンP

aul S
peiser-S

arasin 

（1846-1935

）
の
八
〇
歳
を
祝
し
て
「
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
献
呈
さ
れ
た
」
私
家
版
の
記
念
論
集
（
書
誌
に
は

B
asel: B

asler D
ruck-u. V

erl. A
nst

と
記
さ
れ
て
い
る
）
に
寄
せ
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
独
立
し
て
同
年
にB

.G
. T

eubner

社
か
ら

刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
被
献
呈
者
と
は
シ
ュ
ト
ル
ー
の
妻
パ
ウ
ラP

aula S
peiser

を
通
じ
て
女
婿
と
い
う
関
係
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

（
2
） S

um
m
um

 ius sum
m
a iniuria

の
ほ
か
に
、
同
論
稿
イ
タ
リ
ア
語
版
に
付
さ
れ
た
、
リ
ッ
コ
ボ
ー
ノS

alvaatore R
iccobono

に
よ
る
序
文

S
.67-80

、G
riechische E

infl üsse auf die E
ntw

icklung der röm
ischen R

echtsw
issenschaft gegen E

nde der republikanischen Z
eit, 

A
tti d

el con
gresso in

tern
aion

ale d
el d

iritto rom
an

o. 1934, S
.111-132

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
つ
い
て
の
書
評
と
し
て
、

四
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
一
八
）

K
ornhardt, H

. in: A
R

S
P
, X

L
, 1952, S

.306ff .

を
参
照
。

（
3
） 

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
シ
ュ
ト
ル
ー
は
、
一
八
八
六
年
八
月
二
五
日
に
、
ア
グ
ノ
ーH

aguenau

に
生
ま
れ
、
一
九
五
四
年
八
月
二
五
日
の
誕
生
日
に

ベ
ル
リ
ン
に
没
し
た
。
享
年
六
八
。
古
典
文
献
学
者
に
し
て
古
代
史
家
。
一
九
〇
四
年
以
後
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
に
在
籍
、

一
九
一
一
年
に
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
博
士
号
を
取
得
。
一
九
一
四
年
に
同
大
学
で
教
授
資
格
を
取
得
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
員
外
教
授
、
一
七
年
同
古

典
学
正
教
授
と
な
る
。
以
後
、
キ
ー
ル
（
一
九
二
二
年
）、
イ
エ
ナ
（
一
九
二
三
年
）、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
（
一
九
二
四
年
）
を
経
て
、
一
九
三
五
年
に
ベ

ル
リ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
＝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
大
学
古
典
文
献
学
正
教
授
、
第
二
次
大
戦
後
同
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
正
教
授
と
し
て
、
一
九
五
四
年
ま
で

勤
め
て
い
る
。
一
九
四
六
│
四
七
年
、
再
開
後
の
初
代
大
学
長
、
一
九
三
七
年
プ
ロ
イ
セ
ン
学
士
院
会
員
、
ド
イ
ツ
学
士
院
ベ
ル
リ
ン
会
員
、

一
九
四
六
年
│
五
一
年
同
会
長
、
一
九
四
九
年
│
五
四
年
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
人
民
議
会
議
員
な
ど
を
歴
任
。
シ
ュ
ト
ル
ー
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、

W
olfgang K

unkel, In M
em

oriam
 Johannes S

troux, Z
S

S
 72 

（1958

） R
om

. A
bt. S

.514-516; B
ernd-R

ainer B
arth: S

troux, 

Johannes, er w
ar w

er in
 d

er D
D

R
? 4. A

usgabe. C
h. L

inks V
erlag, B

erlin 2006, B
and 2, S

.1229; K
urzbiographie zu: S

troux, 

Johannes. In: W
erner H

artkopf: D
ie B

erlin
er A

kad
em

ie d
er W

issen
sch

aften
: Ih

re M
itglied

er u
n

d
 P

reisträger 1700-1990. 

A
kadem

ie-V
erlag, B

erlin 1992, S
.351f.; F

ridolf K
udlien: Johannes S

troux 

（1886-1954

）, in: E
ikasm

ós. Q
u

ad
ern

i B
ologn

esi d
i 

F
ilologia C

lassica. 4/1993, U
niversità degli S

tudi di B
ologna, S

.357-364 

ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
歴
代
学
長
紹

介
の
項
目
、http://w

w
w
.hu-berlin.de/ueberblick/geschichte/rektoren/stroux

を
参
照
。
主
な
著
作
と
し
て
、N

ietzsch
es P

rofessu
r 

in
 B

asel, F
rom

m
annsche B

uchhandlung, Jena 1925; E
in

e G
erich

tsreform
 d

es K
aisers C

lau
d

iu
s. B

ayerische A
kadem

ie der 

W
issenschaften, M

ünchen 1929.

（
4
） 

シ
ュ
ト
ル
ー
の
見
解
に
つ
い
て
の
学
説
史
的
な
意
味
に
つ
い
て
、
真
田
芳
憲｢

共
和
政
末
期
に
お
け
る
弁
論
術R

hetorik

と
法
学
の
解
釈
方

法｣

『
法
学
新
報
』
七
四
巻
一
三
三
頁
以
下
。
西
村
隆
誉
志
『
ロ
ー
マ
損
害
賠
償
法
理
論
史
│
法
律
論
の
歴
史
的
過
程
│
』
愛
媛
大
学
法
学
研
究
叢

書
（
一
九
九
九
年
一
〇
月
）、
六
三
頁
以
下
、
と
く
に
六
九
頁
以
下
及
び
第
四
章
九
四
頁
以
下
を
参
照
。
本
稿
は
両
論
稿
と
武
藤
智
雄
氏
（
次
註
）

の
論
稿
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
5
） 

武
藤
智
雄
「
こ
と
ば
と
意
思
」（
一
、
二
完
）『
阪
大
法
学
』
第
二
一
号
（
一
九
五
七
年
三
月
）
一
│
三
四
頁
、
第
二
三
号
（
一
九
五
七
年
八

四
四



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
一
九
）

月
）
一
│
二
二
頁
。

（
6
） C

icero, de inventione, 40, 117

「
第
三
に
、
起
草
者
が
ど
の
よ
う
な
意
思
で
あ
っ
た
か
を
、
彼
が
他
に
書
い
た
も
の
を
は
じ
め
、
彼
の
行
為
、

発
言
、
性
格
、
そ
し
て
生
き
方
か
ら
導
き
、
当
該
の
曖
昧
だ
と
さ
れ
る
文
書
そ
の
も
の
を
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
と
合
致
す

る
点
は
何
か
、
あ
る
い
は
相
手
方
の
理
解
と
矛
盾
す
る
点
は
何
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
起
草
者
が
い
か
な
る
意
図
を
有
し
て

い
た
蓋
然
性
が
高
い
か
、
文
脈
全
体
か
ら
、
そ
し
て
、
起
草
者
の
人
物
や
人
物
に
属
す
る
事
柄
か
ら
、
容
易
に
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。」
片
山
英
男
訳
『
発
想
論
』『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
六
』
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
五
頁
も
参
照
。
吉
原
達
也
ａ
「
キ
ケ
ロ
の
弁
論
術
教
科
書

│
『
構
想
論
』《
弁
論
の
諸
部
分
》
覚
書
│
」
⑴
『
広
島
法
学
』
第
二
〇
巻
三
号
二
三
七
│
二
五
四
頁
、
⑵
第
四
号
一
六
五
│
一
八
二
頁

（
一
九
九
七
年
）、
ｂ
「
キ
ケ
ロ
弁
論
術
教
科
書
│
『
構
想
論
』
に
お
け
る
論
証
の
ト
ポ
ス
と
共
通
ト
ポ
ス
│
」
植
松
秀
雄
編
『
埋
も
れ
て
い
た
術
・

レ
ト
リ
ッ
ク
』
木
鐸
社
／
一
九
九
八
年
所
収
、
ｃ
「
キ
ケ
ロ
『
ト
ピ
カ
』
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
範
例
（exem

pla

）」『
広
島
法
学
』
第
二
五
巻

二
号
二
五
九
│
二
六
五
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
ｄ
「『
ヘ
レ
ン
ニ
ウ
ス
へ
』（A

d H
erennium

）
第
三
巻
に
お
け
る
「
記
憶
」（m

em
oria

）
に
つ
い

て
」『
広
島
法
学
』
第
二
五
巻
四
号
一
│
二
一
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
ｅ
「
キ
ケ
ロ
『
ト
ピ
カ
』
と
ロ
ー
マ
法
学
」
⑴
『
広
島
法
学
』
第
二
六
巻
二
号

一
│
二
〇
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
⑵
第
二
六
巻
三
号
一
│
二
〇
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。
平
野
敏
彦
「
キ
ケ
ロ
『
発
見
・『
構
想
論
』
に
お
け
る
レ
ト

リ
ッ
ク
の
構
想
』『
広
島
法
学
』
一
六
巻
二
〇
七
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
7
） A

quilius G
allus

に
つ
い
て
、
林
智
良
「
ガ
ー
イ
ウ
ス
・
ア
ク
ィ
ー
リ
ウ
ス
・
ガ
ッ
ル
スC

. A
quilius G

allus

の
周
辺
：
共
和
政
末
期
ロ
ー

マ
の
政
治
的
・
社
会
的
・
法
学
的
文
脈
に
お
い
て
」『
法
と
政
治
』
六
二
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）（
下
）
一
九
七
│
二
二
五
頁
を
参
照
。

（
8
） S

elvius S
ulpicius R

ufus

に
つ
い
て
、
林
智
良
『
共
和
制
末
期
ロ
ー
マ
に
お
け
る
法
と
社
会
』
法
律
文
化
社
・
一
九
九
七
年
を
参
照
。

（
9
） 

武
藤
・
前
掲
『
阪
大
法
学
』
第
二
一
号
五
│
六
頁
。

（
10
） 

落
合
太
郎
・
田
中
秀
央
編
『
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
引
用
語
辞
典
』
増
補
版
・
岩
波
書
店
・
一
九
六
三
年
。
柴
田
光
蔵
・
林
信
夫
・
佐
々
木
健
編

『
ラ
テ
ン
語
法
格
言
辞
典
』
慈
学
社
出
版
・
二
〇
一
〇
年
。
船
田
享
二
「『
法
の
極
は
不
法
の
極
』
の
起
源
」『
法
律
春
秋
』
第
五
巻
第
七
号

（
一
九
三
〇
年
）、
同
「S

um
m
um

 ius sum
m
a iniuria

」『
法
哲
学
年
報
〈
一
九
六
九
年
〉
法
思
想
の
諸
相
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
年
一
〇
月
）。

（
11
） 

キ
ケ
ロ
『
義
務
に
つ
い
て
』1, 10, 33

「
不
法
は
ま
た
狡
猾
さ
に
よ
り
、
ま
た
あ
ま
り
に
穿
ち
す
ぎ
て
、
し
か
も
悪
意
の
あ
る
法
律
解
釈
に

四
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
二
〇
）

よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
あ
の
『
最
高
の
法
は
最
高
の
不
法
』
と
い
う
こ
と
ば
が
、
日
常
普
通
に
い
い
ふ
る
さ
れ
る
格
言
に
な
っ
た
の
も

こ
の
た
め
で
あ
る
。」
泉
井
久
之
介
訳
『
義
務
に
つ
い
て
』
岩
波
文
庫
・
一
九
六
一
年
を
参
照
。

（
12
） 
武
藤
・
前
掲
『
阪
大
法
学
』
六
頁
。

（
13
） C

icero, pro C
aecina 65

「
も
し
文
言
と
文
字
、
い
わ
ゆ
る
最
高
の
法sum

m
um

 ius

を
論
駁
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
不
衡
平
な
事
柄
に
、

善
と
衡
平
の
名
目
と
価
値
が
対
置
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
他
の
人
な
ら
、
と
き
に
『
何
々
で
あ
れ
ば
』
と
か
、『
何
々
で
な
け
れ
ば
』
の
よ
う

な
紋
切
り
型
の
論
法
を
一
笑
に
付
し
、
と
き
に
文
言
に
仕
込
ま
れ
た
罠
や
綴
り
の
罠
を
非
難
し
、
と
き
に
、
裁
判
は
狡
猾
で
歪
曲
さ
れ
た
法
解
釈
で

は
な
く
、
衡
平
と
善
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
文
言
に
執
着
す
る
の
は
濫
訴
者
の
仕
事
で
あ
り
、
起
草
者
の
意
思
と
意
向

を
擁
護
す
る
こ
と
は
善
い
審
判
人
の
仕
事
で
あ
る
と
か
を
声
高
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
」。
吉
原
達
也
訳
「
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
」（
一
）『
広
島

法
学
』
第
三
四
巻
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
八
│
一
三
五
頁
、
第
三
五
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
六
│
九
一
頁
、（
三
・
完
）
第
三
五
巻
第

二
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
六
│
五
二
頁
。

（
14
） 

訳
文
は
池
田
美
恵
訳
『
弁
論
術
』『
世
界
古
典
文
学
全
集
一
六　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』
筑
摩
書
房
一
九
六
六
年
、
九
三
頁
に
よ
る
。

（
15
） S

troux, op. cit. S
.25. F

rier, T
h

e R
ise of th

e R
om

an
 Ju

rists. S
tu

d
ies in

 C
icero’s pro C

aecin
a, P

inceton 1985

は
、『
カ
エ
キ
ー

ナ
弁
護
論
』
に
ロ
ー
マ
法
学
の
成
立
の
契
機
を
見
よ
う
と
す
る
。
木
庭
顕
『
法
存
立
の
歴
史
的
基
盤
』
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
九
年
、
と
く
に

九
四
四
頁
以
下
は
独
自
の
観
点
か
ら
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
を
分
析
す
る
重
要
な
業
績
と
し
て
注
目
し
た
い
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
は
き
わ
め
て
批
判

的
で
あ
る
、
九
五
五
頁
註
七
、九
五
六
頁
註
一
四
な
ど
。

（
16
） S

troux, op. cit. S
.27.

（
17
） A

uct. ad H
erenn. 2, 13-14, 15; 16; 1. 23

『
ヘ
レ
ン
ニ
ウ
ス
弁
論
書
』
に
つ
い
て
は
、
柴
田
光
蔵
『
ロ
ー
マ
裁
判
制
度
研
究
』
法
律
文
化

社 

一
九
六
七
年
、
三
六
七
頁
以
下
を
参
照
。
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
『
弁
論
家
の
教
育
』Q

uint. inst. or. 7, 6. 7. 8. 9

同
書
に
つ
い
て
は
、
ク

イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
／
森
谷
宇
一
・
戸
高
和
弘
・
吉
田
俊
一
郎
訳
『
弁
論
家
の
教
育
3
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
一
三
年
、
一
七
七
、

一
八
一
、
一
八
五
、
一
八
八
頁
を
参
照
。status

（
キ
ケ
ロ
『
構
想
論
』
の
用
語
と
し
て
はconstitutio

）
は
こ
こ
で
は
ス
タ
ト
ゥ
ス
と
い
う
訳
語

を
あ
て
て
い
る
。
問
い
の
立
て
方
、
立
て
ら
れ
た
問
い
、
そ
こ
か
ら
、
争
点
、
係
争
問
題
を
も
意
味
す
る
。controversia, quaestio

は
、
ギ
リ
シ

四
六



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
二
一
）

ア
語
のhypothesis, thesis

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
具
体
的
性
格
を
も
つ
題
目
の
「
仮
説hypothesis

」
と
抽
象
的
性
格
を

も
つ
題
目
の
「
定
説thesis

」
と
の
対
応
を
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
前
者
は
私
と
汝
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
問
い
と
答
え

（「
君
は
な
し
た
かfecisti

」「
私
は
な
し
たfeci

」）
で
あ
り
、
そ
れ
を
客
観
化
し
た
問
題
の
あ
り
よ
う
（「
彼
は
な
し
た
かan fecerit

」）、
と
理
解

し
て
お
く
。

（
18
） 

武
藤
・
前
掲
『
阪
大
法
学
』
二
一
号
二
〇
頁
以
下
。
真
田
・
前
掲
・
一
六
六
頁
以
下
。
関
連
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、W

ieacker, 

F
., R

öm
isch

e R
ech

tsgesch
ich

te, E
rster A

bschnitt, M
ünchen 1988, S

.581. n.45. 46; 588.

（
19
） K

unkel, W
./S

cherm
aier, M

., R
öm

isch
e R

ech
tsgesch

ich
te, 14. A

ufl ., K
öln W

eim
ar W

ien B
öhlau, 2005, S

.137.

Ｃ
・
Ｓ
・
オ
ラ

タO
rata vs. 

Ｍ
・
Ｍ
・
グ
ラ
テ
ィ
デ
ィ
ア
ヌ
スG

ratidianus

事
件
は
、
売
買
の
目
的
物
た
る
家
屋
に
地
役
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
事
実
を
明
示

し
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
、
売
主
の
責
任
が
争
わ
れ
た
が
、
こ
の
事
件
で
は
、
ク
リ
ウ
ス
事
件
で
は
意
思
主
義
を
標
榜
し
た
Ｌ
・
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ク

ラ
ッ
ス
ス
が
文
言
主
義
の
立
場
を
と
り
、
意
思
主
義
の
立
場
を
主
張
し
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
（
前143-87, praetor 103, censor 97

）

と
対
立
し
た
。
事
件
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
側
の
勝
訴
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
な
事
件
の
経
過
と
そ
の
評
価
に

つ
い
て
は
、
真
田
・
前
掲
一
七
〇
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
） K

unkel, W
., R

öm
isch

e R
ech

tsgesch
ich

te, 9. A
ufl ., K

öln W
eim

ar W
ien B

öhlau, 1980, S
.97.

ク
ン
ケ
ル
『
ロ
ー
マ
法
史
』
は

一
九
七
一
年
の
第
六
版
が
著
者
に
よ
る
最
終
改
訂
版
と
思
わ
れ
、
第
七
版
以
後
は
若
干
の
字
句
と
誤
植
の
訂
正
に
留
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

（
21
） 

ロ
ー
マ
の
法
律
学
と
修
辞
学
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
論
究
さ
れ
て
き
た
。S

chulz, F
., P

rin
zipien

 d
es röm

isch
en

 

R
ech

ts, B
erlin 1934, S

.9ff .; ders., G
esch

ich
te d

er röm
isch

en
 R

ech
tsw

issen
sch

aft, W
eim

ar 1961, S
.28, 71, 162.

主
題
は
ロ
ー
マ
慣

習
法
を
巡
る
問
題
で
あ
る
が
、
傍
論
的
に
、
さ
き
の
シ
ュ
ト
ル
ー
の
テ
ー
ゼ
に
否
定
的
な
立
場
を
示
す
。
慣
習
法
は
古
典
期
ま
で
に
こ
の
よ
う
な
し

か
た
で
は
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
僅
少
な
制
定
法
の
枠
外
に
、
自
由
な
法
発
見
が
機
能
す
る
広
汎
な
場
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
例
え

ば
事
実
訴
訟
）
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
は
制
定
法
の
解
釈
に
厳
格
で
あ
っ
た
一
方
、
制
定
法
の
枠
外
で
自
由
に
法
発
見
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

な
お
、
シ
ュ
ル
ツ
の
研
究
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、E

rnst, W
., F

ritz S
chulz, in: B

eatson/Z
im

m
erm

ann 

（ed.

）, 

Ju
rists U

prooted, O
xford, 2004, p.103-203.

自
由
法
論
者H

. K
antrow

icz
と
の
関
係
か
ら
、S

chulz

の
独
自
的
な
「
法
律
学
」
観
が
う
か

四
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
二
二
）

が
え
る
点
が
興
味
深
い
。V

illey, M
., L

ogique d’A
ristote et droit rom

ain, R
H

 29 

（1951

）, p.309-28; von L
übtow

, U
., C

icero und die 

M
ethode der röm

ischen Jurisprudenz, F
estsch

rift fü
r W

en
ger I, 194, S

.224-35.

）。
古
く
はV

oigt, M
., D

as Iu
s n

atu
rae, A

equ
u

m
 

et B
on

u
m

 u
n

d
 Iu

s G
en

tiu
m

 d
er R

öm
er III, 1875

と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
：S

chiller, A
., R

om
an Interpretatio and A

nglo-

A
m
erican Interpretation and C

onstruction, V
irgin

ia L
R
, 27 

（1941

）, p.733, 754.

。
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
は
、
肯
定
的
な
立
場
、
例
え

ば
、R

iccobono, C
orso d

i d
iritto rom

an
o II, 1933, p.318-86

、
否
定
的
な
立
場
（B

eseler, Z
S

S
 43 

（1922

）, S
.536; A

lbertario, S
tu

d
i 

B
on

fan
te I p.629, 631ff .

）
が
あ
り
、
刊
行
後
の
主
要
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、W

enger, L
., Q

u
ellen

 d
es röm

isch
en

 R
ech

ts, 

1953, 235-38

。
ト
ピ
ク
論
と
の
関
連
で
はM

artini, D
efi n

izion
i d

ei gu
iristi rom

an
i, 1966, p.14 n.3

を
参
照
。
コ
ー
イ
ン
グ
は
共
和
政
期

末
の
ロ
ー
マ
法
学
者
の
、
専
門
用
語
の
語
源
や
語
法
、
シ
ン
タ
ク
ス
に
つ
い
て
の
説
明
に
文
法
学
や
言
語
学
の
理
論
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ

の
文
法
的
│
論
理
的
解
釈
方
法
へ
の
影
響
を
見
た
（C

oing, H
., S

tu
d

i A
ran

gio-R
u

iz I, 195, p.365, 372-77.; 

た
だ
し
そ
の
後
のJu

ristisch
e 

M
eth

od
en

leh
re, 1972, S

.11
で
は
見
解
を
改
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）。
ま
た
サ
ン
タ 

ク
ル
ス
は
法
学
教
育
と
の
関
係
で
修
辞
学
のstatus

論
の

影
響
を
強
調
し
て
い
る
、S

anta C
ruz, Z

S
S
 75 

（1958

）, S
.91-115

。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ー
ザ
ー
は
、
ロ
ー
マ
の
法
律
家
と
弁
論
家
と
が
用
い
る

手
段
と
求
め
ら
れ
る
目
的
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
り
、
修
辞
学
と
法
律
学
と
の
接
触
は
わ
ず
か
に
す
ぎ
ず
、
法
律
家
の
本
領
で
あ
る｢

直
観
的
法
認
識

intuitive R
echtserkentnis

」
は
法
廷
弁
護
人
や
弁
論
家
に
は
無
縁
で
あ
る
と
す
る
（K

aser, M
., Z

ur M
eth

od
e d

er röm
isch

en
 

R
ech

tsfi n
d

u
n

g, A
kad. W

iss. G
öttingen, 1962, S

.67f.

）。
ヴ
ェ
ー
ゼ
ル
は
シ
ュ
ト
ル
ー
が
提
起
し
たstatus legales

の
う
ち
法
学
者
に
関
心

を
ひ
い
た
の
は
法
律
文
言
か
法
律
意
思
か
（scriptum

-setentia, verba-voluntas

）
だ
け
に
す
ぎ
ぬ
と
し
、
し
か
も
意
思
解
釈
と
厳
格
な
文
言
解

釈
の
対
立
と
い
う
問
題
で
な
く
、
意
思
解
釈
を
と
っ
て
文
言
解
釈
を
制
限
す
る
な
い
し
は
回
避
す
る
と
い
う
選
択
の
問
題
で
あ
り
、
一
方
が
文
言
解

釈
を
と
り
他
方
が
意
思
解
釈
を
と
る
と
い
う
弁
論
家
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
し
か
も
法
学
者
の
解
釈
の
範
囲
は
シ
ュ
ト
ル
ー
が
考
え
た
共
和
政
末
か

ら
帝
政
期
の
自
由
な
解
釈
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
、W

esel, U
., R

h
etorisch

e S
tatu

sleh
re u

n
d

 G
esetzesau

slegu
n

g d
er 

röm
isch

en
 Ju

risten, 1967, S
.15-21.; 

書
評･B

rtone, L
abeo 15 

（1969
）, p.298ff .

）。
ヴ
ィ
ー
ア
ッ
カ
ーW

ieacker, F
., IV

R
A
 20 

（1969

）, 

p.448, 469-75

、
ブ
ン
トB

und, E
., S

tu
d

i V
olterra I, p.196, 571, 578f.

を
は
じ
め
と
し
て
、
シ
ュ
ト
ル
ー
の
見
解
に
対
し
て
は
消
極
的
な
傾

向
に
あ
る
。

四
八



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
二
三
）

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
シ
ュ
ト
ル
ー
「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み　

法
解
釈
史
断
章
」

カ
ン
ト
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
法
論
序
説
付
録
に
お
い
て
、「
衡
平aequitas

」
と
「
緊
急
権ius necessitatis

」
と
厳
格
法
と
の

関
係
を
取
り
扱
っ
た
さ
い
に
、「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
みS

um
m
um

 ius sum
m
a iniuria

」
と
い
う
格
言
を
見
事
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
格
言
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
衡
平
の
格
言
」
そ
の
も
の
で
あ
る

（
1
）

。
法
哲
学
や
法
の
解
釈
理
論
を
扱
っ
た
文
献
の
随
所
で
こ
の
格
言
は

同
様
に
重
要
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
正
し
い
。
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
マ
的
精
神
と
ラ
テ
ン
語
が
一
つ
に
な
っ

て
、
人
間
の
普
遍
的
に
妥
当
す
る
経
験
を
、
語
っ
た
り
、
証
明
し
た
り
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
明
確
で
簡
潔
な
矛ア

ン
チ
テ
ー
ゼ

盾
命
題
と
い
う
か

た
ち
で
、
容
赦
な
く
表
現
し
て
み
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
格
言
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
法
発
展
の
経
験
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
両
文
化
に
つ
い
て
、
史
料
は
、
法
が
、
太
古
の
口
頭
伝
承
の
時
代
よ
り
、
制
定
法
と
い
う
形
を
と
っ
て
恣
意
と
恐
怖
の
み
な
ら
ず
時

代
を
も
越
え
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
完
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
過
を
示
し
て
い
る
。
不
可
変
性
の
う
ち
に
法
理
念
の

本
質
が
実
現
さ
れ
る
と
思
わ
れ
、
個
々
の
文
字
に
至
る
ま
で
の
充
足
は
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
法
律
の
解
釈

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た

（
2
）

。
し
か
し
、
生
活
が
発
展
を
遂
げ
、
新
し
い
精
神
的
物
質
的
関
係
を
作
り
出
し
た
一
方
で
、
法
が

そ
の
文
言
に
拘
束
さ
れ
て
硬
直
化
し
た
結
果
、「
賢
明
な
る
立
法
者
」
が
管
理
す
る
揺
籃
期
に
は
認
め
が
た
い
不
自
然
さ
が
現
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
制
定
法
の
不
可
変
性
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
法
理
念
そ
れ
自
体
が
不
可
変
的
で
あ

ろ
う
と
も
、
特
定
の
時
代
の
た
め
に
、
時
代
拘
束
性
の
ゆ
え
に
そ
し
て
人
間
の
言
語
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
永
遠
に
妥
当
す
る
よ
う
な
表

現
を
作
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
や
み
な
法
律
信
仰
を
揺
る
が
す
た
め
に
は
、
経
験
に
基
づ
く
多
く
の
証
明
、

多
く
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
、
法
律
に
忠
実
で
あ
る
と
は
い
え
、
不
衡
平
で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
正
な
多
く
の
裁
判
官
の
判
決
が
必
要
で
あ
っ
た
。

四
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
二
四
）

裁
判
官
の
判
決
も
裁
判
官
で
な
い
者
の
法
律
解
釈
も
と
も
に
、
文
言
の
自
由
な
解
釈
と
補
充
へ
の
持
続
的
な
要
求
に
抗
し
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る

（
3
）

。
制
定
法
と
並
ん
で
、
衡
平B

illigkeit

が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
は
た
し
か
に
十
二
表
法
制
定
以
後
数
世
紀
に
わ
た
っ

て
、
紋
切
り
型
で
あ
る
と
は
い
え
、
ペ
ダ
ン
ト
リ
ー
な
ま
で
に
正
確
か
つ
厳
格
な
法
解
釈
を
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
特
殊

ロ
ー
マ
的
と
も
い
う
べ
き
「
形
式
主
義F

orm
alism

us

」
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
ロ
ー
マ
が
衡
平
に
も
制
定
法
と

並
ぶ
妥
当
性
を
付
与
し
、
法
務
官
の
告
示
に
お
い
て
衡
平
を
実
現
す
る
た
め
の
道
具
、
つ
ま
り
、
形
式
主
義
と
並
ん
で
、「
衡
平

aequitas

」
を
特
殊
ロ
ー
マ
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
道
具
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
根
本
原
理
を
明
確
に
特
徴
づ
け
る
歴
史
的
な

順
序

（
4
）

は
、
法
秩
序
内
部
に
お
け
る
そ
の
後
の
両
者
の
共
同
的
支
配
が
両
原
理
の
本
質
と
正
当
性
へ
の
明
確
な
洞
察
に
基
づ
か
せ
る
原
因
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
発
展
の
な
か
で
、「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
みsum

m
um

 ius sum
m
a iniuria

」
と
い
う
言
葉
は
、
格
言
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
、
鬨
の
声
、
つ
ま
り
戦
い
の
合
い
言
葉
の
役
割
を
果
た
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
言
葉
は
、「
法R

echt

」
を
求
め
「
法R

echt

」

を
獲
得
し
な
が
ら
も
、
獲
得
す
る
の
は
、
文
字
に
よ
っ
て
法
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
幻
滅
し
た
人
々
の
義
憤

を
反
映
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
病
者
や
障
害
者
の
鋭
敏
な
感
覚
は
、
自
己
防
衛
の
た
め
に
、
文
言
に
体
現
さ
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
法
に
耐

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
、
つ
ま
り
、
法
が
不
法
を
生
み
出
し
こ
れ
を
擁
護
し
、
文
言
と
い
う
刃
で
逆
転
し
て
、
生
と
死
の
よ

う
に
、
そ
れ
自
体
相
殺
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
。
実
定
法
は
「
法
」
を
実
現
す
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
が
も
た
ら
す
被
害
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
も
と
よ
り
、
そ
の
存
在
理
由
つ
ま
り
、
人
間
が
何
よ
り
も
任
意
に
そ
の
支
配
を
認
め
る

こ
と
の
理
由
も
争
わ
れ
る
。
制
定
さ
れ
た
規
範
が
普
遍
妥
当
的
た
ら
ん
と
す
る
要
求
は
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
唯
一
決
定
的
な
点
に
お
い
て
破

綻
し
て
お
り
、
そ
の
破
綻
は
、
衡
平
が
形
式
主
義
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
固
め
ら
れ
た
砦
へ
の
突
破
口
を
確
保
し
た
自
由
な
路
線
を
開
く
。

五
〇



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
二
五
）

そ
の
こ
と
は
、
こ
の
標
語
が
、
衡
平
に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
い
ま
ま
、
衡
平
の
格
言
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
衡
平
の
理
由
と
は
、

そ
れ
自
体
緊
急
措
置
に
あ
る
。
も
し
法
律
の
規
範
が
法
を
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
完
全
に
包
括
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
衡
平
の
余
地
は
な
い
。

し
か
し
「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
」
は
実
定
的
法
と
並
ん
で
、
衡
平
の
妥
当
性
が
必
然
で
あ
る
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。

歴
史
的
な
対
立
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
発
展
の
中
で
、
さ
ら
に
は
る
か
に
明
確
に
ロ
ー
マ
の
発
展
の
中
で
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
対
立
は
あ
ら
ゆ
る
法
発
展
に
お
い
て
類
比
物
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
過
程
が
偶
然
で
は
な
く
、
法
発
展
の
内
的
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
に
導
か
れ
る
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
普
遍
的
な
定
式
化
を
達
す
る
た
め
に
は
個
別
的
な
生
活
か
ら
切

断
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
法
規
範
と
、
個
別
的
事
例
の
た
め
に
適
正
で
「
正
し
い
」
規
制
を
示
す
衡
平
と
の
対
立
は
、
法
の
性
質
と
そ
の
可

能
的
な
現
象
形
式
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
緊
張
関
係
は
、
つ
ね
に
あ
ら
た
に
、
そ
し
て
、
い
か
な
る
時
代
、
い

か
な
る
法
秩
序
に
お
い
て
も
、
程
度
の
如
何
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
こ
に
「
法
の
極
み
は
不
法
の

極
み
」
と
い
う
標
語
が
発
揮
す
る
作
用
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
律
学
な
い
し
人
間
の
生
活
経
験
が
法
の
精
神

と
形
式
の
区
別
に
向
き
合
う
と
こ
ろ
で
は
つ
ね
に
こ
の
標
語
は
特
別
な
調
べ
を
も
っ
て
奏
で
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
標
語
は
、
そ
れ

を
伝
え
て
き
た
諸
々
の
証
拠

（
5
）

を
提
示
し
つ
つ
、「
法
解
釈interpretatio iuris

」
の
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
に

解
明
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

1古
典
的
と
も
な
っ
た
標
語
形
式
の
保
証
人
と
で
も
い
う
べ
き
は
、
法
律
家
で
は
な
く
、
一
人
キ
ケ
ロ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
標
語
は
キ

ケ
ロ
の
独
創
に
な
る
の
で
は
な
く
、
彼
は
こ
れ
を
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
格
言
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
キ
ケ
ロ
は
狡
猾

五
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
二
六
）

さ
や
法
の
う
が
っ
た
解
釈
か
ら
あ
る
種
の
不
法
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。「
不
法
は
ま
た
狡
猾
さ
に
よ
り
、
ま
た
あ
ま
り
に

穿
ち
す
ぎ
て
、
し
か
も
悪
意
の
あ
る
法
律
解
釈
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
あ
の
『
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
』
と
い
う
こ
と

ば
が
日
常
普
通
い
い
ふ
る
さ
れ
る
格
言
と
な
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。E

xistunt etiam
 saepe iniuriae calum

nia quadam
 et 

nim
is callida sed m

alitiosa iuris interpretatione. E
x quo illud “sum

m
um

 ius sum
m
a iniura ” factum

 est iam
 tritum

 

serm
one proverbium

.
」（『
義
務
に
つ
い
て
』D

e offi  cis 1, 33

﹇
泉
井
訳
を
参
照
﹈）。
キ
ケ
ロ
は
最
初
の
例
と
し
て
、
ス
パ
ル
タ
王
ク
レ
オ

メ
ネ
ス
に
よ
る
休
戦
条
約
の
巧
緻
な
解
釈
を
挙
げ
て
い
る
。
王
は
三
〇
日
と
記
し
な
が
ら
、
夜
間
に
劫
略
を
続
け
た

（
6
）

。
第
二
の
例
は
、

ロ
ー
マ
の
元
老
院
議
員
が
二
つ
の
イ
タ
リ
ア
都
市
﹇
ノ
ラ
と
ネ
ア
ポ
リ
ス
﹈
間
の
境
界
画
定
の
裁
定
人arbiter fi nium

 regundorum

と
し
て
、
両
当
事
者
に
対
し
て
、
要
求
さ
れ
た
境
界
か
ら
か
な
り
の
部
分
を
譲
る
よ
う
勧
告
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
相
互

の
譲
歩
を
求
め
た
彼
の
裁
決
に
よ
っ
て
、
境
界
を
画
定
し
た
が
、
相
互
の
譲
歩
に
よ
っ
て
主
の
な
く
な
っ
た
中
間
地
帯
は
ロ
ー
マ
国
民
の

所
有
と
宣
言
さ
れ
る
。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
「
巧
緻sollertia

」
が
道
徳
的
に
退
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
キ
ケ
ロ

は
こ
こ
で
こ
う
し
た
当
然
の
結
論
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
。
倫
理
的
な
問
題
、「
不
法iniuria

」
の
種
類
の
区
別
に
彼
は
取
り
組
ん
で
い

る
。
し
か
し
、「
狡
猾
さcalum

nia

」、「
悪
意
の
あ
る
法
律
解
釈callida iuris interpretatio

」
の
対
立
物
、
つ
ま
り
「
衡
平
と
善
に

基
づ
くex aequo et bono

」
解
釈
は
語
ら
れ
ず
、
い
わ
ん
や
具
体
的
な
説
明
も
な
さ
れ
て
い
な
い

（
7
）

。

キ
ケ
ロ
よ
り
も
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
そ
の
喜
劇
『
自
虐
者
』
に
お
い
て
、
そ
の
最
も
簡
潔
な
格
言
の
か
た
ち
の

前
段
階
を
伝
え
て
お
り
、
文
言
も
内
容
も
す
で
に
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
。
一
人
の
奴
隷
が
い
つ
も
の
よ
う
に
主
人
と
顔
を
合
わ
せ
、

主
人
か
ら
彼
の
軽
薄
な
息
子
の
た
め
に
金
を
だ
ま
し
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
彼
の
父
と
し
て
の
愛
と
心
配
に
つ
け
こ
も
う
と
し
て

い
る
。
と
い
う
の
は
、
金
は
名
目
上
は
彼
の
娘
が
負
っ
た
借
金
を
返
す
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
明
白
な
抗

五
二



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
二
七
）

弁
の
先
手
を
打
っ
て
、
奴
隷
は
主
人
に
こ
う
信
じ
さ
せ
た
。「
厳
格
法
に
よ
れ
ば
あ
な
た
は
支
払
わ
な
く
て
も
よ
い
し
、
そ
ん
な
義
務
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
は
、
お
父
さ
ん
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
あ
な
た
の
状
況
に
は
こ
ん
な
言
葉
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。『
法
の
極
み
は
し
ば
し
ば
害
悪
の
極
みius sum

m
um

 saepe sum
m
a est 

m
alitia

』」（
第
七
九
六
行
）。
詩
人
は
、
自
分
も
又
こ
の
格
言
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
が
、
ど
の
く
ら
い
文
字
通
り
の
ま

ま
な
の
か
、
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
が
ど
の
程
度
彼
の
モ
デ
ル
な
い
し
契
機
と
な
っ
て
い
る
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い

（
8
）

。

キ
ケ
ロ
の
引
用
と
の
本
質
的
な
違
い
は
そ
の
中
身
に
あ
る
。「
法
解
釈interpretatio iuris

」、
つ
ま
り
解
釈
と
そ
の
巧
み
さ
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
は
父
親
に
と
っ
て
有
利
な
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
だ
が
彼
は
義
理
か
ら
そ
の
よ
う
な
主
張
を
な
す
べ

き
で
は
な
い
。
彼
の
態
度
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
邪
悪m

alitia

」
で
あ
り
、
シ
カ
ー
ネ
と
権
利
濫
用
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ケ

ル
ス
ス
（D

. 6, 1, 38

）
が
伝
え
る
「
邪
悪
は
こ
れ
を
寛
容
す
べ
き
に
あ
ら
ずm

alitiis non est indulgendum （
9
）

」
と
い
う
否
定
の
格
言
は

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ア
人
へ
の
展
望
を
開
く
。
内
容
的
に
奴
隷
と
主
人
と

の
小
景
は
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
と
彼
の
劇
の
都
市
性
に
対
応
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
登
場
人
物
の
生
き
方
の
な
か
に
行
為
の
動
機
を
求
め

て
い
る
。
彼
の
品
位
の
あ
る
喜
劇
に
対
応
す
る
の
は
、
こ
こ
で
奴
隷
が
プ
ラ
ウ
ト
ゥ
ス
の
喜
劇
の
よ
う
に
抜
け
目
な
い
の
で
は
な
く
、
人

情
の
機
微
に
通
じ
た
者
と
し
て
、
品
格
を
く
す
ぐ
っ
て
、
財
布
の
ひ
も
を
解
か
せ
、
そ
し
て
、
年
取
っ
た
主
人
も
愚
か
な
者
と
し
て
ペ
テ

ン
に
か
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
彼
が
市
民
の
、
い
う
な
れ
ば
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
気
風
を
法
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
騙
さ

れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
断
片
は
情
景
よ
り
も
当
該
格
言
の
一
般
的
な
関
係
に
属
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
メ
ナ

ン
ド
ロ
ス
は
、
制
定
法
の
高
い
価
値
を
「
は
な
は
だ
し
く
巧
み
に λ’ιαν ἀκριβῶς
」（nim

is callide （
10
）

）
解
釈
す
る
告シ

ュ
コ
パ
ン
テ
ス

訴
常
習
者
に
よ
る
そ

五
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
二
八
）

の
濫
用
に
対
置
す
る

（
11
）

。
し
か
し
こ
れ
は
、
た
ん
な
る
﹇
古
く
か
ら
の
﹈
残
響
に
過
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
は
文
献

的
に
は
も
っ
と
古
い
時
代
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』（3, 53

）
は
、﹇
コ
リ
ン
ト
ス
の
﹈
僭
主
の
息
子
リ
ュ
コ

プ
ロ
ン
に
ま
つ
わ
る
説
話
の
中
で
、〔
母
殺
し
の
怨
み
の
ゆ
え
に
〕
父
親
に
対
し
て
口
も
き
か
ぬ
ほ
ど
憎
し
み
を
い
だ
き
な
が
ら
異
国
に

と
ど
ま
り
続
け
る
リ
ュ
コ
プ
ロ
ン
を
う
ま
く
説
得
す
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
姉
が
古
く
か
ら
の
警
句
に
あ
ふ
れ
た
忠
告
を
な
し
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。「
い
た
ず
ら
に
厳
し
い
正
義
よ
り
も
、
公
正
な
分
別
の
方
を
尊
し
と
す
る
人

も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
」。
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
奴
隷
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、「
法
の
極
み
は

害
悪
の
極
み
な
り
」
と
い
う
言
葉
の
実
際
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
を
命
令
形
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
他
人
の
行
為
に
倣
う

よ
う
に
定
式
化
す
る
や
り
方
は
古
い
格
言
の
ス
タ
イ
ル
に
適
合
し
て
い
る
。
用
語
的
に
も
、「
正
義 δίκαιον

」
│
「
衡
平 ἐπιεικές

」
と

い
う
語
に
よ
る
対
立
は
す
で
に
そ
の
継
続
的
に
妥
当
す
る
形
式
に
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
。
│
こ
の
説
明
は
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち

の
間
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ゴ
ル
ギ
ア
ス
が
証
拠
を
残
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
が
既
成
の
成
果
を
利
用
し
、

「
正

デ
ィ
カ
イ
オ
ン

義
」
と
「
衡

エ
ピ
エ
イ
ケ
ス

平
」
と
の
争ア

ゴ
ンい

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
激
戦
に
倒
れ
た
ア
テ
ナ
イ
人
へ
の
追
悼

演
説
は
、
表
面
的
に
は
彼
の
新
し
い
言
葉
遣
い
を
示
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
英
雄
た
ち
の
称
讃
を
人
間
の
価
値
と
徳
に
つ
い
て
の
ソ

フ
ィ
ス
ト
の
啓
蒙
的
な
説
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
残
存
断
片
（N

r.6 D
iels

）
で
は
、
最
初
の
内
容
と
し
て
、「
神
の
よ
う

な
精
神
の
高
貴
」
が
称
讃
さ
れ
て
い
る
。「
一
方
で
彼
等
は
厳
格
な
法
よ
り
も
寛
恕
あ
る
衡
平
を
、
他
方
で
峻
厳
な
法
よ
り
も
言
葉
の
正

し
さ
を
好
ん
だ
。」「
実
に
彼
等
は
非
常
な
厳
格
な
る
正
義
よ
り
も
寛
恕
あ
る
衡
平
を
よ
し
と
し
たpotiorem

 enim
 illi iustitia quae 

severe exigit aequitatem
 duxerunt com

iter indulgentem

」
と
い
う
フ
ォ
スH

.E
. F

oss

の
解
釈
は
正
し
い

（
12
）

。
法
律
に
忠
実
な
パ

リ
サ
イ
主
義
は
「
厳
格
な αὐθάδης

」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、「
寛
恕
あ
る πρᾶου
」
と
い
う
形
容
詞
に
よ
っ
て
衡
平
な
人
間
性
が
見

五
四



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
二
九
）

事
に
表
現
さ
れ
て
い
る

（
13
）

。
こ
の
種
の
称
讃
の
背
景
と
し
て
の
倫
理
的
議
論
は
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
中
に
は
っ
き
り
と
跡
づ
け
ら
れ
る

（
14
）

。

ア
ッ
テ
ィ
カ
的
気
風
は
、「
寛
恕
あ
る
衡
平 πρᾶον ἐπιεικές

」、
自
ら
責
任
を
負
う
（
独
善
的
で
は
な
い
）
人
間
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
態
度
の
担
い
手
に
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
ソ
ポ
ク
レ
ス
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
舞
台
で
年
老
い
た
盲
目
の
亡
命
者
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
感

謝
を
込
め
て
こ
う
告
白
さ
せ
て
い
る
。「
神
へ
の
畏
敬
を
私
は
君
た
ち
の
う
ち
に
見
た

（
15
）

、
そ
し
て
衡
平
（τὸ ἐπιεικὲς

）
と
偽
り
の
な
い
言

葉
を

（
16
）

」、
と
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
衡
平
の
本
質
及
び
そ
の
実
定
的
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
彼
の
考
察
は
規
準
と
し
て
の
妥
当
性

を
獲
得
し
、
直
接
的
に
さ
ら
に
し
ば
し
ば
間
接
的
に
受
容
さ
れ
、
中
世
並
び
に
近
代
の
法
哲
学

（
17
）

を
稔
り
豊
か
な
も
の
と
し
て
き
た
（『
ニ

コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』5, 14

、『
弁
論
術
』1, 13

）。
衡
平
の
価
値
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
徳
と
し
て
賞
讃
す
る
一
般
的
な
認

識
か
ら
明
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
、
こ
れ
は
、
通
常
衡
平
（ἐπιεικές

）
を
正
義
（δίκαιον

）
の
上
位
に
置
く
点
で
、
ア
ポ
リ
ア
に
達

す
る
（
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
英
雄
賞
讃
を
想
起
さ
れ
た
い
）。
そ
の
謎
を
解
く
鍵
は
「
衡

エ
ピ
エ
イ
ケ
ス

平
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
に
か
か
っ
て

い
る
。「
衡

エ
ピ
エ
イ
ケ
ス

平
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
正

デ
ィ
カ
イ
オ
ン

義
」
の
必
然
的
補
正
で
あ
っ
て
、
何
か
別
の
第
二
の
も
の
で
は
な
く
、「
正
義G

erechte

」

に
本
質
的
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
正
義
が
法
律
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
（「
法
律
的
正
義 τὸ νόμιμον δίκαιον （

18
）

」）、

正
義
は
必
然
的
に
衡
平
に
よ
る
補
正
を
必
要
と
す
る
（「
衡
平
的
正
義 τὸ ἐπιεικὲς δίκαιον

）。
し
た
が
っ
て
、
衡
平
の
本
質
は
法
律
の
本
質

か
ら
間
接
的
に
導
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
法
律
が
規
範
た
ら
ん
と
し
、
ま
た
複
数
の
可
能
性
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

法
律
は
し
ば
し
ば
例
外
を
伴
っ
た
規
則
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
規
制
さ
れ
る
べ
き
対
象
が
統
一
的

な
規
制
に
従
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。「
法
律
に
お
け
る
欠
缺
」
か
ら
、
法
律
を
補
正
す
る
も
の
と
し
て

の
衡
平
の
本
質
が
導
か
れ
る
。「
一
般
的
な
規
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
残
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
法
律
を
補
正
す
る
と
い

五
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
三
〇
）

う
性
質
が
衡
平
の
本
質
で
あ
る
」、
と
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
衡
平
は
法
律
的
正
義
に
優
位
す
る
と
同
時
に
、
倫
理
学
の
意
味
に
お
い
て
、

「
法ノ

ミ
コ
ン
・
デ
ィ
カ
イ
オ
ン

律
的
正
義
」
も
正
義
の
一
種
で
あ
り
、
衡
平
も
正
義
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
徳
論
の
体
系
〔
倫
理

学
〕
や
正
義
の
領
域
へ
の
衡
平
の
参
入
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
別
の
箇
所
（『
弁
論
術
』
序
論1, 1, 1354a27

）
で
持
ち
出
す
制
限
よ
り
も
、

頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
。
正
し
く
制
定
さ
れ
た
法
は
、
で
き
る
限
り
自
ら
す
べ
て
を
規
定
し
、
で
き
る
だ
け
僅
か
な
こ
と
だ
け
が
裁
判
官
の

衡
平
に
よ
る
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
の
が
何
よ
り
も
望
ま
し
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
一
人
ま
た
は
少
数
の
立
法
者
の
方
が
交

替
の
多
い
裁
判
官
よ
り
も
法
発
見
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
立
法
作
業
が
長
い
熟
慮
と
審
理
の
結
果
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
判
決
は
そ
の
場
で
下
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
実
は
こ
れ
が
主
要
な
こ
と
な
の
だ
が
、
立
法
者
は
特
殊
な
ケ
ー
ス
を

対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
将
来
を
見
通
し
、
好
き
嫌
い
や
個
人
的
利
害
の
影
響
に
と
ら
わ
れ
な
い
点
で
、「
具
体
的
な
ケ
ー
ス
の
状
況
」

を
共
に
体
験
す
る
裁
判
官
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
も
、
衡
平
は
、
人
間
が
作
る
も
の
と
し
て

の
法
律
に
つ
き
ま
と
う
不
完
全
性
に
対
し
て
、
正
し
い
法
を
実
現
す
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
契
機
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
人
を
一
瞥
し
て
み
た

（
19
）

が
、
格
言
そ
の
も
の
に
つ
い
て
証
拠
と
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
定

式
は
む
し
ろ
別
の
道
を
辿
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
思
想
と
理
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
前
に
明
ら
か
に
登
場
し
、
彼
に
よ
っ

て
す
で
に
究
極
的
に
教ド

ク
マ
テ
ィ
シ
ュ

義
学
的
に
捉
え
ら
れ
整
理
さ
れ
た
。
レ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か
し
ロ
ー
マ
で
は
、
固
有
の
法
発
展
か
ら
、
厳
格
法
と
衡
平
の
対
立
は
裁
判
に
直
接
的
に
作
用
す
る
生
き
た
現

象
と
な
っ
た

（
20
）

。
そ
れ
か
ら
、
た
し
か
に
ロ
ー
マ
の
言
葉
﹇sum

m
um

 ius sum
m
a iniuria

﹈
は
そ
の
力
を
得
た
の
で
あ
り
、
キ
ケ
ロ
が
伝

え
る
そ
の
普
及
も
そ
れ
に
依
拠
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
継
受
さ
れ
た
哲
学
の
理
論
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
の
形

（
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る
言
葉
は
「
害
悪m

alitia

」
と
い
う
語
を
伴
っ
て
い
る
）
に
と
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
モ
デ
ル
が
存
在
し
た

五
六



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
三
一
）

と
し
て
も
、
で
あ
る
。
内
容
的
に
多
く
の
箇
所
が
近
似
す
る
と
し
て
も
、
明
ら
か
な
形
式
の
点
で
類
似
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
反

証
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
格
言
が
ロ
ー
マ
で
と
っ
た
第
三
の
か
た
ち
：
哲
学
者
セ
ネ
カ
と
同
時
代
の
人
コ
ル
メ
ラ
が
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ
い
て
』
よ
り

一
〇
〇
年
後
に
著
し
た
『
農
事
書
』
は
、
農
場
主
に
対
し
て
、
小
作
人
た
ち
に
は
、
あ
ま
り
に
厳
し
く
法
＝
権
利
を
主
張
し
て
は
な
ら
な

い
し
、
例
え
ば
支
払
い
の
期
日
や
さ
さ
や
か
な
現
物
給
付
は
猶
予
せ
よ
と
警
告
し
て
い
る
。
法
＝
権
利
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
何
で
も
取

り
立
て
て
い
い
わ
け
は
な
い
と
は
、
実
に
古
人
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
と
い
う
の
は
、
法
の
極
み
は
災

厄
の
極
み
と
古
人
た
ち
は
考
え
た
も
の
で
あ
っ
たnam

 sum
m
um

 ius antiqui sum
m
am

 putabant crucem

」（1, 7, 2 （
21
）

）、
と
。
生
け
る

習
慣
を
前
提
と
し
て
い
る
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
や
キ
ケ
ロ
と
異
な
り
、
コ
ル
メ
ラ
は
敢
え
て
無
意
識
の
言
葉
遊
び
を
語
っ
て
い
る
の
は
彼
の

教
養
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
は
ま
さ
に
「
古
人
た
ち
の
」
知
恵
で
あ
る
。「
災
厄crux

」
と
い
う
表
現
つ
い
て
、
彼
の
異
伝
﹇
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
﹈
は
形
式
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
厳
格
法
―
災
厄
（
苦
難

（
22
）

、
苦
し
み
、
シ
カ
ー
ネ
と
い
う
意
味
で
）
は
幸
運
に
も
変
更
さ
れ
て
い
な

い
が
、
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に
ふ
さ
わ
し
い
付
加
語
「
最
高
のsum

m
a

」
は
「
災
厄
」
と
い
う
表
現
に
そ
ぐ
わ
な
い

（
23
）

。
法
の
領
域
か
ら
、
こ

の
語
﹇crux

﹈
は
、
そ
の
形
式
に
お
い
て
、「
害
悪m

alitia
」
な
い
し
「
不
法iniuria

」
と
い
う
語
よ
り
離
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
コ

ル
メ
ラ
と
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
用
法
は
近
い
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
解
釈
も
余
地
の
な
い
ほ
ど
明
白
な
法
の
断
念
、
道
徳
的
理
由
か
ら
、

と
き
に
は
同
時
に
、
主
人
は
小
作
人
と
の
よ
き
関
係
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、「
小
作
人
た
ち
と
丁
寧
に
接
し
、
気
前
よ

さ
を
発
揮
す
べ
し
」﹇C

olum
ella, res rustica.1, 7

﹈、
の
如
き
有
用
性
と
い
う
理
由
か
ら
の
法
の
断
念
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
倫
理
的
な
怒
り
か
ら
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
り
つ
つ
こ
の
格
言
を
語
っ
て
い
る
の
は
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
で
あ
る
。
彼
は
処
刑

場
で
の
奇
跡
に
つ
い
て
の
話
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
罪
な
く
死
刑
宣
告
さ
れ
た
女
性
の
首
を
熟
練
し
た
執
行
人
の
刀
か
ら
守
っ
た
と
い

五
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
三
二
）

う
奇
跡
。「
お
お
、
法
の
極
み
は
害
悪
の
極
み
と
は
い
か
に
真
実
な
る
こ
と
か
。
…
…
か
か
る
奇
蹟
の
あ
と
も
な
お
、
法
律
が
猛
威
を
ふ

る
っ
て
い
る
こ
と
か
！
」
命
助
か
っ
た
者
が
自
由
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
皇
帝
の
恩
赦
行
為
が
必
要
で
あ
っ
た
（H

ieronym
i epistula I 

14; C
E
L
.54. 8

）。
こ
こ
で
は
、
法
律
解
釈
の
こ
と
も
本
来
的
に
悪
意
あ
る
適
用
の
こ
と
も
論
じ
ら
れ
ず
、
法
律
の
効
果
が
、
下
さ
れ
た
神

判
に
よ
っ
て
衡
平
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
恩
赦
と
対
照
し
て
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

（
24
）

。

要
約
す
る
と
、
近
代
人
に
よ
っ
て
く
り
か
え
し
引
用
さ
れ
る
「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
」
と
い
う
格
言
は
、「
法ius

」
と
「
不
法

iniuria

」
の
対
立
と
い
う
か
た
ち
で
、
ラ
テ
ン
語
文
献
の
な
か
で
引
用
さ
れ
る
の
は
、
唯
一
キ
ケ
ロ
に
よ
る
だ
け
で
あ
る

（
25
）

。
そ
し
て
キ
ケ

ロ
だ
け
が
「
は
な
は
だ
悪
意
の
あ
る
法
律
解
釈nim
is callida iuris interpretatio

」
に
対
す
る
、
衰
弱
し
た
法
感
情
の
警
告
と
し
て

こ
の
格
言
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
格
言
が
こ
の
領
域
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
は
『
義
務
に
つ
い
て
』
か
ら
は
う
か

が
え
な
い
の
で
、
そ
の
た
め
に
、
よ
り
広
い
意
味
で
具
体
的
な
関
係
の
中
で
、
そ
れ
は
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
代
弁
論
術
の

中
に
さ
さ
や
か
な
一
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2い
か
に
し
て
、
当
事
者
本
人
が
弁
論
家
に
語
る
事
柄
が
弁
論
家
の
事
案
に
な
る
の
か
？　

言
換
え
れ
ば
、
生
の
素
材
に
、
未
だ
輪
郭
だ

け
と
は
い
え
、
弁
論
全
体
を
決
定
す
る
最
初
の
形
式
が
い
か
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か
？
い
か
に
し
て
、
顧
客
の
出
来
事
そ
の
ま
ま
の
申

立
て
か
ら
法
問
題R

echtsfrage

が
探
り
出
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
審
判
人
の
前
で
の
弁
護
の
全
般
的
方
針
が
見
つ
か
る
の
か
。
こ
の
問
い

に
対
し
て
は
弁
論
術
が
微
に
入
り
細
に
亙
る
体
系
的
詳
述
を
以
て
答
え
て
い
る
。
ど
の
事
件
も
一
方
の
主
張
（accusatio

な
い
しintentio

）

と
他
方
の
否
定
（defensio

な
い
しdepulsio

）
を
前
提
と
す
る
。
双
方
の
観
点
の
衡
量
か
ら
弁
護
人
は
、
彼
の
課
題
、
彼
の
弁
護
の
目
標

五
八
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の
出
発
点
た
る
設
問
を
引
出
す
が
、
こ
れ
が
同
時
に
、
訴
訟
の
内
容
を
な
し
判
決
の
対
象
た
る
べ
き
真
の
法
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
単

純
な
例
：
君
は
殺
し
た
。
防
禦
：
我
は
実
行
者
な
ら
ず
。
主
た
る
問
題
：
被
告
は
実
行
者
か
？

（
26
）　

こ
の
問
い
か
ら
、
告
発
、
防
禦
、
審
判

人
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
が
生
ず
る
。
か
く
探
り
当
て
ら
れ
た
事
件
基
礎
が
、
そ
の
事
件
の
「
ス
タ
ト
ゥ
スstatus

」（
ギ
リ
シ
ア
語
でστάσις

）

﹇
争
点
、
事
項
﹈
と
い
わ
れ
、
今
の
設
例
で
の
主
張
と
否
認
の
基
本
形
は
：「
君
は
な
し
たF

ecisti

│
私
は
な
し
て
い
な
いnon feci

」。

こ
の
立
証
は
双
方
が
推
論
に
よ
る
か
ら
、
本
件
は
「
推
定
ス
タ
ト
ゥ
スstatus coniecturalis 

（στοχασμός

）」
と
い
わ
れ
る
。「
私
は
な

し
た
し
か
る
に
正
当
に
な
し
た
、
な
い
し
、
し
か
る
に
適
法
に
な
し
たF

eci sed iure feci, sed recte feci

」、
私
が
追
い
剥
ぎ
を
殺

し
た
の
は
正
当
防
衛
で
あ
る
、
ゆ
え
に
殺
人
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
。
行
為
自
体
は
認
め
る
が
、
そ
の
「
性
質
」
が
争
わ
れ
る
場
合
、
こ

れ
が
「
属
性
ス
タ
ト
ゥ
スstatus qualitatis 

（ποιότης

）」
で
あ
る
。
私
有
財
産
を
神
殿
か
ら
（
逆
に
神
殿
の
財
産
を
私
人
宅
か
ら
）
持
ち
出

す
の
は
、
聖
物
窃
盗
か
単
純
窃
盗
か
。
問
題
は
「
定
義defi nitio

（ὅρος

）」
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る

（
27
）

。
第
四
は
形
式
的
な
法
に
関
わ
る
。

す
な
わ
ち
、
相
手
方
が
応
訴
せ
ず
、
手
続
の
適
法
性
を
争
う
場
合
、
つ
ま
り
、「
一
方
は
審
判
人
手
続
へ
と
召
喚
し
、
他
方
は
審
判
人
手

続
を
拒
絶
す
るalter in iudicium

 vocat, alter recusat iudicium

」
場
合
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
体
系
が
ロ
ー
マ
へ
伝
わ
っ
た
さ
い
、
第
四
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
は
、
ロ
ー
マ
で
は
審
判
人
手
続
で
の
審
理
対
象
に
な
り
え
な

か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
廷
手
続
に
お
い
て
形
式
的
要
件
が
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る

（
28
）

。
さ
ら
に
、
法
廷
手
続
の
審
理
│
キ
ケ
ロ
（『
構
想
論
』II, 60

）
は
抗
弁
を
方
式
書
に
採
用
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
争
い
の
例

を
挙
げ
て
い
る
│
も
法
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
資
料
に
お
け
る
指
示
は
法
律
事
件
に
関
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
が
、
裁
判
実
務
や
法
学
的
方
法
と
無
関
係
に
併
存
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
最
初
の
徴
標
で
あ
る
。
逆
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
あ
る
種
の
特
別
な
科
目
な
い
し
学
問
的
な
個
別
学
科
が

五
九
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問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
学
的
な
取
り
扱
い
が
伝
統
的
な
形
態
の
ま
ま
、
そ
の
影
響
を
免
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
の
体
系
が
き
め
細
か
く
構
築
さ
れ
た
理
論
と
術
語
を
伴
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
法
技
術
が
い
ま
だ
未
熟
な

中
間
段
階
に
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
学
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
併
存
と
い
う

状
況
に
お
い
て
、
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
素
材
の
広
範
な
共
通
性
及
び
両
学
問
の
代
表
者
た
ち
に
お
け
る
人
的
共
同
性
が
支
配
し
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
未
熟
な
理
論
﹇
法
学
﹈
に
対
す
る
完
結
し
た
理
論
と
完
全
な
体
系
構
造
を
も
つ
隣
接
学
問
﹇
レ
ト
リ
ッ
ク
﹈
が
影
響
を
与
え

な
い
は
ず
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
レ
ト
リ
ッ
ク
は
特
殊
学
問
で
は
な
く
、
前
一
〇
〇
年
の
頃
に
は
す
で
に
ロ
ー
マ
で
も
、
法
学
者
た
ち
の
出

自
で
あ
る
社
会
階
層
の
中
心
的
な
教
養
学
問
分
野
で
あ
っ
て
、
本
来
、
経
歴
を
通
じ
て
「
法
律
家iuris consultus

」
の
「
権
威

auctoritas

」
を
享
受
し
た
す
ぐ
れ
た
ロ
ー
マ
人
が
、
少
年
時
代
に
レ
ト
リ
ッ
ク
が
彼
に
も
た
ら
し
、
弁
論
を
必
要
と
す
る
政
治
的
経
歴

に
お
い
て
た
い
て
い
の
場
合
は
持
続
し
続
け
た
教
養
影
響
を
免
れ
た
な
ど
と
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
一
般
的

な
評
価
へ
と
向
か
う
前
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
法
学
の
本
来
的
な
共
通
性
を
輝
か
せ
る
体
系
の
部
分
を
学
ぶ
た
め
に
、
ス
タ
ト
ゥ
ス
に
立
ち

戻
る
こ
と
と
し
よ
う
。

以
上
十
分
に
展
開
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
メ
モ
書
き
風
に
示
唆
さ
れ
得
た
理
論
は
、
全
素
材
の
取
り
扱
い
方
に
と
っ
て
、
つ
ま
り
、
証

明
法
の
発
見
と
分
類
に
と
っ
て
基
準
と
な
る
。
教
科
書
も
授
業
も
こ
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
、
弁
論
家
の
全
素
材
を
分
類
す
る
。
弁
論

家
が
「
練
習
事
案controversia

」
や
実
務
に
お
け
る
法
廷
弁
論
の
現
実
的
課
題
の
た
め
に
「
事
案
の
ス
タ
ト
ゥ
スstatus causae

」
を

は
じ
め
て
吟
味
す
る
と
、
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
は
細
部
に
至
る
ま
で
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
網
の
目
の
中
か
ら
、
具
体
的
ケ
ー
ス
で
適
用
可
能

な
論
拠
の
一
般
的
形
態
を
提
供
し
て
く
れ
る

（
29
）

。
も
ち
ろ
ん
、
ス
タ
ト
ゥ
ス
の
発
見
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
術
が
す
で
に
設

定
さ
れ
た
論
拠
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
多
く
の
指
示
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
、
上
述
の
四
つ
の
ケ
ー
ス
の
単
純
な
基
本
形
か
ら
き
わ
め
て

六
〇
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複
雑
な
体
系
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
か
か
る
領
域
か
ら
ま
さ
に
多
数
の
競
合
的
な
教
説
や
教
義
が
発
展
し

た
の
で
あ
る

（
30
）

。

わ
れ
わ
れ
が
関
心
を
有
す
る
事
案
の
集
合
は
、
体
系
内
部
の
渉
猟
と
各
ス
タ
ト
ゥ
ス
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
争
い
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ

る
。
法
律
と
そ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
当
事
者
間
で
争
わ
れ
る
事
案
は
、
多
数
説
で
は
四
つ
あ
る
。

1
．
一
方
当
事
者
が
法
律
文
言
の
厳
格
な
解
釈
に
依
拠
し
、
他
方
当
事
者
が
意
思
適
合
的
な
解
釈
、（
文
言
と
意
思scriptum

 et voluntas 

sententia, ῥητὸν καὶ διάνοια

）、
つ
ま
り
、
立
法
者
意
思
、
法
律
意
思
に
依
拠
す
る

（
31
）

。

2
．
両
当
事
者
が
相
互
に
矛
盾
し
た
法
律
に
依
拠
す
る
。
同
じ
法
律
に
矛
盾
が
見
出
さ
れ
る
場
合
も
、
方
法
的
に
同
じ
（
法
律
の
抵
触

antinom
ia, leges contrariae

）。

3
．
同
じ
一
つ
の
多
義
的
な
法
律
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
も
っ
て
（
曖
昧
性am

phibolia, am
biguitas

）

4
．
一
方
当
事
者
が
法
律
の
文
言
で
理
解
さ
れ
る
範
囲
を
提
唱
し
、
他
方
当
事
者
が
法
律
の
欠
缺
が
あ
り
、
推
論
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
主
張
す
る
（
類
推syllogism

us, ratiocinatio, collectio （
32
）

）。

以
上
の
四
つ
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
な
い
し
「
問
題quaestiones

」

│
名
称
や
体
系
配
置
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
様
々
で
あ
る

│
の

中
に
、
完
全
に
レ
ト
リ
ッ
ク
的
法
解
釈
理
論
は
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
第
五
の
問
題
、
定
義
に
よ
る
領
域
の
補
充
を
め
ぐ
る
議
論
が
示

す
よ
う
に
、
理
論
は
完
全
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
四
つ
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
の
間
に
相
互
補
完
的
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
二
つ
の
法
律
間
に
矛
盾
が
あ
る
場
合
、
主
と
し
て
文
言
と
意
思
か
ら
の
解
釈
の
役
割
が
倍
加
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

（
33
）

。

同
様
に
、
曖
昧
性
や
類
推
の
場
合
、「
立
法
者
の
意
思
か
ら
の
理
由
付
けex voluntate legis latoris

」
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と
も
。
他

の
三
者
は
曖
昧
性
を
、
他
の
三
者
が
還
元
さ
れ
る
べ
き
基
本
問
題
と
み
な
し
た

（
34
）

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
併
存
が
確
保
さ
れ
た
の
は
、

六
一
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実
務
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
こ
の
体
系
が
、
概
括
的
か
つ
包
括
的
解
釈
理
論
と
あ
ら
ゆ
る
基
本
事
例
に
と
っ
て
考
察
さ
れ
る
論
法
の
列
挙

た
ら
ん
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

か
り
に
こ
の
体
系
が
ロ
ー
マ
法
学
に
こ
れ
以
上
の
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
史
に
お
い
て
、
そ

れ
が
現
実
に
見
出
し
た
以
上
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

（
35
）

。
現
代
の
法
律
学
が
様
々
な
側
面
か
ら
同
じ
よ
う
な
解
釈
の
諸
問
題
に
導
か
れ

た
（
36
）

。
新
生
の
法
哲
学
は
こ
れ
ら
を
衡
平
の
説
明
に
関
係
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い

（
37
）

。
こ
れ
に
関
係
す
る
古
代
か
ら
の
歴
史
的
素
材
は
た
い
て
い

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
限
定
さ
れ
る
。
自
由
法
文
献
を
一
瞥
す
れ
ば
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
法
律
解
釈
と
法
律
か
ら
の
自
由
に
関
す

る
古
代
的
理
論
は
、
自
由
法
文
献
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
に
違
い
な
い

（
38
）

。

最
後
に
、
立
法
自
体
、
そ
れ
が
裁
判
官
に
よ
る
判
決
に
、
文
言
を
拒
絶
し
て
、
衡
平
な
最
良
な
い
し
法
創
造
的
補
充
を
指
示
し
た
点
で
、

解
釈
の
学
問
的
議
論
に
と
っ
て
最
も
強
力
な
契
機
を
与
え
た
。
ス
イ
ス
民
法
典
第
一
条
は
こ
の
点
で
例
証
的
な
意
味
を
獲
得
し
た

（
39
）

。

3四
つ
の
「
法
文
ス
タ
ト
ゥ
ス
」
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
的
解
釈
理
論
に
つ
い
て
、
以
下
に
簡
単
に
素
描
す
る
こ
と

に
し
た
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
の
記
録
の
比
較
に
は
触
れ
な
い
で
、
む

し
ろ
以
下
の
叙
述
は
、『
構
想
論
』
の
名
前
で
知
ら
れ
る
、
キ
ケ
ロ
の
青
年
時
代
の
著
作
に
拠
る
こ
と
に
す
る

（
40
）

。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に

は
、
ロ
ー
マ
の
資
料
内
部
で
、
い
か
に
取
扱
わ
れ
て
い
た
か
が
ま
さ
に
こ
の
章
に
と
っ
て
最
も
豊
富
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

ま
さ
に
こ
の
時
期
の
作
品
の
上
に
、
同
時
代
の
ロ
ー
マ
法
学
の
発
展
へ
の
推
論
が
構
築
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

六
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の
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（
吉
原
）

（
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七
）

Ⅰ　

曖
昧
性A

m
biguum

文
言
の
多
義
性
。
そ
の
た
め
に
、
以
下
の
処
方
と
証
明
の
拠
点
は
、
い
ず
れ
の
立
場
に
も
妥
当
力
を
有
す
べ
く
、
自
由
に
扱
う
こ
と
が

で
き
る
。

1　

通
常
の
語
法
な
い
し
言
葉
遣
い
か
ら
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
は
、
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
不
明
確
さ
は
存
在
し
な
い
。

通
常
の
言
葉
遣
い
は
、
多
く
の
意
味
が
見
出
さ
れ
る
の
を
許
容
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
つ
ね
に
一
つ
の
意
義
を
想
定
し
て
い
る
。

2　

前
後
の
文
脈
連
関
は
意
味
を
一
義
的
に
明
確
に
す
る

（
41
）

。

3　

起
草
者
﹇
立
法
者
﹈
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
意
図
し
た
か
は
、
彼
が
他
に
書
い
た
も
の
、
そ
の
行
動
、
言
説
、
性
格
か
ら
吟
味
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
義
的
な
箇
所
は
、
い
か
な
る
解
釈
が
こ
れ
ら
の
吟
味
さ
れ
た
規
準
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
る
か
、
正
確
に
検

証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
何
が
起
草
者
が
意
図
し
た
真
実
に
等
し
い
かQ

uid veri sim
ile sit eum

 voluisse qui scripsit

」

は
、
広
義
の
「
動
機M

otive

」
か
ら
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
の
人
格
を
規
定
す
る
い
っ
さ
い
の
材
料
が
利
用
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
（「
起
草
者
の
人
格persona scriptoris
」）。

4　

同
じ
目
的
の
た
め
に
、
成
立
時
期
や
時
代
的
状
況
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

5　

一
貫
し
た
推
論
に
基
づ
く
正
し
い
解
釈
の
証
明
。
ま
た
誤
っ
た
解
釈
に
対
す
る
反
証
。

6　

別
の
解
釈
が
想
定
さ
れ
る
場
合
、
法
律
に
瑕
疵
が
な
い
か
を
吟
味
。
そ
の
場
合
、
何
か
重
要
な
こ
と
が
欠
如
し
て
い
る
。

7　

可
能
で
あ
れ
ば
、
相
手
方
が
当
該
箇
所
に
求
め
た
典
拠
が
他
の
法
律
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
。

8　

相
手
方
の
解
釈
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
文
言
の
提
示
、
所
与
の
文
言
を
こ
の
仮
定
的
な
文
言
に
照
ら
し
て
吟
味
す
る
こ
と
。
か
の
別
の

解
釈
を
と
っ
た
と
し
た
ら
、
起
草
者
﹇
立
法
者
﹈
の
文
言
は
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
く
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
そ
の
さ
い
に
、

六
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た
ん
に
文
言
ば
か
り
で
な
く
、
文
言
の
位
置
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

9　

最
後
に
有
用
性
と
名
誉
性
と
い
う
視
点
も
「
曖
昧
性am

biguum

」
の
解
釈
を
指
示
す
る
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

Ⅱ　

文
言
と
意
思scriptum

 et voluntas

当
事
者
の
一
方
が
「
文
言scriptum

」
に
拠
り
、
他
方
が
起
草
者
の
「
意
思voluntas

」
に
拠
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
遺
言
、
問

答
契
約
、
そ
の
他
形
式
を
践
ん
だ
法
律
行
為
的
な
意
思
表
示
に
類
推
可
能
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
重

要
な
事
例
で
あ
る
。

ａ　

文
言
の
厳
格
解
釈
に
与
す
る
場
合

1　

起
草
者
な
い
し
処
分
者
が
自
ら
の
意
思
に
明
確
な
文
言
表
現
を
与
え
る
能
力
有
す
る
こ
と
、
及
び
、

2　

審
判
人
が
書
か
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
拘
束
力
あ
る
文
言
に
従
う
べ
き
義
務
を
負
う
こ
と

3　

事
実
的
な
事
件
と
法
律
文
言
及
び
審
判
人
の
宣
誓
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
審
判
人
の
義
務
と
の
対
置

（
42
）

。
本
文
の
頻
繁
な
逐
語
的
な
引

用
に
よ
る
対
置
の
強
調

4　
「
起
草
者scriptor

」
は
そ
の
意
思
に
自
ら
そ
し
て
確
信
を
も
っ
て
法
的
拘
束
力
あ
る
表
現
を
附
与
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
起
草
者

が
そ
の
文
言
を
も
っ
て
自
ら
表
示
せ
ん
と
す
る
意
思
に
代
え
て
、
理
性
を
も
っ
て
そ
の
文
言
に
仮
定
的
に
他
の
意
思
を
帰
す
る
こ
と
は

正
し
く
な
い
。

5　

か
か
る
手
続
は
法
的
安
定
性
を
欠
き

（
43
）

、
審
判
人
を
し
て
不
確
実
な
ら
し
め
る
。
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6　

実
際
、
文
言
の
擁
護
者
な
ら
、
主
観
的
な
推
測
か
ら
で
は
な
く
、「
文
言
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
」
解
釈
す
る
以
上
、
起
草
者
意
思

の
擁
護
者
よ
り
も
、
つ
ま
り
か
か
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
も
っ
て
争
う
者
た
ち
よ
り
も
、
大
き
な
正
当
性
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。

7　

相
手
方
が
行
為
の
動
機
を
主
張
す
る
場
合
、
つ
ま
り
、
そ
の
動
機
が
衡
平
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
と
か
、
起
草
者
が
も
し
そ
う
考
え

た
な
ら
ば

（
44
）

た
し
か
に
保
護
す
る
こ
と
を
欲
し
た
で
あ
ろ
う
と
か
保
護
し
た
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
立
法
全
体
か
ら
す
れ

ば
、
動
機
が
法
に
か
な
い
、
衡
平
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
抗
弁
は
法
律
侵
害
を
根
拠
と
し
て
甘
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
原
則
で
対
抗
す
れ
ば
よ
い
。

立
法
者
が
か
か
る
可
能
性
を
認
識
す
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
に
は
、
法
律
本
文
が
確
定
的
な
伝
承
に
よ
っ
て
明
確
な
「
例
外

exceptiones

」
を
配
慮
す
る
で
あ
ろ
う

（
45
）

。
こ
の
こ
と
を
、「
文
言scriptum

」
の
提
唱
者
は
例
外
を
と
も
な
っ
た
法
律
を
読
み
上
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
自
体
が
例
外
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ

が
相
手
方
の
立
場
に
対
応
し
な
い
場
合
や
、
少
な
く
と
も
、
同
じ
立
法
者
が
他
の
法
律
で
例
外
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
、
申
し
立
て

ら
れ
た
例
外
が
欠
如
し
て
い
る
の
は
立
法
者
が
そ
れ
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う

（
46
）

。

8　

現
実
に
、
相
手
方
が
衡
平
の
意
味
で
主
張
す
る
カ
ウ
サ
を
承
認
す
る
の
は
、「
解
釈interpretatio

」
で
は
な
い
、
意
思
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
法
律
に
一
致
さ
せ
る
の
は
、「
法
律
を
廃
止
せ
ざ
る
限
り
、
他
に
は
何
も
な
いnihil aliud est nisi legem

 tollere

」
の
擬

制
で
あ
る
、
特
殊
な
事
案
の
た
め
に
法
律
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。

9　

こ
の
よ
う
な
判
決
が
下
さ
れ
る
場
合
に
は
、
法
的
安
定
性
か
ら
ど
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
？

（
47
）　

審
判
人
を
指

導
す
る
の
は
、
も
は
や
審
判
人
が
宣
誓
す
る
と
こ
ろ
の
法
律
で
は
な
く
、
い
ま
や
法
律
侵
害
者
の
解
釈
の
才
能
に
す
ぎ
な
い
。

10　

審
判
人
（
仲
裁
人
）
の
地
位
は
、
そ
れ
が
法
律
体
制
の
中
で
規
制
さ
れ
る
限
り
、「
法
律
に
反
し
て
判
決
す
る
こ
とiudicare contra 
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legem

」
と
は
相
容
れ
な
い

（
48
）

。

11　

本
来
的
に
は
こ
の
ケ
ー
ス
の
た
め
に
法
律
の
文
言
と
し
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
例
外
を
構
成
し
、
審
判
人
、
あ
る
い
は
国
民

が
か
か
る
例
外
に
よ
っ
て
実
際
に
法
律
を
細
か
く
す
る
で
あ
ろ
う
か
否
か
を
問
う
。

12　

国
制
は
法
律
を
擁
護
し
、
そ
の
文
言
が
規
定
し
た
通
り
の
内
容
と
意
思
に
従
っ
て
そ
れ
を
実
現
す
る
。
も
し
法
律
が
変
更
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
国
民
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
49
）

。
裁
判
権
は
立
法
権
で
は
な
い
。
法
律
が
修
正
の

必
要
が
あ
れ
ば
、
爾
後
的
に
国
民
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
為
さ
れ
る
以
前
に
は
、
審
判
人
は
そ

れ
に
従
っ
て
判
決
す
べ
き
で
あ
る
。

13　

原
則
を
除
け
ば
、「
文
言scriptum

」
の
擁
護
者
も
、
解
釈
に
争
い
が
あ
る
特
別
な
法
律
を
守
ろ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
意
味
と
そ

の
な
か
で
規
制
さ
れ
て
い
る
素
材
に
よ
っ
て

14　

最
後
に
、
彼
は
相
手
方
固
有
の
領
域
に
入
っ
て

（
50
）

、
相
手
方
が
衡
平
の
保
護
の
主
張
の
た
め
に
援
用
し
た
動
機
が
現
実
に
衡
平
に
か
な

わ
な
い
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

15　

も
し
可
能
で
あ
れ
ば
、
文
言
の
擁
護
者
は
文
言
か
ら
証
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
そ
の
な
か
に
語
ら
れ
る
「
意
思voluntas

」

と
「
理
由ratio

」
を
説
明
し
、
そ
れ
ゆ
え
後
発
的
に
主
張
さ
れ
た
文
言
と
意
思
の
対
立
を
文
言
に
基
づ
く
解
釈
に
有
利
に
ふ
た
た
び

排
除
す
る
。

ｂ　

文
言
に
反
対
の
立
場contra scriptum

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、
誤
解
を
う
む
文
言
の
も
と
に
認
識
さ
れ
る
べ
き
意
思
及
び
意
図
（
例
え
ば
ク
リ
ウ
ス
事

件
に
お
け
る
遺
言
者
の
場
合

（
51
）

）
と
、
特
定
の
個
別
的
事
案
、
一
回
的
な
も
の
や
瞬
時
的
な
も
の
に
対
す
る
の
意
思
の
解
釈
、
つ
ま
り
規
範
と

六
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し
て
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
起
草
者
の
意
思
が
そ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
う
る
と
こ

ろ
の
も
の
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
範
に
お
け
る
類
型
的
な
も
の
と
個
々
の
事
案
に
お
け
る
個
別
的
な
も
の
と
の
か
か
る

対
立
の
な
か
に
、
法
律
に
対
す
る
衡
平
の
本
来
的
な
性
質
が
現
わ
れ
る

（
52
）

。

1　

そ
れ
ゆ
え
、
文
言
の
反
対
者
は
、
当
該
事
案
に
お
い
て
事カ

ウ
サ態

の
衡
平
性
が
解
決
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
始
め
る
。
そ
れ
は
し

ば
し
ば
を
行
為
、
行
態
、
態
度
の
動
機
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

（
53
）

。

2　

文
言
の
反
対
者
は
法
律
の
一
般
的
な
性
質
、
即
ち
、
そ
れ
自
体
衡
平
の
実
現
と
保
障

（
54
）

た
ら
ん
と
す
る
法
律
の
一
般
的
性
質
か
ら
判
断

の
ル
ー
ル
を
導
き
出
す
。

3　

制
度
上
、
審
判
人
の
選
択
に
は
何
ら
か
の
予
防
措
置
（
最
低
年
齢
、
社
会
的
地
位
）
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
？
そ
れ
は
、

審
判
人
が
学
童
の
よ
う
に
法
文
を
復
唱
し
て
こ
れ
に
む
や
み
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
よ
く
考
え
て
法
律
を
解
釈
し
う
る
た

め
で
あ
る

（
55
）

。

4　

も
し
法
文
に
従
っ
て
判
断
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
不
法
な
結
果
と
な
る
よ
う
な
考
え
ら
れ
う
る
別
の
事
案
を
構
成
し
て
み

る
。
そ
の
結
果
は
、
明
ら
か
な
特
殊
な
事
案
は
明
文
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
56
）

。

5　

家
政
の
場
合
は
と
も
か
く
、
日
常
生
活
の
い
か
な
る
場
合
に
も
、
も
し
受
任
者
が
委
任
者
の
意
思
で
は
な
く
、
文
言
に
固
着
す
る
な

ら
ば
、
委
任
は
「
正
当
にrecte

」
に
実
行
さ
れ
え
な
い

（
57
）

。

6　

公
共
と
倫
理
的
な
価
値
へ
の
有
用
性
は
衡
平
の
た
め
に
援
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
立
法
の
価
値
と
尊
厳
は
法
文
に
で
は
な
く

（
58
）

、
そ

の
内
容
、
意
図
そ
し
て
そ
の
叡
智
に
依
拠
す
る
。

7　
「
法
律lex

」
を
そ
の
よ
う
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
定
義
か
ら
、「
法
律
の
本
質
」
も
文
言
に
で
は
な
く
、
意
味
に
依
拠
す
る
こ
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と
は
明
ら
か
で
あ
る

（
59
）

。
そ
れ
ゆ
え
法
律
に
忠
実
な
審
判
人
と
は
、
法
律
の
意
味
に
（
つ
ま
り
文
言
に
で
は
な
く
法
律
に
）
従
う
と
こ
ろ
の

者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

8　

実
際
法
律
違
反
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
案
と
の
比
較
に
あ
た
っ
て
は
、
衡
平
を
無
視
す
る
こ
と
が
言
語
道
断
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。

9　

最
後
に
、
文
言
の
反
対
者
も
、
法
律
に
対
す
る
相
手
方
の
立
場
に
立
っ
て
、
文
言
の
中
に
は
、
文
言
に
も
衡
平
に
も
賛
成
す
る
も
の

が
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
点
で
は
少
な
く
と
も
「
曖
昧
で
あ
るam

biguum

」
こ
と
を
示
す
こ
と
を
試
み
る
。

Ⅲ　

法
律
の
抵
触antinom

ia, contrariae leges

「
法
律
が
相
互
に
抵
触
す
る
場
合antinom

ia, contrariae leges

」

1　

両
者
は
、
公
共
に
と
っ
て
の
意
味
、
有
用
性
、
倫
理
的
価
値
、
必
然
性
に
よ
っ
て
比
較
さ
れ
る
。

2　

先
後
関
係
。
後
法
は
そ
れ
自
体
妥
当
性
を
推
定
さ
れ
る

（
60
）

。

3　

い
ず
れ
の
法
律
が
「
定
言
的
﹇
命
令
的
﹈kategorisch
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
「
認
容
的einräum

end

」
で
あ
る
か
？

（
61
）

4　

い
ず
れ
が
刑
罰
的
制
裁
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
か
（lex perfecta

）、
も
し
両
者
が
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
が
上
級
の
刑
罰

的
制
裁
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
か

（
62
）

。
刑
罰
条
項
は
法
律
が
も
つ
べ
き
意
味
を
推
論
さ
せ
る
。

5　

い
ず
れ
が
命
令
を
定
式
化
し
、
い
ず
れ
が
禁
止
を
定
式
化
し
て
い
る
か
？
と
い
う
の
は
、
し
ば
し
ば
禁
止
は
よ
り
一
般
的
な
規
定
の

修
正
を
意
図
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
63
）

。

6　

い
ず
れ
が
「
特
別
的specialis

」
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
「
一
般
的generalis
」
で
あ
る
か
？

（
64
）

六
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7　

い
ず
れ
が
た
だ
ち
に
実
行
を
要
求
す
る
か
、
い
ず
れ
が
期
間
を
猶
予
し
て
い
る
か
？

8　

矛
盾
は
、
弁
論
者
自
身
が
依
拠
す
る
法
律
が
文
言
に
お
い
て
明
確
で
あ
る
の
に
、
文
言
に
反
対
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
、
相
手
方
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
技
巧
的
に
実
現
さ
れ
た

（
65
）

。

9　

も
し
可
能
な
ら
ば
、
こ
の
相
手
方
の
解
釈
を
、
矛
盾
を
総
じ
て
引
き
起
こ
す
相
手
方
の
法
律
に
新
し
い
解
釈
と
置
換
す
る
。
自
分
の

解
釈
は
二
つ
の
法
律
を
両
立
さ
せ
る
。

Ⅳ　

推
論syllogism

us, ratiocinatio

「
推
論syllogism

us, ratiocinatio
」
に
よ
る
法
律
の
欠
缺
補
充

（
66
）

。
例
え
ば
、
母
を
殺
し
た
者
が
、
判
決
と
死
刑
執
行
（
袋
詰
め
刑
）
の

間
に

（
67
）

、
友
人
た
ち
の
す
す
め
で
、
形
式
に
か
な
っ
た
遺
言
を
起
草
し
、
そ
の
友
人
た
ち
が
挙
げ
た
者
た
ち
を
相
続
人
に
指
定
し
た
。
死
刑

執
行
後
、
こ
れ
ら
の
相
続
人
と
、
遺
言
は
存
在
し
な
い
と
し
て
相
続
財
産
を
請
求
す
る
宗
族
員
と
の
間
で
、
訴
訟
に
な
っ
た
。
類
推
に

よ
っ
て
、
判
決
と
執
行
の
間
に
牢
獄
に
あ
っ
た
者
（
顔
は
狼
の
毛
皮
で
目
隠
し
さ
れ
、
足
は
鎖
に
繋
が
れ
て
い
る
）
に
、
か
か
る
場
合
に
遺
言

す
る
能
力
が
拒
絶
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
主
と
し
て
「
精
神
錯
乱
者furiosus

」
の
類
推
が
強
調
さ
れ
る
。
類
推
に
よ
る
処
方
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

1　

ま
ず
類
推
と
し
て
援
用
さ
れ
る
法
律
規
定
を
詳
細
に
取
扱
い
、
そ
し
て
そ
の
意
味
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
個
別
的

な
比
較
に
よ
り
、
類
推
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
衡
平
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
二
つ
の

類
推
事
案
の
う
ち
一
方
が
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
方
は
別
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
論
じ
る
。

2　

法
律
の
一
般
的
な
性
質
、
つ
ま
り
、
個
別
事
案
を
規
律
し
つ
つ
も
、
そ
の
類
推
的
適
用
を
許
容
す
る
と
い
う
法
律
の
一
般
的
な
性
質

六
九
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が
援
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
い
か
な
る
起
草
者
も
す
べ
て
の
こ
と
を
文
書
に
よ
っ
て
論
じ
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
いnem

inem
 

posse om
nes res per scripturam

 am
plecti （

68
）

」（『
構
想
論
』II 152 （

69
）

）、
と
。

3　

最
後
に
、
衡
平
が
ケ
ー
ス
の
全
体
的
状
況
か
ら
し
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
相
手
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

1　

相
手
方
は
そ
の
類
推
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

2　

補
充
的
に
の
み
、
書
か
れ
た
法
律
だ
け
が
妥
当
す
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
類
推
の
許
容
は
法
律
の
む
や
み
な
類
推
的
補
充
に
扉
を

開
く
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
類
推
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
類
似
性
が
暴
露
さ
れ
る
。

3　

立
法
は
現
実
に
類
推
的
な
法
律
関
係
の
個
別
的
で
明
確
な
規
制
の
頻
繁
な
事
例
を
与
え
る
。

4以
上
に
簡
単
に
述
べ
た
解
釈
体
系
は
、
教
育
的
、
言
う
ま
で
も
な
く
学
問
的
体
系
で
あ
っ
て
、
法
律
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
形

式
拘
束
的
な
法
律
行
為
に
よ
る
意
思
表
示
の
解
釈
な
ど
想
定
さ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
妥
当
す
る
。
整
序
さ
れ
た
ト
ピ
ク
も
、
具
体
的

ケ
ー
ス
に
そ
の
都
度
適
合
的
な
選
択
を
許
容
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
適
用
可
能
な
論
拠
を
で
き
る
限
り
網
羅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ

さ
い
の
一
般
的
視
点
（「
共
通
ト
ポ
スloci com

m
unes

」）
と
い
う
性
格
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る

（
70
）

。
し
た
が
っ
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
教
科
書
は
、

実
務
を
は
る
か
に
越
え
て
、
ま
さ
に
抽
象
的
な
解
釈
の
ト
ピ
ク
を
樹
立
す
る
点
で
、
非
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
法
律
解
釈
に
も
体
系
的
な
支
援

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
文
言
に
基
づ
く
」
解
釈
と
「
意
思
に
基
づ
く
」
解
釈
と
い
う
解
釈
の
二
つ
の
種
類
の
明
確
な
対
立
と
意
思

に
基
づ
く
解
釈
」
と
「
衡
平
」
の
主
張
と
の
合
一
と
を
、
教
科
書
に
対
応
し
て
、
口
頭
の
指
示
も
考
慮
し
て
い
る
。「
こ
の
種
の
模
擬
裁

七
〇
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（
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判
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
文
言
を
あ
る
い
は
衡
平
を
防
禦
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
と
き
、
す
べ
て
の
少
年
た
ち
は
教
師
た
ち
の
も
と
で

こ
の
種
の
事
柄
を
訓
練
さ
れ
る
。in hoc genere pueri apud m

agistros exercentur om
nes, cum

 in eius m
odi causis alias 

scriptum
 alias aequitatem

 defendere docentur.

」（
キ
ケ
ロ
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』de oratore 1, 244

）。
あ
る
意
味
で
こ
の
よ
う
な
弁

証
的
な
手
続
が
将
来
の
弁
論
家
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
キ
ケ
ロ
と
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
は
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
相
手
方

に
可
能
な
論
拠
に
つ
い
て
見
通
す
こ
と
は
自
分
自
身
の
論
拠
を
組
み
立
て
る
の
に
そ
れ
を
確
実
な
も
の
た
ら
し
め
る
。
し
か
し
ま
た
法
律

を
解
釈
せ
ん
と
す
る
法
律
家
と
審
判
人
と
し
て
そ
の
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
者
は
こ
う
し
た
弁
論
術
教
育
の
成
果
と
し
て
な
じ
み
が
深
い
方

法
に
自
ら
の
援
助
を
発
見
し
た
違
い
な
い
。

弁
論
術
的
解
釈
理
論
の
作
用
へ
の
洞
察
は
、
弁
論
教
育
の
教
室
や
教
科
書
の
範
囲
を
越
え
て
法
廷
や
裁
判
実
務
の
実
際
に
及
べ
ば
、
さ

ら
に
深
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
共
和
政
の
最
後
の
世
紀
に
お
い
て
な
お
弁
論
術
に
お
い
て
少
な
く
と
も
補
充
的
な
若
者
た
ち
の

学
習
で
あ
っ
た
が
、
法
律
学
に
お
い
て
は
本
来
的
な
教
師
で
あ
っ
た
。
次
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
こ
こ
で
追
及
さ
れ
る
解
釈
理
論
の
典
型
的

事
例
で
あ
る
。
即
ち
、
キ
ケ
ロ
の
直
前
の
弁
論
家
世
代
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
か
を
示
す
ク
リ
ウ
ス
事
件
と
キ
ケ
ロ
自
身
の
『
カ

エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
で
あ
る
。

Ⅰ　

ク
リ
ウ
ス
事
件

（
71
）

は
遺
言
の
解
釈
に
関
わ
っ
て
い
る
。
被
相
続
人
が
遺
言
の
作
成
に
当
た
っ
て
死
の
直
前
に
は
た
し
か
に
子
供
が
な

か
っ
た
が
、
彼
の
妻
が
妊
娠
し
た
と
い
う
期
待
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
期
待
さ
れ
る
べ
き
子
供
を
相
続
人
に
指
定
す
る
。
こ
の
子
供

が
未
成
熟
の
ま
ま
（
遺
言
能
力
を
も
た
な
い
ま
ま
）
死
亡
し
た
場
合
の
た
め
に
、
彼
は
Ｍ
・
ク
リ
ウ
ス
を
補
充
相
続
人
に
指
定
す
る
。
し
か

し
遺
言
の
前
提
は
誤
っ
て
お
り
、
子
供
は
生
ま
れ
ず
、
一
〇
カ
月
後
に
、
Ｍ
・
ク
リ
ウ
ス
が
相
続
財
産
を
請
求
し
、
こ
れ
に
Ｍ
・
コ
ポ
ニ

ウ
ス

│
彼
は
無
遺
言
の
場
合
の
最
近
の
親
族
で
あ
っ
た

│
が
対
抗
す
る
。
遺
言
の
前
提
が
誤
り
で
あ
り
、
ク
リ
ウ
ス
の
指
定
の
条
件

七
一
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が
実
現
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
後
の
処
分
は
生
じ
な
い
の
だ
か
ら
、
遺
言
は
無
効
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
相
続
財
産
は
自
分
に
帰
属
す

る
、
と
。
こ
の
立
場
の
主
張
を
唱
え
る
の
は
そ
の
時
代
の
屈
指
の
法
律
家
Ｑ
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ

（
72
）

で
あ
り
、
ク
リ
ウ
ス
の
事
件

を
弁
護
す
る
の
は
、
最
良
の
弁
論
家
Ｌ
・
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
で
あ
る
。
こ
の
有
名
な
事
件
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
判
断
能
力
あ

る
同
時
代
の
人
々
が
こ
う
し
た
精
神
的
な
演
劇
を
見
て
い
か
に
喜
こ
ん
だ
か
を
か
い
ま
み
さ
せ
る
。
二
人
の
権
威

│
二
人
と
も
執
政
官

級
の
人
士
で
あ
る

│
は
、
事
件
を
、
た
ん
に
相
続
問
題
と
い
う
意
味
を
越
え
て
、
法
律
と
法
の
解
釈
を
支
配
す
る
二
つ
の
原
理
の
闘
争

劇
た
ら
し
め
る
。
ロ
ー
マ
法
の
内
的
発
展
は
そ
の
当
時
こ
の
闘
争
を
い
か
に
決
着
す
る
か
に
つ
い
て
充
分
成
熟
し
て
い
た
。「
文
法
的
」

解
釈
の
主
唱
者
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
は
遺
言
の
厳
格
な
解
釈
の
た
め
に
遺
言
の
本
質

（
73
）

と
文
言
へ
の
き
わ
め
て
正
確
な
服
従
を
要
求
す
る
相
続
法

の
特
別
な
性
質
を
援
用
す
る
。
未
成
熟
補
充
指
定
（substitutio pupillaris

）
の
場
合
に
関
し
て
、
彼
は
彼
の
父
つ
ま
り
大
神
官
Ｑ
・
ム
キ

ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
権
威
を
援
用
し
、
解
釈
は
文
言
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
子
供
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
後
順
位
相
続
人
は
当
然
排

除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
一
般
的
に
彼
は
法
的
安
定
性
の
存
立
を
文
言
の
妥
当
性
の
承
認
に
結
び
つ
け
た

（
74
）

。
し
か
し
「
論
理
的
」

解
釈
の
主
唱
者
た
る
彼
の
相
手
方
は
、
文
言
に
対
し
て
意
思
の
保
護
に
と
っ
て
の
法
的
根
拠
づ
け
を
断
念
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
彼
も
、

意
思
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
衡
平
の
観
点
に
と
っ
て
の
「
権
威
と
範
例auctoritates et exem

pla

」
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
キ
ケ

ロ
『
ト
ピ
カ
』44,

『
ブ
ル
ト
ゥ
ス
』197

）。
彼
の
弁
論
も
「
市
民
法
の
範
囲
内in m

edio iure civili

」
に
あ
っ
た
（『
弁
論
家
に
つ
い
て
』

1, 180 （
75
）

）。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
た
ん
に
弁
論
術
的
な
解
釈
原
則
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
証
言
の
定
式
化
の
な
か
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
、
伝
統

的
・
法
学
的
な
原
則
に
対
立
し
た
だ
け
で
は
な
い

（
76
）

。
二
つ
の
立
場
は
ロ
ー
マ
的
な
「
法
の
解
釈
」
の
傾
向
、
つ
ま
り
「
父
祖
の
権
威

auctoritas veterum

」
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、
古
く
そ
し
て
一
見
確
実
な
立
場

（
77
）

と
、
よ
り
新
し
く
現
代
的
な
も
う
一
つ
の
立
場
と
が
存
在

す
る
こ
と
は
、
な
お
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
つ
ね
に
そ
う
で
あ
る
が
、
二
つ
の
傾
向
は
正
し
く
機
能
す
る
た
め
に

七
二
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解
明
的
な
加
工
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ウ
ス
事
件
は
そ
の
た
め
に
と
く
に
重
要
な
成
果
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
原
則
の
明

確
化
の
た
め
に
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
な
契
機
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
学
問
的
と
呼
ば
れ
る
べ
き
法
学
的

論
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ

証

法
な
い
し

法
哲
学
の
欠
如
を
埋
め
た
。
そ
し
て
方
法
か
？
実
現
の
ト
ピ
ク
論
か
？
そ
れ
を
提
供
し
た
の
は
明
ら
か
に
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
ス
カ

エ
ウ
ォ
ラ
の
弁
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
「
書
か
れ
た
こ
と
が
も
っ
と
も
優
越
す
べ
し
と
弁
護
す
る
」（ut scriptum

 plurim
um

 

valere oportere defenderet

）
と
い
う
風
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
弁
論
の
個
々
の
特
徴
は
す
べ
て
さ
き
に
概
略
し
た

こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
の
ト
ピ
ク

（
78
）

に
適
合
し
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
は
こ
れ
に
法
廷
に
お
け
る
弁
論
が
法
学
的
な
専
門
的
知
識
を
必

要
と
し
な
い
と
い
う
見
解
の
支
持
者
を
し
て
、
法
学
者
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
弁
論
に
次
の
よ
う
な
結
論
を
結
び
つ
け
て
さ
せ
て
い
る
。
も
し

彼
が
こ
の
場
合
に
、
彼
の
弁
論
の
構
成
と
論
拠
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
図
式
で
形
成
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
弁
論
家
が
法
律
解
釈
を
な

す
場
合
で
も
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
論
で
充
分
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
を
最
も
よ
く
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
（『
弁
論
家
に
つ
い
て
』

1, 244 （
79
）

）、
と
。
反
対
に
ク
ラ
ッ
ス
ス
は
こ
う
述
べ
る
。「
も
し
意
思
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
も
あ
れ
ば
、
遺
言
書
は
も
と
よ
り
、

他
の
事
ど
も
で
も
、
文
言
の
う
ち
に
い
か
に
大
き
な
詭
弁
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。sententias voluntatesque 

testam
entorum

...quanta esset in verbis captio cum
 in ceteris rebus tum

 in testam
entis, si neglegerentur voluntates

」（『
ブ

ル
ト
ゥ
ス
』198 （

80
）

）。
彼
の
立
場
は
た
ん
に
「
衡
平
の
擁
護patrocinium

 aequitatis

」
と
呼
ば
れ
る
（『
弁
論
家
に
つ
い
て
』1, 242

）。
百
人

裁
判
所
は
、
か
た
ず
を
の
ん
で
待
ち
受
け
ら
れ
た
そ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
満
場
一
致
で
、
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
説
に
与
し
た

（
81
）

。
法
廷
は
レ
ト

リ
ッ
ク
に
ス
タ
ト
ゥ
ス
の
実
地
訓
練
の
た
め
の
テ
ス
ト
・
ケ
ー
ス
を
与
え
た
が
、
法
律
学
に
は
、
も
っ
と
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
二
つ

の
解
釈
原
則
の
対
立
を
そ
れ
ま
で
に
経
験
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
鋭
さ
で
提
示
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
判
決
は
、﹇
個
別
の
﹈
事
案

だ
け
で
な
く
、﹇
一
般
的
な
﹈
観
点
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
衡
平
が
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
す
る
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
な
先
例
を
創
出

七
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八
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し
た
の
で
あ
る
。

Ⅱ　
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
の
態
度
は
そ
れ
以
上
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
も
、
レ
ト

リ
ッ
ク
に
お
け
る
「
意
思
に
基
づ
く
ス
タ
ト
ゥ
スstatus ex voluntate

」
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
越
え
て
、
法
廷
に
お
け
る
「
衡

平aequitas

」
の
支
配
を
保
障
す
る
「
法
解
釈interpretatio iuris

」
に
と
っ
て
、
ひ
な
型
事
例
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
同

書
が
公
刊
さ
れ
た
主
要
な
理
由
で
あ
る
。『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
は
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
ク
リ
ウ
ス
事
件
に
挑
み
、
ク
リ
ウ
ス
事
件
は
、
新

し
い
よ
り
成
熟
し
た
技
術
に
対
応
す
る
ひ
な
型
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
こ
の
関
係
を
弁
論
家
﹇
キ
ケ
ロ
﹈
は
、
彼
の
立
場
を
証

明
す
る
の
に
役
立
つ
「
範
例exem

pla
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
示
唆
し
て
い
る
。
即
ち
、

「
わ
れ
わ
れ
が
法
廷
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
少
し
前
に
、
十
分
に
雄
弁
な
ル
キ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
は
、
相
続
事
件
を
管
轄
す
る
百
人
審

判
所
に
お
い
て
華
麗
な
ス
タ
イ
ル
で
内
容
豊
か
に
こ
の
見
解
を
擁
護
し
て
い
る
。
…
…
そ
れ
は
何
か
。
い
っ
た
い
こ
の
こ
と
は
文
言
に

よ
っ
て
十
分
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
か
。
少
し
も
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
そ
れ
に
役
立
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
意
思

で
あ
る
…
」（『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』53

）。

暴
力
と
武
装
し
た
人
に
よ
る
特
示
命
令
の
解
釈
を
文
言
の
む
や
み
な
濫
用
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
キ
ケ
ロ
の
任
務
を
こ
こ
で
は
そ
の
前
提

に
立
ち
帰
っ
て
追
及
す
る
必
要
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
方
法
を
認
識
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
弁
論
全
体
に
ち
り
ば
め
ら

れ
て
い
る
標
語
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。「
そ
れ
と
も
、
特
示
命
令
の
意
思
と
意
図
と
内
容
と
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
文
言

上
の
誤
り
に
も
か
か
わ
り
あ
っ
て
、
事
態
や
共
通
の
利
益
を
か
え
り
み
な
い
だ
け
で
な
く
、
放
棄
さ
え
も
す
る
こ
と
を
極
度
の
恥
知
ら
ず

ま
た
は
異
常
な
愚
か
さ
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
﹇50

﹈」。
あ
ら
ゆ
る
法
律
、
あ
る
ゆ
る
法
拘
束
的
文
言
は
次
の
よ
う
な
場
合

七
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に
は
無
効
と
な
り
う
る
。「
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
文
言
の
方
へ
事
柄
を
ひ
き
よ
せ
よ
う
と
し
て
、
一
方
で
、
そ
れ
を
起
草
し
た
人
の
意

図
と
根
拠
と
意
向
と
を
無
視
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
﹇51

﹈。
…
…
衡
平
さ
の
点
で
、
同
じ
根
拠
が
妥
当
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
が
了

解
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
文
言
お
よ
び
名
目
の
意
味
が
何
で
あ
る
か
は
た
し
か
に
事
態
と
な
ん
ら
関
係
し
な
い
﹇58

﹈。
…
…
し
か
し
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
こ
の
事
件
で
は
、
文
言
が
裁
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
文
言
を
特
示
命
令
の
中
へ
盛
り
込
む
き
っ
か

け
と
な
っ
た
そ
の
事
柄
が
裁
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
﹇63

﹈。
…
…
法
及
び
衡
平
の
問
題
を
…
…
文
言
の
中
に
設
定
す
る
こ
と
は
よ
い

と
思
う
か
﹇81

﹈。
…
…
物
事
の
衡
平
さ
が
文
言
の
罠
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
君
は
考
え
る
﹇83

﹈」。
相
手
方
に
つ
い
て
、
例

え
ば
、「
衡
平
に
よ
ら
ず
、
文
言
に
よ
っ
て
自
ら
防
禦
せ
ん
と
す
る
」。
審
判
人
に
つ
い
て
、「
起
草
者
の
意
思
と
意
向
を
擁
護
す
る
こ
と

は
善
い
審
判
人
の
仕
事
で
あ
る
﹇65
﹈」。
相
手
方
の
立
場
は
「
狡
猾
な
る
解
釈callida interpretatio

」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い

る
。「
君
た
ち
は
、
そ
の
特
示
命
令
の
中
で
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
文
言
の
中
に
法
の
存
在
を
認
め
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
ず
る
く
狡
猾

で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
こ
の
特
示
命
令
の
有
用
性
を
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
が
失
わ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を

理
解
し
て
い
る
﹇55

﹈。
…
…
し
か
し
実
際
に
武
器
に
つ
い
て
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
が
よ
い
。

し
か
し
裁
判
が
法
と
衡
平
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
と
き
、
君
は
、
こ
れ
ほ
ど
愚
鈍
な
、
こ
れ
ほ
ど
貧
弱
な
策
略
へ
と
逃
げ
込
ま
な
い
よ
う
に

注
意
せ
よ
﹇61

﹈。
…
…
あ
る
と
き
は
狡
猾
な
、
歪
曲
さ
れ
た
法
か
ら
で
は
な
く
て
、
衡
平
と
善
と
か
ら
事
件
が
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
、
書
か
れ
た
こ
と
に
従
う
の
は
濫
訴
者
の
仕
事
で
あ
る
﹇65
﹈」。

こ
れ
ら
の
箇
所
の
用
語
か
ら
、
こ
の
弁
論
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
「
文
言
に
反
し
た
意
思
に
基
づ
く
ス
タ
ト
ゥ
スstatus ex 

voluntate contra scriptum

」
の
事
例
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
弁
論
家
〔
キ
ケ
ロ
〕
の

関
心
は
、「
法
解
釈interpretatio iuris

」
の
根
本
原
理
及
び
衡
平
へ
の
参
入
を
彫
琢
す
る
こ
と
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
「
弁
護
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の
通
例
の
や
り
方consuetudo defendendi

」（pro C
aecina 85

）
は
、
法
廷
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
衡
平
の
証
拠
と
な
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
は
、
内
的
に
豊
か
な
彼
の
資
質
か
ら
何
か
が
構
想
さ
れ
る
多
く
の
場
合
と
同
じ
く
、
モ
デ
ル

│
こ
の
場
合
に

弁
論
家
と
し
て
彼
の
最
も
親
し
い
ロ
ー
マ
の
模
範
た
る
ク
ラ
ッ
ス
ス

│
と
、
理
論

│
こ
の
場
合
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク

│
と
に
よ
っ
て

導
か
れ
な
が
ら
も
、
彼
は
同
時
に
そ
の
最
も
内
的
な
本
質
の
傾
向
に
従
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
彼
の
エ
ト
ス
を
見
事
に
特
徴
づ
け
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
、
さ
き
に
見
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、「
厳
格
な
法
律 αὔθαδες δίχαιον

」
に
対
す
る
「
寛
恕
あ

る
衡
平 πρᾶον ἐπιεικὲς
」
の
生
来
的
な
擁
護
者
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
観
点
が
法
廷
と
い
う
非
哲

学
的
領
域
と
そ
の
当
時
の
ロ
ー
マ
法
と
い
う
土
壌
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
は
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

5と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
探
求
は
出
発
点
か
ら
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
さ
に

『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
は
わ
れ
わ
れ
の
念
頭
に
浮
か
ぶ
二
つ
の
結
論
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
点
で
わ
れ
わ
れ
の
目
的
に
か

な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
り
特
殊
な
結
果
に
つ
い
て
は
次
に
簡
単
に
概
略
す
る
こ
と
し
、
よ
り
一
般
的
な
結
果
に
つ
い
て
は
そ
の
関
連

に
つ
い
て
も
っ
と
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

1　

二
つ
の
観
点
の
対
立
の
中
に
あ
っ
て
、「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
」
と
い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
ぶ
。
相
手
方
は
、

│
そ
れ
は

な
ぜ
か
を
説
明
す
べ
く

│
審
判
人
に
対
し
て
法
律
家
と
い
う
権
威
に
屈
服
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
一
般
的
な
忠
告
を
主
張
し
た
。
キ

ケ
ロ
は
彼
に
、
こ
の
こ
と
が
し
か
し
文
言
の
提
唱
者
の
立
場
に
適
合
し
な
い
こ
と
を
教
え
る
。
こ
の
忠
告
は
意
思
と
衡
平
の
擁
護
者
を
念

頭
に
お
い
て
い
る
、「
も
し
文
言
と
文
字
に
対
し
て
、

│
そ
し
て
通
常
言
わ
れ
る
よ
う
に

│
厳
格
な
法
に
対
抗
し
て
論
陣
を
張
る
場

七
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法
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極
み
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法
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極
み
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原
）

（
二
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一
）

合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
不
衡
平
さ
に
対
し
て
、
善
と
衡
平
の
名
目
が
対
置
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
（65 （

82
）

）」。
こ
こ
に
は
か
の
格
言
は
そ

の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
！
し
か
し
、
こ
の
格
言
と
、「
最
高
の
法
に
よ
っ
てsum

m
o iure

」
と
い
う
表
現

│
こ
れ
は

確
定
的
な
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
（「
通
常
言
わ
れ
る
よ
う
にut dici solet

」）

│
と
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
最
高

の
法

（
83
）

に
対
抗
す
るsum

m
o iure contendis

」
は
、
衡
平
の
提
唱
者
が
文
言
と
文
字
に
基
づ
く
解
釈
に
対
向
す
る
標
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
こ
の
文
言
は
『
義
務
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
よ
り
も
生
き
生
き
と
し
た
関
係
に
置
か
れ
る
。
二
種
類
の
解
釈
の
緊
張
は
こ
こ
で
直

接
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
真
っ
向
勝
負
の
舌
戦
の
記
録
が
認
識
さ
れ
る
。
キ
ケ
ロ
の
証
言
は
、
喜
ば
し
い
こ
と
に
、
こ
の
格
言
が
通
常
の
も

の
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
両
者
の
対
抗
が
そ
の
当
時
の
フ
ォ
ル
ム
に
お
い
て
頻
繁
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

「
最
高
の
法
と
対
立
す
るsum

m
o iure contendere

」、「
最
高
の
法
と
争
うsum

m
o iure agere

」
と
い
う
別
の
表
現
が
登
場
す
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
」
と
い
う
格
言
の
歴
史
を
単
純
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
テ
レ
ン
テ
ィ

ウ
ス
以
来
ロ
ー
マ
に
は
「
法
の
極
み
は
し
ば
し
ば
害
悪
の
極
み
で
あ
るsum

m
um

 ius saepe sum
m
a est m

alitia

」
と
い
う
言
葉
が
存

在
す
る
。
こ
れ
は
厳
格
で
、
硬
直
的
で
、
濫
用
的
な
法
適
用
の
す
べ
て
の
事
例
に
当
て
は
ま
る
。

ロ
ー
マ
の
法
廷
が
、
文
言
に
基
づ
く
厳
格
な
解
釈
と
意
思
つ
ま
り
法
律
の
意
図
に
基
づ
く
衡
平
な
解
釈
と
い
う
二
つ
の
「
法
解
釈

interpretatio iuris

」
を
相
互
に
戦
わ
し
め
た
と
き

│
こ
れ
は
弁
論
家
が
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
参
加
し
た
闘
争
で
あ
る

│
、
厳

格
な
解
釈
は
「
最
高
の
法
に
対
抗
す
る
こ
とcontendere sum

m
o iure

」
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
確
定
的
な
表
現
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ

た
。
一
人
の
弁
論
家
が
、
そ
れ
は
誰
か
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
す
で
に
簡
潔
な
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
に
対
立
物
の
附
加
に

よ
っ
て
標
語
的
な
表
現
「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
」
を
与
え
た
。
こ
の
表
現
は
そ
の
さ
い
古
い
格
言
に
よ
っ
て
導
か
れ
た

（
84
）

。
し
か
し
新

し
い
表
現
はsum

m
o iure agere

と
い
う
語
の
部
分
の
範
囲
で
「
狡
猾
な
解
釈callida interpretatio

」
の
不
衡
平
さ
に
対
す
る
非
難

七
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
五
二
）

と
し
て
作
ら
れ
た
。
標
語
の
生
け
る
力
は
か
か
る
対
立
の
生
け
る
効
果
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
争
わ
れ
る
限
り
で
、
こ
の
標

語
は
「
衡
平
の
旗
印
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
後
に
、
よ
り
ひ
ろ
い
連
関
と
し
て
、
存
在
す
る
の
は
、
本
研
究
が
ま
さ
に
対
象
と
す
る
と
こ

ろ
の
、
法
解
釈
の
基
本
原
理
の
対
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
標
語
の
「
盛
ん
な
時
期
」
に
だ
け
、
こ
の
簡
潔
な
形
式
が
伝
わ
る
こ
と
は

た
し
か
に
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
。
共
和
政
の
終
焉
と
と
も
に
自
由
活
発
な
「
法
廷
の
論
争disputatio fori

」
は
途
絶
え
、
法
廷

forum

と
裁
判iudicium

が
、
法
解
釈

（
85
）

と
同
様
に
新
し
い
条
件
の
も
と
に
置
か
れ
た
時
、
標
語
の
生
け
る
効
果
も
ま
た
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
法
の
性
質
に
基
づ
く
闘
争
が
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
再
生
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
標
語
と
そ
の
効
果
も
ま
た
再
生
す
る
。

2　

一
般
的
な
性
質
の
結
果
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
ロ
ー
マ
法
学
に
、
そ
の
発
展
の
時
代
に
、
つ
ま
り
ロ
ー
マ
法
学
が
学
問
へ
と
決
定
的

に
転
換
し
た
時
代
に
、
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
よ
り
よ
き
認
識
を
与
え
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、
若
い
方
の
大
神
官
Ｑ
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス

カ
エ
ウ
ォ
ラ
と
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
・
ル
フ
ス
と
い
う
二
人
の
人
物
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
時
代
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア

の
学
問
が
体
系
構
成
や
方
法
の
基
礎
づ
け
に
ど
の
程
度
力
を
及
ぼ
し
そ
の
中
身
は
ど
う
か
に
つ
い
て
、
な
お
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

法
律
家
が
一
般
的
な
学
問
方
法
を
哲
学
か
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
ス
ト
ア
哲
学

（
86
）

か
ら
受
容
し
た
と
い
う
次
第
に
伝
統
に
な
っ
て
き
た
定
式
は

現
実
の
理
解
に
は
障
碍
で
し
か
な
い
。
と
く
に
小
ス
キ
ピ
オ
以
来
、
と
く
に
ス
ト
ア
哲
学
が
ロ
ー
マ
に
影
響
を
与
え
た
と
し
て
も
、
そ
の

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
ま
っ
た
く
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い

（
87
）

。
ロ
ー
マ
の
要
請
に
と
っ
て
そ
れ
が
役
立
た
な
か
っ
た
こ
と
は
繰
り
返

し
強
調
さ
れ
て
い
る

（
88
）

。
両
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
や
ル
テ
ィ
リ
ウ
ス
・
ル
フ
ス
が
ス
ト
ア
派
と
呼
ば
れ
る
と
し
て
も
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ

ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
そ
の
弟
子
た
ち
と
も
に
法
律
学
の
学
問
的
方
法
に
前
者
た
ち
以
上
に
大
き
な
貢
献
を
な
し

た
。
方
法
論
の
影
響
に
つ
い
て
、
若
い
逍
遥
学
派
と
ア
カ
デ
ミ
ア
学
派
が
、
ス
ト
ア
学
派
以
上
に
注
目
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
ア
リ
ス

七
八



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
五
三
）

ト
テ
レ
ス
の
衡
平
に
関
す
る
説
が
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
こ
の
点
で
も
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
の
媒
介
者
と
し

て
主
張
を
申
し
立
て
る
。
方
法
論
に
関
す
る
材
料
に
つ
い
て
の
生
け
る
証
拠
を
提
供
す
る
も
の
が
、
ま
さ
に
キ
ケ
ロ
が
友
人
の
法
学
者
ト

レ
バ
テ
ィ
ウ
ス
の
た
め
に
著
し
た
『
ト
ピ
カ
』
で
あ
る
。
こ
の
著
作
に
よ
っ
て
、
著
者
は
こ
の
本
来
的
に
は
哲
学
的
な
材
料
を
法
律
家
に

役
立
つ
よ
う
に
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

（
89
）

。
序
論
は
当
時
こ
の
法
律
家
が
自
ら
の
学
問
的
方
法
論
の
構
築
の
た
め
に
役
立
て
た
い
と
申
し
出

た
こ
と
を
生
き
生
き
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
ト
レ
バ
テ
ィ
ウ
ス
の
熱
意
に
対
し
て
、
キ
ケ
ロ
は
は
じ
め
、
こ
の
理
論
に
精
通
し
た
弁
論

術
教
師
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の

│
本
来
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

│
ト
ピ
カ
に
つ
い
て
説
明
し
て
も
ら
え
と
だ
け
答
え
た
。
ギ
リ
シ

ア
の
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
で
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
ロ
ー
マ
に
お
け
る
当
時
の
学
問
の
分
業
に
対
応
し
て
い
る

（
90
）

。

法
律
学
の
哲
学
へ
の
従
属
と
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
そ
れ
自
体
一
個
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
今
ま
で
以
上
に
、
同
時
に
レ

ト
リ
ッ
ク
の
影
響
が
注
目
さ
れ
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
そ
の
影
響
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
た
し
か
に
一
定
の
範
囲
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
二
つ
の
局
面
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ａ　

法
律
訴
訟
の
時
代
の
法
律
家
の
役
割
は
主
と
し
て
形
式
的
な
法
に
関
係
し
て
い
た
。
ロ
ー
マ
は
も
ち
ろ
ん
随
所
で
自
然
必
然
的
に
、

法
は
形
式
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
法
律
家
の
活
動
は
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
片
言
隻
句
へ
の
隷
従
と
い
え
る
ほ
ど
の

文
言
へ
の
固
着
が
そ
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
の
『
ム
レ
ナ
弁
護
論
』
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
法
律
家
の
風
刺
に
皮
肉
を
込
め

た
表
現
を
与
え
た
（
§23ff . （

91
）

）。
法
律
家
の
問
題
は
、「
彼
ら
が
些
細
な
こ
と
、
も
っ
ぱ
ら
法
律
の
一
字
一
句
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
い
る
」

﹇
§25

﹈
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
法
律
家
は
別
の
箇
所
で
（『
弁
論
家
に
つ
い
て
』1, 236

）
で
論
争
的
に
こ
う
定
義
さ
れ
て
い
る
。「
法
律

家
そ
れ
自
体
は
、
抜
け
目
な
く
目
敏
い
ど
こ
か
の
三
百
代
言
、
法
律
訴
訟
の
案
内
役
廷
吏
、
訴
訟
方
式
書
の
暗
誦
者
、
法
律
の
片
言
隻
句

七
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
五
四
）

を
穿
鑿
す
る
訓
解
者

（
92
）

」、
つ
ま
り
文
言
の
専
門
家
、
そ
の
召
使
い

（
93
）

。
法
律
文
言
が
聖
な
る
力
と
拘
束
力
を
持
つ
と
い
う
観
念
を
免
れ
て
い

た
時
代
に
は
、
こ
う
し
た
形
式
主
義
は
「
衡
平aequitas

」
な
い
し
、
同
じ
よ
う
な
意
味
と
い
え
る
「
意
思voluntas

」
に
対
す
る
裏
切

り
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
。「
最
後
に
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
法
に
お
い
て
、
彼
ら
は
、
文
言
そ
の
も
の
は
守
っ
た
が
、
衡
平
を
お
ざ
な
り
に
し

たin om
ni denique iure civili aequitaem

 reliquerunt, verba ipsa tenerung.

」（『
ム
レ
ナ
弁
護
論
』27

）、
と
。
法
律
学
内
部
で
衡

平
及
び
「
論
理
的
」
解
釈
の
原
理
を
通
用
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
た
形
式
主
義
に
そ
れ
を
遅
ら
せ
る
障
碍
を
見

出
し
た
時
代
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
介
入
し
た
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
た
し
か
に
哲
学
的
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
）
な
衡
平
の
理
論
と
は
ま
っ
た
く

間
接
的
な
関
係
し
か
な
い
が
、
し
か
し
衡
平
を
法
廷
や
法
解
釈interpretatio iuris

に
お
い
て
認
識
す
る
た
め
の
ロ
ー
マ
法
律
家
の
前

提
か
ら
は
独
立
し
た
素
材
と
新
し
い
方
法
を
持
っ
て
い
た
。
ク
リ
ウ
ス
事
件
に
お
け
る
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
勝
利
に
つ
い
て
は
さ
き
に
評
価
し

た
。
四
〇
年
以
上
も
前
に
フ
ォ
ル
ム
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
選
挙
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
。
ク
リ
ウ
ス
事
件
に
関
与
し
た
有

名
な
人
物
の
叔
父
に
あ
た
る
ム
キ
ウ
ス
家
の
人
﹇
ク
ラ
ッ
ス
ス
・
デ
ィ
ウ
ェ
ス
・
ム
キ
ア
ヌ
ス
﹈
で
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
リ
キ
ニ
ウ
ス

家
に
入
っ
た
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
が
按
察
官
職
に
就
い
た
。
彼
は
、
家
伝
に
よ
っ
て
法
知
識
に
精
通
し
て
い
た
。

按
察
官
職
に
立
候
補
し
た
と
き
、
彼
は
、
フ
ォ
ル
ム
で

│
慣
行
に
従
っ
て
、
勢
力
あ
る
親
戚
た
ち

│
そ
の
中
に
執
政
官
職
経
験
者
で

弁
論
家
の
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ガ
ル
バ
が
い
た

│
が
随
行
し
て
い
た

│
、
選
挙
人
た
ち
か
ら
法
律
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
な

か
で
も
あ
る
選
挙
人
が
彼
を
そ
の
場
所
か
ら
脇
に
や
っ
て
、
自
分
の
事
件
を
彼
に
説
明
し
た
。
残
念
な
が
ら
そ
の
事
件
の
中
身
は
わ
か
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
相
談
者
は
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
「
回
答responsum （

94
）

」
に
明
ら
か
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
立
ち
去
っ
た
。
こ
の
ち
ょ
っ
と
し

た
状
景
を
見
て
い
た
ガ
ル
バ
は
そ
の
男
を
自
分
の
所
に
連
れ
て
こ
さ
せ
、
彼
に
尋
ね
た
。
そ
れ
で
、
ガ
ル
バ
は
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
回
答
を
た

だ
ち
に
間
違
い
だ
と
攻
撃
し
た
。
ク
ラ
ッ
ス
ス
は
、
そ
の
道
の
権
威
に
逃
げ
場
を
求
め
、
自
分
の
兄
弟
の
﹇
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
﹈
ム
キ
ウ
ス

八
〇



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
五
五
）

や
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
ア
エ
リ
ウ
ス
の
註
解
書
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
法
律
的
に
事
情
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
あ
る
！
し

か
し
そ
の
と
き
ガ
ル
バ
は
い
ろ
い
ろ
「
類
似
の
事
例sim

ilitudines

」
を
挙
げ
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
手
法
を
用
い
て
厳
格
な
法
解
釈
に
反
対

し
て
衡
平
を
い
ろ
い
ろ
擁
護
し
て
見
せ
た

（
95
）

。
法
律
家
の
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
困
惑
し
た
姿
は
面
白
い
。
彼
の
拠
っ
て
立
つ
権
威
た
ち
や
彼
の
解

釈
方
法
は
同
意
を
拒
絶
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
新
し
い
観
念
に
発
す
る
考
え
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。「
彼
は
、
ガ
ル
バ
の
論
が
も
っ
と

も
ら
し
く
、
ま
た
、
ほ
ぼ
真
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
認
め
た
」、
と
（
そ
の
よ
う
に
キ
ケ
ロ
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』1, 239

で
は
語
ら
れ
て
い
る
）。

立
候
補
は
お
そ
ら
く
前
一
三
七
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
残
念
な
が
ら
今
な
お
年
代
特
定
が
で
き
な
い
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
法
に
よ

る
訴
訟
改
革

│
ガ
イ
ウ
ス
に
拠
れ
ば
衡
平
へ
の
要
請
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
と
い
う
（G

aius, 4, 30

）

│
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
話
が
発
展
の
端
緒
へ
と
導
い
て
く
れ
る
の
に
対
し
て
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
は
こ
の
発
展
の
終
わ
り
に
近
い
時
期
に
一
条
の

光
を
投
げ
か
け
る
。
カ
エ
キ
ー
ナ
事
件
で
は
、
両
当
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
顧
問
の
「
権
威auctoritas

」
を
百
人
審
判
所
の
法
廷
で

引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
が
衡
平
の
た
め
に
権
威
と
仰
い
だ
の
は
、
ま
さ
に
Ｃ
・
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
そ
の
人
で
あ
る
。
悪
意
の
方

式
書
（
キ
ケ
ロ
『
義
務
に
つ
い
て
』3, 60 （

96
）

）
の
考
案
者
で
あ
る
こ
の
人
物
を
こ
の
立
場
の
人
と
見
る
こ
と
は
驚
き
で
は
な
い
。﹇
キ
ケ
ロ
は
ア

ク
ィ
リ
ウ
ス
の
こ
と
を
、﹈「
そ
の
人
は
、
市
民
法
の
理
念
を
決
し
て
衡
平
さ
か
ら
切
離
さ
な
か
っ
た

（
97
）

」（『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』78

）﹇
、
と

述
べ
て
い
る
﹈。
厳
格
な
文
言
解
釈
に
対
し
て
意
思
と
衡
平
を
提
唱
す
る
弁
論
家
﹇
キ
ケ
ロ
﹈
は
、
こ
の
最
も
す
ぐ
れ
た
法
律
家
と
同
調

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
立
は
ク
リ
ウ
ス
事
件
と
は
変
わ
っ
た
。「
事
情
と
意
図
と
衡
平
が
最
も
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
」
と
告
げ
る
の
は
、

こ
の
た
び
は
「
法
の
声vox iuris

」
で
あ
る
（
§77

）。
他
方
、
こ
れ
に
対
立
す
る
の
は
、
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
の
時
代
に

と
っ
て
の
現
代
的
な
法
律
家
た
ち

（
98
）

、（
キ
ケ
ロ
に
拠
れ
ば
）
そ
の
知
識
は
完
全
に
文
言
に
、
つ
ま
り
「
い
か
な
る
文
言
に
よ
り
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
な
さ
れ
示
さ
れ
た
か
？
」（
§79

）
と
い
う
こ
と
に
依
拠
す
る
助
言
者
た
ち
の
「
類genus

」
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
は
自
ら
彼
ら
の
う

八
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
五
六
）

ち
の
一
人
と
こ
の
事
件
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
彼
は
、「
特
示
命
令
の
意
思sententia interdicti

」
は
キ
ケ
ロ
の
側
に
有
利
で
あ
る
が
、

文
言
は
キ
ケ
ロ
に
不
利
で
あ
る
と
言
っ
た
、
即
ち
、「
文
言
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
彼
は
考
え
た
」（
§79

）、
と
。
正
真
正
銘
の

論
争
が
芽
生
え
た

│
キ
ケ
ロ
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
創
作
で
き
な
い
、
容
易
に
反
論
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う

│
こ
の
論
争

で
、
弁
論
家
は
法
伝
統
か
ら
の
「
範
例exem

pla

」
を
通
じ
て
「
文
言
と
書
か
れ
た
こ
とverba et scriptum

」
に
対
す
る
「
衡
平
と
善

aequum
 et bonum

」
の
対
立
が
頻
繁
に
あ
り
、
文
言
の
不
利
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
（
§80

）。
そ
れ
は
空
し
く
終
わ
る
！　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
に
お
い
て
劇
的
か
つ
大
々
的
に
生
み
出
し
た
驚
き
を
小
規
模
な
仕
方
で
眼
前
に
す
る
。
そ
こ

で
バ
ル
ト
ル
ス
派
の
ポ
ー
シ
ャ
姫
が
認
め
そ
し
て
自
ら
擁
護
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
判
決
が
下
さ
れ
た
当
の
厳
格
法
が
、
そ
れ
自

体
の
方
法
で
覆
さ
れ
る
と
い
う
驚
き
。「
文
言
は
明
ら
か
に
肉
一
ポ
ン
ド
と
あ
る
。
こ
の
証
文
は
お
前
に
一
滴
た
り
と
も
血
を
与
え
て
い

な
い
」、
と
。
ま
っ
た
く
同
じ
方
法
で
、
文
言
に
固
執
す
る
法
律
家
は
キ
ケ
ロ
を
慰
め
る
。「
も
し
誓
約
の
文
言
自
体
を
綿
密
に
検
討
す
る

つ
も
り
な
ら
ば
、
私
を
わ
ず
ら
わ
す
も
の
は
何
も
な
い
、
と
、
彼
は
私
を
慰
め
て
く
れ
た
。」（
§80

）。
し
か
し
彼
が
推
奨
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
、
策
略
で
あ
り
、「
狡
猾
な
る
解
釈
」
で
あ
る
。
ポ
ー
シ
ャ
姫
の
理
由
付
け
に
お
け
る
迂
路
が
ま
た
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

（
99
）

。

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
と
彼
の
方
針
が
実
現
し
た
と
い
う
事
実
は
た
だ
ち
に
危
険
に
遭
遇
す
る
。
こ
の
こ
と
を
キ
ケ
ロ
は
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護

論
』
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
裁
判
官
か
ら
衡
平
の
評
価
に
よ
っ
て
法
律
に
反
し
た
判
決
、
法
律
に
責
任
を
も
つ
法
律
家
に
反
し
た

判
決
を
も
ぎ
取
る
こ
と
は
慣
習
に
な
っ
て
い
た
し
、
悪
し
き
弁
護
人
の
場
合
に
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ロ
ー
マ
的

で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
民
主
政
の
民
衆
裁
判
所
の
精
神
に
適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
証
拠
は
明
ら
か
で
あ
る

（
100
）

。
キ
ケ
ロ
の
法
理
解

は
次
の
点
に
、
即
ち
、
一
方
で
裁
判
官
の
判
決
と
、
他
方
法
及
び
そ
の
解
釈
者
と
を
相
互
に
対
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
を
事
実
上
証
明
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
は
、
間
違
っ
た
法
律
家

八
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法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
五
七
）

な
り
間
違
っ
た
裁
判
官
な
り
、
ま
さ
に
人
間
の
弱
さ
に
関
係
し
て
い
る
。「
法
の
対
立ius controversum

」
が
問
題
に
な
り
、
法
律
家

た
ち
自
身
の
意
見
が
異
な
る
と
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
矛
盾
は
表
面
上
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。「
衡
平aequitas

」
の

法
及
び
そ
の
解
釈
へ
の
完
全
な
受
容
へ
の
発
展
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
・
ガ
ッ
ル
ス
の
弟
子
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ

キ
ウ
ス
・
ル
フ
ス

（
101
）

で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
学
の
発
展
に
お
け
る
彼
の
独
自
な
位
置
に
与
え
ら
れ
る
多
く
の
名
声
の
う
ち
で
、
わ
れ
わ
れ
の
関

連
で
最
も
重
要
な
の
は
キ
ケ
ロ
の
称
讃
で
あ
る

（
102
）

。

「
法
律
を
解
釈
し
、
法
理
を
説
明
す
る
際
に
見
せ
た
、
あ
の
驚
嘆
す
べ
き
、
人
知
を
越
え
て
神
性
す
ら
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
博
識
も
、

…
…
彼
は
法
律
だ
け
で
な
く
、
正
義
の
何
た
る
か
を
心
得
て
い
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
法
律
や
市
民
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
事
柄
で
も
、

親
し
み
や
す
さ
と
公
平
さ
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
の
を
怠
ら
な
か
っ
た
」（
キ
ケ
ロ
『
ピ
リ
ッ
ピ
カ
』IX

 10

）。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
自
身
弁
論
家

で
あ
り
、
新
し
い
法
律
学
の
方
法
的
構
築
に
携
わ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
法
律
解
釈
に
関
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
を
細
部
に
至
る

ま
で
修
得
し
て
い
た

（
103
）

。

「
衡
平aequitas

」
の
ロ
ー
マ
法
及
び
ロ
ー
マ
法
学
に
お
け
る
位
置
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、
前
一
五
〇
年
か
ら
五
〇
年
に
か
け
て
の

頃
で
あ
っ
た
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
法
形
式
主
義
に
反
対
し
て
「
衡
平aequitas

」
へ
と
決
断
の
た
め
に
尽
力
し
た
。
こ
う
し
た
立
場
が
し

ば
し
ば
そ
れ
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
法
律
学
内
部
で
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
立
場
の
圧
力
、
そ

の
間
接
的
に
哲
学
的
な
素
材
、
そ
の
ギ
リ
シ
ア
的
に
形
成
さ
れ
考
案
さ
れ
た
方
法
は
発
展
を
強
力
に
推
進
し
た
。
ま
ず
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス

と
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
「
衡
平aequitas

」
の
全
面
的
な
承
認
へ
の
方
向
に
お
い
て
、
つ
い
で
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
イ
ニ

シ
ャ
テ
ィ
ヴ
な
し
に
は
る
か
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
テ
ン
ポ
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
「
衡
平aequitas

」
が

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
持
っ
た
意
味

（
104
）

は
こ
の
発
展
へ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
の
意
味
を
も
明
ら
か
に
す
る
。

八
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
五
八
）

ｂ　

レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
の
法
学
的
解
釈
へ
の
影
響
は
即
自
的
に
、「
衡
平aequitas

」
の
内
容
を
除
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
理
論
は
別
の
立
脚
点
、「
書
か
れ
た
も
のscriptum

」
と
「
文
言verba

」
と
い
う
立
脚
点
の
た
め
の
実
効
的
な
ト

ピ
ク
を
提
供
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
影
響
力
を
レ
ト
リ
ッ
ク
が
得
る
の
は
そ
の
絶
対
的
な
完
全
性
の
故
で
は
な
く
、
法
学
的
方
法
の

弱
さ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
ま
ず
具
体
的
な
例
を
挙
げ
よ
う
。
キ
ケ
ロ
は
、
法
曹
法
と
既
存
の
法
文
献
が
見
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
、
あ
ら
ゆ
る
名
前
を
も
っ
た
「
回
答responsa

」
と
そ
れ
が
付
与
さ
れ
た
実
際
的
事
案
の
状
況
が
法
学
的
説
明
と
文
献
へ
と
移
行

し
た
か
ら
だ
と
い
う

（
105
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
は
、
人
、
場
所
、
状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
個
別
的
事
例 ὑπόθεσις, 

causa

」
と
「
一
般
的
問
題 θέσις, quaestio

」
を
明
確
に
区
別
す
る
。
た
し
か
に
弁
論
術
教
師
た
ち
は
、
こ
う
し
た
区
別
の
実
際
的
な

必
要
性
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
お
り
、
ヘ
ル
マ
ゴ
ラ
ス
に
依
拠
す
る
ス
タ
シ
ス
論
﹇
ス
タ
ト
ゥ
ス
論
﹈
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
授
業
の
中
で
、

学
生
た
ち
が
そ
の
修
得
を
め
ざ
し
た

（
106
）

。
よ
り
洞
察
力
あ
る
者
た
ち
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
手

続
の
段
階
を
認
識
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
実
際
の
事
案
は
、
そ
の
性
質
上
個
人
的
な
状
況
と
と
も
に
弁
論
家
の
前
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
一
般
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
事
案
の
「
取
り
扱
いtractatio

」
の
た
め
に
、
最
初
の
課
題
は
こ
の
一
般
的
問
題
を
発
見
す
る

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
ク
リ
ウ
ス
事
件
で
、
原
則
的
な
問
題
設
定
は
、「
息
子
が
実
際
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
場
合
、
息
子
が
死

ね
ば
相
続
人
と
な
る
と
指
名
さ
れ
て
い
た
者
が
相
続
人
と
な
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
107
）

。
抽
象
的
な
ト
ピ
ク
の
設

定
、
つ
ま
り
学
問
的
な
証
明
理
論
は
、
総
じ
て
、
こ
う
し
た
還
元
を
通
じ
て
、
無
数
の
実
際
的
事
案
が
見
通
し
可
能
な
一
連
の
一
般
的
な

事
案
に
分
類
さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
こ
れ
が
体
系
の
前
提
で
あ
っ
た
。
個
別
の
事
案
の
中
に
、
キ
ケ
ロ
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、

「
永
久
的
な
法
」
を
認
識
さ
せ
る
こ
の
理
論
と
実
践
か
ら
、
弁
論
家
は
「
法
律
家iuris consulti

」
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
手
続
を

不
器
用
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
素
朴
な
も
の
と
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
個
々
の
「
事
案causa

」
の
状
況

│
こ
れ
を
弁
論
家
は
そ
の

八
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法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
五
九
）

つ
ど
一
般
的
な
内
容
の
た
め
に
選
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
た

（
108
）

│
は
、
法
律
家
の
場
合
、
回
答
だ
け
で
な
く
、
文
献
の
中
ま
で
入
り
込
ん

で
い
た
。
繰
り
返
し
が
繰
り
返
さ
れ
、「
永
久
的
な
法
」
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
体
系
学
、
ト
ピ
ク
学
も
、
学
問
も
不
可
能

で
あ
っ
た

（
109
）

。

こ
う
し
た
批
判
は
、
何
よ
り
も
弁
論
家
に
よ
る
法
律
家
へ
の
相
談
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
の
た
め
の

生
き
生
き
と
し
た
事
例
は
キ
ケ
ロ
の
最
も
初
期
の
弁
論
『
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
弁
護
論
』
五
四
に
見
ら
れ
る
。
審
判
人
は
Ｃ
・
ア
ク
ィ
リ

ウ
ス
と
彼
の
顧
問
団
で
あ
る
（
§22

）。
相
手
方
は
回
答
を
得
て
い
な
か
っ
た
、
キ
ケ
ロ
は
こ
れ
を
そ
れ
自
体
悪
意
に
よ
る
懈
怠
を
埋
め
合

わ
せ
る
こ
と
を
で
っ
ち
上
げ
た
。「
私
が
君
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
人
々
に
相
談
し
て
あ
げ
よ
う
。
今
と
な
っ
て
は
お
そ
ら
く
、
私
に
は
関

心
の
な
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
だ
。
君
が
君
自
身
の
問
題
な
の
に
、
時
宜
に
か
な
っ
て
彼
ら
に
相
談
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

私
は
次
の
よ
う
な
問
題
を
お
聞
き
し
た
い
。
ガ
イ
ウ
ス
・
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
、
ル
キ
ウ
ス
・
リ
キ
リ
ウ
ス
・
バ
ル
ブ
ス
、
プ
ブ
リ
ウ
ス
・

ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
リ
ウ
ス
、
マ
ル
ク
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス
よ
。
私
の
同
僚
で
縁
者
の
者
が
保
証
約
束
に
応
じ
な
か
っ
た
。

私
は
彼
と
長
い
間
親
し
く
し
て
き
た
が
、
最
近
金
銭
を
め
ぐ
っ
て
彼
と
諍
い
が
生
じ
た
。
私
が
彼
の
財
産
に
対
す
る
占
有
を
認
め
る
よ
う

法
務
官
に
申
請
を
な
す
べ
き
か
、
彼
は
ロ
ー
マ
に
家
と
妻
子
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
家
に
告
知
を
置
い
て
く
る
べ
き
か
。
も
し
私
が

正
し
く
あ
な
た
の
親
切
心
と
良
識
を
測
っ
た
と
し
た
ら
、
あ
な
た
が
相
談
さ
れ
た
と
き
に
あ
な
た
が
答
え
る
で
あ
ろ
う
回
答
に
つ
い
て
い

さ
さ
か
も
疑
わ
な
い
。」
キ
ケ
ロ
の
衡
平
に
関
す
る
す
べ
て
の
論
拠
を
受
け
入
れ
た
い
希
望
か
ら
生
じ
る
多
弁
は
次
の
こ
と
を
見
損
な
わ

せ
な
い
。
キ
ケ
ロ
が
弁
論
家
と
し
て
事
案
を
す
で
に
一
般
的
問
題
へ
と
還
元
し
て
い
る
こ
と
を
。
こ
う
し
た
手
続
に
法
学
的
カ
ズ
イ
ス

テ
ィ
ク
は
し
ば
し
ば
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
。
法
学
的
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
が
規
範
へ
と
至
る
一
般
的
な
る
も
の
の
理
論
的
彫
琢
に

よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
関
係
は
一
般
的
に
法
律
学
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
間
で
も
生
じ
た
。
法
律
学

八
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
六
〇
）

は
法
の
土
壌
に
根
ざ
し
、
法
律
と
実
務
と
の
真
の
関
係
に
お
い
て
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
優
位
に
立
ち
、
そ
の
一
方
で
か
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理

論
は
当
時
体
系
的
と
い
う
点
で
は
一
頭
地
抜
い
て
い
た
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
哲
学
的
に
も
実
践
的
に
も
長
く
ギ
リ
シ
ア
的
精
神
の
営
み
の
も

と
で
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
抽
象
的
で
あ
っ
た
の
で
、
異
国
の
起
源
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
の
フ
ォ
ル
ム
で
親
し
ま
れ
、
実
際
支
配

的
と
な
っ
た
。

レ
ト
リ
ッ
ク
が
法
律
学
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
に
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
対
象
で
あ
っ
た
法
律
解
釈
理
論
も
ま
た
属
す

る
。
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
は
「
文
言
と
意
思
の
ス
タ
ト
ゥ
スstatus scripiti et voluntatis

」
の
ま
っ
た
く
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
取
り

扱
い
に
つ
い
て
証
拠
を
提
出
し
て
い
る
。「
法
学
者
間
で
最
も
頻
繁
に
問
わ
れ
た
問
題
で
あ
り
、
法
に
関
す
る
争
い
の
大
部
分
は
こ
の
こ

と
に
か
か
っ
て
い
る
。」
弁
論
家
に
と
っ
て
方
法
的
に
も
術
語
的
に
も
同
じ
よ
う
な
取
り
扱
い
が
認
め
ら
れ
う
る

（
110
）

。「
文
言
と
意
思
に
関
す

る
問
題
は
法
学
者
間
で
最
も
頻
繁
な
も
の
で
あ
るscripti et voluntatis quaestio inter consultos frequentissim

a est

」。『
ロ
ー

マ
法
大
全
』
も
こ
う
し
た
確
言
を
確
証
し
そ
の
術
語
も
又
レ
ト
リ
ッ
ク
と
一
致
す
る
。
最
も
決
定
的
な
事
案
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
スad ed. 4, 

D
. 1, 3, 30

に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
律
が
一
定
の
行
為
を
禁
止
せ
ず
と
雖
も
之
を
希
望
せ
ざ
る
場
合
に
其
の
行
為
を
為
す
は

法
律
に
対
し
て
詐
欺
を
行
う
も
の
な
り
、
而
し
て
法
律
に
対
す
る
詐
欺
と
法
律
違
反
の
際
は
恰
も
意
思
と
言
語
と
の
差
異
に
同
じ
。

F
raus enim

 legi fi t, ubi quod fi eri noluit, fi eri autem
 non vetuit, id fi t: et quod distat ῥητὸν ἀπὸ διανοίας, hoc distat 

fraus ab eo, quod contra legem
 fi t. （

111
）

」。
こ
こ
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
区
別
、「
法
律
に
対
し
て
詐
欺
を
は
た
ら
くin fraudem

 legis 

agere

」
と
「
法
律
に
反
し
て
行
うcontra legem

 agere

」
の
区
別
は
、
言
い
換
え
で
は
な
く
む
し
ろ
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
全
く

周
知
の
も
の
と
し
て
前
提
と
さ
れ
る
「
意
思 διάνοια

」
と
「
文
言 ῥητόν

」
の
区
別
の
類
推
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
文
言
と
意
思

八
六



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
六
一
）

の
ス
タ
ト
ゥ
スstatus scripti et voluntatis

」
に
あ
た
る
確
か
な
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
名
称
で
あ
る
。『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
の
参
考
に
附

せ
ら
れ
た
翻
訳
で
も
、「
語
ら
れ
た
こ
とdictum

」
で
は
な
し
に
「
書
か
れ
た
こ
とscriptum

（
な
い
し
文
言verba

）」
を
当
て
る
の
が
む

し
ろ
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
勿
論
こ
こ
で
レ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
タ
シ
ス
を
引
用
し
て
い
な
い
が
、
む
し
ろ
、
学
校
術
語
と
と

も
に
、
法
学
的
解
釈
へ
の
受
容
は
は
る
か
昔
に
実
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
上
に
、『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
の
解
釈
に
関
わ
る
箇
所
で
、
術

語
的
に
も
方
法
的
に
も
前
に
『
構
想
論
』
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
解
釈
の
体
系
に
吸
収
さ
れ
な
い
よ
う
な
事
案
は
存
在
し
な
い

（
112
）

。
し
た

が
っ
て
、「
曖
昧
性am

biguum

」、「
抵
触contrarium

」、「
推
論conjectura

」、「
文
言
と
意
思scriptum

 et voluntas

」
と
い
う
法

学
的
解
釈
の
原
理
は
厳
格
な
解
釈
と
「
衡
平aequitas

」
と
の
二
重
の
視
点
の
も
と
で
「
解
釈interpretatio

」
に
統
一
さ
れ
る
。
そ
れ

は
法
律
学
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
ま
っ
た
く
パ
ラ
レ
ル
な
構
造
（T

opik

）
を
持
っ
て
い
た
。
た
と
え
個
々
の
点
、
論
拠
の
適
用
や

就
中
そ
の
評
価
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
。

ロ
ー
マ
法
学
が
、
総
じ
て
解
釈
理
論
、「
法
解
釈interpretatio iuris

」
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
と
っ
く
に
証
明
済
み

の
こ
と
で
あ
る
の
か
。
繰
り
返
し
提
起
さ
れ
て
き
た
見
解
は
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
の
中
で
解
釈
に
関
わ
る
箇
所
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
そ

こ
に
、

│
そ
し
て
差
し
あ
た
り
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
期
待
で
き
そ
う
な
「
法
律
に
つ
い
てde legibus

」
の
章
に
お
い
て
も

│
そ
の

よ
う
な
関
連
性
が
見
出
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
学
が
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
、
つ
ま
り
個
別
的
事
案
の
結
果

で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
評
価
は
、「
実
践
的
な
」
ロ
ー
マ
人
の
貢
献
と
し
て
、
彼
ら
は
法
学
的
方
法
の
こ
の
部
分
を
持
っ
て
い
た
が
、

理
論
的
に
は
取
り
扱
え
な
か
っ
た
と
言
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
根
本
的
な
誤
り
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ユ
帝
の

法
典
発
布
の
さ
ま
ざ
ま
な
勅
令
は
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
に
お
け
る
理
論
の
欠
如
に
つ
い
て
の
別
の
答
を
与
え
る
。
こ
の
新
し
い
法
典
編
纂

八
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
六
二
）

の
主
要
な
目
的
は
法
律
家
の
解
釈
を
求
め
る
よ
う
な
契
機
を
い
っ
さ
い
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
法
典
編
纂
が
「
法
解
釈
に
つ

い
てde interpretatione iuris

」
と
い
う
章
か
ら
始
ま
り
得
る
だ
ろ
う
か
？
「
重
複sim

ilitudo

」
と
「
矛
盾discordia

」、「
矛
盾

antinom
ia

は
絶
無
な
る
べ
し
：「
全
法
文
は
調
和
と
統
一
と
を
以
て
一
貫
す
る
も
の
に
し
て
こ
の
点
に
付
て
は
何
人
と
雖
も
異
議
を
挟
む

こ
と
を
得
ず
」﹇c. D

eo autore 8

﹈。
学
説
彙
纂
は
一
切
の
註
釈
を
施
し
て
は
な
ら
な
い
：「
後
世
の
学
者
は
何
人
た
り
と
も
決
し
て
此

の
法
典
に
註
解
を
施
し
又
自
己
の
冗
語
を
以
て
此
の
法
典
の
抜
萃
書
た
る
の
性
質
を
害
す
べ
か
ら
ず
」﹇
§12

﹈。
こ
の
法
典
が
「
法
解
釈

interpretatio iuris

」
を
余
計
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
初
期
の
状
況
と
の
違
い
で
あ
る
：「
古
へ
嘗
て
解
釈
者
が
互
い
に
相
容
れ

ざ
る
見
解
を
採
り
た
る
が
為
め
法
律
全
体
が
殆
ん
ど
混
乱
状
態
に
陥
り
た
る
」（
§12

）。
し
か
し
「
解
釈interpretatio

」
が
必
要
と
な

る
と
き
は
、
そ
れ
は
皇
帝
に
の
み
委
ね
ら
れ
る
：「
疑
わ
し
き
規
定
と
認
め
ら
る
も
の
あ
る
と
き
は
裁
判
官
は
皇
帝
に
就
い
て
之
を
質
し

神
聖
な
る
権
力
に
依
り
て
疑
義
の
釈
明
を
得
べ
き
も
の
と
す
。
凡
そ
法
律
を
制
定
し
且
つ
之
を
解
釈
す
る
の
権
能
は
皇
帝
の
独
占
す
る
所

な
れ
ば
な
り
」（C

. T
anta, 21 （

113
）

）。
こ
の
よ
う
な
法
典
編
纂
物
が
法
学
的
解
釈
理
論
を
ま
と
め
た
「
法
律
に
つ
い
てde legibus

」
と
い
う

章
か
ら
始
ま
り
得
よ
う
か
？
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
た
と
し
た
ら
、
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
以
来
の
法
学
者
た
ち

の
中
に
そ
の
た
め
の
十
分
な
素
材
を
発
見
し
た
で
あ
ろ
う
。
ユ
帝
の
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
に
お
け
る
「
解
釈interpretatio

」
に
つ
い
て

の
ば
ら
ば
ら
な
法
文
か
ら
、
古
典
法
学
者
に
解
釈
理
論
が
な
か
っ
た
と
は
決
し
て
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
何
ら
か
の
こ
と

が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
点
で
の
意
識
的
な
対
立
が
確
実
で
あ
る
。『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
か
ら
追
放
さ
れ
た
初
期
の
法
律
学
の
「
法
解
釈

interpretatio iuris

」
理
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
法
律
解
釈
理
論
が
少
な
く

と
も
そ
の
概
略
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

八
八



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
六
三
）

（
1
） 

M
etaph

ysik d
er S

itten
, T

eil I, E
in

leitu
n

g, vgl. K
ants W

erke, hgb von A
. M

esser III, 243.
（
2
） 

ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
に
お
い
て
、
早
期
か
ら
そ
し
て
決
定
的
に
、
厳
格
法
に
対
す
る
民
衆
裁
判
所
の
自
由
な
審
判
人
団
が
主
人
と
な
っ
た
。
実

定
法
と
並
ぶ
衡
平
の
承
認
と

│
そ
れ
と
手
と
手
を
携
え
て

│
裁
判
人
の
何
ら
か
の
自
由
の
承
認
は
、
あ
ら
か
じ
め
言
え
ば
、
民
主
的
国
家
形
態

と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
厳
格
法
は
君
主
政
（
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
、
ル
イ
一
四
世
）
に
相
応
す
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
闘
争
に
お
い
て
、
こ
う

し
た
法
律
の
従
属
は
早
く
か
ら
不
条
理
な
嫌
疑
に
至
り
、
ソ
ロ
ン
は
故
意
に
法
律
の
文
言
を
曖
昧
か
つ
多
義
的
な
も
の
に
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、

民
衆
裁
判
所
は
、
自
由
な
法
律
解
釈
の
展
開
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る

（『
ア
テ
ナ
イ
の
国
制
』
第
九
章
二
。
こ
れ
に
つ
い
て
プ
ル
タ
ル
コ
ス
「
ソ
ロ
ン
伝
」
一
八
、W

ilam
ow

itz: A
ristoteles u

n
d

 A
th

en I, 61

）。
法

制
史
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
発
展
が
、
立
法
者
な
ら
そ
う
意
図
し
た
と
思
わ
れ
得
た
ほ
ど
、
立
法
行
為
の
あ
と
時
宜
を
お
か
ず
に
生
じ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
3
） 

こ
う
し
た
発
展
が
し
ば
し
ば
必
然
の
流
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。Ihering, G

eist d
. röm

. R
ech

ts II, 467ff ., S
avigny: S

ystem
 d

. 

h
eu

tigen
 röm

. R
ech

ts I, K
ap.IV

. M
anigk: H

an
d

w
örtebu

ch
 d

. R
ech

tsw
iss. hg. S

tier-S
om

lo u. E
lster 

（1926

） I 429ff ., derselbe 

in “F
estsch

rift f. S
tam

m
ler” 

（1926

） 16f.

（
4
） C

icero de legibus 1, 17

は
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
法
解
釈
の
二
つ
の
時
代
を
区
別
す
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
法
律
学
の
時
代
で
も
あ
る
。「
そ

れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
現
在
の
よ
う
に
、
法
務
官
告
示
か
ら
で
も
な
くN

on ergo a praetoris edicto ut plerisque nunc

」（
同
時
代
の
法
律
学
）、

「
父
祖
た
ち
の
よ
う
に
、
十
二
表
法
か
ら
で
も
な
くneque a duodecim

 tabulis ut superiores

」（
初
期
）、「
ま
っ
た
く
も
っ
て
深
遠
な
る
哲
学

か
ら
法
律
学
が
汲
み
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
るsed penitus ex intim

a philosophia hauriendam
 iuris disciplicnam

」（
キ
ケ
ロ
の
見
方
で
は
将

来
の
法
律
学
）。

（
5
） A
. O

tto: S
prich

w
örter u

. sprich
w

. R
ed

en
sarten

 d
er R

öm
er 

（1890

） S
.179. G

. B
Üchm

ann: G
efl ü

gelte W
orte 

（27 A
. 1925

）

S
.387.

説
明
（
解
釈interpretatio

に
関
し
て
！
）
両
者
よ
り
慎
重
な
の
はE

rasm
us: A

d
agia, C

hil. I. C
ent. X

 25.

（
6
） 

ギ
リ
シ
ア
の
伝
承
（P

lutarch: A
pophgegm

. L
ac. 

﹇
ス
パ
ル
タ
警
句
集
﹈ S.233

）
で
は
、
王
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ル
リ
的
な
絶
対
者
の
命
令
で
、

解
釈
の
芸
当
を
許
さ
な
い
、
即
ち
、
敵
を
倒
す
こ
と
は
、
神
と
人
間
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
法
よ
り
大
事
な
こ
と
で
あ
る
、
と
。
同
様
に
ア
ゲ
シ
ラ
ス

八
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
六
四
）

王
（a.a.O

. S
.209

）。

（
7
） 

こ
こ
で
格
言
が
「
形
式
的
で
些
事
に
拘
泥
し
た
法
律
家
の
方
法

│
文
言
と
形
式
的
論
理
学
を
操
り
、
そ
の
意
味
を
目
か
ら
逸
ら
す
法
律
家
の

方
法
」（
そ
の
よ
う
にB

inder: P
h

ilosoph
ie d

es R
ech

ts 

（1925

） S.404, 134

）
に
換
言
さ
れ
る
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
に
反
し
て
広
く
流
布
し
て
い

る
。
二
つ
の
事
例
（peccatur in re publica

）
も
『
義
務
に
つ
い
て
』
と
関
連
し
た
一
節
の
役
割
も
、
法
律
家
の
方
法
と
の
直
接
的
な
関
係
と
矛

盾
す
る
。

（
8
） D

om
at

の
註
釈
を
繙
け
ば
、
格
言
の
古
い
歴
史
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
註
釈
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
つ
ね
に
教
え
て
く
れ
る
。
テ
レ
ン
テ
ィ

ウ
ス
と
ギ
リ
シ
ア
の
モ
デ
ル
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
、P

. Jörs 

（R
öm

. R
ech

tsw
issen

sch. I, 260, 1

）
は
、
格
言
は
「
お
そ
ら
く
」
ギ
リ
シ
ア

の
格
言
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。

（
9
） 

こ
の
概
念
及
び
現
代
の
理
論
に
つ
い
て
：K
. H

uber: Ü
ber d

en
 R

ech
tm

issbrau
ch 

（D
iss. B

ern 1909

）、
歴
史
に
関
す
る
序
言
が
あ
る
。

C
.C

. C
oroi: la th

éorie d
e l’abu

s d
e d

roit et l’excès d
u

 d
roit 

（T
hése, G

enéve 1910

）.

反
対
の
格
言
：「
自
分
の
権
利
を
行
使
す
る
者
は

誰
も
害
し
な
い
。Q

ui suo iure utitur, nem
inem

 laedit.

」 C
icero 

（de natura deorum
 III 74

）
は
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
の
悪
意
訴
権

（iudicium
 de dolo m

alo

）
を
「
す
べ
て
の
悪
事
の
箒
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
10
） 

ガ
イ
ウ
ス
の
表
現
「
は
な
は
だ
し
い
厳
格
さ
」nim

ia subtilitas 

（G
aius IV

 30

）
と
も
よ
り
正
確
に
対
応
す
る
。

（
11
） S

tobaeus IV
 116 W

a. 

（=635 K
ock

）.

新
し
い
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
・
パ
ピ
ル
ス
の
断
片
は
、
厳
格
法
と
衡
平
と
の
争
い
に
属
す
る
仲
裁
裁
判
を

こ
じ
つ
け
問
答
か
ら
始
ま
る
。
二
つ
の
標
語
：A

 ϕεύγεις τὸ δίκαιον B
. σνκοφαυτεῖς δυςτυχής 

が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
思

想
を
少
な
く
と
も
プ
ラ
ウ
ト
ゥ
ス
『
網
曳
き
』R

udens 

（v.1230ff .

）
も
軽
く
触
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
シ
ュ
コ
パ
ン
テ
ス
と
い
う
表
現
に
つ

い
て
、S

yrian S
.194 R

abe

を
参
照
。

（
12
） 

D
e G

orgia com
m

en
tatio S

.71.

こ
れ
に
対
し
て
、B

lass
の
文
体
に
関
す
る
注
記
：A

ttisch
e B

ered
sam

keit 2.A
ufl .1, 65 

νόμου ἀκρβέιας 

が νόμου άκριβοῦς 

と
な
っ
て
お
り
、
用
法
が
正
し
く
な
い
。

（
13
） P

lato 

（P
oliticus 294c

）
は Νόμος 

│
典
型
的
な
も
の
は
生
活
の
個
々
の
事
例
を
完
全
に
は
把
握
で
き
な
い
が
、
す
べ
て
を
規
制
し
よ
う

と
す
る

│
と ἄνθρωπος αύθαδης 

、

│
ラ
テ
ン
語
の
「
法
の
厳
格
さrigor iuris
」
に
あ
た
る

│
と
を
比
較
す
る
。 九

〇



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
六
五
）

（
14
） 

こ
れ
に
つ
い
て
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
証
拠
は
、
法
律
に
従
順
な
の
は
称
讃
に
値
し
な
い
、H

irzel: Ἄγραϕος Νόμος （1900

） S.17, 1.
（
15
） 

ア
テ
ナ
イ
の
一
般
的
な
成
句
も
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
若
干
の
証
拠
はN

orden, A
gn

ostos T
h

eos S
.33.

（
16
） 
逆
に
「
法
の
粛
正 αὐθἁδης δίκαιον

」
及
び
「
法
の
峻
厳 ἀκρίβεια νóμου

」
は
ス
パ
ル
タ
的
気
風
に
適
合
す
る
。
レ
オ
ニ
ダ
ス
の
軍
勢
を

い
か
な
る
弁
論
家
も
「
公
正
の
寛
恕
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ス
パ
ル
タ
の
戦
士
た
ち
は
古
典
的
な
言
い
回
し
で
「
厳

し
い
掟
に
従
う
者
た
ち
に
」
と
呼
ば
れ
て
眠
っ
て
い
る
。

問
：
誰
が
ス
パ
ル
タ
を
治
め
て
い
る
か
？
ア
ル
キ
ダ
モ
ス
王
の
答
：「
法
律
並
び
に
法
律
の
命
令
に
よ
る
当
局
」（P

lutarch: A
pophtegm

. L
ac. 

﹇
ス
パ
ル
タ
警
句
集
﹈ S

.218

）。
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
法
は
個
人
の
倫
理
を
強
制
す
る
、「
ス
パ
ル
タ
に
お
い
て
は
、
全
員
が
あ
ら
ゆ
る
徳
行
を
修
練
す

る
よ
う
に
公
的
に
強
制
し
た
」X

enopon de rep. L
aced.10. 4

（
17
） M

. E
. M

ayer: R
ech

tsph
ilosoph

ie 

（1922

） S
.85ff . B

inder: P
h

ilosoph
ie d

es R
ech

ts S
.400ff . M

. R
Üm

elin: B
illigkeit im

 R
ech

t 

（1921

） S.20, 3 

（m
it L

iteratur
）; S

.45.

（
18
） 

そ
の
こ
と
に
固
執
す
る
者
は
、「
正
義
に
適
う δίκαιος

」
の
で
は
な
く
、「
法
に
厳
格
な
る ἀκρῖβοδίκαίος 

」
な
の
で
あ
る
。

よ
う
や
く
こ
れ
が
「
衡
平 ἐπιεικής

」
に
対
す
る
反
対
物
で
あ
り
、「
厳
格
さsubtilitas

」
が
衡
平
に
作
用
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、akribodikos 

epi to kheiron.

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
定
式
で
は
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
「
正
義
の
峻
厳
」
が
「
公
正
の
寛
恕
」
と
対
比
さ
れ
る
よ
う
に
、

epikeies

の
対
立
物
で
あ
る
。

（
19
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
前
の
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
の
材
料
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
慎
重
にR

. H
irzel: Ἄγραφος Νόμος 

（A
bh

an
d

lu
n

g säch
s G

es. d
. W

iss. ph
il.-h

ist.X
X
, 1900

）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
理
論
を
わ
ず
か
な
証
拠
に
基
づ
い

て
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
個
々
の
点
は
す
べ
て
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
を
参
照
さ
れ
た
い
。
個
々
の
解
釈
を
こ
の
テ
ー
マ
は
さ
ら
に
促
進

で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
は
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
の
理
論
を
不
文
法
へ
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
関
係
は
私
に
は
両
者
の
妥
当

領
域
に
適
合
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
ペ
ル
ニ
スP

ernice 
（S

av. Z
tsch. X

X
 163

）
は
、
ロ
ー
マ
法
が
成
文
法
と
不
文
法
の
対
立

を
用
い
な
い
と
い
う
点
で
は
正
し
い
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
媒
介
を
疑
問
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
し
く
な
い
。G

éza K
iss: 

G
esetzesauslegung und ungeschriebenes R

echt 

（Ih
erin

gs Jah
rb.f. D

ogm
atik d

. bü
rg. R

ech
ts 58, 413ff .

）
は
逆
に
ロ
ー
マ
の
理
論
に

九
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
六
六
）

お
け
る
「
不
文
法
」
の
役
割
を
過
大
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
彼
の
「
解
釈interpretatio

」
の
理
解
に
は
じ
め
か
ら
間
違
っ
た
根
拠
を
与
え
て

い
る
。

（
20
） 
十
二
表
法
の
告
示
に
対
す
る
関
係
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
ガ
イ
ウ
ス
は
方
式
書
訴
訟
手
続
の
導
入
（
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
法lex A

ebutia

）
を

古
い
形
式
主
義
に
対
す
る
衡
平
の
勝
利
と
し
て
い
る
。

（
21
） 

因
み
に
、
彼
は
返
し
て
も
ら
う
べ
き
も
の
を
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
（nec rursus in totum

 rem
ittendum

...

）
が
、
借
主
は
要
求
が
多

い
だ
け
で
総
じ
て
払
う
気
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
22
） 

別
の
語
調
で
あ
る
が
、
比
較
可
能
な
も
の
と
し
て
、「
ど
の
よ
う
な
正
論
も
頑
な
に
言
い
張
っ
て
は
聞
き
苦
し
い
も
の
で
す
」（
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス

『
ア
イ
ア
ス
』
一
一
一
九
行
）。

（
23
） 

そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
形
の
格
言
が
本
来
的
で
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。W

öllfl in

は
通
俗
的
な
格
言
に
登
場
す
る
韻
か
らius

│crus

を
導
き
だ
そ
う
と
し
た
。

（
24
） 

古
代
の
学
校
デ
ク
ラ
マ
テ
ィ
オ
は
法
律
に
適
っ
た
事
例
を
次
の
よ
う
に
構
成
し
た
、「
近
親
相
姦
の
廉
で
有
罪
と
な
り
岩
壁
か
ら
突
き
落
と
さ

れ
た
巫
女
が
生
き
残
っ
た
場
合
は
、
再
度
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
。“Incesti dam

nata et praecipitata de saxo vixit: repetitur”

」Q
uintilian 

Instit. V
II 8, 3.

（
25
） R

. S
tam

m
ler: D

ie L
eh

re von
 d

em
 rich

tigen
 R

ech
te 

（1902

）
は
、
こ
の
格
言
を
題
と
す
る
章
で
比
較
的
長
い
説
明
を
施
し
て
お
り
、

そ
の
さ
い
（S

.34

）、「
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
」
と
し
て
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。

（
26
） 

詳
細
な
学
校
事
例
：C

icero de inv. II, 14.

そ
の
や
り
方
自
体
は
、
自
分
の
経
験
か
ら
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。Q

uintilian V
II, 1, 4; 7, 2.

（
27
） Q

uintilian 7, 3, 19ff . C
icero de inv.1, 11

ギ
リ
シ
ア
資
料
に
よ
る
（H

erm
ogenes p.37, 8R

. A
ristoteles R

hetorik 1, 13

）. V
gl. 

T
hiele: H

erm
agoras 

（1893

） S.164.

（
28
） C

ic. de inv.2, 57

「
と
い
う
の
は
、
訴
訟
の
多
く
は
法
務
官
の
抗
弁
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
わ
が
市
民
法
で
は
手
続
に
瑕
疵
の

あ
る
者
は
敗
訴
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
五
八
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
一
般
的
に
（
法
務
官
の
面
前
の
）
法
廷
手
続
に

お
い
て
処
理
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
法
廷
手
続
に
お
い
て
抗
弁
が
申
請
さ
れ
、
訴
権
が
付
与
さ
れ
、
民
事
訴
訟
の
方
式
書
が
完
全
に
作
成

九
二



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
六
七
）

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。N

am
 et praetoris exceptionibus m

ultae excluduntur actiones et ita ius civile habem
us 

constitutum
, ut causa cadat is qui non quem

adm
odum

 oportet egerit. 58 quare in iure plerum
que versantur, ibi enim

 et 

exceptiones postulantur et agendi potestas datur et om
nis conceptio privatorum

 iudiciorum
 constituitur.

」A
uctor ad H

erennium
 

1, 22:
「
こ
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
の
部
門
を
ギ
リ
シ
ア
人
は
審
判
人
の
面
前
で
用
い
た
が
、
我
々
は
、
大
抵
は
法
廷
手
続
に
お
い
て
用
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
審
判
人
の
面
前
で
も
多
少
は
用
い
る
。
審
判
人
手
続
に
お
い
て
め
っ
た
に
し
か
生
じ
な
い
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
民

事
裁
判
に
お
い
て
は
、
法
務
官
に
よ
る
抗
弁
が
存
在
し
、
原
告
は
、
訴
権
を
有
し
て
い
な
い
限
り
敗
訴
す
る
か
ら
で
あ
り
、
刑
事
裁
判
﹇
公
的
査

問
﹈
に
お
い
て
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、com

m
odum

が
被
告
に
或
る
場
合
、
ま
ず
原
告
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
、

審
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。H

ac parte constitutionis G
raeci in iudiciis nos in iure plerum

que 

utim
ur...raro venit in iudicium

 quod in privata actione praetoriae exceptiones sunt et causa cadit qui egit nisi habuit acitonem
, 

et in publicis quaestionibus cavetur legibus, ut ante, si reo com
m
odum

 sit, iudicium
 de accusatore fiat, utrum

 illi liceat 

accusare necne.

」
こ
の
種
の
実
際
的
な
説
明
が
法
廷
﹇
審
判
人
手
続
﹈
に
ど
の
く
ら
い
影
響
し
得
た
か
を
よ
く
示
す
の
は
、
キ
ケ
ロ
『
ト
ゥ
リ
ウ

ス
弁
護
論
』（pro T

ullio

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
詳
細
は
目
下
、M

. W
lassak: D

ie klassisch
e P

rozessform
el I 

（1924

） 112ff .

（
29
） Q

uintilian III 6, 21: H
erm

agoras satum
 vocat, per quem

 subiecta res intellegitur 

（F
unktion 1

）, et ad quem
 probationem

 

etiam
 partium

 referuntur 

（F
unktion II

）.

（
30
） 

こ
う
し
た
混
乱
をQ

uintilian III 6, 22

は
嘆
い
て
い
る
。
唯
一
の
（
最
早
時
代
に
相
応
し
く
な
い
が
）
概
観
と
し
て
、V

olkm
ann: 

R
h

etorik d
er G

riech
en

 u
n

d
 R

öm
er 2 A

. 

（1885

） S
.33ff . 

さ
ら
にG

. T
hiele: H

erm
agoras 

（1893

）; G
. Jaeneke: D

e statu
u

m
 

d
octirn

a 

（D
iss. L

eipzig 1904

）; L
. L

aurand: D
e M

. T
ulli C

iceroins studiis rhetoricis 

（P
aris 1907

）.

（
31
） 

レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
ま
ず
こ
う
言
わ
れ
る
：
立
法
者
の
意
思
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
弁
論
術
』1, 15

レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
は
方
法
論
的
に
法
的
に
有
効
な
形
式
的
意
思
表
示
（
遺
言
、
契
約
）
だ
け
で
な
く
法
律
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
の
で
、
理
論
的

に
は
こ
の
関
係
は
起
草
者
の
意
思
に
も
つ
ね
に
あ
て
は
ま
る
。
ま
さ
に
法
律
の
場
合
に
、
根
本
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
時
間
と
と
も

に
法
律
の
意
思
も
組
み
込
ま
れ
る
。
例
え
ば
キ
ケ
ロ
『
プ
ラ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
弁
護
論
』（pro P

lanctio

） 42

「
私
は
今
法
律
の
不
衡
平
に
文
句
を
言

九
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
六
八
）

う
つ
も
り
は
な
い
が
、
君
の
行
い
が
法
律
の
意
向
と
は
違
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
…
…
君
は
法
律
の
意
向
を
忌
避
し
た
。
君
は
あ
ら
ゆ
る

衡
平
を
踏
み
に
じ
っ
た
の
だ
。neque ego nunc legis iniquitatem

 queror sed factum
 tuum

 a sententia legis, doceo discrepare... 

fugisti sententiam
 legis aequitatem

 om
nem

 reiecisti

」; pro C
aecina 50:

「
特
示
命
令
の
意
思
と
意
図
と
内
容
」voluntas et consilium

 et 

sententita interidicti.

そ
の
直
後
に
、﹇51

﹈「
起
草
し
た
人
の
意
図
と
根
拠
と
意
向consilium

 eorum
 qui scripsserunt et rationem

 

auctoritatem
...

」

フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
テ
ィ
ア
ヌ
スF

ortunatian

の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
（S

.107 H
alm

）
は
こ
う
定
式
化
す
る
：「
法
律
の
意
思
は
い
か
な
る
仕
方

で
考
慮
さ
れ
る
かvoluntas legis quot m

odis consideratur?...

」。
法
律
家
の
場
合
一
般
的
に
「
法
律
の
意
思sententia voluntas legis

」
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
（D

.13 de legibus

の
随
所
：D

.50, 16, 6, 11.

例
え
ばS

avigny: S
ystem

 d
.h

. röm
. R

ech
ts I K

ap.IV
 

§47; 

W
indscheid-K

ipp: P
an

d
ekten 8 A

. 

（1900

） 81ff . Ivo P
faff : Z

u
r L

eh
re vom

 sog. in
 frau

d
em

 legis agere 

（1892

） S
.15

及
び
所
掲
の

文
献
。）
し
か
しG

aius III 76: 
「
こ
の
点
に
関
し
て
立
法
者
が
十
分
に
明
瞭
な
用
語
で
そ
の
意
思
を
表
示
し
な
か
っ
た
。non satis in ea re 

legislatorem
 voluntatem

 suam
 verbis expressisse.

」
一
般
的
な
定
式D

.50, 17, 96 

（M
arcianus

）:

「
曖
昧
な
発
言
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を

述
べ
た
者
の
意
向
が
と
く
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。in am

biguis orationibus m
axim

e sententia spectanda est eius qui eas 

protulisset.

」
特
示
命
令
の
説
明
の
例
「
本
方
式
書
を
創
定
し
た
者
の
意
思
に
基
づ
きex voluntate eius, qui hoc iudicium

 com
posuit

」, 

C
icero: pro T

ullio 8.

し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
際
に
つ
い
て
根
本
的
な
注
記
はP

aul S
peiser: Z

eitsch
r. f. sch

w
eiz. R

ech N
.F

. 4, 553ff .

（
32
） 

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
以
来
繰
り
返
さ
れ
る
主
張
は
以
下
の
こ
と
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
人
が
法
律
の
解
釈
と
補
充
を
区
別
し
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
例
え
ばM

anik: A
rtikel “A

uslegung”, H
an

d
w

örterbu
ch

 d
. R

ech
tsw

issen
sch

aft 

（1926

）, 

430; W
. B

urckhardt: D
ie L

ü
cken

 d
. G

esetzes u
. d

ie G
estezes au

slegu
n

g 

（A
bh. z. schw

. R
echt

） S
.82, 3; vgl S

.87.-S
avigny 

（S
ystem

 B
d.I

）und Ihering 

（G
eist d

. r.R
ech

ts. B
d.II

）
は
と
も
に
ロ
ー
マ
人
の
法
律
解
釈
の
理
解
に
つ
い
て
基
本
を
な
し
て
い
る
が
、
二

人
と
も
レ
ト
リ
ッ
ク
的
素
材
に
つ
い
て
考
慮
を
払
っ
て
い
な
い; vgl.D

.1, 3, 12.13.

（
33
） 

「
す
べ
て
の
弁
論
術
作
家
た
ち
の
間
で
、
法
の
抵
触antinom

ia

に
は
、
文
言
と
意
思
と
い
う
二
つ
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

一
致
し
て
い
る
。Inter om

nes artium
 scriptores constitit, in antinom

ia duos esse scriptii et voluntatis status.

」, Q
uintilian V

II 7, 1.

九
四



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
六
九
）

（
34
） 

詳
細
は
、C

icero: de oratore II 110.
（
35
） 

詳
し
く
取
り
上
げ
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
、M

. V
oigt: D

as Iu
s n

atu
rale, qequ

u
m

 et bon
u

m
 u

n
d

 iu
s gen

tiu
m

 d
er R

öm
er B

d.IV
 

B
eilage X

V
II: D

ie T
h

eorie d
er R

h
etorik von

 d
er In

terpretation
 d

er G
esetze u

n
d

 R
ech

tsgesch
äfte.

だ
け
で
あ
る
。
不
朽
の
努
力
の

作
品
で
あ
る
が
、
古
代
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
展
望
も
な
く
歴
史
的
理
解
も
な
い
。
フ
ォ
イ
ク
ト
自
身B

d.III

でaequitas

に
つ
い
て
用
い
た
不
幸
な

や
り
方
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
雑
然
と
し
た
巨
塊
が
そ
の
後
に
影
響
力
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。「
仮
定
に
仮
定
を
重
ね
た
こ
の
碩

学
に
取
り
組
む
こ
と
」（P

. Jörs: R
öm

. R
ech

tsw
. I, 142, 1

）
は
、
法
学
文
献
に
は
不
毛
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
般
性
を
目
指
し
た

P.W
. R

ealen
cyclopäd

ie

の
項
目interpretatio

は
、
少
な
く
と
も
解
釈
の
た
め
の
素
材
は
網
羅
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
イ
ク
ト
の
仕
事
を
文
献
表
に

載
せ
て
い
な
い
し
、R

hetorik

と
い
う
言
葉
も
そ
の
説
明
の
中
に
そ
も
そ
も
登
場
し
な
い
。
キ
ッ
プK

ipp

の
示
教
的
で
多
く
引
用
さ
れ
る
項
目

A
equitas 

（a.a.O
.1598ff 

）
は
、aequitas

の
節
で
、
解
釈
の
原
理
と
し
て
若
干
の
示
唆
を
し
て
い
る
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
理
論
の
体
系
的

関
連
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。aequitas

は
キ
ケ
ロ
の
場
合
に
はscriptum

な
ど
の
対
立
物
で
あ
る
、
と
い
う
彼
の
表
現

（K
ipp: G

esch
ich

te d
. Q

u
ellen

 d
. röm

. R
ech

ts 3 A
. S

.9, 27

も
同
様
）
は
、
こ
の
対
立
が
た
ん
に
ロ
ー
マ
的
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
キ
ケ
ロ
的

で
あ
る
と
い
う
考
え
へ
と
導
く
。
こ
れ
に
影
響
さ
れ
た
も
の
に
、B

inder: P
h

ilos. d
. R

ech
ts S

.403. K
Übler

の
新
し
い
教
科
書G

esch
. d

. 

röm
. R

ech
ts 

（1925

） S.132, A
bschnitt: A

equitas

は
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
に
同
様
に
何
ら
考
慮
を
払
っ
て
い
な
い
。

（
36
） 

一
般
的
な
手
引
き
と
し
て
、M

anigk

の
す
で
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
論
稿
：A

u
slegu

n
g 

（H
andw

örterbuch d. R
echtsw

. 

（1926

） I, 

429ff .

）。
彼
は
こ
の
方
法
論
の
部
分
が
理
論
的
に
十
分
に
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
（S

.430

）。

（
37
） 

例
え
ばB

inder: a.a.O
.403. M

. R
Üm

elin: D
ie B

illigkeit im
 R

ech
t 

（1921

） S.22ff .

（
38
） 

こ
こ
で
も
理
論
の
歴
史
の
た
め
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
個
々
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
箇
所
だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
人
は
そ
の
た
め
の

理
論
を
持
ち
合
わ
さ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ばH

. R
eichel: G

esetz u
n

d
 R

ich
tespru

ch 

（1915

） S.80.

（
39
） W

. B
urckhardt: D

ie L
ü

cken
 d

es G
esetzes u

n
d

 d
ie G

esetzau
slegu

n
g 

（A
bh. z. schw

eiz. R
echt N

.F
.8, 1925

）
の
綿
密
且
つ
明

晰
な
説
明
に
、
筆
者
は
お
お
い
に
感
謝
す
る
。A

rt.1 Z
.G

.B
.

の
理
論
的
な
関
連
に
つ
い
て
、
最
近
で
は
、H

. R
eichel: Z

u den 

E
inleitungsartikeln des schw

eizerischen Z
ivilgesetzbuches in “F

estsch
rift fü

r S
tam

m
ler” 1926.

│
パ
ン
デ
ク
テ
ン
教
科
書
の
中
に
、

九
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
七
〇
）

解
釈
入
門
の
章
の
た
め
に
一
瞬
確
た
る
伝
統
が
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
歴
史
的
素
材
は
極
め
て
狭
小
で
あ
る
。
な
お
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
・
ロ
マ
ン
主
義
者
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
同
時
代
人
テ
ィ
ボ
ーA

. F
. T

hibaut: T
h

eorie d
er logish

en
 A

u
slegu

n
g d

es röm
isch

en
 

R
ech

ts 
（2 A

. 1806

）
は
実
際
方
法
論
的
な
明
晰
性
と
活
力
で
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
ロ
ー
マ
法
律
家
のinterpretatio

の
歴
史
的
像
を
ま
っ
た
く

与
え
て
く
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
テ
ィ
ボ
ー
自
身
も
語
っ
て
い
る
（S

.167, 175c;179

）。
テ
ィ
ボ
ー
の
歴
史
的
な
問
題
設
定
の
拒
絶
、『
ロ
ー
マ
法

大
全
』
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
批
判
の
根
拠
に
つ
い
て
の
見
解
は
今
日
学
問
史
的
な
関
心
と
な
っ
て
い
る
。

（
40
） 

同
書
は
い
わ
ゆ
る
『
ヘ
レ
ン
ニ
ウ
ス
弁
論
書
』
と
広
汎
に
材
料
を
共
有
し
て
お
り
、「
法
文
ス
タ
ト
ゥ
スstatus 

（quaestiones

） legales

」

に
つ
い
て
は
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
資
料
は
主
と
し
て
ヘ
ル
マ
ゴ
ラ
ス
。C

ic. D
e. inv.II 116ff .

（
41
） 

「
ど
の
よ
う
な
語
も
、
少
く
と
も
た
い
て
い
の
語
も
そ
れ
自
体
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
と
曖
昧
の
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
と
も
、
全
体
の

文
脈
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
は
曖
昧
と
は
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。S

i ipsa separatim
 ex se verba considerentur, om

nia aut 

pleraque am
bigua visum

 iri, quae autem
 ex om

ni condidrata scriptura perspicua fi ant, haec am
biua non oportere existim

ari.

」

こ
れ
に
関
し
てD

.1, 3, 24

に
よ
る
解
釈
原
理
、「
法
律
の
全
部
を
達
観
せ
ず
其
の
一
部
の
み
に
依
拠
し
て
判
決
し
又
は
回
答
す
る
は
法
律
家
た
る

者
の
為
す
べ
き
事
に
非
ず
。incivile esta nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere

」。

（
42
） 

「
審
判
人
の
為
す
べ
き
務
め
は
法
に
従
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
を
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
い
﹇
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
﹈。Judicem

 legi 

parere, non interpretari legem
 oportere

」, II 126.
「
審
判
人
諸
君
、
諸
君
は
法
に
則
り
宣
誓
し
て
裁
判
に
臨
ん
で
い
る
以
上
、
法
に
従
う
義

務
が
あ
る
。Iudices qui ex lege iurati iudicatis obtem

perare legis debetis

」, I 70.

（
43
） 

「
審
判
に
あ
た
る
者
が
、
ひ
と
た
び
書
か
れ
た
も
の
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
慣
れ
親
し
む
よ
う
に
な
る
と
、
仰
ぐ
べ
き
確
実
な
指
針
を
失
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。E

os qui iudicent certum
 quod sequantur nihil habituros, si sem

et ab scripto recedere consueverint

」, II 

128.

（
44
） 

キ
ケ
ロ
はde inv. II 71ff .

で
こ
の
抗
弁
を
詳
し
く
取
り
扱
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
てII 127

で
は
前
に
示
唆
さ
れ
た
こ
と
を
利
用
し
て

い
る
。
法
制
史
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
、ius

及
び
、ius naturale, consuetudo, praeiudicia

と
い
っ
た
簡
単
な
概
念
規
定
と
の
峻
別
は
す
で

にII 65

で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
はII 116

のinterpretatio

の
説
明
を
用
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

九
六



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
七
一
）

（
45
） II 130

「
法
律
を
起
草
す
る
者
は
例
外
を
設
け
る
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。consuesse eos, qui leges scribant, exceptionibus 

uti.

」

（
46
） II 131

「
必
要
と
考
え
た
な
ら
、
き
っ
と
例
外
を
設
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。quo m

agis probetur eum
 

fuisse excepturum
, si quid excipiendum

 putaret

」

（
47
） II 131
は
、
は
っ
き
り
と
一
般
的
な
法
的
安
定
性
を
実
定
法
に
対
す
るaequita

の
考
慮
の
結
果
で
あ
る
と
定
式
化
す
る
。「
ひ
と
た
び
法
律
を

離
れ
て
し
ま
え
ば
、
審
判
人
が
判
決
を
下
し
た
り
、
ま
た
、
そ
の
他
の
市
民
の
生
活
原
理
は
動
揺
を
き
た
す
こ
と
な
ろ
う
。（et ipsis iudicibus 

iudicandi et ceteris civibus vivendi rationes perturbatum
 iri, si sem

el ab legibus recessum
 sit.

」

（
48
） 

こ
の
表
現
は
当
事
者
表
現
で
あ
る
。
し
か
しscriptum

の
立
場
か
らcontra legem

と
し
て
の
か
か
る
判
断
が
好
ま
れ
た
と
看
倣
さ
れ
て
い

る
。secudum

 volunataem
と
し
て
の
相
手
方
、
こ
の
点
に
関
し
て
、M

. R
Üm

elin: D
ie B

illigkeit im
 R

echt 

（1921

） S.73.

（
49
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、M

om
m
sen: R

öm
. S

taatsrech
t III 1228.

（
50
） II 136

「
法
律
文
言
に
反
対
の
主
張
を
す
る
者
が
つ
ね
に
何
ら
か
の
衡
平
に
か
な
っ
た
こ
と
を
申
し
立
て
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。sem

per 

is, qui contra scriptum
 dicet, aequitatis aliquid aff erat oportet.

」

（
51
） 

後
掲S

.29

を
参
照
。

（
52
） M

. R
Üm

elin: a.a.O
. S

.20.

そ
こ
で
は
（K

ierulff : T
h

eorie d
es gem

ein
em

 Z
ivilrech

ts S
.22ff 

か
ら
）
簡
潔
な
定
式
が
説
明
さ
れ
る
。

「
裁
判
官
の
衡
平aequitas

は
つ
ね
に
具
体
的
な
意
思
の
探
求
と
確
認
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
規
範
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
真
の
法
律
内
容
を
分
析
し
、

文
言
に
固
着
し
た
真
な
ら
ざ
る
内
容
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
。」B

inder: P
h

ilosoph
ie d

. R
ech

tes S
.399.

「
起
草
者
の
意
思
を
考
慮
す
る
も
う

一
つ
の
場
合
は
、
起
草
者
の
意
思
が
い
つ
い
か
な
る
場
合
で
も
不
変
的
に
妥
当
す
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
な
く
、
何
ら
か
の
事
実
や
状
況
に
よ
り
、

事
情
に
応
じ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
場
合
で
あ
る
。
…
…
要
す
る
に
、
意
思
が
採
用
さ
れ
る
の
は
、
…
…
あ
る
い
は
、
起
草
者
が
こ

の
よ
う
な
状
況
や
時
点
で
そ
の
よ
う
に
欲
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。non sim

plex voluntas scriptoris ostenditur, quae in 

om
ne tem

pus et in om
ne factum

 idem
 valeat, sed ex quodam

 facto aut eventu ad tem
pus interpretanda dicitur..... sententia 

inducetur...., sic, ut in eiusm
odi re et tem

pore hoc voluisse doceatur

」, II 123f.

九
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
七
二
）

（
53
） 

「
あ
る
い
は
ど
う
い
う
意
図
で
ど
う
い
う
つ
も
り
で
ど
の
よ
う
な
理
由
で
彼
が
な
し
た
か
。quo anim

o, quo consilio, qua de causa 

fecerit

」, II 138.
（
54
） 
「
彼
は
何
ら
か
の
有
用
で
な
い
こ
と
や
正
し
く
な
い
こ
と
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
法
律
は
あ
り
え
な
い
、
そ
し
て
、
法
律
が
定
め
る
す
べ

て
の
罰
は
犯
罪
や
悪
事
に
報
い
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
こ
と
を
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
。D

em
onstrabit nullam

 esse legem
, quae 

aliquam
 rem

 inutilem
 aut iniquam

 fi eri velit; om
nia supplicia, quae ab legibus profi ciscantur, culpae ac m

alitiae vindicandae 

causa constituta esse

」, II 138.

こ
のcontra scriptum

の
論
拠
の
法
学
的
な
定
式
と
比
較
せ
よ
。D

.1, 3, 25 

（M
odestinus

）「
法
理
も
恩
恵

を
主
眼
と
す
る
衡
平
も
認
容
せ
ざ
る
一
事
あ
り
他
な
し
幸
に
も
人
類
の
福
利
の
為
め
に
採
用
し
た
る
規
則
は
寧
ろ
厳
格
な
る
解
釈
に
依
り
人
類
の
利

益
に
反
し
て
峻
厳
な
る
結
果
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
是
な
り
。」

（
55
） 

立
法
者
に
つ
い
て
「
と
い
う
の
は
、
彼
は
あ
な
た
が
た
〔
審
判
人
〕
が
た
ん
な
る
彼
の
文
言
の
朗
詠
者
で
は
な
く
、
意
思
の
解
釈
者
た
ら
ん
こ

と
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。」（neque enim
 vos scripti sui recitatores, sed voluntatis interpretes fore putavit

） II 139.

（
56
） 

「
そ
れ
ゆ
え
、
か
な
ら
ず
し
も
す
べ
て
の
事
件
が
法
律
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
明
白
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は

黙
示
的
な
例
外
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。non ergo om

nia scriptis, sed quaedam
, quae perspicua sint, tacitis exceptionibus caveri

」, 

II 140.

（
57
） C

icero, pro C
aecina 52

「
も
し
、
わ
れ
わ
れ
の
子
供
奴
隷
に
、
文
言
か
ら
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
で
は
な
く
、
文
言
そ
の
ま
ま
に
わ
れ
わ
れ

の
言
う
こ
と
に
し
た
が
う
こ
と
だ
け
を
許
す
な
ら
ば
、
家
庭
内
の
命
令
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
だ
ろ
う
。」
現
代
の
文
献
で
は
夏
中
を
通
じ
て
暖

房
す
る
召
使
い
が
そ
の
た
め
の
好
例
で
あ
る
。

（
58
） 

「
法
律
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
価
値
が
あ
る
の
は
、
意
図
に
つ
い
て
わ
ず
か
で
曖
昧
な
情
報
し
か
与
え
な
い
文
言
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。leges 

nobis caras esse non propter litteras, quae tenues et obscurae notae sint voluntatis

」, II 141.

（
59
） C

icero de legibus II 9ff .

と
き
わ
め
て
広
汎
な
関
係
に
あ
る
。D

.1, 3, 1

及
び2

の
定
義
も
同
様
の
傾
向
を
も
つ
。
レ
ト
リ
ッ
ク
的
定
義
を

示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、de inv. II 143

「
法
律
は
、
文
言
か
ら
で
は
な
く
、
起
草
者
の
意
図
や
共
通
の
有
用
性
か
ら
な
る
。leges in consilio 

scriptoris et utilitate com
m
uni, non in verbis consistere

」。

九
八



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
七
三
）

（
60
） K

rÜger: G
esch

. d
. Q

u
ellen

 d
. röm

. R
ech

ts 2. A
ufl . S

.22 

（L
ivius V

II 17, 12

）

（
61
） 

こ
の
こ
と
及
び
以
下
の
こ
と
に
つ
い
て
、M

odestinus D
.1, 3, 7

「
法
律
の
効
用
は
命
令
し
禁
止
し
許
可
し
又
は
処
罰
す
る
に
在
り
」（legis 

virtus haec est: operare vetare perm
ittere punire

）.

（
62
） 
制
裁sanctio

と
そ
の
形
式
に
つ
い
て
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
、K

rÜger: a.a.O
.5, 21

を
参
照
。

（
63
） 

「
と
い
う
の
は
、
し
ば
し
ば
禁
止
す
る
と
こ
ろ
の
法
は
何
ら
か
の
例
外
に
よ
っ
て
命
じ
る
と
こ
ろ
の
法
律
を
修
正
す
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。saepe ea quae vetat quasi exceptione quadam

 corrigere videtur illam
 quae iubet

」, II 146.

（
64
） 

「
と
い
う
の
は
、
何
ら
か
の
部
分
に
対
し
て
書
か
れ
た
も
の
や
何
ら
か
の
特
定
の
事
柄
に
対
し
て
書
か
れ
た
も
の
は
、
事
案
に
よ
り
近
く
、
そ

し
て
裁
判
に
よ
り
関
係
が
深
い
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」II 146

、
す
な
わ
ち
、
弁
論
家
は
二
つ
の
法
が
妥
当
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
い
ず

れ
の
法
律
が
事
案
に
と
っ
て
よ
り
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
を
探
求
す
る
。

（
65
） 

原
則
：「
こ
れ
は
よ
り
明
晰
に
書
か
れ
た
も
の
が
よ
り
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
よ
り
確
実
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」, II 147.

（
66
） 

「
ど
こ
か
に
あ
る
も
の
に
よ
り
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
が
導
か
れ
る
場
合
」C

um
 ex eo quod uspiam

 est, ad id quod nusqua 

scriptum
 est, venitur.

（
67
） 

本
来
的
に
は
猶
予
期
間
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
場
合
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
（
袋
を
作
る
と
い
っ
た
）
動
機
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

箇
所
は
猶
予
期
間
が
存
在
し
な
い
と
い
う
原
則
（M

om
m
sen: R

öm
. S

trafrech
t 911, 3

）
に
と
っ
て
間
接
的
な
証
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
う
る
。

（
68
） 

弁
論
家
は
こ
う
言
う
：（II 151

）「
多
く
の
法
律
に
お
い
て
多
く
の
規
定
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

た
他
の
件
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
誰
も
省
略
さ
れ
た
と
は
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
…
…
。
法
律
家
は
こ
う
言
う

（Julianus

）:（D
.1, 3, 12

）「
法
律
若
は
元
老
院
議
決
は
問
題
と
為
る
べ
き
個
々
の
場
合
を
悉
く
其
の
規
定
中
に
網
羅
す
る
こ
と
を
得
ず
、
然
れ
ど

も
若
し
法
律
若
は
元
老
院
議
決
の
規
定
に
し
て
一
定
の
場
合
に
関
し
明
白
な
る
と
き
は
裁
判
官
は
こ
の
規
定
を
類
似
の
場
合
に
準
用
し
以
て
法
を
宣

言
す
る
こ
と
を
要
す
。」

（
69
） 

す
で
に
プ
ラ
ト
ンP

lato 

（im
 P

oliticus 294b

）、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
スA

ristoteles

『
政
治
学
』P

ol. III 16, 1287 a 1ff .（25:

「﹇
な
る
ほ
ど

た
し
か
に
法
律
が
規
定
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
も
の
は
や
は
り
人
間
だ
っ
て
識
る
こ
と
を
得
な
い
だ
ろ
う
。﹈

九
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
七
四
）

い
や
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
法
律
は
特
に
役
人
た
ち
を
教
育
し
て
自
分
の
し
残
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
「
最
善
の
判
断
に
よ
っ
て
」
裁
判
し
統
治
す

る
こ
と
を
彼
ら
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。﹇
そ
の
上
、
制
定
さ
れ
た
法
律
を
試
し
て
み
て
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
善
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
な
ら
、

そ
れ
へ
と
修
正
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
律
が
支
配
す
る
こ
と
を
命
ず
る
者
は
た
だ
神
と
理
性
と
だ
け
が
支
配
す
る
こ
と
を

命
ず
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。﹈…
。
成
文
に
よ
る
法
律
よ
り
も
慣
習
に
よ
る
法
律
の
方
が
い
っ
そ
う
権
威
あ
る
も
の
で
あ
る
。
…
。
今
日
で
も
法
律
が

規
定
し
得
な
い
二
三
の
こ
と
に
関
し
て
の
み
役
人
、
た
と
え
ば
裁
判
官
の
よ
う
な
の
が
判
定
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」。）『
ニ
コ
マ
コ

ス
倫
理
学
』E

th. N
ic.V

 14.

（
70
） 

例
え
ば
教
科
書
に
よ
っ
て
完
全
さ
を
要
求
さ
れ
な
い
文
体
論
と
の
違
い
に
つ
い
て
。C

icero, T
opica 34

「
そ
こ
で
、
弁
論
術
に
お
い
て
、
論

題
の
類
を
問
題
に
す
る
と
き
、
そ
の
類
に
属
す
る
種
が
い
く
つ
あ
る
か
は
、
完
全
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
ス
ケ
ー

マ
タschem

ata

」〔
詞
姿
〕
と
呼
ば
れ
る
、
語
と
文
の
修
飾
に
つ
い
て
、
教
え
ら
れ
る
と
き
、
同
じ
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
テ
ー
マ

に
は
限
界
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

（
71
） 

関
連
資
料
は
最
近M

. K
rÜger: M

. A
n

ton
ii et L

. L
icn

ii C
rassi fragm

en
ta 

（B
reslau 1909

）, 42f.

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
72
） Q

. M
ucius P

.F
. S

caevola. M
ax.

彼
と
同
名
の
法
学
者
と
の
違
い
に
つ
い
て
：A

. S
chneider: D

ie d
rei S

caevola C
iceros 

（M
Ünchen 

1879

）. 22ff .: P
. K

rÜger: G
esch

ich
te d

er Q
u

ellen
 d

es röm
isch

en
 R

ech
ts 2. A

ufl ., S
.64

（
ク
リ
ウ
ス
事
件
に
つ
い
て
、S

.136, 36

）

（
73
） 

﹇B
rutus 52:

﹈「
か
の
者
は
遺
言
者
た
ち
の
法
＝
権
利
に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
か
っ
た
の
か
？Q

uid ille non dixit de testam
entorum

 

iure?

」﹇C
icero: de oratore I 195.

↓B
rutus 52

﹈

（
74
） 

﹇B
rutus 196:

﹈「
書
か
れ
た
こ
と
が
無
視
さ
れ
、
意
思
が
勝
手
に
探
求
さ
れ
、
賢
明
な
る
法
律
家
の
解
釈
に
よ
っ
て
単
純
な
る
人
々
が
書
い

た
こ
と
が
ね
じ
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
ほ
ど
、
人
々
に
と
っ
て
害
悪
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？
…
市
民
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
つ
い
て
い
か
に
大
き
な
労
力

が
必
要
な
こ
と
か
？Q

uam
 captiosum

 esset populo, quod scriptum
 esset, neglegi et opinione quaeri voluntates et interpretatione 

disertorum
 scripta sim

plicium
 hom

inum
 pervertere....quam

 om
nio m

ulta de conservando iure civile?

」

（
75
） C

icero de legibus 1, 17

（
前
掲
註（
4
））
が
区
別
す
る
法
律
学
の
二
つ
の
時
代
、
十
二
表
法
に
始
ま
り
、
よ
り
形
式
主
義
的
で
あ
っ
た
時

代
と
、
法
務
官
の
告
示
に
発
し
、
解
釈
に
お
い
て
も
衡
平
が
一
般
に
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
を
想
起
さ
れ
た
い
。

一
〇
〇



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
七
五
）

（
76
） 

す
で
に
キ
ケ
ロ
は
こ
の
誤
っ
た
、
し
か
し
現
に
存
在
す
る
見
解
に
対
し
て
抗
議
し
て
い
る
、「
な
ぜ
な
ら
ば
、
弁
論
家
ク
ラ
ッ
ス
ス
自
身
は
、

法
学
者
に
対
抗
し
て
論
ず
る
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
百
人
審
判
所
で
事
情
を
述
べ
た
の
で
は
な
く
て
、
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
弁
護
し
た
こ
と
が
正
当

で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
論
点
に
対
し
て
た
ん
に
論
拠
を
提
示
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
義
父
で

あ
る
法
学
者
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
お
よ
び
多
数
の
き
わ
め
て
学
識
の
あ
る
人
々
を
援
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。」（pro C

aecina 69

）。
こ
の

ク
ラ
ッ
ス
ス
の
立
場
を
実
現
す
る
た
め
に
重
要
な
個
所
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
個
所
は
、KrÜger a.a.O

.S
.42f.

に
も
欠
落
し
て
い
る
。

（
77
） 

以
前
に
述
べ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
規
則
に
対
応
し
て
、
ク
ラ
ッ
ス
ス
は
、
一
般
的
な
証
明
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
、
文
言
解
釈
に
よ
っ
て
矛
盾
し

た
お
か
し
な
結
果
に
な
っ
た
法
律
や
元
老
院
決
議
を
引
用
し
た
。「
あ
の
と
き
君
は
ま
た
、
法
律
か
ら
も
、
元
老
院
決
議
か
ら
も
、
さ
ら
に
は
世
間

一
般
の
生
活
や
談
話
か
ら
も
実
例
を
数
多
く
拾
い
集
め
、
趣
意
に
で
は
な
く
、
文
言
に
文
字
通
り
従
え
ば
、
何
事
も
片
づ
か
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と

を
、
鋭
く
も
、
お
か
し
み
も
込
め
て
ウ
ィ
ッ
ト
も
利
か
せ
て
例
証
し
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
」。（de oratore 1, 243

）
古
い
十
二
表
法
の
文
言

「
舌
が
言
明
し
た
よ
う
にuti lingua nucupassit

」
は
無
効
と
さ
れ
、「
舌lingua

」﹇
文
言
﹈
は
「
意
思m

ens

」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

原
則
的
な
も
の
が
い
か
に
手
を
加
え
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
指
針
。
方
法
的
に
同
様
の
も
の
と
し
て
、C

icero pro C
aecina 54..

こ
れ
に
つ

い
て
、Q

uintilian V
II 6, 7.

（
78
） C

icero B
rutus 195; de oratore 1, 180; 244

の
記
事
に
よ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

（
79
） 

キ
ケ
ロ
は
次
の
よ
う
な
見
解
に
、
即
ち
、
彼
は
対
話
の
中
で
二
つ
の
見
解
を
主
張
さ
せ
、
彼
自
身
弁
論
家
の
た
め
に
法
学
的
知
識
を
要
求
す
る

者
た
ち
の
側
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
与
し
な
い
。
こ
の
誤
り
は
、
方
法
自
体
が
法
律
に
ま
っ
た
く
精
通
し
て
い
な
い
者
の
手
に
あ
っ
て
は
意

味
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
弁
論
は
「
文
言
と
意
思
に
基
づ
く
ス
タ
ト
ゥ
スstatus ex scripto et voluntate

」

の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
客
観
的
に
正
し
い
に
違
い
な
い
。

（
80
） 

「
あ
ら
ゆ
る
事
案
に
お
い
て
、
厳
格
法
の
理
よ
り
も
正
義
と
衡
平
の
理
が
優
越
す
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。placuit in om

nibus rebus 

praecipuam
 esse iusititae aequitatisque quam

 stricti iuris rationem
.

」（a.314

）C
. 3, 1, 8.

（P
aulus

）: 

「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
、

法
に
お
い
て
、
衡
平
が
も
っ
と
も
よ
く
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。in om

nibus quidem
 m

axim
e tam

en in iure aequitas spectanda est.

」

D
.50, 17, 90.

一
〇
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
七
六
）

（
81
） 

「
ル
キ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
は
、﹇
相
続
事
件
を
管
轄
す
る
﹈
百
人
審
判
所
に
お
い
て
、
華
麗
か
つ
内
容
豊
か
に
こ
の
見
解
を
擁
護
し
た
の
で
あ

る
が
、
最
高
の
法
学
識
者
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
ェ
ウ
ォ
ラ
の
反
論
に
対
し
て
、﹇『
死
後
に
生
ま
れ
る
は
ず
の
息
子
が
死
亡
し
た
と
き

に
（
相
続
人
と
な
れ
。）』
と
い
う
文
言
で
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
マ
ニ
ウ
ス
・
ク
リ
ウ
ス
が
、
そ
の
息
子
が
生
後
に
死
亡
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、

初
め
か
ら
生
ま
れ
も
し
な
か
っ
た
と
き
に
も
相
続
人
た
る
べ
き
こ
と
を
﹈
す
べ
て
の
人
に
容
易
に
立
証
し
て
み
せ
た
。」（pro C

aecina 53

）。
こ

れ
に
対
し
て
、「
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
方
は
…
…
彼
の
弁
護
を
も
っ
て
し
て
も
人
び
と
を
納
得
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
、
文
言
に
よ
っ
て
衡

平
を
攻
撃
し
て
い
る
と
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。」（pro C

aecina 67

）。

（
82
） 

す
で
に
以
前
に
（
§10

）、
キ
ケ
ロ
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
い
る
。「
ア
ウ
ル
ス
・
カ
エ
キ
ー
ナ
は
、
彼
自
身
が
厳
格
す
ぎ
る
法
を
援
用

し
た
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
苦
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。laborat A

. C
aecina, ne sum

m
o iure egisse...videatur

」、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
相

手
方
が
提
起
し
た
批
判
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
の
訴
権
選
択
を
め
ぐ
る
法
制
史
的
に
は
き
わ
め
て
重
要
な
一
節

（
§8ff .

）
を
締
め
く
く
る
。
こ
の
節
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、W

lassak

に
よ
っ
て
方
式
書
訴
訟
の
理
解
の
た
め
に
評
価
さ
れ
て
い
る
（D

ie 

klassisch
e P

rozessform
el I 

（924
） S.17

及
び
随
所
）。

（
83
） 

こ
の
形
と
、
造
語
の
上
で
は
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
対
立
的
な
表
現
「
至
高
の
法
に
よ
っ
てoptim

o iure

」
と
比
較
せ
よ
。

（
84
） 

レ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
タ
シ
ス
論
に
お
け
る
対
立
の
定
式
化
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
手
掛
か
り
が
あ
る
。
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
同
時
代
人
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス

は
、「
為
さ
れ
たfactum

、
為
さ
れ
な
か
っ
たnon factum

」
と
い
う
推
定
ス
タ
ト
ゥ
ス
と
並
ん
で
、「
法ius

、
不
法iniuria

」
を
設
定
し
た
。

Q
uintilian III 6, 45; C

icero T
opica 82

「﹇
理
論
的
な
問
い
は
三
種
類
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
か
否
か
、
何
で
あ
る
か
、
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
、
を
問
う
。﹈
こ
れ
ら
の
う
ち
第
一
の
も
の
は
推
定
に
よ
っ
て
、
第
二
の
も
の
は
定
義
に
よ
っ
て
、
第
三
の
も
の
は
正
と
不
正
の
区
別
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
」。

（
85
） 

ロ
ー
マ
の
法
律
家
は
実
際
衡
平
と
そ
の
妥
当
性
を
解
釈
の
中
に
完
全
に
取
り
入
れ
た
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
発
展
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。

彼
ら
の
学
問
的
な
論
争
の
中
で
、
こ
の
対
立
が
登
場
す
る
が
、
闘
争
的
な
標
語
が
前
提
に
す
る
形
式
と
は
ま
っ
た
く
別
の
形
式
を
と
る
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ばIav.7 E

pist.D
.50. 16. 116: 

「『
誰
で
あ
れ
他
の
（
息
子
）
又
は
息
子
の
息
子
が
私
の
相
続
人
た
れ
』﹇
と
い
う
文
言
﹈
に
つ
い
て
、

ラ
ベ
オ
は
娘
は
含
ま
れ
な
い
と
し
、
プ
ロ
ク
ル
ス
は
こ
れ
に
反
対
。
ラ
ベ
オ
は
文
言
の
趣
旨
に
従
い
、
プ
ロ
ク
ル
ス
は
遺
言
者
の
意
思
に
従
う
も
の

一
〇
二



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
七
七
）

と
私
に
は
考
え
る
。
同
人
は
、
ラ
ベ
オ
の
見
解
が
真
実
で
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
、
と
同
人
は
解
答
し
た
（
私
は
解
答
し
たF

2

）。“Q
uisquis 

m
ihi alius 

（fi lius

） fi lii fi liusve heres sit”: L
abeo non videri fi liam

 contineri, P
roculus contra. M

ihi L
abeo videtur verborum

 

fi guram
 sequi, P

roculus m
entem

 testantis, respondit 

（respondi F
2

）: non dubito, quin L
abeonis sententia vera non sit.

」

（
86
） 
例
え
ばK

rÜger: G
esch

ich
te d

er Q
u

ellen 2.A
ufl . S

.50f.

（
87
） 

法
の
倫
理
的
な
基
礎
と
い
う
観
念
に
、
ス
ト
ア
哲
学
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
少
く
は
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
し
ば
し
ば
過
大
評
価
の

表
現
に
遭
遇
す
る
。「
ス
ト
ア
の
自
然
法
は
、
理
性
に
基
づ
く
正
義
の
要
請
に
よ
っ
て
、
キ
ケ
ロ
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
の
体
系
的
基
礎
づ
け
に
役
立
っ

た
」（E

benhard N
estle: “G

riechische N
aturrechtstheorien” in H

u
m

an
ist. G

ym
n. 1926, S

.156.

）。

（
88
） 

弁
証
家dialectici
に
対
す
る
激
し
い
非
難
と
法
解
釈
に
と
っ
て
の
彼
ら
の
無
用
性
は
、『
ヘ
レ
ン
ニ
ウ
ス
へ
』A

uctor ad H
erennium

 2, 16

（
曖
昧
性am

phibolia

を
契
機
に
し
て
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。C

icero, B
rutus 152

が
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
カ
に
つ
い
て
の
知
識

を
称
讃
し
て
い
る
こ
と
は
と
く
に
ス
ト
ア
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

（
89
） 

「
そ
れ
ゆ
え
、
論
拠
の
ト
ポ
ス
を
注
意
深
く
探
求
す
れ
ば
、
弁
論
家
や
哲
学
者
は
も
と
よ
り
、
法
学
者
も
彼
ら
の
諮
問
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て

豊
か
に
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。」（T

opica 66

）

（
90
） 

以
下
の
こ
と
は
異
議
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ト
レ
バ
テ
ィ
ウ
ス
は
弁
論
術
教
師
を
訪
ね
た
が
そ
の
結
果
は
空
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、

こ
の
弁
論
術
教
師
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
類
似
の
ト
ピ
カ
の
基
本
線
を
教
え
る
こ
と
も
、
教
科
書
（『
ヘ
レ
ン
ニ
ウ
ス

へ
』『
構
想
論
』『
弁
論
家
に
つ
い
て
』）
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
キ
ケ
ロ
の
指
示
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
媒
介
者

と
し
て
考
慮
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
91
） 

こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
ま
っ
た
く
偏
向
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
た
め
に
キ
ケ
ロ
が
、
す
で
に
歴
史
的
と
な
り
当
時
も
は
や
隔
絶
し
た
法

律
学
の
時
代
か
ら
い
か
に
素
材
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
が
注
目
さ
れ
る
（S

.25ff .

）。
批
判
さ
れ
て
い
る
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
キ
ケ
ロ
が
言
う
と
こ

ろ
の
「
法
律
家Jurist

」
と
は
ま
っ
た
く
別
の
タ
イ
プ
の
法
律
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
キ
ケ
ロ
は
そ
の
こ
と
を
後
に
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
世
論
的
な
誤
解
は
、
継
続
的
な
発
展
が
な
お
進
行
中
で
あ
り
、
閉
じ
ら
れ
た
成
果
に
し
か
目
が
い
か
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
92
） 

こ
の
こ
と
並
び
に
方
式
書
作
成
に
お
け
る
法
律
家
の
役
割
に
つ
い
て
、W

lassak: D
ie klassisch

e P
rozessform

el I 

（1926

）, A
bschnitt 

一
〇
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
七
八
）

II und III

を
参
照
。
そ
の
表
現
と
し
て
、pro C

aecina 65: 

「
彼
ら
は
文
言
に
仕
込
ま
れ
た
罠
や
綴
り
の
罠
を
非
難
す
る
。aucupia verborum

 

et litterarum
 tendiculas in invidiani vocant.

」C
. 2. 57. 1: 

「
文
言
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
危
険
を
も
た
ら
す
法
の
方
式Iuris form

ulae 

aucupatione syllabarum
 insidiantes

」。

（
93
） Ihering, G

eist d
es röm

isch
en

 R
ech

ts II 468ff .; 475; 479ff .

（
94
） 

「
ク
ラ
ッ
ス
ス
か
ら
返
っ
て
き
た
返
答
は
彼
の
問
題
に
都
合
の
よ
い
返
答
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
真
実
を
つ
い
た
返
答
で
あ
っ
た
。V

erum
 

m
agis quam

 ad suam
 rem

 adcom
m
odatum

.

」（de orat. 1, 239

）。

（
95
） 

そ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
定
式
化
さ
れ
て
い
る
（「
衡
平
に
賛
成
し
法
に
反
対
し
て
多
く
の
こ
と
を
論
じ
るulta pro aequitate contra ius 

dicere

」）。

（
96
） 

こ
れ
に
つ
い
て
、W

lassak a.a.O
.25ff .

（
97
） 

「
市
民
法
か
ら
た
ん
に
あ
る
知
識
だ
け
で
は
な
く
、
善bonitas

（
悪m

alitia

の
反
対
語
、T

opica 47

を
参
照
）
さ
え
も
生
ま
れ
た
と
見
ら
れ

る
ほ
ど
、
法
に
精
通
し
、
か
つ
学
識
を
も
っ
た
人
。」

（
98
） 

方
法
の
発
展
的
形
成
と
と
も
に
対
象
の
限
定
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
古
法
学
者
た
ち
に
つ
い
て
、
キ
ケ
ロ
は
（de 

or. III 133

）「
つ
ま
り
、
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
自
分
た
ち
の
回
答
の
対
象
と
し
たde om

ni denique aut offi  cio aut negotio

」
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
ケ
ロ
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
い
ま
だ
知
の
専
門
化
（
換
言
す
る
と
い
ま
だ
学
問
）
が
成
立
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
の
主
た
る
例
示
な
の
で
あ
る
。nostros hom

ines...om
nia, quae quidem

 tum
 haec civitas nosset, solitos esse com

plecti.

こ
れ
に

対
し
て
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
は
、『
ト
ピ
カ
』（51

）
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
法
の
事
案
に
つ
い
て
、
事
実
問
題
が
対
象
に
な
る
場
合
に
は

回
答
を
拒
絶
し
た
。
即
ち
、「
わ
が
友
人
ガ
ッ
ル
ス
﹇
＝
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
﹈
は
、
誰
か
が
彼
の
と
こ
ろ
へ
事
実
に
関
す
る
問
題
を
持
ち
込
ん
だ
と
き

に
、『
こ
れ
は
法
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
、
キ
ケ
ロ
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
な
り
』
と
い
う
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。nihilo hoc ad nos

--ad 

C
iceronem

 inquiebat G
allus noster, si quid ad eum

 quid tale tettulerat, ut de facto quaeretur.

」、
と
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
ガ
ッ
ル
ス

が
法
学
の
対
象
領
域
を
は
っ
き
り
と
限
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
峻
別
は
ス
タ
シ
ス
論
の
術
語
に
よ
っ
て
も
さ
ら
に
活
気
あ
る
も
の

と
な
る
。
事
実
問
題
は
、「
定
義defi nitio

」
と
法
律
解
釈
の
す
べ
て
の
「
問
題quaestiones

」
が
そ
れ
に
数
え
ら
れ
る
当
の
属
性
問
題
と
峻
別
さ

一
〇
四



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
七
九
）

れ
る
。
こ
の
峻
別
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（『
弁
論
術
』R

het.c.1. 1354 a27

）
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
、
ス
タ
シ
ス
論
に
よ
っ
て
さ
ら
に
推
し
進
め

ら
れ
た
。
キ
ケ
ロ
は
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』pro C

aecina 71

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
対
置
を
通
じ
て
、
彼
な
り
に
こ
れ
を
用
い
て
い
る
。「
他

の
争
い
や
裁
判
に
お
い
て
、
あ
る
こ
と
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
…
…
法
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
何
も
な
い
。in 

ceteris controversiis atque iudiciis cum
 quaeritur aliquid factum

 necne sit --in iure nihil est eiusm
odi.

」、
と
。

（
99
） 

「
よ
き
判
決
で
あ
る
が
、
し
か
し
理
由
付
け
が
悪
い
」、K

ohler: S
h

akespeare vor d
em

 F
oru

m
 d

er Ju
rispru

d
en

z 

（1883

） S
.88.

そ

こ
で
は
、「
衡
平aequitas

」
の
理
論
と
の
さ
ら
な
る
関
係
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
100
） 

「
法
学
者
の
見
解
も
認
め
ら
れ
ず
市
民
法
（
こ
こ
で
は
「
法
学
者
が
法
と
考
え
て
い
る
も
の
」
の
意
味
）
も
事
件
に
お
い
て
つ
ね
に
妥
当
す
る

必
要
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
、
公
然
と
裁
判
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
時
に
は
才
能
の
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
と
い
う
の
は
驚
く

べ
き
こ
と
だ
と
私
に
は
い
つ
も
思
わ
れ
る
。」（
§67

）

（
101
） 

セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
の
、
全
面
的
な
評
価
は
ま
だ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（A

rno

の
最
新
の
研
究
、S

cu
ola M

u
cian

a e scu
ola 

S
ervian

a

は
書
評
で
は
知
っ
て
い
る
：Z

tsch
r. S

av. S
t. R

o. A
. 46, 392ff ; 485

）。B
runs-L

enel 

（in H
oltzen

d
orffs E

n
cycl. 7.A

ufl . 1, 

345

）「
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
、〝
完
全
な
ギ
リ
シ
ア
│
ロ
ー
マ
的
教
養
を
法
律
学
の
た
め
に
用
い
た
〞」、
と
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
は
キ
ケ
ロ
な
し
に

は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
源
泉
と
し
て
の
キ
ケ
ロ
か
ら
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
が
法
律
学
に
用
い
ら
れ
た
教
養
の
範
囲
と
方
法
が
推
論
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。P
. Jörs

へ
の
追
悼
辞
（Z

tsch
r. S

av.S
t,.59 S

.IX

）
に
、
彼
の
言
葉
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。「
私
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・

ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
・
ル
フ
ス
に
関
す
る
研
究
か
ら
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
ロ
ー
マ
法
学
史
に
ま
で
発
展
し
た
」、
と
。
こ
の
こ
と
は
ま
っ
た

く
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
、
共
和
政
期
の
早
期
の
発
展
が
後
の
古
典
法
学
者
の
基
礎
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

法
律
学
は
、
ム
キ
ウ
ス
で
は
な
く
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
を
通
じ
て
は
じ
め
て
学
問
と
な
っ
た
。
ム
キ
ウ
ス
に
対
す
る
叱
責
の
言
葉
は
、
伝
承
に
よ
れ
ば
、

彼
を
法
律
学
へ
と
〝
改
宗
〞
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

（
102
） 

死
者
に
対
す
る
追
悼
辞
。
因
み
に
、
キ
ケ
ロ
は
、
記
念
碑
の
建
立
に
対
す
る
形
式
的
な
異
議
に
対
し
て
「
意
思
に
基
づ
く
解
釈interpretatio 

ex voluntate

」
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
§3

「
わ
れ
わ
れ
の
父
祖
が
問
題
に
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
向
で
あ
っ
た
と
私
は
解
釈
す
る
。

sic interpretor sensisse m
aiores nostros

」。
レ
ト
リ
ッ
ク
的
に
関
心
が
あ
る
の
は
、
こ
こ
で
ス
タ
シ
ス
論
が
元
老
院
に
お
け
る
「
意
向

一
〇
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
八
〇
）

sententia

」
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
103
） C

icero: B
rutus 151.

（
104
） 
わ
れ
わ
れ
の
研
究
が
追
求
す
る
二
つ
の
主
要
な
概
念
、「
意
思
と
衡
平voluntas et aequitas

」
に
関
係
し
た
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
の
問
題

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
方
法
論
的
な
異
議
は
こ
こ
で
提
示
し
た
素
材
の
結
果
で
あ
る
。「
意
思voluntas

」
と
か
「
衡

平aequitas
」
と
い
っ
た
特
殊
「
ビ
ザ
ン
ツ
的
」
な
概
念
の
吟
味
の
際
に
、
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
や
脚
色
の
疑
い
の
あ
る
同
じ
法
源
か
ら
た
だ
た

だ
締
め
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
際
立
っ
た
古
典
法
学
の
構
成
の
際
に
、「
論
点
先
取
りpetitio principii

」
が
混
在
し
て
い
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
が
影

響
を
与
え
た
の
は
ビ
ザ
ン
ツ
法
学
者
だ
け
で
あ
る
と
か
、
よ
う
や
く
ビ
ザ
ン
ツ
法
学
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
ら
み

の
標
語
に
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
。
し
か
し
レ
ト
リ
ッ
ク
が
そ
の
最
も
強
力
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ま
さ
に
学
問
へ
と
成
長
す
る
初
期
の
法
律
学

（
小
ム
キ
ウ
ス
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
、
帝
政
最
初
の
一
世
紀
）
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
学
固
有
の
学
校
組
織
や
伝
統
が
完
全
に
固
定
的

と
な
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
法
源
に
お
け
る
「
意
思voluntas

」
と
「
衡
平aequitas

」
の
役
割
を
判
断
す
る
た
め
に
一
層
の
解
明
を
必
要
と
す

る
こ
と
は
、
筆
者
の
見
解
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
結
果
で
あ
る
。「
意
思
と
文
言voluntas et verba

」
に
つ
い
て
、G

radenw
itz: 

In
terpolation

en
 in

 d
en

 P
an

d
ekten

 K
ap. V

III.

爾
来
「
意
思voluntas

」
は
ま
さ
に
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
の
鉱
脈
を
発
見
す
る
占
い
棒
で

あ
る
。「
衡
平aequitas

」
に
つ
い
て
は
、
就
中P

ringsheim
, Z

tsch
r. S

av. S
tift. 42, 641ff .

、
彼
は
古
典
法
学
者
に
お
け
る
「
衡
平aequitas

」

の
役
割
に
つ
い
て
正
し
く
な
い
（A

bschnitt C
, S

.644
は
十
分
で
は
な
い
）。

（
105
） 

「
こ
れ
に
関
連
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
阻
害
し
、
市
民
法
を
学
ぼ
う
と
い
う
意
欲
を
阻
喪
さ
せ
て
い
る
点
で
は
、
例
の
法
学
者
た
ち
も
同
断
だ
。

と
い
う
の
も
、
カ
ト
ー
の
書
を
見
て
も
、
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
の
書
を
見
て
も
、
相
談
を
受
け
た
市
民
法
の
問
題
に
関
し
て
男
性
に
で
あ
れ
女
性
に
で
あ

れ
ど
う
答
え
た
か
採
録
し
て
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
個
人
名
を
挙
げ
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ぞ
か
し
相
談
の
案
件
、
疑
問
の
案
件
が

事
柄
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
人
物
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
だ
と
わ
れ
わ
れ
に
思
わ
せ
よ
う
と
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。」de oratore 2, 142 

（de 

legibus 2, 47

と
比
較
せ
よ
）。

（
106
） C

icero: de inventione 1, 8; de oratore 2, 133.

（
107
） 

「
し
か
し
事
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
コ
ポ
ニ
ウ
ス
や
ク
リ
ウ
ス
と
い
う
個
人
の
名
は
、
証
明
の
充
実
度
や
、
係
争
の
本
質
的
な
正
確
と
は
何
の

一
〇
六



法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
（
吉
原
）

（
二
八
一
）

関
係
も
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
す
べ
て
対
象
と
な
る
事
実
が
属
す
る
一
般
的
・
包
括
的
な
も
の
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

個
々
の
時
や
個
人
に
依
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
だ
。
…
…
普
遍
的
な
法
に
基
づ
き
、
包
括
的
な
も
の
に
関
わ
る
問
題
が
求
め
る
の
は
、
個
々
人

の
名
な
の
で
は
な
く
、
理
論
的
な
弁
論
な
の
で
あ
り
、
証
明
の
源
泉
（
す
な
わ
ち
ト
ポ
ス
）
な
の
で
あ
る
。」（de or. 2, 141

）

（
108
） 
「
時
や
個
人
は
確
か
に
介
在
し
は
す
る
が
、
係
争
は
、
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
・
包
括
的
問
題
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（de oratore 2, 139

）

（
109
） 

ま
さ
に
こ
う
し
た
関
連
か
ら
、
法
学
文
献
へ
の
批
判
を
含
ん
だ
前
述
の
箇
所
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
説
明
全
体
か
ら
す
る
と
、
ロ
ー
マ
の
弁
論

家
は
フ
ォ
ル
ム
の
実
践
に
基
づ
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
学
校
レ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
も
一
般
的
包
括
的
問
題
の
理
論
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
110
） 

ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
そ
の
後
の
説
明
の
た
め
に
、
法
学
的
な
事
例
に
助
け
を
求
め
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
！
し
か
し
こ
の
点
で
、
学
校

教
師
は
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
に
勝
利
し
た
（「
同
様
に
そ
う
し
た
こ
と
が
学
校
で
も
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
驚
き
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
は

そ
う
し
た
も
の
は
、
故
意
に
作
り
出
さ
れ
る
。Q

uo m
inus id accidere in scholis m

irum
 est: ibi etiam

 ex industria fi ngitur.

」, V
II, 6

）

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
虚
構
さ
れ
た
事
例
と
い
う
ぼ
ん
や
り
と
し
た
幻
影
が
積
み
重
な
っ
た
作
品
と
の
引
き
替
え
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
キ
ケ
ロ
の
場
合
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
作
品
は
「
法
廷
で
の
討
論disputatio fori

」
が
響
き
渡
っ
て
い
る
。
し
か
し
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ

ア
ヌ
ス
は
残
念
な
が
ら
そ
も
そ
も
「
法
」ius
の
生
き
た
理
解
を
持
っ
て
い
な
い
。
彼
は
し
ば
し
ば
そ
れ
を
称
讃
す
る
が
、
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
処
方

箋
が
た
だ
ち
に
認
識
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
111
） 

比
較
せ
よ
：Ivo P

faff : Z
u

r L
eh

re vom
 sogen

. in
 frau

d
em

 legis agere 

（1892

）.

ラ
テ
ン
語
の
表
現
は
例
え
ばC

.1. 14. 5pr.: 

朕
惟
ふ

に
法
文
の
文
字
を
厳
守
し
て
そ
の
精
神
を
失
は
し
め
ん
と
企
つ
も
の
は
そ
の
実
に
於
い
て
法
律
に
違
反
す
る
も
の
た
る
こ
と
疑
な
き
と
こ
ろ
な
り
。

故
に
法
律
条
文
の
趣
旨
に
反
し
て
故
意
に
屢
々
そ
の
法
文
の
文
字
を
悪
用
し
て
相
手
方
を
苦
し
む
る
も
の
は
法
律
に
定
め
た
る
刑
罰
を
免
く
る
こ
と

を
得
ざ
る
も
の
と
す
。N

on dubium
 est in legem

 com
m
ittere eum

, qui verba legis am
plexus contra legis nititur voluntatem

: nec 

poenas insertas legibus evitabit, qui se contra iuris sententiam
 scaeva praerogativa verborum

 fraudulenter excusat.

」

（
112
） P

. Jörs: R
öm

isch
e R

ech
tsw

issen
sch

aft zu
r Z

eit d
er R

epu
blik 1, 283ff .

は
、
レ
グ
ラ
法
学
と
い
う
観
念
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
レ
グ
ラ
法
学
も
、
解
釈
の
原
理
の
発
見
と
定
式
化
の
主
要
な
貢
献
を
な
し
た
と
さ
れ
る
（S

.294

）。
そ
こ
に
は
「
文
言
と
意
思

一
〇
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
八
二
）

scriptum
 et voluntas

」
に
関
わ
る
解
釈
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
範
囲
で
、
こ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
ら
ず
、
レ
グ
ラ
的
方
法
の
学

問
的
意
味
（S

.295

）
が
そ
の
他
の
点
で
は
冷
静
に
判
断
す
る
優
れ
た
著
作
の
中
で
過
大
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
上
に
あ
げ
た
法
律
学
へ
の
批
判

（C
icero: de oratore 2, 142

）
をJoers

は
そ
れ
ゆ
え
緩
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
113
） 
こ
れ
に
つ
い
て
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
「
朕
惟
ふ
に
法
律
の
解
釈
権
は
朕
に
の
み
存
す
る
も
の
な
り
。
こ
の
故
に
公
平
な
る
條
理
と

厳
正
な
る
法
律
と
の
調
和
に
関
す
る
解
釈
の
権
利
は
朕
の
公
務
の
一
に
し
て
実
に
朕
に
の
み
存
す
る
も
の
と
知
る
べ
き
な
り
。」C

.1, 14, 1

。
し
か

し
、
ユ
帝
は
彼
の
要
求
を
文
言
に
於
て
将
来
的
に
拘
束
力
を
有
す
る
新
し
い
法
典
編
纂
の
存
在
に
基
づ
か
せ
て
い
る
：「
然
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
法
律

に
不
明
の
点
あ
ら
ば
立
法
者
た
る
皇
帝
は
そ
の
解
釈
権
に
よ
り
て
解
釈
し
て
以
て
法
律
の
厳
に
失
す
る
も
の
又
は
人
道
と
調
和
せ
ざ
る
も
の
を
調
整

せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
。」（
四
五
四
年
）。

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
課
題
番
号22530008

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。 一

〇
八
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