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キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察

吉　
　

原　
　

達　
　

也

「
審
理
員
諸
君
よ
、
私
は
、
最
初
に
別
の
審
理
で
行
な
っ
た
の
と
は
全
く
違
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
本
日
の
弁
護
に
の
ぞ
む
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
そ
の
当
時
、
わ
れ
わ
れ
の
弁
護
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
私
の
弁
護
の
仕
方
に
か
か
っ
て
い
た
が
、
今
は
、
相
手
方
の
自
白
に
か
か
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。」（C

icero, C
aec. 3

）

一
．
は
じ
め
に

先
に
シ
ュ
ト
ル
ー
『
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
機
会
を
得
た

（
1
）

が
、
そ
の
構
想
の
中
で
ロ
ー
マ
法
学
と
レ
ト
リ
ッ

ク
を
め
ぐ
っ
て
、
キ
ケ
ロ
の
民
事
弁
論
の
一
つ
、
前
六
九
年
の
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』P

ro C
aecin

a

に
重
要
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て

い
る

（
2
）

。
本
弁
護
論
は
、
い
わ
ゆ
る
占
有
を
め
ぐ
る
非
常
に
複
雑
な
事
実
関
係
と
「
暴
力
に
関
す
る
特
示
命
令
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
法
的
議

論　

説

一
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（
二
）

論
の
展
開
を
含
ん
で
い
る
点
で
、
当
時
の
ロ
ー
マ
法
の
具
体
的
な
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
事
案
で
あ
る
。
実
際
キ
ケ
ロ
の
す

べ
て
の
弁
論
の
中
で
も
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
は
お
そ
ら
く
当
時
の
市
民
法
に
最
も
密
接
に
関
係
し
た
事
案
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
廷
弁
論
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
状
況
に
応
じ
て

相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
ま
た
切
り
離
さ
れ
て
、
き
わ
め
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
、
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
明
確
な
法
の
実
像
へ
と
た
だ
ち
に

導
い
て
く
れ
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
こ
の
事
件
が
提
起
す
る
重
要
な
法
律
問
題
に
つ
い
て
長
い
学
説
の
積
み

重
ね
の
歴
史
が
あ
り
、
現
在
も
法
学
者
間
で
必
ず
し
も
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
こ
う
し
た
事
情
を
物
語
っ
て
い
る

の
で
あ
る

（
3
）

。
事
実
、
キ
ケ
ロ
が
カ
エ
キ
ー
ナ
を
弁
護
し
た
理
由
、
目
的
、
真
意
を
言
葉
通
り
と
し
て
信
頼
し
て
よ
い
か
は
ま
た
別
の
問
題

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ケ
ロ
の
陳
述
は
、
も
と
よ
り
き
わ
め
て
詳
細
で
あ
り
、
明
ら
か
に
カ
エ
キ
ー
ナ
を
非
の
打
ち
所
の
な
い

人
物
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
こ
と
自
体
も
果
た
し
て
真
実
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
望
む
べ
く

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
留
保
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
中
に
う
か
が
え
る
キ
ケ
ロ
と
相
手
方

弁
護
人
ピ
ソ
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
法
廷
論
争
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
再
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ロ
ー
マ
の
法

廷
弁
論
が
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
は
、
審
理
員
面
前
で
の
第
三
回
聴
聞
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
の
弁
論
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
4
）

。
冒
頭
に
引
用
し
た
よ
う

に
、
キ
ケ
ロ
は
、
こ
の
三
度
目
の
弁
論
に
お
い
て
、
事
件
の
弁
護
方
法
が
、
こ
れ
ま
で
の
審
理
と
は
違
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
こ
と
を
記
し

て
い
る
（C
aec. 3

）。
キ
ケ
ロ
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
は
キ
ケ
ロ
自
身
の
、
つ
ま
り
「
私
の
弁
護
にin defensione m

ea

」

か
か
っ
て
い
た
が
、
今
回
は
、「
相
手
方
の
自
白
にin confessione adversarii

」
と
被
告
側
が
提
出
し
た
証
人
に
依
拠
し
た
か
た
ち
に

組
み
替
え
ら
れ
て
い
る
（C

aec. 29

）。
キ
ケ
ロ
は
、
原
告
が
争
っ
て
い
る
こ
と
を
被
告
側
が
認
諾
し
な
が
ら
、
法
律
を
め
ぐ
る
些
末
な
議

二
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（
三
）

論
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
自
ら
の
責
任
を
認
め
て
い
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
被
告
側
の

戦
略
変
更
は
二
度
の
延
期
を
も
た
ら
し
、
判
決
の
大
幅
な
遅
滞
を
ま
ね
い
た
と
批
判
さ
れ
る
（C

aec. 5-9

）。

例
え
ば
フ
ラ
イ
ヤ
ー

（
5
）

は
、
こ
の
第
三
回
聴
聞
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
の
戦
略
に
お
け
る
変
更
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
被
告
側
の
仕
掛
け

に
対
抗
す
る
た
め
に
、
原
告
側
弁
護
人
キ
ケ
ロ
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
主
張
を
練
り
直
し
た
か
。『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
伝
え
ら
れ
る

か
ぎ
り
で
、
そ
れ
ま
で
の
原
告
側
・
被
告
側
双
方
が
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
戦
略
を
立
て
て
い
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
更

さ
れ
て
い
る
か
。
第
三
回
目
の
弁
論
に
お
い
て
、
キ
ケ
ロ
が
な
ぜ
当
初
の
戦
略
を
抛
棄
し
た
の
か
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由

は
何
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
の
当
初
の
弁
論
は
、
自
分
自
身
の
主
張
と
証
人
と
に
依
拠

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
で
は
、
原
告
側
証
人
へ
の
言
及
は
終
盤
の
第
九
四
節
で
一
度
だ
け
に
と
ど
ま

る
。
そ
れ
は
カ
エ
キ
ー
ナ
が
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
を
訪
ね
て
、
コ
ロ
ヌ
ス
（colonus

、
小
作
人
、
賃
借
人

（
6
）

）
の
勘
定
書
を
受
け
取
っ
た
こ
と

に
関
す
る
証
言
で
あ
っ
た
。
原
告
側
キ
ケ
ロ
の
弁
論
は
、
当
初
こ
の
点
に
一
つ
の
論
拠
を
置
い
て
い
た
。
第
三
回
目
の
弁
論
で
は
こ
の
点

は
後
景
に
退
き
、
相
手
方
証
人
の
証
言
か
ら
有
利
な
状
況
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
。

二
．
事
件
の
概
要

こ
こ
で
本
事
件
の
概
要
を
キ
ケ
ロ
（C

aec. 10-23

）
に
よ
り
な
が
ら
記
し
て
お
き
た
い

（
7
）

。

マ
ル
ク
ス
・
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
は
、
エ
ト
ル
リ
ア
の
タ
ル
ク
イ
ニ
イ
の
出
身
で
、
故
郷
で
も
立
派
な
人
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
で
手
び
ろ
く
銀
行

業
を
営
ん
で
い
た

（
8
）

。
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
は
、
同
郷
の
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
と
結
婚
し
た
。
彼
女
も
ま
た
生
前
の
行
な
い
や
遺
言
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
立

三
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（
四
）

派
な
女
性
で
あ
っ
た
（C

aec. 10

）。

フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
は
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
と
の
結
婚
に
あ
た
っ
て
タ
ル
ク
イ
ニ
イ
に
あ
る
土
地
を
妻
に
売
却
し
た
。
そ
れ
は
、
妻
が
持
参
し
て
き
た
嫁
資
た
る

金
銭
を
土
地
に
投
資
さ
せ
る
形
式
を
と
ら
せ
、
彼
女
が
安
全
に
財
産
を
も
ち
つ
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
フ

ル
キ
ニ
ウ
ス
は
銀
行
業
を
や
め
、
妻
の
所
有
と
な
っ
て
い
た
さ
き
の
土
地
に
隣
接
す
る
土
地
を
購
入
し
た
。
そ
の
後
、
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
は
死
亡
し
、
遺
言

で
、
妻
と
の
間
に
も
う
け
た
同
名
の
子
マ
ル
ク
ス
を
自
身
の
相
続
人
に
指
定
し
、
そ
し
て
、
同
時
に
、
妻
の
方
は
、
遺
贈
を
通
じ
て
、
そ
の
息
子
マ
ル
ク

ス
と
共
同
し
て
、
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
の
全
財
産
を
使
用
・
収
益
す
る
権
利
を
取
得
し
た
（C

aec. 11

）。

と
こ
ろ
が
間
も
な
く
そ
の
息
子
マ
ル
ク
ス
も
死
亡
す
る
。
そ
の
遺
言
で
、
息
子
の
マ
ル
ク
ス
は
、
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
セ
ン
ニ
ウ
ス
な
る
人
物
を
相
続

人
に
指
定
し
、
自
身
の
妻
に
は
多
額
の
金
を
、
財
産
の
大
部
分
を
母
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
に
遺
贈
し
て
お
い
た
。（C

aec. 12

）　

相
続
人
が
遺
贈
を
決
済
す
る

た
め
に
相
続
財
産
の
競
売
を
行
な
っ
た
と
き
、
本
件
の
被
告
に
あ
た
る
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
登
場
し
て
き
た
。
彼
は
、
親
族
で
も
友
人
で
も
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
寡
婦
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
に
と
り
い
り
、
取
引
に
無
知
な
の
を
利
用
し
て
、
自
身
の
利
益
を
得
て
い
た
。（C

aec. 13

）　

キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、
ア

エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
に
対
す
る
評
価
は
。「
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
は
た
ち
の
よ
く
な
い
男
で
あ
る
」
と
手
厳
し
い
。（C

aec.  14

）

ロ
ー
マ
で
の
競
売
の
さ
い
に
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
、
友
人
や
親
戚
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
遺
言
に
よ
っ
て
え
た
現
金
で
、
亡
夫
か
ら
購
入
し
て
い
た
あ
の

土
地
に
隣
接
す
る
彼
の
土
地
を
購
入
し
て
お
く
の
が
こ
の
さ
い
得
策
で
あ
る
と
考
え
、
自
身
の
た
め
に
土
地
を
購
入
す
る
よ
う
に
他
な
ら
ぬ
そ
の
ア
エ
ブ

テ
ィ
ウ
ス
に
委
任
し
た
（C

aec. 15

）。
多
く
の
競
売
買
主
が
現
わ
れ
た
が
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
ヘ
の
遠
慮
も
あ
り
、
結
局
そ
の
土
地
は
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス

が
落
札
し
、
彼
は
銀
行
業
者
に
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
た
。
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
、
こ
の
競
売
が
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
購
入
代
金
を
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ

ス
に
支
払
っ
た
（C

aec. 16

）。
以
上
の
こ
と
を
経
て
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
土
地
を
占
有
し
、
そ
れ
を
他
人
に
賃
貸
し
た
。

そ
の
後
時
を
お
か
ず
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
と
再
婚
し
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
遺
言
を
の
こ
し
て
死
亡
し
た
。
す
な

わ
ち
、
カ
エ
キ
ー
ナ
に
七
二
分
の
六
九
、
前
夫
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
が
解
放
し
て
や
っ
た
奴
隷
に
七
二
分
の
二
、
そ
し
て
問
題
の
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
に
七
二
分

の
一
と
い
う
割
合
で
相
続
人
に
指
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
七
二
分
の
一
が
問
題
の
焦
点
で
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
こ
れ
を
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
今
ま
で
の

忍
耐
と
骨
折
へ
の
報
酬
と
考
え
た
が
、
一
方
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
対
立
の
源
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。（C

aec. 17

）

ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ま
ず
、
カ
エ
キ
ー
ナ
の
出
身
市
ウ
ォ
ラ
テ
ッ
ラ
エ
市
の
住
民
が
蒙
っ
た
不
幸
の
た
め
に
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
完
全
な
ロ
ー
マ
市
民

四
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（
五
）

権
を
保
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
彼
に
は
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
相
続
人
に
な
る
資
格
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
異
議
を
唱
え
た
。（C

aec. 18

）　

こ

れ
に
対
し
て
、
相
続
財
産
を
占
有
し
て
い
た
と
主
張
す
る
カ
エ
キ
ー
ナ
は
、
積
極
的
に
遺
産
分
割
を
請
求
す
る
手
段
に
出
た
。
威
嚇
が
成
功
し
な
か
っ
た

の
で
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
今
度
は
、
作
戦
を
か
え
て
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
委
任
で
購
入
し
た
あ
の
土
地
は
、
彼
自
身
の
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
自

身
の
た
め
に
購
入
し
た
と
主
張
し
た
。
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
購
入
か
ら
死
亡
の
日
ま
で
四
年
間
何
の
問
題
も
な
く
占
有
し
続
け
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
に
つ
い
て
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
前
夫
フ
ル
キ
ニ
ス
が
遺
言
に
よ
っ
て
死
亡
ま
で
彼
女
に
そ
の
土
地
の
使
用
・
収
益
権
を
与

え
て
い
た
。」
と
い
う
主
張
す
る
こ
と
で
対
抗
し
た
（C

aec. 19

）。

カ
エ
キ
ー
ナ
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
策
略
に
対
し
て
訴
訟
で
応
戦
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
訴
訟
開
始
の
前
提
と
し
て
、
カ
エ
キ
ー
ナ

が
問
題
の
土
地
へ
行
き
、
慣
行
に
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
形
式
的
に
放
逐
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
双
方
が
約
束
で
決
め
た
日
に
、
そ
の
近
く
へ
カ
エ

キ
ー
ナ
や
友
人
た
ち
が
行
っ
て
み
る
と
、
そ
の
土
地
に
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
被
解
放
奴
隷
や
奴
隷
が
武
装
し
て
待
機
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ア

エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
も
や
っ
て
き
て
、
そ
の
中
に
入
れ
ば
生
き
て
帰
さ
な
い
な
ど
と
威
嚇
し
た
。（C

aec. 20

）　

し
か
し
、
カ
エ
キ
ー
ナ
一
党
は
そ
れ
を

た
ん
な
る
威
嚇
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
、
当
該
土
地
へ
近
づ
い
た
。
し
か
し
、
問
題
の
土
地
へ
は
も
ち
ろ
ん
、
も
う
一
方
の
土
地
へ
通
ず
る
道
も
全
部
ふ

さ
が
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
の
土
地
に
入
ろ
う
と
し
て
も
阻
止
さ
れ
た
（C

aec. 21

）。
し
か
し
、
カ
エ
キ
ー
ナ
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
、
ア
ン
テ
ィ
オ

ク
ス
と
い
う
奴
隷
に
、
境
界
を
こ
え
て
一
歩
で
も
入
れ
ば
、
誰
で
も
殺
せ
と
い
う
命
令
を
下
し
た
の
を
聞
い
て
い
な
が
ら
、
あ
え
て
友
人
た
ち
と
と
も
に

突
入
し
た
が
、
恐
怖
の
た
め
に
全
員
で
逃
げ
帰
っ
た
（C

aec. 22

）。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
あ
と
で
、
法
務
官
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
ド
ラ
ベ
ッ
ラ
は
、

慣
例
に
し
た
が
っ
て
、「
武
装
し
た
者
に
よ
る
暴
力
に
関
し
て
」
と
い
う
特
示
命
令
を
発
布
し
た
。
こ
れ
は
、
な
ん
ら
の
例
外
も
認
め
な
い
か
た
ち
で
、

た
だ
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
追
払
っ
た
と
こ
ろ
へ
カ
エ
キ
ー
ナ
を
回
復
す
る
よ
う
に
と
い
う
内
容
だ
け
を
含
む
も
の
で
あ
る
（C

aec. 23

）。

キ
ケ
ロ
は
こ
の
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
以
上
の
よ
う
な
流
れ
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
単
純
に
考
え
る
と
、
カ
エ
キ
ー
ナ
は
、
カ
エ
セ

ン
ニ
ア
か
ら
相
続
し
た
と
い
わ
れ
る
土
地
に
つ
い
て
実
際
に
所
有
権
を
有
し
て
い
る
の
か
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
キ
ケ
ロ

が
主
張
す
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
重
要
な
争
点
と
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
弁
論
の
展
開
の
中

五
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で
は
中
心
的
な
主
題
と
し
て
は
扱
わ
れ
ず
、
キ
ケ
ロ
の
弁
論
で
は
そ
の
末
尾
で
一
言
触
れ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
事
件
は
こ
の
よ

う
に
所
有
権
の
問
題
を
正
面
か
ら
争
う
の
で
は
な
く
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
自
ら
の
占
有
を
保
護
さ
れ
る
べ
く
占
有
特
示
命
令
の
発
令
を
求
め

る
と
い
う
方
向
で
展
開
す
る
。
し
か
し
現
実
に
発
令
の
前
提
と
な
る
べ
き
カ
エ
キ
ー
ナ
に
当
該
土
地
に
つ
い
て
の
占
有
が
あ
っ
た
と
い
え

る
の
か
と
い
う
こ
と
も
実
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
む
し
ろ
状
況
は
カ
エ
キ
ー
ナ
に
現
実
的
な
占
有
は
な
く
、
事
件
自
体
は
、
あ
っ
た
占

有
か
ら
排
除
さ
れ
た
ゆ
え
に
占
有
特
示
命
令
に
よ
る
保
護
を
求
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
い
え
ば
占
有
特
示
命
令
の
発
令
が
認

め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
カ
エ
キ
ー
ナ
の
占
有
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
逆
転
し
た
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
本
弁
護
論
の
中
で
は
、
占
有
特
示
命
令
の
発
令
の
可
否
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
特
示
命
令
に
含
ま
れ
る
暴
力
と
い

う
文
言
を
め
ぐ
る
解
釈
問
題
が
大
き
な
論
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
発
令
の
前
提
と
し
て
、
暴
力
が
行
使
さ
れ
た
か
ど
う
か
、

そ
も
そ
も
暴
力
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
両
当
事
者
の
間
で
丁
々
発
止
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
ア
エ

ブ
テ
ィ
ウ
ス
＝
ピ
ソ
側
の
直
接
的
な
弁
論
は
現
存
せ
ず
、
キ
ケ
ロ
の
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
か
ら
あ
る
程
度
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
う
か
が
え
る
限
り
で
、
カ
エ
キ
ー
ナ
＝
キ
ケ
ロ
側
と
ア
エ

ブ
テ
ィ
ウ
ス
＝
ピ
ソ
側
と
の
間
で
、
所
有
権
、
占
有
、
占
有
特
示
命
令
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
行
わ
れ
た
か
、
そ
れ
ぞ

れ
を
対
比
す
る
形
で
取
り
出
し
て
提
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い

（
9
）

。

六



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
七
）

三
．『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
争
点

1　

所
有
権
に
つ
い
て

キ
ケ
ロ
は
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
最
終
節
（C

aec. 104

）
末
尾
で
は
じ
め
て
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
を
所
有
し
て
い

た
こ
と
を
証
明
し
た
と
主
張
す
る
。
も
と
よ
り
所
有
権
と
い
う
語
が
果
た
し
て
こ
の
場
合
に
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
留
保
し
つ
つ
、
こ

こ
で
所
有
権
と
い
う
語
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、fundum

 esse C
aecinae

と
い
う
文
言
に
示
さ
れ
る
事
態
で
あ
る

（
10
）

。

C
aec. 104:

「
事
件
に
つ
い
て
だ
け
審
理
員
諸
君
が
問
う
な
ら
ば
、
暴
力
を
め
ぐ
る
裁
判
に
お
い
て
、
被
告
が
、
武
装
し
た
者
に
よ
っ
て
暴
力
を
行

使
し
た
と
自
白
し
、
衡
平
で
は
な
く
、
文
言
に
よ
っ
て
自
身
を
弁
護
し
、
そ
し
て
、
諸
君
も
ご
覧
の
通
り
、
被
告
の
こ
の
文
言
﹇
に
よ
る
弁
護
﹈
自

体
も
破
綻
し
、
き
わ
め
て
法
学
識
あ
る
人
々
の
権
威
が
わ
れ
わ
れ
を
支
持
し
、
ア
ウ
ル
ス
・
カ
エ
キ
ー
ナ
が
占
有
し
て
い
た
か
否
か
は
こ
の
裁
判
の

対
象
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
彼
が
占
有
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
ま
し
て
況
や
当
該
土
地
が
ア
ウ
ル
ス
・
カ
エ
キ
ー
ナ
の
所
有
で

あ
る
か
否
か
は
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
や
は
り
私
は
そ
の
土
地
が
ア
ウ
ル
ス
・
カ
エ
キ
ー
ナ
の
所
有
で
あ
る
こ
と
自
体
を
証
明
し
て
見
せ
た

の
で
あ
る
が
、
以
上
の
こ
と
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
武
装
し
た
者
に
つ
い
て
は
国
家
の
情
況
が
、
暴
力
に
つ
い
て
は
相
手
方
の
自
白
が
、
衡
平
に
つ

い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
決
定
が
、
法
に
つ
い
て
は
特
示
命
令
の
理
念
が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
判
決
が
下
さ
れ
る
よ
う
あ
な
た
方
に
う
な
が
し
て
い
る

か
、
何
と
ぞ
ご
決
定
い
た
だ
き
た
い
。」

キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、
カ
エ
キ
ー
ナ
の
い
わ
ゆ
る
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
に
対
す
る
所
有
権
に
関
す
る
論
点
は
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』

で
は
直
接
的
な
争
点
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ケ
ロ
は
、
末
尾
で
唐
突
な
か
た
ち
で
、
カ
エ
キ
ー
ナ
に
占
有
が
あ

る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
所
有
権
も
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
カ
エ
キ
ー
ナ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
証
明
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
存

七
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の
弁
論
に
は
証
明
そ
の
も
の
に
関
す
る
具
体
的
な
弁
論
が
存
在
し
な
い
の
で
、
実
際
に
相
互
に
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
な
さ
れ
か
、
キ

ケ
ロ
の
真
意
が
奈
辺
に
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
証
明
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
審
理
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
で

す
で
に
決
着
が
つ
い
て
い
る
と
し
て
、
最
終
弁
論
で
は
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る

（
11
）

。

所
有
権
を
め
ぐ
る
論
点
に
つ
い
て
、
キ
ケ
ロ
の
主
張
は
、
さ
き
に
あ
ら
ま
し
を
み
た
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
い
わ
ゆ
る
陳
述
部
に

あ
た
る
箇
所
か
ら
う
か
が
え
る
。
カ
エ
キ
ー
ナ
の
権
原
は
、
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
息
子
の
遺
産
競
売
に
遡
る

（
12
）

、
と
さ
れ
る
。
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス

は
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
か
ら
の
委
任
で
、
遺
産
買
主
と
し
て
行
動
し
た
（「
銀
行
業
者
の
帳
簿
を
購
入
し
て
保
管
し
た

（
13
）

」。
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
そ

の
後
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
に
購
入
代
金
を
支
払
い
（C

aec. 16

）、
占
有
の
取
得
と
コ
ロ
ヌ
ス
（
小
作
人
＝
賃
借
人
）
へ
の
賃
貸
借
に
よ
っ
て
所

有
者
と
な
っ
た
（C

aec. 13-17, 94

）。
そ
の
論
拠
は
、
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、
カ
エ
キ
ー
ナ
は
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
主
相
続
人
で
あ
り
（C

aec. 

17

）、
ウ
ォ
ラ
テ
ッ
ラ
エ
住
民
の
市
民
権
不
存
在
ゆ
え
カ
エ
キ
ー
ナ
は
市
民
法
上
の
相
続
権
を
も
た
な
い
と
い
う
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
異

議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
続
能
力
を
有
し
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
（C

aec. 8, 95-102 （
14
）

）。

以
上
の
よ
う
な
点
が
、
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
現
存
の
弁
論
で
は
、
末
尾
の
数
節
で
よ
う
や
く
言
及
さ
れ
る
と
い
う

か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、
も
と
よ
り
所
有
権
と
い
う
争
点
は
、
本
事
件
の
よ
う
な
占
有
に
関
す
る
特
示
命
令
手
続
を

め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
（C

aec. 104

）
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
法
律
論
と
し
て
成
立
す
る

か
ど
う
か
は
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
。
結
語
の
末
尾
で
、
キ
ケ
ロ
は
カ
エ
キ
ー
ナ
の
権
原
、
所
有
権
の
存
在
を
断
固
と

し
て
主
張
す
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
審
理
員
た
ち
に
被
告
の
行
動
を
評
価
す
る
た
め
に
必
要
な
背
景
に
つ
い
て
最
後
の
瞬
間
に
印
象
を
喚

起
す
る
と
い
う
弁
論
技
法
上
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

八



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
九
）

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
＝
ピ
ソ
側
の
主
張
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

（
15
）

。
ピ
ソ
は
、
キ
ケ
ロ
の
弁
論
に
対
し
て
、
証

人
と
キ
ケ
ロ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
自
白confessio

」
を
も
っ
て
答
え
た
。
キ
ケ
ロ
は
、
相
手
方
が
出
し
て
き
た
証
人
た
ち
の
証
言
か
ら

自
ら
に
有
利
な
状
況
を
作
り
出
す
と
い
う
戦
略
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
相
手
側
の
証
人
た
ち
の
証
言
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
。
ま
ず
列
挙
さ
れ
た
十
人
の
証
人
た
ち
の
名
前
か
ら
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
＝
ピ
ソ
側
の
法
廷
戦
略
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ケ
ロ
は
ピ
ソ
の
主
張
に
対
し
て
よ
り
詳
し
い
言
及
を
し
て
い
な
い
が
、
ピ
ソ
側
の
主
張
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
二
人
の
証
人
は
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
へ
の
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
正
当
な
権
原
を
認
め
た
。
そ
の
二
人
と
は
、
Ｐ
・
カ

エ
セ
ン
ニ
ウ
ス
で
、
競
売
を
手
配
し
た
土
地
管
理
人
で
あ
り
、
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
ク
ロ
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ォ
ル
ミ
オ
で
、
競
売
に
あ
た
っ
て

金
を
出
し
た
銀
行
家
で
あ
る
。
こ
の
銀
行
家
の
帳
簿
に
は
取
引
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
（C

aec. 16-17

）。

こ
の
帳
簿
の
存
在
は
係
争
土
地
の
所
有
権
が
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
に
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
証
明
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
カ
エ

キ
ー
ナ
＝
キ
ケ
ロ
側
に
は
不
利
な
証
拠
と
な
る
。
キ
ケ
ロ
と
し
て
は
そ
の
存
在
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
残
り
の
八
人
の
証
人
は

全
員
ま
さ
に
そ
の
農
場
で
遭
遇
し
た
こ
と
を
証
言
し
た
。
そ
の
う
ち
四
人
は
、
彼
ら
自
身
の
奴
隷
も
同
行
し
た
こ
と
を
認
め
た
（C

aec. 

24, 27

）。
一
人
は
、
両
当
事
者
間
で
加
っ
た
人
数
に
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
（C

aec. 26

）。
三
人
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ

ウ
ス
の
カ
エ
キ
ー
ナ
に
対
す
る
威
嚇
を
耳
に
し
た
。
そ
し
て
二
人
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
手
続
き
に
従
っ
て
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
を
な
お
望

ん
で
い
る
と
答
え
た
こ
と
を
証
言
し
た
。
一
人
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
そ
の
土
地
に
入
る
こ
と
に
固
執
す
る
な
ら
（C

aec. 25

）、
彼
自
身
が

ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
奴
隷
に
対
し
て
カ
エ
キ
ー
ナ
を
攻
撃
せ
よ
と
命
じ
た
と
語
り
、
一
人
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
の
逃
走
を
援
助
し
よ
う
と
し

た
こ
と
を
語
っ
た
（C

aec. 26, 44

）。
た
だ
一
人
、
最
後
の
被
告
側
の
証
人
、
評
判
の
芳
し
く
な
い
元
老
院
議
員
フ
ィ
デ
ィ
キ
ュ
ラ
ニ
ウ

ス
・
フ
ァ
ル
キ
ュ
ラ
の
証
言
は
本
質
に
か
か
わ
る
詳
細
部
分
に
関
し
て
揺
れ
が
あ
り
、
そ
の
曖
昧
で
矛
盾
し
た
証
言
は
、
被
告
側
を
非
常

九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
一
〇
）

に
当
惑
さ
せ
た
、
と
キ
ケ
ロ
は
い
う
。（C

aec. 28-30

）。
ピ
ソ
は
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
弁
護
た
め
に
印
象
的
な
論
証
を
構
築
す
る
た
め
に
、

こ
れ
ら
の
証
人
を
出
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
キ
ケ
ロ
は
こ
れ
ら
の
証
人
の
証
言
か
ら
、
相
手
方
の
自
白
と
し
て
自
ら
に
有
利
な
状
況
を
作

り
上
げ
、
結
果
的
に
彼
の
依
頼
者
た
る
カ
エ
キ
ー
ナ
の
反
論
が
確
証
さ
れ
る
と
み
な
し
て
い
る
（C

aec. 24, 31

）。
し
か
し
こ
の
弁
護
弁
論

は
キ
ケ
ロ
の
当
初
の
主
張
の
弱
点
を
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。

証
拠
書
類
も
証
人
た
ち
の
証
言
も
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
競
売
の
時
点
で
農
場
を
入
手
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（C

aec. 16-17, 19, 

27

）。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
キ
ケ
ロ
は
「
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
農
場
を
購
入
す
る
つ
も
り
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
女
が
競
売
に
あ
た
っ
て

ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
に
農
場
の
購
入
代
金
を
支
払
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
こ
と
を
示
す
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま

た
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
彼
女
自
身
を
農
場
の
所
有
者
だ
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
確
固
た
る
証
拠
も
な
か
っ
た
。
Ｐ
・
カ
エ
セ

ン
ニ
ウ
ス
と
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
ク
ロ
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ォ
ル
ミ
オ
に
対
す
る
キ
ケ
ロ
の
非
常
に
口
汚
い
非
難
（C

aec. 27:

「
そ
の
権
威
た
る
や

体
重
ほ
ど
の
重
み
も
な
い

（
16
）

」）
は
、
裁
判
と
は
無
関
係
な
人
格
攻
撃
に
よ
っ
て
、
軽
薄
な
人
物
と
い
う
印
象
を
作
り
出
し
て
そ
の
証
言
が
信

頼
で
き
な
い
と
い
う
状
況
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
競
売
の
時
点
で
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
に
委
任
し
て
い

た
こ
と
を
「
皆
が
知
っ
て
い
た
」
と
い
う
キ
ケ
ロ
の
主
張
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
証
人
た
ち
の
証
言
が
い
か
に
不
都
合
で
あ
っ
た
か
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
。

カ
エ
キ
ー
ナ
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
論
点
は
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
財
産
を
め
ぐ
る
カ
エ
キ
ー
ナ
の
相
続
能
力
の
問
題
で
あ
っ

た
。
ピ
ソ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
当
初
よ
り
争
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
キ
ケ
ロ
は
こ
の
問
題
も
弁
論
の
末
尾
に
近
い
、
第
九
五
節
後

半
以
後
、
と
く
に
第
一
〇
一
〜
一
〇
二
節
の
と
こ
ろ
で
言
及
す
る
に
と
ど
ま
る
。

一
〇



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
一
一
）

C
aec. 101:

「
審
理
員
諸
君
よ
、
た
と
え
こ
の
法ユ

ス

に
つ
い
て
多
く
の
事
柄
を
省
略
す
る
と
し
て
も
、
や
は
り
、
あ
な
た
方
の
判
決
理
由
に
と
っ
て
必

要
以
上
に
私
が
詳
し
く
述
べ
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
私
は
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の

裁
判
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
弁
護
を
あ
な
た
方
が
望
ん
で
お
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
市
民
権
と
い
う
も
の
が
、
誰
か
ら
も
奪
わ
れ
ず
、
ま
た
、

奪
う
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
す
べ
て
の
人
に
理
解
し
て
ほ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
ス
ッ
ラ
が
不
法
を
行
な
お
う
と
し

た
人
た
ち
に
も
、
ま
た
、
す
べ
て
の
他
の
新
旧
市
民
に
も
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
市
民
権

が
新
し
い
市
民
か
ら
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
貴
族
、
す
べ
て
の
由
緒
あ
る
市
民
か
ら
は
な
ぜ
奪
わ
れ
え
な
い
の
か
と
、
そ
の
理

由
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

102: 

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
﹇
市
民
権
に
ま
つ
わ
る
﹈
問
題
が
本
件
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
あ
な
た
方
が
そ
の
問
題
に

関
し
て
判
決
権
限
が
な
く
、
第
二
に
は
、
ス
ッ
ラ
自
身
が
、
市
民
権
に
つ
い
て
の
法
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
々
の

行ネ

ク

サ

為
能
力
と
相
続
能
力
を
奪
わ
な
い
よ
う
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
す
で
に
明
ら
か
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
ス
ッ
ラ
は
ア
リ
ミ
ヌ
ム
の

人
々
と
同
じ
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
、
十
二
植
民
市
の
一
つ
に
属
し
、
ロ
ー
マ
市
民
か
ら
相
続
財
産
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
誰
が
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？　

と
こ
ろ
で
、
万
一
に
も
市
民
権
が
ア
ウ
ル
ス
・
カ
エ
キ
ー
ナ
か
ら
奪
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
や
は
り
、
善
き
人
士
た
る
わ
れ
わ
れ
は
誰
し
も
ま
ず
心
す
べ
き
は
、
い
か
に
し
て
、
卓
越
の
極
み
、
節
制

の
誉
れ
、
こ
の
う
え
な
き
判
断
力
、
徳
性
、
家
内
に
お
け
る
権
威
を
備
え
た
市
民
を
不
正
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
し

て
況
や
、
今
、
市
民
権
の
中
か
ら
何
も
失
い
え
な
い
時
に
、
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
﹇
・
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
﹈
よ
、
愚
か
さ
と
恥
知
ら
ず
さ
の
点
で
君
に
似

て
、
こ
の
人
か
ら
市
民
権
が
奪
わ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
よ
う
な
輩
が
、
貴
様
以
外
に
、
現
わ
れ
は
し
な
い
か
と
懸
念
す
る
こ
と
な
ど
無
用
の
こ
と

な
の
で
あ
る
。」

キ
ケ
ロ
が
主
張
す
る
カ
エ
キ
ー
ナ
の
所
有
権
に
関
す
る
論
拠
の
一
つ
は
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
か
ら
の
相
続
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
が
、

ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
＝
ピ
ソ
側
は
、
ス
ッ
ラ
が
ウ
ォ
ラ
テ
ラ
エ
の
人
に
課
し
た
市
民
権
の
喪
失
の
た
め
に
、
カ
エ
キ
ー
ナ
は
カ
エ
セ
ン
ニ
ア

一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
一
二
）

の
土
地
を
相
続
す
る
能
力
を
有
し
な
か
っ
た
、
そ
れ
ゆ
え
カ
エ
キ
ー
ナ
が
相
続
に
よ
っ
て
土
地
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

主
張
を
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

（
17
）

（cf. C
aec. 18; 95-102

）。

2　

占
有
に
つ
い
て

占
有
に
関
す
る
キ
ケ
ロ
の
主
張
は
第
九
四
〜
九
五
節
前
半
に
要
約
さ
れ
て
い
る

（
18
）

。

C
aec. 94:

「
そ
し
て
、
私
は
、
こ
の
点
で
カ
エ
キ
ー
ナ
を
弁
護
す
る
こ
と
は
な
い
。
審
理
員
諸
君
よ
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
カ
エ
キ
ー
ナ
は
占
有
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
の
こ
と
﹇
カ
エ
キ
ー
ナ
の
占
有
﹈
が
事
件
と
無
関
係
だ
と
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及

し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
あ
な
た
方
が
共
通
の
法
を
守
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
人
自
身
﹇
カ
エ
キ
ー
ナ
﹈
を
守
っ
て
や
ろ
う
す
る
意
欲
を
も
あ

な
た
方
に
ぜ
ひ
喚
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
君
﹇
ピ
ソ
﹈
は
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
用
益
権
に
よ
っ
て
占
有
し
た
こ
と
を
否
認
し
な
い
。
カ

エ
セ
ン
ニ
ア
か
ら
そ
の
土
地
を
賃
借
し
て
い
た
小コ

ロ
ヌ
ス

作
人
が
、
そ
の
賃
借
に
基
づ
い
て
そ
の
土
地
に
い
た
以
上
、
も
し
そ
の
彼
が
土
地
に
い
た
そ
の
と

き
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
占
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
女
の
死
後
、
相
続
人
と
し
て
の
カ
エ
キ
ー
ナ
が
同
じ
権ユ

ス利
に
よ
っ
て
占
有
し
た
こ
と
に
何
の
疑

問
が
あ
ろ
う
か
？　

次
に
、
カ
エ
キ
ー
ナ
自
身
は
、
当
該
地
所
を
巡
回
し
た
と
き
、
こ
の
土
地
に
赴
き
、
小コ

ロ
ヌ
ス

作
人
か
ら
計
算
書
を
受
取
っ
た
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
証
言
が
あ
る
。

95:

次
に
聞
く
が
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
よ
、
も
し
カ
エ
キ
ー
ナ
が
占
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
君
は
な
ぜ
他
の
土
地
│
も
し
君
が
そ
の
土

地
を
持
っ
て
い
れ
ば
の
こ
と
で
あ
る
が
│
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
土
地
﹇
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
﹈
の
こ
と
を
カ
エ
キ
ー
ナ
に
告
知
し
た
の
か
？　

さ
ら
に
、
カ
エ
キ
ー
ナ
は
、
な
ぜ
本
人
が
慣
行
に
基
づ
い
て
放
逐
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
か
？　

そ
し
て
、
な
ぜ
、
友
人
た
ち
の
、
さ
ら
に
ガ
イ

ウ
ス
・
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
の
意
見
に
従
っ
て
そ
の
よ
う
に
君
に
答
え
た
の
か
？
」

こ
こ
に
は
、
お
そ
ら
く
キ
ケ
ロ
の
当
初
か
ら
の
主
張
の
あ
ら
ま
し
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
ピ
ソ
の
異
議
に
よ
る

一
二



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
一
三
）

修
正
を
ふ
ま
え
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。
キ
ケ
ロ
の
占
有
に
関
す
る
主
張
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
エ
セ
ン
ニ

ア
の
用
益
権
は
、
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
の
遺
言
に
よ
り
指
定
相
続
人
た
る
息
子
と
共
同
し
て
、
つ
ま
り
、
遺
贈
を
通
じ
て
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
の
全

財
産
を
使
用
・
収
益
す
る
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
に
基
づ
く
。
こ
の
用
益
権
に
基
づ
き
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
、
息
子
の
死
亡
以
前
で
も
、

彼
女
に
農
場
に
対
す
る
あ
る
種
の
占
有
を
有
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
被
告
側
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
息
子
が
死
亡
し

遺
産
の
競
売
手
続
が
行
わ
れ
た
後
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
は
当
該
「
土
地
を
占
有
し
そ
し
て
賃
貸
し
たC

aesennia fundum
 possedit 

locavitque

」（C
aec. 17

）
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
は
コ
ロ
ヌ
ス
を
通
じ
て
占
有
を
保
持
し
た

（
19
）

（C
aec. 94

）。
以
上
が
、
キ
ケ
ロ
が
カ
エ
セ
ン

ニ
ア
の
占
有
を
主
張
す
る
論
拠
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
が
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
占
有
と
賃
貸
借
を
併
置
す
る
の
は
、
キ
ケ
ロ
が
賃
貸
借
自
体
を
占

有
者
と
し
て
の
行
為
と
見
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
亡
く
な
っ
た
時
、
カ
エ
キ
ー
ナ
は
、

主
相
続
人
と
し
て
、「
同
じ
権
利
に
よ
っ
てeodem

 iure

」、
つ
ま
り
同
じ
コ
ロ
ヌ
ス
を
通
じ
て
占
有
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た

（C
aec. 94

）。
カ
エ
キ
ー
ナ
が
農
場
に
入
り
、
コ
ロ
ヌ
ス
の
計
算
書
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
亡
妻
の
遺
産
た
る
土
地
を
巡
回
す
る
過
程
の

一
部
分
と
し
て
で
あ
る
（C

aec. 94

）。
こ
の
行
為
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
「
財
産
占
有
にin possessione bonorum

」

あ
っ
た
、
つ
ま
り
、
法
務
官
法
上
相
続
し
た
（C

aec. 19
）
こ
と
に
基
づ
く
。
最
後
に
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
そ
の
後
の
行
動
は
こ

の
こ
と
を
証
明
す
る
。
キ
ケ
ロ
は
「
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
指
示
で
購
入
し
た
こ
と
を
私
が
証
明
し
た
財
産
が
自
分
の
も

の
で
あ
っ
た
、
自
分
で
自
分
自
身
の
た
め
に
購
入
し
た
の
だ
、
と
告
知
し
た
」（C

aec. 19

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ

ウ
ス
が
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
以
前
占
有
を
取
得
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
、
意
味
を
な
さ
な
い
主
張
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（C

aec. 95

）。

以
上
が
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
「
慣
行
に
基
づ
く
放
逐
」
つ
ま
り
形
式
的
な
暴
力
行
使
に
よ
っ
て
農
場
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
よ
う
申
し
出
た
と

き
、
告
知
を
カ
エ
キ
ー
ナ
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
の
内
容
で
あ
る
（C

aec. 20, 95
）。
キ
ケ
ロ
は
第
三
弁
論
に
お
い
て
占
有
の
問
題
は

一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
一
四
）

重
要
で
は
な
く
、「
争
点
外extra causam

」
と
主
張
す
る
（C

aec. 94

）
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
証

人
を
召
喚
し
た
の
は
、
最
初
の
二
回
の
弁
論
で
は
占
有
が
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
ピ
ソ
の
主
張
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
。
ピ
ソ
は
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
に
対
す
る
用
益
権
を

有
し
て
い
た
の
は
息
子
の
死
亡
の
時
ま
で
で
あ
る
、
と
す
る
。
ピ
ソ
が
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
用
益
権
を
争
っ
た
の
は
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
息

子
マ
ル
ク
ス
の
死
亡
時
か
ら
彼
女
自
身
の
死
亡
時
ま
で
の
四
年
間
に
つ
い
て
で
あ
る
（C

aec. 19

）。
ピ
ソ
は
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
農
場
を

他
人
に
賃
貸
し
た
の
は
、
占
有
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
こ
の
用
益
権
の
行
使
の
一
部
分
と
し
て
解
釈
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
ピ
ソ
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
が
競
売
直
後
か
ら
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
と
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
間
で
争
い
な
く
経
過
し
た

四
年
間
も
含
め
て
継
続
し
て
農
場
を
占
有
し
て
い
た
と
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
競
売
買
主
と
し

て
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
に
所
有
権
が
あ
る
と
す
る
ピ
ソ
の
主
張
が
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
占
有
に
関
し
て
も
十
分
な
効
果
を
有
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
実
際
に
所
有
権
者
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
と
き
彼
女
の
農
場
の
賃
貸
借
契
約
は
、

彼
女
の
占
有
権
の
行
使
と
も
解
釈
さ
れ
て
よ
い
が
、
し
か
し
、
も
し
彼
女
が
所
有
者
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
彼
女
の
賃
貸
借

契
約
を
結
ん
だ
と
い
う
行
為
は
、
占
有
を
主
張
す
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
20
）

。

も
う
一
点
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
死
後
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
農
場
を
訪
れ
た
こ
と
は
キ
ケ
ロ
に
と
っ
て
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
ピ
ソ
が

こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
キ
ケ
ロ
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
カ
エ
キ
ー
ナ
の
農
場
訪
問
を
彼
自

身
の
所
有
権
を
脅
か
す
も
の
と
み
な
し
て
い
た
、
と
論
じ
て
い
る
（C

aec. 19, 95

）。
こ
の
点
で
、
ピ
ソ
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
の
農
場
訪
問
が

必
ず
し
も
占
有
取
得
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ピ
ソ
は
、
訴
え
ら

れ
た
出
来
事
よ
り
も
、
カ
エ
キ
ー
ナ
の
農
場
訪
問
以
後
も
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
当
該
農
場
を
占
有
し
続
け
て
い
る
と
い
う
事
情
を
強
調
し

一
四
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て
い
る

（
21
）

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

3　

特
示
命
令
の
適
用
に
つ
い
て

カ
エ
キ
ー
ナ
は
、
係
争
土
地
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
は
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
遺
言
に
よ
る
遺
産
の
一
部
で
あ
る
、
と
主
張

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
競
売
手
続
き
に
よ
る
当
該
農
場
の
購
入
は
自
ら
の
た
め
で
あ
っ
て
、
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の

た
め
で
は
な
か
っ
た
、
そ
れ
ゆ
え
当
該
土
地
は
自
分
の
所
有
で
あ
る
と
し
て
対
立
す
る
。
カ
エ
キ
ー
ナ
は
そ
こ
で
自
ら
の
占
有
の
確
認
を

求
め
て
、
法
務
官
に
暴
力
に
基
づ
く
特
示
命
令interdictum

 unde vi

の
発
給
を
求
め
る
の
で
あ
る

（
21
）

が
、
実
は
カ
エ
キ
ー
ナ
は
一
度
も
占

有
し
た
こ
と
が
な
い
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
て
、
発
給
を
求
め
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ

ス
が
慣
行
に
基
づ
く
暴
力
と
放
逐vis ac deductio m

oribus

手
続

（
22
）

に
よ
っ
て
カ
エ
キ
ー
ナ
を
農
場
か
ら
排
除
し
た
上
で
、
儀
礼
的
な
暴

力
行
使
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
し
て
、
裁
判
の
土
俵
に
乗
せ
、
法
廷
に
お
い
て
い
ず
れ
に
そ
の
農
場
が
帰
属
す
る
か
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
武
装
集
団
を
組
織
し
、
カ
エ
キ
ー
ナ
一
党
の
農
場
へ
の
立
入
を
阻
止
し
た
た
め
に
前
提
が
崩
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
が
、
カ
エ
キ
ー
ナ
側
は
、
法
務
官
に
対
し
て
あ
ら
た
め
て
特
示
命
令
の
発
給
を
求
め
る
。
結
果
と
し
て
、
武
装
暴
力
に
関
す

る
特
示
命
令interdictum

 unde vi arm
ata

が
発
給
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
カ
エ
キ
ー
ナ
と
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
間
の
裁
判
が
開

始
さ
れ
た
。

特
示
命
令
の
適
用
に
つ
い
て
、
キ
ケ
ロ
と
ピ
ソ
の
議
論
は
以
下
の
よ
う
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
23
）

。
そ
こ
で
は
と
く
に
特
示
命
令

の
文
言
と
し
て
の
暴
力
が
何
を
意
味
す
る
の
か

（
24
）

が
大
き
な
比
重
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
る

（
25
）

。

カ
エ
キ
ー
ナ
は
農
場
の
占
有
を
相
続
に
よ
り
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
か
ら
承
継
し
た
。
し
か
し
訴
訟
開
始
の
前
提
と
し
て
慣
行
に
基
づ
く
放
逐

一
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deductio

が
約
束
さ
れ
た

（
26
）

が
、
こ
れ
は
実
行
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
約
束
の
放
逐
の
日
の
以
前
に
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
当
該
農
場

を
占
拠
し
て
い
た
。
カ
エ
キ
ー
ナ
は
法
律
上
彼
の
所
有
で
あ
る
と
す
る
そ
の
農
場
に
再
度
立
ち
入
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ

ス
は
、
武
装
し
た
暴
力
を
用
い
て
、
カ
エ
キ
ー
ナ
を
農
場
か
ら
追
い
返
し
た
。
キ
ケ
ロ
は
こ
の
騒
動
に
つ
い
て
原
告
側
の
証
人
を
尋
問
し
、

そ
の
事
実
を
確
認
し
た
（C

aec. 3, 24

）。
武
装
し
た
暴
力
に
関
す
るde vi arm

ata

特
示
命
令
は
、
被
告
に
対
し
て
、
彼
が
暴
力
に
よ
っ

て
追
い
出
し
た
者
に
そ
の
財
産
を
回
復
す
る
こ
と
を
命
じ
る
。
キ
ケ
ロ
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
当
初
占
有
し
て
い
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
明
示
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
キ
ケ
ロ
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
武
装
し
た
暴
力
が
行
使
さ
れ
た
時
点
で
な
お

占
有
の
地
位
に
あ
っ
た
か
は
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
（C

aec. 64-66, 75-77

）。
カ
エ
キ
ー
ナ
が
当
該
農

場
に
入
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
行
動
は
、
特
示
命
令
に
い
う
追
い
出
しdeiectio

に
あ
た
り
、
こ
の
行
為
は
明

ら
か
に
武
装
し
た
暴
力
を
含
む
（C

aec. 41-63

）。
こ
の
キ
ケ
ロ
に
よ
る
特
示
命
令
の
解
釈
は
お
そ
ら
く
法
律
家
ガ
ッ
ル
ス
・
ア
ク
ィ
リ
ウ

ス
（
27
）

に
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
は
し
ば
し
ば
そ
れ
ま
で
も
聴
聞
の
さ
い
に
キ
ケ
ロ
の
支
持
者
の
中
に
そ
の
姿
を
現
し

て
い
る
（C

aec. 77

）。
キ
ケ
ロ
は
さ
ら
に
ピ
ソ
が
法
律
家
の
権
威
を
批
判
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
が
、
ピ
ソ
が
批
判
し
よ
う
と
し
た
の

は
具
体
的
に
は
、
追
い
出
しdeiecito

に
関
す
る
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
の
柔
軟
な
解
釈
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（C

aec. 65

）。

以
上
の
よ
う
に
、
キ
ケ
ロ
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
特
示
命
令
手
続
に
お
い
て
勝
訴
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
キ
ケ

ロ
の
論
拠
は
き
わ
め
て
強
力
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
を
裏
づ
け
る
明
白
な
証
拠
だ
け
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
28
）

。

キ
ケ
ロ
が
、
相
手
方
の
自
白
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
ピ
ソ
の
主
張
の
う
ち
、
特
示
命
令
の
適
用
に
関
す
る
部
分
に
関
っ
て

い
る
。
こ
の
点
に
、
キ
ケ
ロ
は
第
三
回
目
の
弁
論
の
矛
先
を
集
中
す
る
。
キ
ケ
ロ
は
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
、

自
ら
が
想
定
す
る
被
告
側
の
自
白
を
拡
張
的
に
敷
衍
し
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
に
よ
る
要
約
の
ト
ー
ン
は
も
と
よ
り
中
立
的
で
は
な
い
が
、
し

一
六
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か
し
要
約
と
は
い
え
、
ピ
ソ
の
主
張
に
つ
い
て
、
そ
の
主
要
な
流
れ
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

第
二
四
、
三
一
、
三
四
節
に
お
い
て
、
キ
ケ
ロ
は
、
ピ
ソ
の
主
張
を
要
約
の
か
た
ち
で
三
度
審
理
員
た
ち
に
提
示
し
て
み
せ
る
。
そ
の

際
、
本
文
で
は
、
あ
た
か
も
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
が
自
白
し
た
か
の
よ
う
に
、
一
人
称
に
置
か
れ
て
い
る
。「
反
対
に
、
以
下
の
よ
う

な
相
手
方
の
弁
護
の
し
か
た
が
、
審
理
員
諸
君
の
眼
に
す
ば
ら
し
い
も
の
と
映
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
述
べ
て
、
ピ
ソ
の
主
張
を
要
約

し
な
が
ら
、
そ
の
不
当
性
を
審
理
員
た
ち
に
印
象
づ
け
て
い
く

（
29
）

。

C
aec. 24:

「『
私
﹇
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
こ
と
﹈
は
人
を
召
集
し
、
集
め
、
武
装
さ
せ
た
。
死
の
恐
怖
と
生
命
の
危
険
と
に
よ
っ
て
、
君
﹇
カ
エ

キ
ー
ナ
の
こ
と
﹈
が
そ
の
土
地
へ
立
ち
入
る
の
を
妨
げ
た
。
武
器
で
。』、
と
。
彼
は
言
う
。『
武
器
で
。』
し
か
も
、
彼
は
法
廷
で
こ
う
も
言
っ
た
、

『
君
を
追
い
返
し
てreieci

、
脅
か
し
た
。』、
と
。」

C
aec. 31:

「『
私
は
追
い
出
し
た
の
で
は
な
くnon deici

、
し
か
し
追
い
返
し
たreieci

の
だ
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
私
は
、
君
が
そ
の
土
地
に
立
入

る
こ
と
を
許
さ
ず
、
武
装
し
た
者
た
ち
を
配
置
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
君
が
そ
の
土
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
場
合
に
は
た
だ
ち
命
が
な
く
な
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
君
に
覚
ら
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。』、
と
。」

C
aec. 34:

「『
私
は
、
た
し
か
に
何
も
か
も
君
の
言
う
通
り
の
こ
と
を
行
っ
た
し
、
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
こ
と
は
乱
暴
で
あ
り
、
無
謀
で
あ
り
、
危

険
な
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
ど
う
し
た
と
言
う
の
だ
？　

私
は
そ
の
よ
う
に
行
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
別
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
市
民
法
に
基
づ
い
て
も
、
法
務
官
法
に
基
づ
い
て
も
、
君
は
私
を
訴
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。』、
と
。
し
か
し
、
審
理

員
諸
君
よ
、
実
際
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
？　

諸
君
は
こ
の
よ
う
な
主
張
に
同
意
さ
れ
る
の
か
？
、
諸
君
の
前
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
何
度
も
語
ら

れ
る
の
を
そ
の
ま
ま
見
過
ご
さ
れ
る
の
か
？
」

こ
の
よ
う
に
、
ピ
ソ
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
武
装
さ
れ
た
集
団
を
使
っ
て
カ
エ
キ
ー
ナ
が
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
に
立
ち
入
る
こ
と
を

妨
害
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
て
い
る
。
事
実
、
彼
の
十
人
の
証
人
の
う
ち
八
人
か
ら
の
供
述
は
、
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
自
白
」
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ピ
ソ
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
こ
の
行
動
に
キ
ケ
ロ
の
解
釈
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
解

一
七
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釈
を
与
え
た
。
第
一
に
、
ピ
ソ
は
そ
の
事
件
で
、
誰
も
殺
さ
れ
た
者
も
な
け
れ
ば
負
傷
し
た
者
も
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

暴
力
が
最
小
限
の
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
（C

aec. 41

）。
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
暴
力
の
行
使
は
決
し
て
過
度
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
、

と
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
特
示
命
令
に
い
う
暴
力
に
は
該
当
し
な
い
と
ピ
ソ
は
主
張
す
る
。

C
aec. 41:

「
ピ
ソ
の
言
い
分
と
は
こ
う
で
あ
る
、『
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
残
念
な
こ
と
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
や
は
り
、
ア
エ
ブ

テ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
特
示
命
令
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。』、
と
。
で
は
そ
の
理
由
と
は
何
か
？
『
カ
エ
キ
ー
ナ
に
暴
力
は
加
え
ら
れ
な
か
っ

た
か
ら
だ
。』、
と
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
武
器
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
多
勢
の
人
が
集
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
武
装
し
た
者
が
編
成
さ
れ
、
特
定

の
場
所
に
配
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
脅
威
と
危
険
と
死
の
恐
怖
と
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
暴
力
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う

か
？　

彼
﹇
ピ
ソ
﹈
は
『
誰
も
殺
さ
れ
も
怪
我
も
し
な
か
っ
た
。』
と
言
う
。
君
﹇
ピ
ソ
﹈
の
言
い
分
と
は
何
か
？　

占
有
の
争
い
に
つ
い
て
、
ま

た
、
私
人
同
士
の
法
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
も
し
血
が
流
さ
れ
殺
害
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
暴
力
は
行
使
さ

れ
な
か
っ
た
と
、
君
は
主
張
す
る
の
か
？
」

こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ケ
ロ
は
「
私
と
し
て
は
、
大
部
隊
が
、
誰
も
死
な
ず
、
負
傷
も
し
て
い
な
い
の
に
、
し
ば
し
ば
、
ま
さ
に
敵
に
対

す
る
恐
怖
に
よ
っ
て
、
ま
た
敵
襲
を
受
け
た
だ
け
で
、
撹
乱
さ
れ
逃
げ
出
す
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。」
と
し
て
、

直
接
的
な
暴
力
の
行
使
で
な
く
て
も
、
威
嚇
の
よ
う
な
間
接
的
な
方
法
に
よ
り
相
手
が
逃
走
し
た
よ
う
な
場
合
に
も
暴
力
は
成
立
す
る
と

い
う
主
張
を
対
比
す
る

（
30
）

。

第
二
に
、
ピ
ソ
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
暴
力
の
行
使
は
裁
判
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
も
主
張
し
た
。

C
aec. 34:

「『
私
は
、
た
し
か
に
何
も
か
も
君
の
言
う
通
り
の
こ
と
を
行
っ
た
し
、
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
こ
と
は
乱
暴
で
あ
り
、
無
謀
で
あ
り
、
危

険
な
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
ど
う
し
た
と
言
う
の
だ
？　

私
は
そ
の
よ
う
に
行
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
別
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
市
民
法
に
基
づ
い
て
も
、
法
務
官
法
に
基
づ
い
て
も
、
君
は
私
を
訴
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。』、
と
。
し
か
し
、
審
理

一
八



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
一
九
）

員
諸
君
よ
、
実
際
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
？　

諸
君
は
こ
の
よ
う
な
主
張
に
同
意
さ
れ
る
の
か
？
、
諸
君
の
前
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
何
度
も
語
ら

れ
る
の
を
そ
の
ま
ま
見
過
ご
さ
れ
る
の
か
？　

わ
れ
わ
れ
の
父
祖
た
ち
は
き
わ
め
て
細
心
か
つ
慎
重
で
あ
り
、
重
大
き
わ
ま
る
事
件
は
も
と
よ
り
、

き
わ
め
て
些
細
な
事
件
も
含
め
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
を
定
め
ら
れ
作
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
あ
る
者
が
私
の
家
か
ら
私

が
出
て
い
く
よ
う
に
武
器
で
強
要
す
る
さ
い
に
は
私
が
訴
権
を
有
す
る
さ
れ
な
が
ら
、
た
だ
一
つ
、
私
が
そ
こ
に
入
る
の
を
あ
る
者
が
阻
止
す
る
場

合
に
は
訴
権
を
有
さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て
重
大
な
事
柄
を
放
置
し
て
お
い
た
と
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

私
は
、
目
下

の
と
こ
ろ
カ
エ
キ
ー
ナ
の
事
件
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
占
有
の
権
利
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
グ
ナ
エ
ウ

ス
・
ピ
ソ
よ
、
私
が
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
の
は
、
君
の
弁
護
の
し
か
た
に
つ
い
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」

ピ
ソ
の
主
張
は
、
特
示
命
令
に
お
け
る
動
詞deicere

の
彼
の
解
釈
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
特
示
命
令
は
、
被
告
が
原
告
を

追
い
出
す
（「
汝
が
追
い
出
し
たdeiecitsti

」）
こ
と
を
要
件
と
し
た
。
ピ
ソ
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
カ
エ
キ
ー
ナ
を

追
い
出
し
た
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
追
い
返
し
て
、
農
場
に
立
ち
入
ら
せ
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ケ
ロ
は
、

一
人
称
を
使
っ
て
、
ピ
ソ
の
主
張
を
随
所
に
織
り
込
み
な
が
ら
、
審
理
員
へ
の
印
象
づ
け
を
繰
り
返
し
喚
起
し
て
い
っ
た

（
31
）

。

C
aec. 31:

「
私
は
追
い
出
し
た
の
で
は
な
く
、
し
か
し
入
る
の
を
阻
止
し
た
の
だ
。non deieci, sed obstitui

」

C
aec. 38:

「
こ
の
私
は
君
を
武
装
し
た
者
に
よ
っ
て
追
い
返
し
た
（rejeci

）
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
追
払
っ
た
（dejeci

）
こ
と
は
な
い
。eieci ego 

te arm
atis hom

inibus, non deieci

」

C
aec. 64:

「
私
は
追
い
出
し
た
の
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
私
は
入
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。non eieci, non enim

 sivi 

accedere

」

C
aec. 84:

「
私
は
追
い
出
し
た
の
で
は
な
く
、
追
い
返
し
た
の
だ
。non deieci, sed eieci

」

こ
の
ピ
ソ
の
主
張
に
対
し
て
、
キ
ケ
ロ
は
第
六
六
節
で
キ
ケ
ロ
は
皮
肉
を
込
め
て
自
ら
の
主
張
を
敷
衍
し
て
い
く
。一

九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
二
〇
）

C
aec. 66:

「
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
、
君
は
、
文
言
と
文
字
﹇
の
曖
昧
さ
﹈
に
よ
っ
て
自
ら
を
弁
護
す
る
。
君
は
こ
う
主
張
し
た
、
す
な
わ
ち
、

『
君
が
追
払
わ
れ
た
の
は
ど
こ
か
？
君
が
入
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
そ
の
場
所
か
ら
か
？
し
か
し
、
君
は
追
出
さ
れ
た
が
、
追
払
わ
れ
は
し
な
か
っ

た
。』、
と
。
君
は
ま
た
こ
う
も
弁
論
し
た
、
す
な
わ
ち
、『
私
は
人
々
を
集
め
た
こ
と
は
認
め
る
。
私
は
彼
ら
を
武
装
さ
せ
た
こ
と
を
認
め
る
。
私

は
君
を
死
の
危
険
で
脅
か
し
た
こ
と
を
認
め
る
。
も
し
意
図
と
衡
平
さ
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
法
務
官
の
特
示
命
令
に
よ
っ
て
私
が
訴
え
ら
れ

る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
私
は
、
特
示
命
令
の
中
に
た
だ
一
つ
の
文
言
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
こ
へ
私
は
か
く
れ
よ
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、

私
は
、
君
が
入
る
こ
と
を
私
が
禁
じ
た
そ
の
場
所
か
ら
君
を
追
払
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
。』、
と
。
と
ど
の
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
弁
明
に
お
い
て
、

君
は
、
助
言
者
た
ち
﹇
つ
ま
り
、
法
学
者
﹈
が
文
言
で
は
な
く
衡
平
の
理
を
尊
重
す
べ
し
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の

か
？
」

ピ
ソ
は
、
こ
う
し
た
解
釈
を
、
あ
る
氏
名
不
詳
の
法
律
家
か
ら
教
え
ら
れ
た
と
す
る

（
32
）

。
ピ
ソ
自
身
こ
の
人
物
の
名
前
を
挙
げ
て
い
な
い

が
、
キ
ケ
ロ
は
当
の
法
学
者
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
法
律
家
は
、
キ
ケ
ロ
と
会
っ
た
際
に
も
、「
あ
る
者
が
い
た
そ
の
場
所
か
ら
で
な
け

れ
ば
そ
の
者
が
追
い
出
さ
れ
た
と
立
証
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
し
続
け
て
い
た
（C

aec. 79

）。
こ
の
法
律
家
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
ピ
ソ
の

主
張
の
核
心
部
分
、
つ
ま
り
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
農
場
に
い
な
か
っ
た
以
上
、
彼
は
、
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
解
釈

を
支
持
し
て
い
る
。

ピ
ソ
は
、
こ
の
あ
ま
り
文
言
的
で
な
い
解
釈
を
次
善
の
策
と
し
て
主
張
し
た
。
こ
の
論
拠
が
登
場
し
た
の
は
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
と
、

ピ
ソ
の
最
初
の
弁
論
で
は
な
く
、
よ
う
や
く
二
回
目
の
弁
論
の
と
き
の
こ
と
で
、
最
初
の
立
場
に
対
す
る
キ
ケ
ロ
に
よ
る
批
判
に
対
す
る

反
応
と
い
う
か
た
ち
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

（
33
）

。
キ
ケ
ロ
に
と
っ
て
当
初
ピ
ソ
が
む
し
ろ
よ
り
緩
か
と
も
い
え
る
立
場
に
立
っ
て
い

た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
、
こ
の
論
拠
を
持
ち
出
す
こ
と
が
、
ピ
ソ
の
弁
護
方
針
の
挫
折
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た

（C
aec. 90

）。
キ
ケ
ロ
は
、
こ
の
ピ
ソ
側
の
主
張
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

二
〇



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
二
一
）

C
aec. 90:

「
審
理
員
諸
君
よ
、
あ
な
た
方
が
事
柄
を
吟
味
し
よ
う
と
も
文
言
を
吟
味
し
よ
う
と
も
、
あ
な
た
方
が
わ
れ
わ
れ
の
主
張
に
従
っ
て
判
決

す
る
こ
と
に
も
は
や
何
の
疑
問
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
打
倒
さ
れ
打
破
さ
れ
た
す
べ
て
の
論
拠
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
、
今
や
、
そ
の
と
き
占

有
し
て
い
る
者
な
ら
追
い
出
さ
れ
る
が
、
占
有
し
な
い
者
は
い
か
に
し
て
も
追
い
出
さ
れ
え
な
い
と
い
う
弁
護
を
相
手
方
は
持
ち
出
し
て
き
た
。
そ

れ
に
よ
る
な
ら
、
も
し
こ
の
私
が
君
の
建
物
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
が
回
復
さ
れ
る
必
要
は
な
い
が
、
も
し
君
自
身
﹇
が
君
の
家
か
ら
追

い
出
さ
れ
た
の
﹈
な
ら
、
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ピ
ソ
よ
、
こ
の
弁
護
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
偽
り
が
あ
る
か
を

数
え
て
み
た
ま
え
。
第
一
に
、
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
君
は
、
あ
る
者
が
そ
の
と
き
い
た
そ
の
場
所
か
ら
出
な
け
れ
ば
、
彼
が
追
い
出
さ

れ
る
余
地
は
な
い
と
君
が
主
張
す
る
か
ら
に
は
、
君
は
も
は
や
あ
の
論
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
先
に
、
君
は
、

追
い
出
さ
れ
う
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
、
君
は
占
有
し
な
い
者
が
追
い
出
さ
れ
え
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。」

こ
の
最
後
の
文
章
は
、
こ
れ
に
続
く
第
九
一
節
で
も
、
あ
ら
た
め
て
二
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

C
aec. 91:

「
そ
れ
で
は
、
も
し
占
有
し
な
い
者
が
誰
も
追
い
出
さ
れ
え
な
い
の
な
ら
ば
、
あ
の
『
そウ

ン

デ

・

ウ

ィ

・

イ

ッ

レ

・

メ

・

こ
か
ら
か
の
者
が
暴
力
に
よ
っ
て
私
を
追
い

出デ

イ

エ

キ

ッ

ト

し
た
﹇
当
の
﹈
そ
こ
か
ら
』
と
い
う
文
言
の
通
常
の
特
示
命
令
の
中
に
『
私ク

ム

・

エ

ゴ

・

ポ

ッ

セ

レ

ム

が
占
有
し
て
い
た
と
き
』
と
い
う
文
言
が
な
ぜ
付
加
さ
れ
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
も
し
当
人
が
占
有
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
武
装
し
た
人
々
に
関
す
る
特
示
命
令
に

お
い
て
は
な
ぜ
何
も
付
加
さ
れ
な
い
の
か
？　

君
は
、
占
有
す
る
者
以
外
は
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
も
し
武

装
し
も
し
く
は
集
合
し
た
者
に
よ
ら
ず
に
あ
る
者
が
追
い
出
さ
れ
た
場
合
、
自
分
が
追
い
出
し
た
と
自
認
す
る
者
は
、
相
手
が
占
有
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
誓
約
訴
訟
に
勝
訴
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
私
は
申
し
上
げ
た
い
。
君
は
、
占
有
す
る
者
以
外
は
追
払
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
『
武
装
し
た
人
々
に
関
し
て
』
と
い
う
こ
の
特
示
命
令
に
つ
い
て
は
、
追
い
出
さ
れ
た
者
が
占
有
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
証
明
で
き
る
者
で
も
、
当
人
を
追
い
出
し
た
と
を
自
ら
認
め
る
な
ら
ば
、
誓
約
訴
訟
で
敗
訴
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
、
と
私
は
申
し
上
げ
た
い
。」

二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
二
二
）

こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
拠
り
つ
つ
、
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い

（
33
）

。
第
一
に
、
こ
の
次
善
の
策
は
、
ピ
ソ
の
当
初

の
主
張
と
は
次
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
当
初
の
主
張
で
は
、
追
い
出
すdeicere

と
は
、
い
た
場
所
か
ら
身
体
的
に
強
制
的
に
排
除
さ

れ
た
人
だ
け
で
な
く
、
あ
る
も
の
を
占
有
し
て
い
て
、
実
際
に
占
有
で
き
な
い
人
に
も
適
用
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
新
し
い
論
拠

に
立
と
う
と
す
る
と
、
ピ
ソ
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
エ
キ
ー
ナ
が
借
主
の
勘
定
書
を
受
け
取
る
た
め
に
農
場
に
入
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

カ
エ
キ
ー
ナ
が
農
場
を
占
有
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

C
aec. 94:

「
そ
し
て
、
私
は
、
こ
の
点
で
カ
エ
キ
ー
ナ
を
弁
護
す
る
こ
と
は
な
い
。
審
理
員
諸
君
よ
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
カ
エ
キ
ー
ナ
は
占
有
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
の
こ
と
﹇
カ
エ
キ
ー
ナ
の
占
有
﹈
が
事
件
と
無
関
係
だ
と
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及

し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
あ
な
た
方
が
共
通
の
法
を
守
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
人
自
身
﹇
カ
エ
キ
ー
ナ
﹈
を
守
っ
て
や
ろ
う
す
る
意
欲
を
も
あ

な
た
方
に
ぜ
ひ
喚
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
君
﹇
ピ
ソ
﹈
は
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
用
益
権
に
よ
っ
て
占
有
し
た
こ
と
を
否
認
し
な
い
。
カ

エ
セ
ン
ニ
ア
か
ら
そ
の
土
地
を
賃
借
し
て
い
た
小コ

ロ
ヌ
ス

作
人
が
、
そ
の
賃
借
に
基
づ
い
て
そ
の
土
地
に
い
た
以
上
、
も
し
そ
の
彼
が
土
地
に
い
た
そ
の
と

き
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
が
占
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
女
の
死
後
、
相
続
人
と
し
て
の
カ
エ
キ
ー
ナ
が
同
じ
権ユ

利ス

に
よ
っ
て
占
有
し
た
こ
と
に
何
の
疑

問
が
あ
ろ
う
か
？　

次
に
、
カ
エ
キ
ー
ナ
自
身
は
、
当
該
地
所
を
巡
回
し
た
と
き
、
こ
の
土
地
に
赴
き
、
小コ

ロ
ヌ
ス

作
人
か
ら
勘
定
書
を
受
取
っ
た
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
証
言
が
あ
る
。」

お
そ
ら
く
、
ピ
ソ
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
カ
エ
キ
ー
ナ
の
農
場
へ
の
立
ち
入
り
以
前
に
、
農

場
を
占
有
し
て
い
た
の
は
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
で
あ
り
、
そ
の
後
も
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
占
有
し
続
け
て
い
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
カ
エ
キ
ー
ナ

は
こ
の
特
示
命
令
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
。

第
二
に
、
裁
判
の
文
脈
の
中
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
キ
ケ
ロ
は
、
明
ら
か
に
ピ
ソ
の
論
拠
は
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
言
い
逃
れ
と
い
う
性
格

を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る

（
34
）

。

二
二
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C
aec. 90:

「
審
理
員
諸
君
よ
、
あ
な
た
方
が
事
柄
を
吟
味
し
よ
う
と
も
文
言
を
吟
味
し
よ
う
と
も
、
あ
な
た
方
が
わ
れ
わ
れ
の
主
張
に
従
っ
て
判
決

す
る
こ
と
に
も
は
や
何
の
疑
問
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
打
倒
さ
れ
打
破
さ
れ
た
す
べ
て
の
論
拠
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
、
今
や
、
そ
の
と
き
占

有
し
て
い
る
者
な
ら
追
払
わ
れ
う
る
が
、
占
有
し
な
い
者
は
い
か
に
し
て
も
追
払
わ
れ
え
な
い
と
い
う
弁
護
を
相
手
方
は
持
ち
出
し
て
き
た
。
そ
れ

に
よ
る
な
ら
、
も
し
こ
の
私
が
君
の
建
物
か
ら
追
払
わ
れ
た
な
ら
ば
、
私
が
回
復
さ
れ
る
必
要
は
な
い
が
、
も
し
君
自
身
﹇
が
君
の
家
か
ら
追
払
わ

れ
た
の
﹈
な
ら
、
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ピ
ソ
よ
、
こ
の
弁
護
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
偽
り
が
あ
る
か
を
数
え
て

み
た
ま
え
。
第
一
に
、
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
君
は
、
あ
る
者
が
そ
の
と
き
い
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
彼
が
追
払
わ
れ
る
余
地

は
な
い
と
君
が
主
張
す
る
か
ら
に
は
、
君
は
も
は
や
あ
の
論
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
先
に
、
君
は
、
追
払
わ

れ
う
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
、
君
は
占
有
し
な
い
者
が
追
払
わ
れ
え
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

キ
ケ
ロ
は
、
こ
の
よ
う
に
ピ
ソ
が
そ
の
主
張
を
明
ら
か
に
あ
ま
り
に
も
極
論
に
す
ぎ
る
と
い
う
論
法
に
も
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の

意
味
で
キ
ケ
ロ
に
よ
る
ピ
ソ
が
法
廷
戦
術
を
変
更
し
た
と
い
う
文
脈
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
結
果
と
し
て
、
聞
き
手
で
あ
る
審

理
員
、
ひ
い
て
は
聴
衆
に
対
し
て
、
相
手
方
が
な
ぜ
戦
略
を
転
換
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
喚
起
さ
せ
る
と
同
時
に
、
相
手
方
に
は
そ
の

転
換
の
理
由
に
容
易
に
答
え
え
な
い
状
況
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ピ
ソ
の
新
し
い
主
張
は
、
そ
の
当

初
の
主
張
よ
り
も
弁
護
に
有
利
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
ピ
ソ
が
最
初
か
ら
そ
う
主
張
し
て
い
た
ら
、
支
持
を
得
る
こ
と
も
あ
り

え
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ピ
ソ
は
こ
の
二
つ
の
見
解
の
間
を
揺
れ
動
い
た
印
象
を
与
え
、
結
果
と
し
て
キ
ケ
ロ
に
つ
け
入

る
す
き
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
35
）

。

ピ
ソ
は
、
キ
ケ
ロ
が
予
想
し
た
よ
り
も
特
示
命
令
の
解
釈
に
時
間
を
費
や
し
た
と
思
わ
れ
る

（
36
）

。
キ
ケ
ロ
は
、
冒
頭
陳
述
に
お
い
て
、
裁

判
が
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
邪
悪
さ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
の
問
題
、
具
体
的
に
は
特
示
命
令
の
文
言
に
関
す
る
解
釈
に
関
心
を
示
す
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
へ
の
彼
の
苛
立
ち
を
表
現
し
て
い
る
（C

aec. 4

）。
つ
ま
り
、
ピ
ソ
が
以
前
に
は
法
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
議
論
を
展

二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
二
四
）

開
し
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
相
手
方
の
方
針
変
更
は
、
特
示
命
令
文
言
の
解
釈
、
そ
の
適
用
に
つ
い
て
、
審
理

員
た
ち
に
も
同
様
に
困
惑
を
与
え
た
、
と
キ
ケ
ロ
は
主
張
す
る

（
37
）

。
キ
ケ
ロ
は
弁
論
の
冒
頭
で
審
理
員
た
ち
が
二
度
裁
判
を
中
断
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
二
つ
理
由
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
審
理
員
た
ち
が
法
に
詳
し
く
な
い
こ
と
、
不
当
な
判
決
を
下
し
て
、

不
本
意
に
も
被
告
の
世
評
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（C

aec. 6

）。
キ
ケ
ロ
の
陳
述
は
明
ら

か
に
審
理
員
た
ち
に
対
す
る
挑
発
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
審
理
員
た
ち
は
、
法
的
問
題
が
双
方
の
論
争
を
通
じ
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
ま
で
、
評
決
を
躊
躇
し
た
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
第
三
回
弁
論
の
と
き
ま
で
、
キ
ケ
ロ
の
当
初
の
主
張
は
、
ピ
ソ
の
攻
撃

に
よ
っ
て
深
刻
に
切
り
崩
さ
れ
て
い
た
。
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
農
場
の
カ
エ
キ
ー
ナ
の
所
有
権
は
、
十
分
に
は
立
証
さ
れ
ず
、
彼
の
農
場
の
占

有
も
疑
わ
し
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
特
示
命
令
そ
れ
自
体
、
不
明
瞭
か
つ
不
確
か
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
一
方
で
、
ピ
ソ
の

立
場
も
、
特
示
命
令
の
解
釈
に
関
し
て
も
変
わ
っ
て
い
た
。
彼
は
自
分
の
当
初
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
法
学
的
な
支
持
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
断
念
し
、
新
た
な
見
解
へ
と
向
か
う
。
こ
の
段
階
が
ま
さ
に
本
件
の
第
三
回
目
に
し
て
最
終
の
聴
聞
に

あ
た
っ
た

（
38
）

。
四
．
小
結

『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
構
成
は
、
一
般
に
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
に
よ
る
構
成
に
依
拠
し
つ
つ
、
状
況
に
よ
る
ア
レ
ン
ジ
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。
も
う
一
度
こ
こ
で
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
全
体
構
成
を
ふ
り
返
っ
て
お
こ
う

（
39
）

。
序
論
部
（C

aec. 1-9

）
は
、
被
告
の
過

去
と
現
在
の
行
動
の
厚
か
ま
し
さ
（C

aec. 1-3

）
と
評
決
に
至
ら
な
い
審
理
員
の
臆
病
さ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
（C

aec. 4-9

）。
陳
述

二
四
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部
は
キ
ケ
ロ
が
審
理
員
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
よ
う
に
、
事
件
の
事
実
を
語
る
べ
く
進
行
す
る
（C

aec. 10-23

）。
長
い
立
証
部

（C
aec. 23-102

）
が
通
常
で
な
い
の
は
、
キ
ケ
ロ
が
、
自
分
自
身
の
主
張
の
立
証
に
移
る
前
に
、
被
告
人
の
自
白
と
証
人
を
論
じ
る
点
で

だ
け
で
あ
る
（C

aec. 23-31

）。
第
三
一
節
で
、
被
告
人
の
法
的
主
張
は
原
告
の
事
件
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
第
三
二
節

の
冒
頭
で
、
キ
ケ
ロ
は
論
証
を
形
式
的
に
事
実
に
関
す
る
問
題
と
文
言
に
関
す
る
問
題
と
い
う
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
い
る
。
事
実
に
関

す
る
問
題
の
部
分
（C

aec. 32-85

）
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
に
対
す
る
侵
害
行
為
に
つ
い
て
特
別
な
法
的
救
済
策
が
あ
る
主
張
す
る
こ
と
で
始

ま
っ
て
い
る
（C

aec. 32-40
）。
キ
ケ
ロ
は
こ
れ
に
続
け
て
以
下
の
点
を
強
く
主
張
し
て
い
く
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
行
動
が
特
示
命
令
に

お
け
る
暴
力vis

を
構
成
す
る
こ
と
、deiectio

と
い
う
語
は
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
の
行
動
に
適
用
で
き
る
こ
と
（C

aec. 49-64

）、
法
律

家
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
の
特
示
命
令
解
釈
│
キ
ケ
ロ
に
と
っ
て
有
利
な
│
が
擁
護
さ
れ
る
べ
き
は
法
律
家
と
し
て
の
彼
の
地
位
と
所
有
権
保
護

の
も
た
ら
す
利
益
の
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
（C

aec. 65-79

）、
最
後
に
、
無
名
の
法
律
家
の
見
解
│
当
該
人
物
の
回
答
が
ピ
ソ
に
よ
っ
て
引
用

さ
れ
て
い
る
│
は
、
そ
れ
は
結
局
原
告
に
有
利
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
非
常
識
で
あ
る
こ
と
（C

aec. 79-85

）、
こ
う
し
た

こ
と
を
キ
ケ
ロ
は
主
張
す
る
。
キ
ケ
ロ
は
、
弁
論
の
こ
の
部
分
で
、deiectio

の
意
味
に
関
す
る
ピ
ソ
の
主
要
な
見
解
だ
け
を
取
り
扱
っ

て
い
る
。

論
証
部
の
後
半
は
、
特
示
命
令
の
文
言
に
関
係
し
て
い
る
（C

aec. 86-95

）。
キ
ケ
ロ
は
、unde deiecisti

と
い
う
文
言
が
、
そ
の
場

所
か
ら
文
字
通
り
追
い
出
す
こ
と
だ
け
で
な
く
、
誰
か
が
そ
こ
に
近
づ
く
の
と
阻
止
す
る
こ
と
も
含
む
べ
き
こ
と
を
示
す
こ
と
か
ら
始
め

て
い
る
（C
aec. 86-89

）。
そ
の
あ
と
、deiectio

の
意
味
に
関
す
る
ピ
ソ
の
論
拠
に
転
じ
、
暴
力
に
関
す
る
特
示
命
令
と
武
装
し
た
暴
力

に
関
す
る
特
示
命
令
と
の
文
言
の
相
違
が
、
占
有
が
後
者
の
特
示
命
令
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
論
じ
る

（C
aec. 90-93

）。
キ
ケ
ロ
は
少
な
く
と
も
カ
エ
キ
ー
ナ
が
占
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
「
争
点
外
」
で
あ
る
と
簡
単
に
論
じ
て
締
め
く

二
五
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く
っ
て
い
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
ウ
ォ
ラ
テ
ラ
エ
の
市
民
権
の
問
題
に
つ
い
て
の
逸
脱
が
挿
入
さ
れ
（C

aec. 95-102

）、
弁
論
は
終
結
に
向
か

う
。
キ
ケ
ロ
は
、
こ
れ
ま
で
の
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
に
対
す
る
弁
論
に
お
い
て
示
し
た
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
繰
り
返
し
て
述
べ
、
依
頼
者
カ

エ
キ
ー
ナ
の
確
固
た
る
信
念
を
た
た
え
て
、
結
語
を
締
め
く
く
る
（C

aec. 103-104

）。

本
稿
で
は
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
う
ち
、
キ
ケ
ロ
と
ピ
ソ
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
、
所
有
権
、
占
有
、
特
示
命
令
の
適
用
と
い

う
争
点
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
両
者
の
主
張
を
対
比
で
き
る
か
た
ち
で
、
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
争
点
に
つ
い
て
、
二
人

の
弁
護
人
が
法
廷
の
場
で
ど
の
よ
う
に
立
論
し
、
相
互
に
反
駁
し
合
っ
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
両
者
に

と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
勝
ち
抜
く
た
め
の
決
定
的
な
論
拠
を
見
出
せ
な
い
と
き
、
い
か
に
し
て
自
ら
の
主
張
を
支
え
る
た
め
の
間

接
的
な
論
拠
か
ら
、
聞
き
手
た
る
審
理
員
た
ち
を
説
得
し
、
自
分
た
ち
に
有
利
な
判
断
を
ひ
き
だ
そ
う
し
た
か
が
そ
の
具
体
的
な
場
面
の

中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
残
さ
れ
た
キ
ケ
ロ
の
法
廷
弁
論
自
体
、
言
う
ま
で
も
な
く
決
し
て
論
理
的
に
一
貫
し
た
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
キ
ケ
ロ
の
一
見
晦
渋
と
も
思
わ
れ
る
文
章
は
、
個
々
の
論
点
の
積
み
重
ね
か
ら
ポ
イ
ン
ト
を
か
せ
い
で
、
最
後
に
勝
利

す
る
と
い
う
弁
論
の
醍
醐
味
を
十
二
分
に
味
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
こ
う
し
た
キ
ケ
ロ
の
弁
論
を
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
述
べ
て
、
本
稿
の

締
め
く
く
り
と
し
た
い
。『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
を
め
ぐ
る
問
題
の
一
つ
は
、
キ
ケ
ロ
の
言
説
が
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
黒
を
白
と
言

い
く
る
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
言
説
は
真
実
の
う
え
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

も
と
よ
り
そ
れ
は
程
度
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ロ
ー
マ
法
学
と
レ
ト
リ
ッ
ク
な
い
し
は
キ
ケ
ロ
の
言
説
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
は
一
つ
の
手
が
か
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た
意
識
を
鮮
明
に
し
た
の
は
や
は
り
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
の
『
占
有
法
』
が
投
げ
か
け
た
問
題
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
以
後
の
研
究
史
は
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
個
々
の

二
六



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
二
七
）

論
点
を
め
ぐ
っ
て
汗
牛
充
棟
と
も
い
え
る
膨
大
な
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
そ
の
一
つ
の
傾
向
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
提
起
し
た
問
題
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
登
場
す
る
二
つ
の
特
示
命
令
に
つ
い
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
こ

れ
ら
が
実
は
一
つ
に
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る

（
40
）

。
キ
ケ
ロ
は
、
慣
行
に
基
づ
く
放
逐
を
伝
え
る
。
こ
れ
は
、

当
時
、
所
有
物
返
還
請
求
訴
訟
を
導
入
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
象
徴
的
な
行
為
で
あ
り
、
二
つ
の
暴
力
に
関
す
る
特
示
命
令
は
現
実
の

暴
力
に
関
わ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
二
つ
の
う
ち
、
暴
力
に
関
す
る
特
示
命
令
だ
け
が
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
に
お
い
て
も
な
お
意
味
を

有
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
慣
行
に
基
づ
く
放
逐
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
の
関
心
を
示
さ
な
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
暴
力
に
基
づ
く
特
示

命
令
は
現
実
に
追
い
出
さ
れ
た
時
点
に
占
有
に
あ
っ
た
場
合
に
の
み
適
用
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
キ
ケ
ロ
は
武
装
暴
力
に
関
す

る
特
示
命
令
の
場
合
に
は
占
有
は
必
要
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
問
題
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
第
九
四
節
で
カ
エ
キ
ー
ナ
が
農
場
を
占
有
し
て
い
た
と
主
張
す
る
点
で
、
キ
ケ
ロ
は
事
実
を
ね
じ
曲
げ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
キ
ケ
ロ
の
主
張
こ
そ
彼
の
弁
論
の
生
命
線
に
あ
た
る
の
で
あ
り
、
結
果
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
キ
ケ
ロ
に
と
っ
て
は
カ
エ
キ
ー
ナ
が
占
有
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
曖
昧
に
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
キ
ケ
ロ

の
議
論
は
カ
エ
キ
ー
ナ
の
占
有
を
確
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
真
実
を
語
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
な
る
。
キ
ケ

ロ
は
武
装
暴
力
に
関
す
る
特
示
命
令
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
原
告
は
占
有
を
必
要
と
し
な
い
と
主
張
す
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
こ
の
点
で

も
キ
ケ
ロ
は
事
実
を
歪
曲
し
て
い
る
と
考
え
る
。
第
九
一
節
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
キ
ケ
ロ
は
こ
こ
で
特
示
命
令
文
言
を
援
用

す
る
。
こ
れ
は
広
く
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
認
め
ら
れ
る
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ

の
点
で
、
し
か
し
何
か
虚
偽
の
解
釈
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
事
態
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
特

示
命
令
は
通
常
に
、
つ
ま
り
暴
力
が
用
い
ら
れ
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
方
式
に
お
い
て

二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
二
八
）

「
そウ

ン

デ

・

ウ

ィ

・

イ

ッ

レ

・

メ

・

こ
か
ら
か
の
者
が
暴
力
に
よ
っ
て
私
を
追デ

イ

エ

キ

ッ

ト

い
出
し
た
場
合
、
私
が
暴
力
に
よ
り
隠
秘
に
よ
り
容
仮
に
よ
り
占
有
し
て
い
た
の
で
な
い

と
き
に
」
と
い
う
文
言
が
求
め
ら
れ
た
。
付
加
部
分
は
三
つ
だ
け
例
外
を
列
挙
し
て
い
る
が
、「
私
が
占
有
し
て
い
た
と
き
」
と
い
う
文

言
は
こ
の
例
外
に
の
み
関
係
が
あ
り
、
占
有
一
般
を
示
す
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
占
有
自
体
は
「
そ
こ
か
ら
か
の
者
が
私
を
追
い
出
し

た
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
武
器
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
例
外
は
当
て
は
ま
ら
ず
、

方
式
か
ら
付
加
部
分
全
体
（「
私
が
…
占
有
し
て
い
た
と
き
」）
が
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
場
合
で
も
占
有
が
訴

権
の
基
礎
付
け
の
た
め
に
必
要
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
ケ
ロ
が
か
の
省
略
を
利
用
し
た
の
は
、
カ

エ
キ
ー
ナ
の
た
め
に
不
正
と
は
い
え
必
要
不
可
欠
な
結
果
を
導
き
出
す
た
め
だ
っ
た
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
蓋
然
的
な
こ
と
で
あ
る

（
41
）

。」

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
る
と
、「
近
代
の
法
律
家
た
ち
」
は
キ
ケ
ロ
の
言
を
真
実
と
み
な
し
、
武
装
暴
力
事
件
の
場
合
に
は
、
特
示
命
令
発
給

の
た
め
に
た
ん
な
る
所
持
つ
ま
り
、
法
的
占
有
が
な
く
て
も
十
分
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
明
し
て
き
た
と
し
て
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
ら
を
例
に

挙
げ
て
い
る

（
42
）

。『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
占
有
法
』
を
通
じ
て
そ
の
理
解
に
新
し
い
方
向
を
歩
み
始
め
た
と
も
い
え
る
。

そ
う
し
た
傾
向
は
、
例
え
ば
、
ニ
コ
シ
ア
の
研
究

（
43
）

も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
的
理
解
を
前
提
と
し
て
、
キ
ケ
ロ
の
言
説
を
三
つ
の
ト
リ
ッ
ク
と
し

て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
点
で
新
機
軸
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
シ
ュ
ト
ロ
ー
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
の
立
場
か
ら
、
キ
ケ
ロ

の
法
廷
弁
論
に
関
す
る
独
自
の
構
想
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る

（
44
）

。『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
つ
い
て
、
法
的
な
側
面
に
つ
い
て
、
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
、
ニ
コ
シ
ア
ら
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
に
レ
ト
リ
ッ
ク
の
部
分
に
強
調
点
を
お
い
た
研
究
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
こ
う
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
以
来
の
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
研
究
の
系
譜
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
検
討
の
機
会
を
も
ち
た
い

と
考
え
る
。

二
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キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
二
九
）

（
1
） 

Ｊ
・
シ
ュ
ト
ル
ー
／
吉
原
達
也
訳
「
法
の
極
み
は
不
法
の
極
み
」『
日
本
法
学
』
第
七
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
）、
三
七
〜
一
〇
八
頁
。

S
troux, Johannes, S

u
m

m
u

m
 iu

s su
m

m
a in

iu
ria. E

in
 K

apitel au
s d

er G
esch

ich
te d

er in
terpretatio iu

ris 

（A
us der im

 ganzen 

nicht erschienenen F
estschrift fÜr P

aul S
peiser-S

arasin zum
 80. G

eburtstag am
 16. O

ktober 1926

）, L
eipzig/B

erlin 1926; 

N
achdr. in: ders., R

öm
isch

e R
ech

tsw
issen

sch
aft u

n
d

 R
h

etorik, P
otsdam

 1949, S
.7-66. 

シ
ュ
ト
ル
ー
の
学
説
史
的
な
意
味
に
つ
い
て
、

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

〜
二
二
頁
、
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
九
六
七
年
）
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
、
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
。
最
新
の
文
献
と
し
て
、F

alk/L
um

inati/S
chom

oeckel. 

（hrsg.

）, F
älle aus 

R
echtsgeschichte, M

ünchen 2008, S
.14ff., F

all 2 C
ausa C

uriana 

（H
albw

achs

）; 

Ｕ
・
フ
ァ
ル
ク
／
Ｍ
・
ル
ミ
ナ
テ
ィ
／
Ｍ
・
シ
ュ
メ
ー

ケ
ル
編
著
、
小
川
浩
三
他
監
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
な
か
の
裁
判
事
例
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
一
四
年
、「C

ase 2 

ク
リ
ウ
ス
事
件
」（
飛
世

昭
裕
訳
）、
二
三
〜
四
六
頁
。

（
2
） 

柴
田
光
藏
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
特
示
命
令
訴
訟
の
一
考
察
│
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
法
学
論
叢
』
第
九
四
巻
三･

四
号

（
一
九
七
四
年
）、
一
一
七
〜
一
八
〇
頁
。
吉
原
達
也
訳
「
キ
ケ
ロ
『
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
三
五
〜
一
四
八
頁
、（
二
）
同
第
三
五
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）、
九
一
〜
一
〇
六
頁
、（
三
・
完
）
同
第
三
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
）、
五
二

〜
六
六
頁
。
以
下
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
の
引
用
は
断
り
な
き
限
り
こ
れ
に
依
拠
す
る
が
、
訳
文
に
つ
い
て
は
文
脈
等
の
関
係
で
修
正
を
加
え
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。B

oulanger, A
ndré, C

icéron
, D

iscou
rs vol. V

II, P
aris, 1929. F

rier, B
ruce W

., T
h

e R
ise of th

e R
om

an
 

J
u

srists, S
tu

d
ies in

 C
icero’s pro C

aecin
a, 1985, P

rinceton; S
troh, W

ilfried., T
axis u

n
d

 T
aktik, C

iceros G
erich

tsred
en

, 

T
eu

bn
er, 1975.

（
3
） S

avigny, D
as R

ech
t d

es B
esitzes, E

in
e C

ivlistisch
e A

bh
an

d
lu

n
g, 6. A

ufl ., G
iessen 1837, S

.505ff . 

所
掲
の
文
献
を
参
照
。
差
し

あ
た
り
、J.W

. T
ellegen, S

avigny’s S
ystem

 and C
icero’s pro C

aecina O
IR

 II 

（1996

）, 86-112.

（
4
） 

『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
登
場
す
る
主
な
人
物
を
略
記
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
三
〇
）

⒜　

法
廷
関
係
者
：
法
務
官　

ド
ラ
ベ
ッ
ラ
（P

ublius C
ornelius D

olabella; R
E
.N

r.14

）、
当
事
者
：
原
告　

カ
エ
キ
ー
ナ
（A

ulus 

C
aecina; R

E
.N

r.6

）、
原
告
弁
護
人　

キ
ケ
ロ
（M

arcus T
ullius C

icero

）。
被
告　

ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
（S

extus A
ebutius; R

E
.N

r.9

）、
被

告
弁
護
人　

ピ
ソ
（C

. C
alpurnius P

iso; R
E
.N

r.63

）。

⒝　

事
件
関
係
者　

①
マ
ル
ク
ス
・
フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
（M

arcus F
ulcinius

、
タ
ル
ク
イ
ニ
イ
出
身
、
ロ
ー
マ
で
銀
行
業
を
営
む
。
後
、
帰
郷
）。

②
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
（C

aesennia

、
①
の
妻
、
タ
ル
ク
イ
ニ
イ
出
身
、
③
の
母
。
カ
エ
キ
ー
ナ
と
再
婚
）。
③
マ
ル
ク
ス
・
フ
ル
キ
ニ
ウ
スM

arcus 

F
ulcinius　

①
と
②
の
子
）。
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
（S

extus A
ebutius　

カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
自
称
財
産
管
理
人
）、
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
セ
ン
ニ
ウ

ス
（P

. C
aesenius

、
②
の
指
定
相
続
人
、
係
争
土
地
の
競
売
人auctor fundi

）、
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
ク
ロ
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ォ
ル
ミ
オ
（S

extus 

C
lodius P

horm
io

、
競
売
を
差
配
し
た
銀
行
家
）、
一
〇
人
の
被
告
側
証
人
（
氏
名
省
略
、
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
と
カ
エ
キ
ー
ナ
の
慣
行
に
基
づ
く
放

逐
の
際
の
状
況
を
証
言
）、
カ
エ
キ
ー
ナ
（
カ
エ
セ
ン
ニ
ア
の
再
婚
相
手
、
事
件
の
原
告
）。

（
5
） F

rier, op.cit. 

（n.2

）, p.104sqq.

（
6
） 

コ
ロ
ヌ
ス
の
意
味
に
つ
い
て
、
長
谷
川
博
隆
「
キ
ケ
ロ
の
法
廷
弁
論
に
あ
ら
わ
れ
る
コ
ロ
ヌ
ス
」『
古
代
ロ
ー
マ
の
自
由
と
隷
属
』
名
古
屋
大

学
出
版
会
・
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
四
〜
一
六
八
頁
（
初
出
「
キ
ケ
ロ
の
法
廷
弁
論
に
あ
ら
わ
れ
るcolonus 

│ 

「colonus

とclientela

」
よ
り
」

『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
六
八
巻
（
一
九
七
六
年
））。

（
7
） H

odge, H
. G

., C
icero IX

 P
ro C

aecin
a, L

oeb C
lassical L

ibrary, C
am

bridge 1927, Introduction; B
oulanger, A

ndré, C
icéron

, 

D
iscou

rs vol. V
II, P

aris, 1929. F
uhrm

ann, M
anfred 

（Übersetzt

）, M
. T. C

icero S
äm

m
tlich

e R
ed

en
 B

d
 I, R

ed
e fü

r C
aecin

a, 

Z
Ürich und S

tuttgart, 1970, S
.263ff ., E

inleitung; 

柴
田
・
前
掲
（
前
註（
2
））、
一
二
九
頁
以
下
。
長
谷
川
・
前
掲
書
（
前
註（
6
））、

一
一
二
頁
以
下
。
吉
原
訳
「
キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』」
前
註
『
広
島
法
学
』
第
三
四
巻
四
号
（
前
註（
2
））、
一
四
八
頁
以
下
を
参
照
。
角

田
幸
彦
『
キ
ケ
ロ
ー
裁
判
弁
説
の
精
神
史
的
考
察
』
文
化
書
房
博
文
社
・
二
〇
一
〇
年
。

（
8
） 

フ
ル
キ
ニ
ウ
ス
の
銀
行
業
に
つ
い
て
、A

ndreau, L
a vie fi n

an
cière d

an
s le m

on
d

e rom
ain

, L
es m

étiers d
e m

an
ieu

rs d
’argen

t 

(IV
e siècle av. J

-C
-III

e siècle ap J.-C
.), R

om
a, 1987, p.414sqq.

木
庭
顕
『
法
存
立
の
歴
史
的
基
盤
』
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
九
年
、

九
五
五
頁
註
八
に
お
け
る
そ
の
評
価
を
参
照
。

三
〇



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
三
一
）

（
9
） 

以
下
の
叙
述
は
主
と
し
て
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
研
究
に
拠
り
な
が
ら
個
々
の
論
点
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。Frier, op.cit. 

（n.2

）, p.97sqq.
（
10
） dom

inium

に
つ
い
て
、
木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
七
〇
頁
以
下
。
な
お
、
ロ
ー
マ
法
の
所
有
権
概
念
と
そ
の
登
場
に
つ
い
て
一
般
に

つ
い
て
、
木
庭
顕
『
ロ
ー
マ
法
案
内
』
羽
鳥
書
店
・
二
〇
一
〇
年
、
一
四
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
11
） 
柴
田
・
前
掲
（
前
註（
2
））、
一
七
七
頁
以
下
。

（
12
） 

相
続
財
産
及
び
競
売
に
関
し
て
、
木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
三
二
頁
註
六
（
九
三
八
〜
九
四
〇
頁
所
掲
）
を
参
照
。

（
13
） 

C
aec. 16-17. T

hilo, R
alf M

ichael, D
er C

od
ex accepti et expen

si im
 R

öm
isch

en
 R

ech
t, E

in
 B

eitrag zu
 L

eh
re d

er 

L
itteralobligation

, G
öttingen, 1980, 

と
く
にC

aec. 16. 17

に
関
し
てS

.232-235. 

な
お
同
書
の
紹
介
と
し
て
瀧
澤
栄
治
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け

る
文
書
契
約
│ T

hilo
の
研
究
の
紹
介
と
し
て
│
」『
法
学
』
六
三
巻
（
一
九
九
九
年
）
七
四
九
頁
。
文
書
契
約
の
性
質
に
つ
い
て
、
証
書
説
（
成

立
要
件
と
し
て
固
有
の
文
言
形
式
で
の
証
書
を
作
成
す
る
と
考
え
る
、S

iber, R
öm

isch
es R

ech
t in

 G
ru

n
d

zü
gen

 fü
r d

ie V
orlesu

n
g, B

d.2, 

B
erlin, 1928, S

.180f.

、
テ
オ
フ
ィ
ル
ス
の
注
釈
に
依
拠
）
と
、
帳
簿
記
入
説
（
帳
簿 das H

ausbuch=C
odex accepti et expensi

へ
の
記
入
、

現
金
出
納
簿　

収
入
欄
と
支
出
欄
の
二
つ
の
項
目
か
ら
な
る
帳
簿　

現
在
の
出
し
入
れ
を
記
入
し
て
現
在
高
を
示
す
。
当
座
勘
定
簿　

取
引
相
手
ご

と
に
見
開
き
二
頁
の
そ
れ
ぞ
れ
に
借
方S

oll
と
貸
方H

aben

を
示
す
。S

avigny, V
erm

isch
te S

ch
riften

, B
d

.1 B
erlin, 1850, S

.205ff .

が
通

説
か
と
思
わ
れ
る
が
、
批
判
と
し
て
、H

eck, D
er alte röm

ische L
iteralkontakt, in A

cP
 116

（1918

）, S
.129-156 

が
あ
り
、
古
く
は

K
eller, E

in B
eitrag zu der L

ehre von dem
 röm

ischen L
iteral-C

ontracte, in S
ell’s J

a
h

rbü
ch

er fü
r h

istorisch
e u

n
d

 

d
ogm

atisch
e B

earbeitu
n

g d
es röm

isch
en

 R
ech

ts, B
d.1

（1841

）, S
.93-115. B

eigel, R
., R

ech
n

u
n

gsw
esen

 u
n

d
 B

u
ch

fü
h

ru
n

g d
er 

R
öm

er, G
. B

rau
n

sch
en

 H
ofbu

ch
d

ru
ckerei, 1904; T

hielm
ann, G

eorg, D
ie röm

isch
e P

rivatau
ktion

, B
erlin 1961

な
ど
。
ロ
ー
マ
の

帳
簿
記
入
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、de S

te. C
roix, G

.E
.M

., G
reek and R

om
an A

ccounting, in: L
ittelton and Y

am
ey 

（ed.

）, S
tu

d
ies 

in
 th

e H
istory of A

ccou
n

tin
g 

（ed. L
ittleton and Y

am
ey

）, L
ondon, 1956 

（repr.1 978

） p.14-74. G
röschler, P

eter, D
ie tabellae-

U
rk

u
n

d
en

 a
u

s d
en

 p
om

p
eja

n
isch

en
 u

n
d

 h
erk

u
la

n
en

sisch
en

 U
rk

u
n

d
en

fu
n

d
en 

（F
reiburger rechtsgeschichtliche 

A
bhandlungen, n.F

., B
d.26

） B
erlin, 1997, 421p. 

ウ
ェ
ッ
レ
ス
裁
判
の
例
に
つ
い
て
、
木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
六
三
頁
も
参
照
。

W
ieacker, F

ranz, C
icero als A

d
vokat, B

erlin 1965, S
.8ff .

三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
三
二
）

（
14
） 

市
民
権
の
不
存
在
に
つ
い
て
の
論
点
に
つ
い
て
、
柴
田
・
前
掲
（
前
註（
2
））、
一
七
九
頁
。
木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
五
一
頁
。

F
rier, op. cit. p.97-103.

（
15
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.109.

（
16
） 
木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
五
一
頁
。

（
17
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.97sqq.

こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
五
一
頁
及
び
註
一
八
（
九
五
六
頁
所
掲
）

を
参
照
。

（
18
） F

rier, op. cit. 
（n.2

）, p.106sqq.

（
19
） 

こ
の
用
益
権
の
性
質
に
つ
い
て
、
木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
四
一
〜
九
五
八
頁
。
と
く
に
九
四
四
頁
以
下
、
九
四
七
頁
註
一
三
。

J.W
.T

ellegen &
 O

.T
ellegen-C

ouperus, Joint U
sufruct in C

icero’s P
ro C

aecina, in: P
. B

irks 

（ed.

）, N
ew

 P
erspectives in

 th
e 

R
om

an
 L

aw
 of P

roperty, 1989, 195-205; N
icosia, G

iovanni, P
ropter usum

 fructum
 possidere? O

sservazioni su C
ic. P

ro C
aec. 

32, 94, in: S
tu

d
i in

 on
ore d

i G
aetan

o Z
in

gali III, M
ilano G

iuff ré, 1965, pp.497-532. B
retone, L

a n
ozion

e rom
an

a d
i u

su
fru

tto 

I, N
apoli, 1962, p.43sqq. 

こ
れ
に
つ
い
て
の
書
評
と
し
て
、G

ordon, W
.M

., in: T
h

e Jou
rn

al of R
om

an
 S

tu
d

ies V
ol. 54, Issue 1-2 

（N
ovem

ber 1964

）, pp 214-215. C
aec. 11, 19, 94

〜95 

の
記
述
と
ロ
ー
マ
法
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。D

.7.2.8, 

U
lpianus 17 ad S

ab.: S
i m

ulieri cum
 liberis suis usus fructus legetur, am

issis liberis ea usum
 fructum

 habet: sed et m
atre 

m
ortua liberi eius nihilo m

inus usum
 fructum

 habent iure adcrescendi. nam
 et Iulianus libro trigensim

o digestorum
 ait idem

 

intellegendum
 in eo, qui solos liberos heredes scripserit, licet non ut legatarios eos nom

inaverit, sed ut ostenderet m
agis velle 

se m
atrem

 ita frui, ut liberos secum
 habeat fruentes. sed et P

om
ponius quaerit: quid si m

ixti fuerint liberi et extranei 

heredes? et ait fi lios legatarios esse intellegendos et per contrarium
, si voluit eos liberos sim

ul cum
 m

atre frui, debere dici 

m
atrem

 legatariam
 esse intellegendam

 et per om
nia sim

ilem
 esse et in hoc casu iuris eventum

.

「
若
し
婦
人
に
し
て
其
諸
児
子
と
共

に
用
益
権
の
遺
贈
せ
ら
れ
た
る
時
諸
児
子
に
し
て
我
配
当
分
を
失
う
と
あ
ら
ば
婦
人
は
之
を
取
得
す
べ
く
然
る
に
婦
人
に
し
て
我
配
当
分
を
失
う
こ

と
あ
ら
ば
諸
児
子
は
之
を
取
得
す
べ
し
。
皆
是
れ
増
加
の
権
に
由
る
も
の
と
す
。
又
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
法
学
大
全
第
三
十
巻
の
中
に
記
す
所
に
拠
れ
ば

三
二



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
三
三
）

婦
人
の
存
す
る
時
其
諸
児
子
の
み
を
相
続
人
に
指
定
し
た
る
場
合
に
在
り
て
も
之
と
同
一
の
法
理
を
適
用
す
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
遺
言
の
真
意
は
諸

児
子
を
用
益
者
を
為
す
と
は
明
示
せ
ず
と
も
其
母
を
し
て
之
と
共
に
其
用
益
権
を
享
有
し
得
し
む
る
に
在
る
こ
と
明
瞭
な
れ
ば
な
り
。
然
る
に
ポ
ム

ポ
ニ
ウ
ス
は
更
に
一
問
題
を
出
し
て
諸
児
子
と
他
人
と
を
混
じ
て
相
続
人
と
為
し
た
る
時
は
如
何
と
云
い
而
し
て
之
に
自
答
し
た
る
所
に
拠
れ
ば
此

場
合
に
は
其
母
に
関
係
な
く
諸
児
子
は
用
益
権
の
遺
贈
を
受
け
た
り
と
解
し
得
べ
し
と
雖
も
若
し
遺
言
の
真
意
に
し
て
、
諸
児
子
に
其
母
と
共
に
用

益
権
を
行
使
せ
し
め
ん
と
欲
し
た
る
も
の
と
せ
ば
其
母
を
も
別
に
用
益
者
と
認
む
べ
く
随
っ
て
法
理
上
の
効
果
は
爰
に
も
万
事
前
掲
の
場
合
と
同
一

な
リ
と
謂
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
云
え
り
。」（
訳
文
は
千
賀
鶴
太
郎
訳
に
よ
る
。）　D

.7,2,4 Iulianus 35 D
ig.: S

i tibi proprietas fundi 

legata fuerit, m
ihi autem

 et m
aevio et tibi fundi eiusdem

 usus fructus, habebim
us ego et m

aevius trientes in usu fructu, unus 

triens proprietate m
iscebitur. sive autem

 ego sive m
aevius capite m

inuti fuerim
us, triens inter te et alterutrum

 nostrum
 

dividetur, ita ut sem
issem

 in usu fructu habeat is, qui ex nobis capite m
inutus non fuerat, ad te proprietas cum

 parte dim
idia 

usus fructus pertineat:

「
若
し
汝
に
地
所
の
所
有
権
を
遺
贈
せ
ら
れ
而
し
て
予
と
マ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
と
汝
と
に
其
地
所
の
用
益
権
を
遺
贈
せ
ら
れ
た

る
時
、
予
と
マ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
と
は
各
々
用
益
権
の
三
分
の
一
を
取
得
し
汝
は
他
の
三
分
の
一
を
所
有
権
と
混
化
す
。
然
る
に
若
し
予
及
び
マ
エ
ウ
ィ

ウ
ス
の
中
一
人
に
し
て
身
格
を
減
ぜ
ら
る
る
こ
と
あ
ら
ば
其
人
の
配
当
分
た
る
三
分
の
一
は
他
の
一
人
と
汝
と
の
間
に
分
割
せ
ら
る
。
随
て
他
の
一

人
は
用
益
権
全
部
の
一
半
を
有
し
汝
は
他
の
一
半
を
兼
ぬ
て
所
有
権
を
有
す
。」F

ragm
enta V

aticana, 86

〜88; F
IR

A
 II, 484-485. 

こ
の
点
に

関
し
て
、W

ieacker, T
extstu

fen
 klassisch

er Ju
risten

, G
öttingen, 1959, S

.300ff ., 303-305 

を
参
照
。

（
20
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.109sq. 

木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
五
〇
頁
及
び
註
一
六
（
九
五
六
頁
所
掲
）
を
参
照
。

（
21
） 

木
庭
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
九
七
三
頁
以
下
。F

alcone, G
iuseppe, R

icerch
e su

ll’ origin
e d

ell’ in
terd

etto u
ti possid

etis, A
n

n
ali 

d
el S

em
in

ario G
iu

rid
ico d

ella R
. U

n
iversità d

i P
alerm

o vol. 44, S
em

inario G
iuridico della U

niv. di P
alerm

o, 1996, p.382.

（
22
） 

慣
行
に
基
づ
く
放
逐
に
つ
い
て
、
小
菅
芳
太
郎
「U

ti possidesis 
特
示
命
令
に
関
す
る
ガ
イ
ウ
ス
文
（G

ai. 4, 148

）
に
於
け
る
イ
ン
テ
ル

ポ
ラ
テ
ィ
オ
の
可
能
性
に
つ
い
て
（
一
）」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
一
巻
、
三
〇
一
頁
以
下
、『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
当
該
箇
所
及
び
『
ト
ッ
ゥ

リ
ウ
ス
弁
護
論
』
と
の
関
連
、
そ
の
学
説
史
に
つ
い
て
、
差
し
あ
た
り
、
三
〇
二
頁
註
九
九
。
柴
田
光
藏
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
損
害
訴
訟
の
一
考

察
│
キ
ケ
ロ
ー
の
ト
ゥ
ッ
リ
ウ
ス
弁
護
論
を
め
ぐ
っ
て
」『
法
学
論
叢
』
第
九
二
巻
四･
五･

六
号
（
一
九
七
二
年
）
も
参
照
。
長
谷
川
・
前
掲
書

三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
三
四
）

（
前
註（
6
））
一
一
五
頁
註
一
〇
。G

elzer, M
., Z

w
ei C

ivilprozeßreden C
iceros, K

lein
e S

ch
riften I, W

iesbaden 1962, S
.297ff .

（
23
） 

キ
ケ
ロ
の
言
葉
か
ら
う
か
が
え
る
ピ
ソ
の
主
張
は
以
下
の
二
点
に
要
約
で
き
る
。
①
件
の
状
況
の
下
で
、deiectio

は
問
題
に
な
ら
ず
、
ア
エ

ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
た
ん
に
当
該
土
地
へ
の
外
か
ら
の
立
ち
入
り
を
阻
止
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
と
そ
の
一
党
は
、
カ
エ
キ
ー
ナ
と
そ
の

一
党
の
誰
も
殺
さ
れ
も
負
傷
も
し
た
わ
け
で
な
い
の
で
、
暴
力vis

が
行
使
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
②
特
示
命
令
文
言
のdeiectio

と
い
う
の
は
、

人
が
特
定
の
場
所
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
場
合
だ
け
を
意
味
す
る
。
し
か
し
カ
エ
キ
ー
ナ
に
は
も
と
も
と
当
該
土
地
に
つ
い
て
占
有
は
な
く
、
そ
れ
ゆ

え
特
示
命
令
を
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
す
る
、
キ
ケ
ロ
の
主
張
は
、
①deicere

は
、
あ
る
土
地
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
い
た
者
が

当
該
土
地
に
ふ
た
た
び
立
ち
入
る
の
を
阻
止
さ
れ
た
場
合
に
も
適
用
が
あ
る
。
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
と
そ
の
武
装
し
た
一
党
は
カ
エ
キ
ー
ナ
と
そ
の
一

党
に
対
し
て
暴
力
を
行
使
す
る
と
威
嚇
し
た
以
上
、
す
で
に
特
示
命
令
の
意
味
で
の
暴
力
行
使
に
あ
た
る
。
②
通
常
の
暴
力
に
関
す
る
特
示
命
令
は
、

「
私ク

ム

・

エ

ゴ

・

ポ

ッ

セ

レ

ム

が
占
有
し
て
い
た
と
き
」
と
「
自
ら
の
占
有
が
暴
力
、
隠
秘
、
容
仮
に
よ
る
占
有
で
な
い
と
証
明
し
な
い
限
り
」、
と
い
う
二
つ
の
節
を
含
む
。

後
者
は
占
有
瑕
疵
の
抗
弁
に
係
わ
り
、
同
特
示
命
令
の
発
給
を
求
め
る
者
は
、
そ
の
占
有
に
瑕
疵
が
な
い
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
前
者
の
文
言
も
通

常
特
示
命
令
発
給
の
要
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
く
て
も
、
武
装
暴
力
に
関
す
る
特
示
命
令
が
発
令
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
こ

そ
キ
ケ
ロ
が
カ
エ
キ
ー
ナ
の
た
め
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
特
示
命
令
の
発
令
に
は
占
有
の
瑕
疵
が
あ
る
か
な
い
か
は
重
要
で
な
く
、
原
告
に
占

有
が
現
実
に
あ
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
カ
エ
キ
ー
ナ
は
こ
の
特
示
命
令
の
発
給
を
申
請
で
き
る
。
し
か
も
カ
エ
キ
ー
ナ
が
占
有
を
有

す
る
か
は
「
争
点
の
外
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
キ
ケ
ロ
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。

（
24
） 

差
し
あ
た
り
、
佐
々
木
健
「
Ｌ
・
ラ
ブ
ル
ー
ナ
の
暴
力vis

論
」（
一
）（
二
完
）『
法
学
論
叢
』
第
一
五
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）、
一
三
一
頁
、

二
号
（
二
〇
〇
四
年
）、
一
〇
〇
頁
以
下
、
と
く
に
一
〇
二
頁
を
参
照
。
角
田
・
前
掲
書
（
前
註（
8
））、
一
七
二
頁
以
下
。
木
庭
・
前
掲
書
（
前
註

（
8
））、
九
七
九
頁
以
下
、
註
一
、
二
、
三
を
参
照
。

（
25
） 

暴
力
に
関
す
る
特
示
命
令
の
文
言
：D

.43.16.1pr.: P
raetor ait: “U

nde tu illum
 vi deiecisti aut fam

ilia tua deiecit, de eo quaeque 

ille tunc ibi habuit tantum
m
odo intra annum

, post annum
 de eo, quod ad eum

 qui vi deiecit pervenerit, iudicium
 dabo”.

法
務
官
曰

く
『
一
年
間
に
お
い
て
、
君
が
か
の
者
を
暴
力
に
よ
り
排
除
し
た
か
、
ま
た
は
、
君
のfam

ilia

が
排
除
し
た
場
合
に
、
そ
の
と
き
に
か
の
者
が
そ

の
場
所
に
有
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
一
年
を
経
過
し
た
あ
と
は
、
暴
力
に
よ
り
排
除
し
た
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
本

三
四



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
三
五
）

職
は
訴
訟
を
付
与
す
る
で
あ
ろ
う
』」、
と
。」C

icero, pro T
u

llio, X
II, 29: ‘U

nde dolo m
alo tuo, M

. T
ulli, M

. C
laudius aut fam

ilia aut 

procurator eius vi detrusus est’ ...

「
マ
ル
ク
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
よ
、
君
の
悪
意
に
よ
り
、
マ
ル
ク
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
ま
た
は
」
彼
の
フ
ァ

ミ
リ
ア
も
し
く
は
プ
ロ
ク
ラ
ト
ル
が
暴
力
に
よ
り
駆
逐
さ
れ
た
場
合
」 C

icero, pro T
u

llio, X
IX

, 44, ‘U
nde tu aut fam

ilia aut procurator 

tuus illum
 aut fam

iliam
 aut procuratorem

 illius in hoc anno vi deiecisti’ ... ‘cum
 ille possideret’ ... ‘quod nec vi nec clam

 nec 

precario possideret’ ...

「
君
ま
た
は
君
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
も
し
く
は
プ
ロ
ク
ラ
ト
ル
が
そ
の
者
ま
た
そ
の
者
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
も
し
く
は
プ
ロ
ク
ラ
ト

ル
を
一
年
間
に
お
い
て
暴
力
で
君
が
排
除
し
た
場
合
に
」
…
「
そ
の
者
が
占
有
し
て
い
た
と
き
に
」
…
「
そ
の
者
が
暴
力
、
隠
秘
ま
た
は
容
仮
に
よ

ら
ず
占
有
も
の
を
」。C

icero, ad F
am

., V
II, 13, 2: ‘Q

uod tu prior vi hom
inibus arm

atis non veneris’ ...

「
君
が
以
前
に
暴
力
に
よ
り
並

び
に
武
装
し
た
人
々
に
よ
っ
て
相
手
方
の
占
有
を
排
除
す
る
に
至
っ
た
の
で
」。Lenel, E

d
ictu

m
 P

epetu
u

m
, 3. A

ufl . S
461ff . S

.467f., §245b: 

‘U
nde tu illum

 vi hom
inibus coactis arm

atisve deiecisti aut fam
ilia tua deiecit, eo illum

 quaeque ille tunc ibi habuit restituas’. 

「
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
占
有
し
て
い
た
│
君
か
ら
暴
力
に
も
隠
秘
に
も
プ
レ
カ
リ
ウ
ム
に
も
よ
る
こ
と
な
し
に
占
有
し
て
い
た
│
彼
〔
原
告
〕

を
君
〔
被
告
〕
又
は
君
の
奴
隷
が
暴
力
に
よ
っ
て
排
除
し
た
場
所
へ
、
君
は
彼
を
復
帰
さ
せ
よ
。
そ
し
て
彼
が
被
排
除
時
に
そ
の
場
所
で
持
っ
て
い

た
物
を
返
還
せ
よ
。
一
年
を
経
過
後
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
排
除
し
た
者
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
、
本
職
は
訴
訟
を
付
与
す
る
で
あ
ろ

う
。」 

特
示
命
令
と
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』『
ト
ゥ
ッ
リ
ウ
ス
弁
護
論
』
に
伝
え
ら
れ
る
文
言
と
の
関
係
に
関
す
る
告
示
再
構
成
上
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。
差
し
あ
た
り
、
柴
田
・
前
掲
（
前
註（
2
））、
一
二
〇
頁
以
下
。
小
菅
・
前
掲
（
前
註（
22
））、

二
六
五
頁
註
二
二
を
参
照
。

（
26
） 

小
菅
・
前
掲
（
前
註（
22
））、
三
〇
一
頁
以
下
。N

icosia, G
iovanni, S

tu
d

i su
lla “D

eiectio” vol.1, M
ilano G

iuff é, 1965. 

木
庭
・
前
掲

書
（
前
註（
8
））、
九
七
三
頁
以
下
。

（
27
） 

法
学
者
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
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
』
第
六
二
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）、
一
九
七
〜
二
二
五
頁
、
と
く
に
二
〇
〇

〜
二
〇
二
頁
を
参
照
。F

rier, op.cit. 

（n.2

）, p.139

〜155

は
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
を
分
析
す
る
作
業
の
一
貫
と
し
て
共
和
政
末
期
の
法
発
展

と
い
う
背
景
の
中
に
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
・
ガ
ッ
ル
ス
を
位
置
づ
け
、
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。
林
智
良
『
共
和
政
末
期
ロ
ー
マ
の
法
学
者
と
社
会　

三
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
三
六
）

変
容
と
胎
動
の
世
紀
』
法
律
文
化
社
・
一
九
九
七
年
。H

arries, J., C
icero an

d
 th

e Ju
rists from

 C
itizen

’s L
aw

 to th
e L

aw
fu

l S
tate, 

L
ondon, 2006.

（
28
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.107.

（
29
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.110sq.

（
30
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.111.

（
31
） F

rier, op. cit. 
（n.2

）, p.112.

（
32
） F

rier, op. cit. 
（n.2

）, p.112sq.; 171sqq.

（
33
） F

rier, op. cit. 

（n.2
）, p.113.

（
34
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.111sq.

（
35
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.112.

（
36
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.114; 175n.142.

（
37
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.114sq.

（
38
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.115.

（
39
） F

rier, op. cit. 

（n.2

）, p.115sqq.

（
40
） S

avigny, D
as R

ech
t d

es B
esitzes, E

in
e C

ivlistisch
e A

bh
an

d
lu

n
g, 6. A

ufl ., G
iessen 1837, S

.505ff . 

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
占
有
法
に
つ

い
て
は
、
小
菅
芳
太
郎
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
占
有
法
』
雑
感
」『
北
大
法
学
論
集
』
第
二
三
巻
二
号
二
一
八
頁
以
下
。
木
庭
顕
「S

avigny

に
よ
る
占

有
概
念
の
構
造
転
換
と
そ
の
射
程
」
海
老
原
明
夫
編
『
法
の
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
三
年
、
一
六
七
頁
以
下
。
吉
原

達
也
「「
何
人
も
自
己
自
ら
占
有
の
性
質
を
変
更
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
い
う
ロ
ー
マ
法
準
則
・
再
考
│
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
占
有
法
』
に
お
け
る
占
有

概
念
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
広
島
法
学
』
第
三
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
九
月
刊
）、
一
〜
二
五
頁
。

（
41
） S

avigny, op.cit. 

（n.40

）, S
.513.

（
42
） S

avigny, op.cit. 

（n.40

）, S
.514, n.1. C

uiacius in P
aul. V

.6, 3 

及
びL

.18, de vi. 

（L
ib.20, Q

uaest. P
apin. O

pp.IV
. p.652

）
が
引

三
六



キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
（
吉
原
）

（
三
七
）

用
さ
れ
る
。

（
43
） N

icosia, G
iovanni, S

tu
d

i su
lla

 “D
eiectio” vol.1, M

ilano G
iuffé, 1965.; N

icosia, P
ropter usum

 fructum
 possidere? 

O
sservazioni su C

ic. P
ro C

aec. 32, 94, in: S
tu

d
i in

 on
ore d

i G
aetan

o Z
in

gali III, M
ilano G

iuff ré, 1965, pp.497-532.

（
44
） S

troh, op. cit. 

（n.2

）., p.80sqq.

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
度
〜
二
〇
一
四
年
度
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
民
事
訴
訟
再

検
討
│
裁
判
手
続
と
法
廷
弁
論
│
」
研
究
課
題
番
号 2330003 

（
研
究
代
表
・
葛
西
康
徳
教
授
）
に
関
す

る
研
究
並
び
に
二
〇
一
三
年
度
〜
二
〇
一
六
年
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
レ
グ
ラ
エ
の
研

究
」
研
究
課
題
番
号 25380013 

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

三
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