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也

は
じ
め
に

ポ
テ
ィ
エ

（
1
）

『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』P

an
d

ectae Ju
stin

ian
eae in

 n
ovu

m
 ord

in
em

 d
igestae （

2
）

の
最
終
章
第
五
〇

巻
第
一
七
章
「
古
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
て
」
の
う
ち
、
主
と
し
て
第
一
部　

法
の
一
般
的
レ
グ
ラ
エ
（P

rim
a P

ars de 

regulis juris genralibus, aut quae ad praevias quasdam
 legum

 notiones pertinent

）
に
つ
い
て
の
読
解
と
分
析
を
試
み
る
準
備
作
業
と

し
て
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
同
章
の
う
ち
、
第
一
部
に
先
立
つ
序
項
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い

（
3
）

。
そ
こ
に
は
、

レ
グ
ラ
と
は
何
か
、
ポ
テ
ィ
エ
が
こ
の
語
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
知
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と

七
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
三
六
）

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ポ
テ
ィ
エ
は
『
学
説
彙
纂
』
研
究
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
南
部
成
文
法
地
域
の
法
源
で
あ
る
ロ
ー
マ
法
の
体
系
性
と
技
術
性
を
吸
収
し
な

が
ら
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
知
見
に
よ
り
、
北
部
に
お
け
る
慣
習
法
の
一
般
的
原
理
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス

全
土
に
共
通
す
る
両
法
源
の
総
合
を
試
み
た
と
さ
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
最
終
章
に
お
さ
め
た
問
題

の
レ
グ
ラ
エ
の
数
を
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
二
一
一
個
を
は
る
か
に
超
す
、
実
に
九
六
〇
個
に
ま
で
ふ
や
す
試
み
を
行
な
っ
た
と
い
わ

れ
る

（
4
）

。
も
と
よ
り
本
来
の
第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
は
論
理
的
な
配
列
方
式
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ポ
テ
ィ
エ

は
、
自
ら
が
案
出
し
た
膨
大
な
レ
グ
ラ
エ
を
、
一
般
、
人
、
物
、
訴
訟
、
公
法
と
い
う
五
部
制
の
分
類
の
も
と
に
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
。

ポ
テ
ィ
エ
「
レ
グ
ラ
エ
論
」
の
も
つ
歴
史
的
な
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
的
作
業
を
必
要
と
す
る
。
中
世

ロ
ー
マ
法
以
来
、
諸
種
の
レ
グ
ラ
エ
型
の
法
学
文
献
形
式
が
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
人
文
主
義
法
学
の
も
と
で
の
レ
グ
ラ
エ
形
式
の
法
学

文
献
の
展
開
が
あ
り
、
同
様
に
、
ク
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
リ
ー
ガ
ル
・
マ
キ
シ
ム
ズ
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
の
一

方
で
、
こ
れ
に
対
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
ら
の
批
判
が
あ
る
。
人
文
主
義
法
学
以
来
の
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
法
学
に
お
け
る
レ
グ
ラ
エ
の
伝
統
と
、
こ

う
し
た
学
問
傾
向
へ
の
批
判
と
不
信
と
い
う
側
面
の
交
錯
も
ま
た
文
献
的
に
検
証
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
の
一
つ
の
で
あ
る

（
5
）

。

本
稿
は
、
ポ
テ
ィ
エ
に
種
々
の
作
品
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
キ
ュ
ジ
ャ
ス

（
6
）

の
注
釈
の
中
か
ら
当
該
箇
所
並
行
的
に
読
み
進
め
な

が
ら
、
両
者
の
関
係
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
留
ま
る
。

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
は
『
学
説
彙
纂
』
を
第
五
〇
巻
第
一
六
章
「
語
の
意
味
に
つ
い
てD

e verborum
 signifi catione （

7
）

」
及
び
第

一
七
章
「
古
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
て
」
と
い
う
二
章
を
も
っ
て
閉
じ
て
い
る
。
前
者
は
、
個
別
の
語
句
及
び
節
の
意
味
に

関
す
る
法
学
者
の
見
解
に
つ
い
て
二
四
六
法
文
を
収
録
す
る
。
後
者
は
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
二
一
一
の
法
文
か
ら
な
り
、
三
語
か
ら
な

七
八



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
三
七
）

る
法
文
か
ら
数
節
に
渡
る
法
文
ま
で
長
短
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
な
い
し
複
数
の
レ
グ
ラ
エ
を
提
示
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
第
一
七
章
は
そ
の
包
括
的
な
内
容
と
『
学
説
彙
纂
』
の
掉
尾
を
飾
る
と
い
う
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
、
中
世
に
お
け
る
ロ
ー
マ

法
学
の
復
興
以
来
長
く
法
学
者
た
ち
の
注
目
を
集
め
て
き
た

（
8
）

。

ス
タ
イ
ン
は
、
同
章
の
影
響
に
つ
い
て
二
点
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
レ
グ
ラ
エ
を
最
後
に
一
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
が
レ
グ
ラ
エ
を
と
く
に
重
視
し
た
こ
と
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
類
に
対
し
て
レ
グ
ラ
エ
に
優
位
を
与
え
た

と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
第
二
に
「
一
般
原
則general principles

」
と
い
う
概
念
及
び
か
か
る
原
則
と
他
の
法
体
系
と
の
関
係
を

論
じ
る
機
会
を
与
え
た
。「
一
般
原
則
」
の
形
成
と
い
う
点
で
、
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
最
終
章
の
も
つ
意

味
は
大
き
い
。
さ
き
に
挙
げ
た
よ
う
な
全
体
が
五
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
最
初
に
一
連
の
「
法
の
一
般
的
な
レ
グ
ラ
エ
」
の
部
が
置
か

れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ポ
テ
ィ
エ
が
レ
グ
ラ
に
よ
っ
て
何
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
か
確
認
の
た
め
に
、「
レ
グ
ラ
第
一
、
あ
る
い
は
、

レ
グ
ラ
の
定
義
」
の
箇
所
を
示
し
、
次
に
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
の
注
釈
を
手
が
か
り
に
、
第
一
法
文
の
解
釈
を
め
ぐ
る
種
々
の
問
題
点
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
序
項

ま
ず
、
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
最
終
章
た
る
第
一
七
章
「
さ
ま
ざ
ま
な
古
法
の
レ
グ
ラ
エ
に

つ
い
て
」
の
本
論
に
先
立
っ
て
、
冒
頭
に
序
項
を
置
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

（
9
）

。

本
章
の
標
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
が
「
レ
グ
ラregula

」
と
い
う
名
辞
並
び
に
「
古
法

七
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
三
八
）

ius antiquum

」
と
い
う
呼
称
で
何
を
理
解
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
．
レ
グ
ラ
第
一
、
あ
る
い
は
、
レ
グ
ラ
の
定
義

プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
の
定
義
に
よ
る
と
、「
レ
グ
ラ
と
い
う
の
は
、﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
事
柄
を
簡
潔
に
述
べ
る
﹇
も
の
﹈
で
あ
る
。
レ
グ

ラ
か
ら
法
が
と
り
だ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
法
か
ら
法
範
が
生
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。R

egula est, quae 

rem
 quae est breviter enarrat. N

on ex regula ius sum
atur, sed ex iure quod est regula fi at.

」
本
章
第
一
法
文
、
パ
ウ
ル
ス

『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
第
一
六
巻

i　

い
か
な
る
学
科disciplina
に
お
い
て
で
あ
れ
、
レ
グ
ラ
と
は
、「
存
在
す
る
事
柄res quae est

」（
も
し
く
は
ゴ
ト
フ
レ
ド
ゥ
ス
の
読
み
で
は

「
何
で
あ
れ
存
在
す
る
事
柄res quaeque est

」）
を
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、「
前
も
っ
て
置
か
れ
た
材
料proposita m

ateria

」
を
、

簡
潔
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
の
レ
グ
ラ
と
は
、
事
柄
と
、
所
与
の
事
柄
か
ら
認
め
ら
れ
る
法ius

を
短
い
言
葉
か

ら
な
る
要
約com

pendium

に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

ii　

レ
グ
ラ
を
定
義
し
た
あ
と
で
、
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
レ
グ
ラ
の
用
い
方
に
つ
い
て
賢
明
に
も
次
の
よ
う
に
注
意
を
う
な
が
し

て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
レ
グ
ラ
か
ら
法
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
所
与
の
事
柄
を
め
ぐ
っ
て
認
め
ら
れ
る
法
か
ら
、
い
わ
ば
「
先
在
す
る
材

料m
ateria praeexistente

」
か
ら
、
レ
グ
ラ
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
む
や
み
に
ど
ん
な
案
件
に
も
レ
グ
ラ
を

適
用
し
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
レ
グ
ラ
が
作
ら
れ
た
当
の
法
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
定
義
を
受
け
て
、
パ
ウ
ル
ス
は
た
だ
ち
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
、「
し
た
が
っ
て
、
レ
グ
ラ
に
よ
っ
て
事
柄
の
簡
潔
な
叙
述
が

伝
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
叙
述
は
、
サ
ビ
ヌ
ス
の
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
事
項
の
﹇
法
的
﹈
略
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

i

ii

i

ii

八
〇



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
三
九
）

こ
の
略
述
は
、
そ
れ
が
な
に
か
あ
る
﹇
こ
と
﹈
に
お
い
て
欠
陥
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
の
力
を
失
な
う

の
で
あ
る
。P

er regulam
 igitur brevis rerum

 narratio traditur, et, ut ait S
abinus, quasi causae coniectio est, quae 

sim
ul cum

 in aliquo vitiata est, perdit offi  cium
 suum

.

」、
と
。

i　

つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
個
別
的
事
柄
で
あ
れ
、
そ
れ
か
ら
認
め
ら
れ
る
法
の
簡
潔
な
説
明
で
あ
る
。

ii　

弁
論
家
の
間
で
、「
事
項
の
略
述causae conjectio

」
と
は
、
事
案
の
簡
潔
な
筋
書
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
弁
論
家
は
、
事
案
の

全
般
に
つ
い
て
、
詳
細
に
論
じ
る
前
に
、
簡
潔
な
言
葉
か
ら
な
る
要
約
を
審
判
人
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
法
の
レ
グ
ラ
は
、
当
該
の
事
柄

に
つ
い
て
、
法
を
、
簡
潔
な
あ
ら
ま
し
に
よ
っ
て
、
要
約
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

iii　

レ
グ
ラ
が
「
欠
陥
あ
りvitiari
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
誤
っ
た
適
用
が
な
さ
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
、
そ
の
た
め
に
レ
グ

ラ
が
作
ら
れ
た
当
の
事
案
と
は
異
な
っ
た
事
案
に
適
用
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。

iv　

つ
ま
り
、
そ
の
力vis

と
権
威auctoritas
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
レ
グ
ラ
は
、
少
し
で
も
何
ら
か
の
事
柄
に
誤
っ
て
適
用
さ
れ
る
た

だ
け
で
も
、
そ
の
無
効
と
な
り
、
何
ご
と
も
決
定
し
な
い
。）

二
．
レ
グ
ラ
は
容
易
に
欠
陥
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
、「
法
学
識
の
権
威
の
も
と
に
し
ば
し
ば
誤
り
に
陥
っ
て
し
ま
う
。」

D
.45,1,91,3

（
パ
ウ
ル
ス
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
注
解
』
か
ら
の
抜
粋
）

そ
れ
ゆ
え
、「
市
民
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
覆
え
さ
れ
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
っ

た
こ
と
が
﹇
あ
ま
り
に
も
﹈
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。O

m
nis defi nitio in iure civili periculosa est: parum

 est enim
, ut non 

subverti possit.｣

本
章
第
二
〇
二
法
文
、
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
『
書
簡
録
』
第
二
巻
﹇
マ
マ
、
正
し
く
は
第
一
一
巻
﹈。

iii

iv

i

ii

iii

八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
〇
）

す
な
わ
ち
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
定
立
さ
れ
た
法
が
、
外
観
上
類
似
し
て
い
る
が
、
何
ら
か
の
状
況
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
事
柄

に
適
用
さ
れ
る
の
は
、
誤
っ
た
適
用
で
あ
る
。

i　

こ
こ
で
は
法
学
者
の
も
と
で
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
定
義defi nitio

が
レ
グ
ラ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
『
定
義
集
』
は
レ
グ
ラ
に
関
す
る
著
作
と
さ
れ
る
如
し
。

ii　
「
危
険
で
あ
る
」
と
は
、
レ
グ
ラ
の
定
立
の
み
な
ら
ず
そ
の
適
用
に
お
い
て
も
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
案
に
も
個
別
の
事

案
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
正
確
に
レ
グ
ラ
を
定
立
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
不
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
レ
グ
ラ
の
定
立
は
そ
も
そ
も
偽
り
で
あ
り
、
一
見
適
用
可
能
に
み
え
る
レ
グ
ラ
で
あ
っ
て
も
、
少
し
で
も
当
の
レ
グ
ラ
と
は

異
な
っ
た
事
案
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
適
用
は
誤
り
で
あ
る
。

iii　

あ
る
法
学
者
た
ち
は
、「
少
な
いparum

 est

」
と
は
、
レ
グ
ラ
が
何
ら
の
例
外
も
出
さ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、「
ま
れ
で
あ
るrarum

 est

」
と

解
釈
す
る
。

ま
た
別
の
学
者
た
ち
は
、「
少
な
いparum

 est
」
と
は
、
レ
グ
ラ
の
定
立
や
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
レ
グ
ラ
が
覆
さ
れ
う
る
当
の
原

因
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
は
「
無
意
味
も
同
然
で
あ
るnihil tam

 m
odicum

 est

」
と
解
釈
す
る
。

三
．
こ
こ
で
、「
古
法
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
理
解
す
べ
き
は
、
一
二
表
法
で
も
そ
の
後
に
廃
止
さ
れ
た
法
で
も
な
く
、
ロ
ー
マ
国
民

が
長
く
用
い
て
き
た
古
の
解
釈
者
た
ち
の
法
賢
慮
、
そ
し
て
、
そ
の
文
献
に
よ
っ
て
『
学
説
彙
纂
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
当
の
法
学

者
た
ち
の
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
調
和
あ
る
定
義
類
で
あ
る
。
か
か
る
法
が
、「
古
の
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
帝
か
ら
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
自
身
に
至
る
ま
で
の
よ
り
新
し
い
皇
帝
た
ち
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
論
題
に
つ
い
て
制
定
さ

れ
た
法
以
前
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
を
し
て
も
、
本
章
に
古
法
の
レ
グ
ラ
す
べ
て
を
採
録
し
た
と
い
う
こ

八
二



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
四
一
）

と
は
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
！
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
彼
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
た
ん
に

少
な
か
ら
ざ
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
を
、
法
に
関
心
を
も
つ
者
た
ち
の
嗜
好
に
そ
う
よ
う
に
並
べ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

吾
等
は
、
ま
っ
た
く
別
の
配
列
と
編
成
を
も
っ
て
、
は
る
か
に
多
く
の
も
の
を
集
め
た
。
吾
等
は
前
章
の
冒
頭
で
誓
い
を
立
て
た
約
束

を
同
章
の
考
察
に
当
た
っ
て
果
た
す
よ
う
努
め
た
が
、
本
章
に
お
い
て
も
そ
の
約
束
の
履
行
を
果
た
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
の

レ
グ
ラ
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
吾
等
は
、
古
法
学
者
の
見
解
を
含
む
レ
グ
ラ
だ
け
で
な
く
、
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
自
身
に
よ
っ
て
付
さ
れ

た
表
題
に
従
っ
て
、
ク
ヤ
キ
ウ
ス
が
正
し
く
も
本
章
に
属
す
る
と
認
め
て
い
る
レ
グ
ラ
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
吾
等
は
、『
学

説
彙
纂
』
各
章
で
あ
れ
、
皇
帝
勅
法
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
法
源
で
あ
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
学
説

彙
纂
』
の
法
全
体
の
い
わ
ば
索
引
と
な
る
べ
き
簡
潔
な
章
句
を
抜
粋
し
た
。

吾
等
は
一
般
的
指
針
を
も
と
に
、
法
全
体
に
わ
た
っ
て
個
々
の
題
材
を
渉
猟
し
、
そ
し
て
法
の
研
究
に
勤
し
む
人
々
が
容
易
に
記
憶
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
そ
れ
ら
を
一
定
数
の
簡
潔
な
章
句
に
ま
と
め
た
。

本
書
の
構
成

本
書
は
五
部
か
ら
な
る
。

第
一
部
に
お
て
い
は
、
自
然
法
で
あ
れ
、
市
民
法
で
あ
れ
、
法
の
一
般
的
な
レ
グ
ラ
が
ま
ず
提
示
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
は
、

特
定
の
個
々
の
問
題
と
は
関
係
が
な
い
と
言
わ
れ
う
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
法
の
概
念
及
び
そ
の
解
釈
に
先
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
部　

人
に
つ
い
て

第
三
部　

物
に
つ
い
て

八
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
二
）

第
四
部　

訴
権
も
し
く
は
司
法
、
私
法
制
度
に
つ
い
て

つ
ま
り
、
こ
の
三
者
が
一
般
的
な
私
法
の
主
題
で
あ
る
。「
吾
等
が
用
い
る
法
は
す
べ
て
、
人
に
関
わ
る
か
、
物
に
関
わ
る
か
、
訴
権

に
関
わ
る
か
だ
か
ら
で
あ
る
。」
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』
一
・
二
・
一
二
。

第
五
部
に
お
い
て
は
、
吾
等
は
公
法
を
論
ず
る
で
あ
ろ
う
。

二　
『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
概
略

第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
採
録
さ
れ
る
法
文
は
、
前
一
世
紀
初
頭
か
ら
四
世
紀
に
ま
で
に
広
が
る
。
最
も
古
い
も
の
は
、
古
法
学
者

veteres

を
代
表
す
る
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
ウ
カ
エ
ウ
ォ
ラQ

uintus M
ucius S

caevola （
10
）

の
著
作
『
定
義
論
単
巻
書
』
か
ら

の
比
較
的
長
い
法
文
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
書
名
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
レ
グ
ラ
エ
の
ギ
リ
シ
ア
語
同
義
語
で
あ
る
点
で
あ
る

（
11
）

。

最
終
の
法
学
者
は
四
世
紀
の
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
『
抜
粋
法
論
』
に
由
来
す
る

（
12
）

。
第
一
七
章
の
レ
グ
ラ
エ
は
大
部
分
が
古
典
期
に
属
す
る

が
、
第
一
七
章
か
ら
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
広
範
な
適
用
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
化
へ
の
傾
向
に
対
し
て
は
消
極

的
だ
っ
た
。
パ
ウ
ル
ス
の
第
一
法
文
は
、
た
し
か
に
一
連
の
決
定
の
効
果
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
規
範
的
効
力
を
も

つ
と
い
う
意
図
は
必
ず
し
も
な
い
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム

（
13
）

は
、
か
つ
て
古
典
期
以
後
の
時

代
の
ビ
ザ
ン
ツ
法
学
者
の
レ
グ
ラ
エ
へ
の
愛
好
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
終
章
が
一
般
原
則
か
ら
な
る
と
い
う
考
え
方
が
編
纂
作
業
の
元
来

の
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
編
纂
者
は
一
般
原
則
と
な
り
う
る
よ
う
な
言
明
を
原
典
の
中
か
ら
採
録
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
が
、
現
実
は
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
実
現
す
べ
く
も
な
っ
た
。

第
一
七
章
所
収
の
レ
グ
ラ
エ
の
中
に
は
、
他
の
章
の
本
来
の
文
脈
の
中
に
現
れ
る
い
わ
ゆ
る
反
復
法
文leges gem

inatae

が
三
一
例

八
四



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
四
三
）

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

（
14
）

。
孤
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
出
典
表
示
な
ど
を
手
掛
か
り
に
元
の
文
脈
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
あ
る

（
第
二
〇
七
法
文
とD

.1,5,25

）。
ま
た
、「
誰
も
自
身
の
家
か
ら
つ
れ
だ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。N

em
o de dom

o sua extrahi debet.｣

（
第
一
〇
三
法
文
、P

aul.1 ad ed.

）
の
よ
う
に
、
法
廷
召
喚
（D

.2,4,21

）
と
の
関
連
性
が
わ
か
ら
な
い
と
そ
れ
自
体
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
事
例
も
あ
る
。
第
五
六
法
文
も
一
読
し
た
だ
け
で
は
誰
に
対
す
る
い
っ
そ
う
寛
大
な
取
り
扱
い
が
優
先
さ
れ
る
の
か
、
遺
贈
と
の

関
連
を
を
離
れ
て
は
理
解
で
き
な
い
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
七
章
に
採
録
さ
れ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
レ
グ
ラ
エ

が
同
じ
よ
う
な
明
確
で
一
義
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
一
七
章
の
あ
る
箇
所
で
示
さ
れ
た
レ
グ
ラ
で
、
別
の
箇
所
で
表
現
は
違
う
が
実
際
に
は
同
じ
よ
う
な
考
え
方
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
例
え
ば
第
五
六
法
文
と
第
一
九
二
法
文
一
節
は
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
レ
グ
ラ
同
士
の
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。

G
aius 3 de legat. ad ed. urb., D

.50,17,56: S
em

per in dubiis benigniora praeferenda sunt.

「
疑
問
の
あ
る
﹇
こ
と
﹈
に

お
い
て
は
、
つ
ね
に
、
い
っ
そ
う
寛
大
な
﹇
取
扱
い
﹈
の
方
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。｣

M
arcellus 29 dig., D

.50.17.192,1: In re dubia benigniorem
 interpretationem

 sequi non m
inus iustius est quam

 

tutius.

「
疑
問
の
あ
る
事
柄
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
寛
大
な
解
釈
に
し
た
が
う
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
安
全
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

い
っ
そ
う
公
正
で
あ
る
。｣

こ
う
し
た
二
重
性
と
構
成
上
の
不
整
合
は
、『
学
説
彙
纂
』
の
具
体
的
な
編
纂
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
と
も
な
る
。
ユ
ス

テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
典
編
纂
人
た
ち
は
、
古
典
法
学
文
献
の
「
群M

asse

」
に
応
じ
て
三
つ
の
委
員
会
に
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

八
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
四
）

独
立
し
て
最
終
章
に
採
録
す
べ
き
一
般
的
原
則
を
選
ん
だ
結
果
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
に
あ
た
っ
て
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と

い
う
の
で
あ
る
。
第
一
七
章
の
特
殊
な
文
献
配
列
か
ら
ブ
ル
ー
メ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
群
」
仮
説
は
法
典
編
纂
過
程
を
説
明
す

る
有
力
な
仮
説
と
し
て
支
持
さ
れ
続
け
て
い
る

（
15
）

。
こ
の
よ
う
に
第
一
七
章
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
『
学
説
彙
纂
』
編
纂
の
痕
跡

を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ポ
テ
ィ
エ
が
先
に
記
し
た
よ
う
に
、「
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
を
し
て
も
、
本
章
に
古
法
の
レ
グ
ラ
す
べ
て
を

採
録
し
た
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
！
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
彼
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
彼
は
、
た
ん
に
少
な
か
ら
ざ
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
を
、
法
に
関
心
を
も
つ
者
た
ち
の
嗜
好
に
そ
う
よ
う
に
並
べ
た
だ
け
な
の
で

あ
る
。」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
事
態
を
物
語
っ
て
い
る
。
ポ
テ
ィ
エ
は
ま
さ
に
、「
ま
っ
た
く
別
の
配
列
と
編
成
を
も
っ
て
、
は
る
か
に
多

く
の
も
の
を
集
め
た
」。

三　

第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
の
検
討

一
．
レ
グ
ラ
の
定
義

ポ
テ
ィ
エ
は
、
レ
グ
ラ
と
は
何
か
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
パ
ウ
ル
ス
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
第
一
六
巻
か
ら
の
抜
粋
か
ら
な
る
第

一
法
文
を
分
析
的
に
論
じ
て
い
る
。

第
一
法
文
は
、
出
典
表
示
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ル
ス
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
第
一
六
巻
か
ら
の
抜
粋
と
さ
れ
る
。
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス

は
、
一
世
紀
頃
の
法
学
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
、
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
、
パ
ウ
ル
ス
ら
の
後
代

の
註
解
書
に
よ
っ
て
そ
の
名
前
を
知
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
パ
ウ
ル
ス
の
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
は
一
八
巻
以
上
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
浩
瀚
な
註
解
書
が
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
が
後
代
の
法
律
学
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

八
六



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
四
五
）

示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
16
）

。
第
一
七
章
に
は
、
こ
の
ほ
か
第
一
六
九
法
文
か
ら
第
一
八
〇
法
文
ま
で
、
連
続
し
て
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス

註
解
』
か
ら
の
抜
粋
が
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
お
り
、
唯
一
第
一
六
巻
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
第
一
法
文
だ
け
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
か

ら
切
り
離
さ
れ
、
第
一
七
章
全
体
の
冒
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
か
ら
は
、
同
巻
の
第
七
、
九
、
一
一
、

一
二
巻
を
除
い
て
、
各
巻
か
ら
一
つ
ず
つ
法
文
が
抜
粋
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
題
の
配
列
の
中
で
孤
立
し
た
第
一
法
文
が
本
来
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
た
同
じ
第
一
六
巻
か
ら
の
抜
粋
と
さ
れ
る
第
一
七
九
法
文
と
比
較
し
て
も
、『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス

註
解
』
内
部
で
の
論
題
の
関
連
性
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い

（
17
）

。
第
一
七
章
冒
頭
に
置
か
れ
た
こ
と
は
、
パ
ウ
ル
ス
が
本
来
の
註
解

の
中
で
想
定
し
て
い
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
特
別
な
意
味
が
法
典
編
纂
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
第
一
法
文
は
、
こ
の
よ
う
に
本
来
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
、『
学
説
彙
纂
』
最
終
章
に
採
録
さ
れ
た
一
連
の
レ
グ
ラ
エ
の
も
と
で

何
を
理
解
す
べ
き
か
、
そ
の
指
導
理
念
を
示
す
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
た

（
18
）

。
ダ
ウ
ベD

aube

は
パ
リ
ン
ゲ
ネ
シ
ア
研
究
の
一
環
と
し
て
、

こ
の
点
で
、『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
第
一
六
巻
の
論
題
で
あ
る
「
手
権
解
放m

anum
issio

」
と
カ
ト
ー
の
レ
グ
ラregula C

atonina

と
の
関
連
を
想
定
す
る
が
、
な
お
確
定
的
な
こ
と
と
は
い
え
ず
、
ま
た
さ
し
あ
た
り
目
下
の
第
一
法
文
の
理
解
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ

と
は
ゆ
る
さ
れ
よ
う

（
19
）

。

次
に
第
一
法
文
の
個
々
の
文
節
に
つ
い
て
、
個
別
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

法
典
編
纂
人
が
、『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
の
よ
り
長
い
一
節
か
ら
レ
グ
ラ
に
関
す
る
部
分
を
切
り
取
り
、
第
一
七
章
の
冒
頭
に
短

い
法
文
と
し
て
配
置
し
た
。
こ
の
第
一
法
文
は
、
三
つ
の
短
文
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
は
必
ず
し
も
一
読
し
て
明
解
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
は
、
第
一
文
と
第
二
文
が
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
に
由
来
し
、
第
三
文
は
、
こ
れ
に

対
す
る
パ
ウ
ル
ス
に
よ
る
注
釈
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
一
文
と
第
二
文
は
、
無
関
係
に
並
列
的
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見

八
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
六
）

え
、
両
者
の
間
に
は
、
論
理
的
な
連
続
性
よ
り
も
む
し
ろ
思
考
の
切
断
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る

（
20
）

。

第
一
文
は
、
レ
グ
ラ
と
は
、
事
物
の
本
質
を
簡
潔
に
要
約
し
て
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
る
と
語
る
が
、
第
二
文
は
、
こ
の
こ
と
は
別
の
新

し
い
視
点
を
持
ち
だ
し
て
お
り
、
二
つ
の
文
章
の
間
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
思
考
の
断
絶
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

た
し
か
に
第
一
文
と
第
二
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、「﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
事
柄
」「﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
法ius quod est

」
と
い
う
類
似
し
た

言
語
構
成
が
登
場
し
、
と
も
に
レ
グ
ラ
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
に
存
在
す
る
事
柄
と
は
何
か
、
現
に
存
在
す
る
法
と
何
か

に
つ
い
て
、
具
体
的
な
中
身
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
レ
グ
ラ
が
事
柄
の
本
質
、
そ
れ
が
何
で
あ

る
か
を
簡
潔
に
要
約
す
る
こ
と
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
本
質
が
事
柄
に
先
行
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。

第
一
文
で
「
事
柄
」
と
訳
さ
れ
て
い
るres

が
具
体
的
に
何
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
羅
和
辞
典
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、「
物
、

物
事
、
事
柄
、
事
象
…
、
事
態
、
事
情
、
状
況
、
訴
訟
（
事
件
）、（
弁
論
・
著
述
の
）
題
材
、
主
題
」
な
ど
の
訳
語
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
こ
のres

が
「
事
項
の
略
述
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
す
る
と
、res

そ
れ
自
体
が
無
限
定
な
も
の
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
か

ら
一
定
の
視
点
で
も
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
も
の
と
み
た
方
が
全
体
を
一
貫
し
た
か
た
ち
で
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
実
際
、
前
提
さ
れ
た
事
柄res proposita

、
措
定
さ
れ
た
題
材
・
主
題quaecunque m

ateria subjecta

、
要
件
事
実quaeque 

res

の
よ
う
な
意
味
合
い
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
論
者
も
あ
る

（
21
）

。

C
icero, d

e orat. 1,42,187-188:

「
現
在
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
術ars

を
構
成
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
要
素
は
か
つ
て
は
ば
ら
ば
ら
に
分
離
し
た
、
相
互
関
連
を
も

八
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学
説
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纂
』
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巻
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七
章
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法
文
に
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て
（
吉
原
）

（
三
四
七
）

た
な
い
（
も
の
と
見
な
さ
れ
た
）
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
そ
れ
ま
で
は
解
体
さ
れ
分
離
さ
れ
て
い
た
事
情res

を
あ
る
種
の
体
系ratio

を

も
っ
て
結
合
さ
せ
連
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
。」（
大
西
訳
を
参
照
、
原
語
は
筆
者
に
よ
る
補
充

（
22
）

）

学
術ars
と
い
う
訳
語
自
体
は
、
ど
ち
ら
か
に
術
に
力
点
が
置
か
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
術
の
営
み
を
学
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
。
弁
論
術
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
学
術
の
一
つ
で
あ
る
。
ば
ら
ば
ら
な
「
事
情res

」
が
あ
る
種
の
「
体
系ratio

」
を
通
じ
て

結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
術
の
作
用
が
あ
り
、
た
ん
な
る
事
柄
は
、
切
り
取
ら
れ
、
あ
る
種
の
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
。「
事
項

の
略
述
」
も
そ
う
し
た
関
連
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
文
と
第
三
文
と
は
、「
し
た
が
っ
てigitur

」
と
い
う
接
続
詞
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。igitur

と
い
う
語
も
文
脈
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
を
持
ち
う
る
と
し
て
も
、
前
文
と
後
文
と
の
間
の
論
理
的
な
連
関
を
示
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
果
た
し
て
、
第
二
文
と
第
三
文
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
論
理
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
第
三
文
は
、
む
し
ろ
意
味
的
に
は
第
一
文
と
む
し
ろ
つ
な
が
っ
て
お
り
、
第
一
文
の
内
容
を
「
レ
グ
ラ
に
よ
っ
て
事
柄

の
簡
潔
な
叙
述
が
伝
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
も
う
一
度
受
け
て
、
そ
の
レ
グ
ラ
の
力offi  cium

な
い
し
機
能
と
い
う
側
面
に
力
点
を
お
い

て
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
レ
グ
ラ
に
よ
っ
て
事
柄
の
簡
潔
な
叙
述
が
伝
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
叙
述
は
、
サ
ビ
ヌ
ス
の
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
事

項
の
﹇
法
的
﹈
略
述causae conietio

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」
こ
こ
で
サ
ビ
ヌ
ス
の
名
前
が
援
用
さ
れ
、
事
柄
の
簡
潔
な
叙
述
で
あ

る
レ
グ
ラ
と
、「
事
項
の
略
述
」
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
レ
グ
ラ
は
新
し
い
言
葉
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の

「
事
項
の
略
述
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か

（
23
）

。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
の
関
連
箇
所
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る

（
24
）

。

八
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
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年
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月
）

（
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四
八
）

「
次
に
、
レ
グ
ラ
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。
レ
グ
ラ
と
は
、
事
柄
の
簡
潔
な
説
明
で
あ
り
、
い
わ
ば
事
項
の
略
述causae 

coniectio

で
あ
る
。
レ
グ
ラ
は
簡
潔
さ
自
体
を
旨
と
す
る
。
レ
グ
ラ
は
、
簡
潔
な
説
明
だ
け
で
、
も
の
ご
と
の
全
体
を
眼
前
に
想
起
さ

せ
る
。
こ
の
簡
潔
な
説
明
が
レ
グ
ラ
の
力offi  cium

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
効
力eff ectus

で
あ
る
。『
あ
た
か
も
事
項
の
略
述

causae coniectio
で
あ
る
』
と
い
う
サ
ビ
ヌ
ス
か
ら
の
抜
粋
は
適
切
で
あ
る
。
実
際
、
事
項
の
略
述
は
レ
グ
ラ
に
共
通
の
こ
と
が
ら
で

あ
る
。
事
項
の
略
述
と
は
、
訴
訟
物
の
簡
潔
な
要
約litis in breve coactio

で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ア
ス
コ
ニ
ウ
スA

sconius

が
語
る
ご

と
く
、
訴
訟
当
事
者
が
あ
た
か
も
証
拠
に
よ
っ
て
事
柄
を
説
明
す
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
レ
グ
ラ
は
法
の
簡
潔
な
要
約
で

あ
り
、
手
短
な
説
明
で
あ
る

（
25
）

。」

「
事
項
の
略
述causae coniectio
」
は
、
通
常
、
一
二
表
法
一
・
七
「
両
当
事
者
は
出
頭
し
て
弁
論
せ
よ
。」
と
い
う
文
言
に
関
係
し

て
論
じ
ら
れ
る
。
争
点
決
定
が
口
頭
で
行
な
わ
れ
る
た
め
に
審
判
人
手
続
で
は
、
当
事
者
は
口
頭
で
審
判
人
に
事
件
の
内
容
を
知
ら
せ
て

主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
当
事
者
が
出
頭
す
る
と
き
は
、
当
事
者
は
審
判
人
の
面
前
で
詳
細
に
弁
論
を
為
す
前
に
、
ま
ず
簡
単
に

事
件
の
概
要
を
審
判
に
説
明
す
る
こ
と
を
常
と
し
た
。

「
レ
グ
ラ
は
そ
れ
自
体
の
力
を
失
う
。」
に
つ
い
て
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
で
は
、
力offi  cium

は
、
効
力eff ectus

、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア

energeia

な
ど
の
関
連
語
で
置
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
つ
ま
り
、
レ
グ
ラ
は
存
在
す
る
事
柄
を
語
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し

て
、『
バ
シ
リ
カ
』
第
一
巻

（
26
）

の
一
節
を
援
用
す
る
。「
悪
く
は
な
い
。non m

ale

」
と
し
て
、「
そ
れ
自
体
の
力
を
失
う
」
と
は
、「
措
定
さ

れ
た
題
材
を
意
味
し
な
い
。ou sem

ainei to hyokeim
enon

」
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
レ
グ
ラ
は
説
明
の
力
を
も
た
ら
さ
な
い
。

何
ら
か
の
状
況casus

に
よ
っ
て
欠
陥
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
破
棄
さ
れ
、
無
効
と
な
る
。
状
況
の
差
異
に
応
じ
て
、
法
の
レ
グ
ラ
が
い
ま

や
有
効
と
な
り
い
ま
や
無
効
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
き
わ
め
て
容
易
に
か
つ
き
わ
め
て
頻
繁
に
起
こ
る
。」
注
釈
2
で
も
同
じ
く
、「
力

九
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）
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九
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offi  cium

」
に
つ
い
て
、「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
事
柄
を
説
明
し
、
も
し
く
は
、
そ
の
説

明
を
、
す
な
わ
ち
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
の
本
質
を
簡
単
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
当
の
そ
の
略
述
が
何
ら
か
の
状
況
に
よ
っ
て
瑕
疵
あ

る
も
の
と
さ
れ
、
覆
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
法
の
レ
グ
ラ
を
無
効
な
ら
し
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り

き
わ
め
て
容
易
に
か
つ
き
わ
め
て
頻
繁
に
法
の
レ
グ
ラ
に
生
じ
る
」、
と
さ
れ
る
。

二
．「
す
べ
て
の
法
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
」

ポ
テ
ィ
エ
は
、
第
一
七
章
第
一
法
文
の
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
と
パ
ウ
ル
ス
に
よ
る
「
レ
グ
ラ
の
定
義
」
を
レ
グ
ラ
第
一
と
し
て
位
置
づ
け

る
。
第
二
と
し
て
、
第
二
〇
二
法
文
の
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
に
よ
る
「
す
べ
て
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
」
と
い
う
レ
グ
ラ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

伝
統
的
に
第
一
法
文
は
第
二
〇
二
法
文
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
も
、
こ
の
あ
と
、
第
一
七
章
第
二
〇
二

法
文
と
関
連
づ
け
な
が
ら
注
釈
を
す
す
め
て
い
く
。
当
該
の
レ
グ
ラ
は
「
適
切
で
あ
る
。」
と
記
し
た
上
で
、
レ
グ
ラ
と
定
義defi nitio （

27
）

、

見
解
・
意
向sententia （

28
）

、
法
の
事
項constitutio iuris （

29
）

と
い
う
用
語
の
関
連
法
文
を
列
挙
す
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
注
釈
1
で
は
、

「
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
定
義
は
う
つ
ろ
い
や
す
く
、
危
険
で
あ
り
、
確
実
で
な
く
、
必
然
で
な
く
、
恒
常
的
で
な
い
、

と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
容
易
に
瑕
疵
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
損
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。F

abius,lib.2.cap.4.

」、「
普
遍
的
な
こ
と

catholica

で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
部
分
に
よ
っ
て
揺
る
が
さ
れ
覆
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
た
し
か
に
法
は
緩
や
か
な
概

念
か
ら
な
る
学
問scientia

で
あ
る
が
、
学
問
が
必
然
的
な
も
の
か
ら
必
然
を
結
論
す
る
と
い
う
意
味
で
単
純
か
つ
絶
対
的
な
も
の
で
は

な
い
。
法
に
関
し
て
は
い
か
な
る
必
然
的
結
論
も
存
在
し
な
い
。」、
と
さ
れ
る
。
注
釈
2
で
も
「
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
レ
グ
ラ
は
、
そ
れ

が
き
わ
め
て
容
易
に
覆
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
う
つ
ろ
い
や
す
く
、
確
実
で
も
な
く
、
恒
常
的
で
も
な
い
。
た
し
か
に
法
は
意
味
上
緩
や
か

九
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
〇
）

な
学
問
で
あ
り
、
学
問
は
必
然
的
な
も
の
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
真
な
る
も
の
で
も
単
純
で
も
な
い
。
法
の
定
義
は
永
久
的

で
も
な
く
必
然
的
で
も
な
い
。」
と
し
て
、
法
に
関
す
る
「
学
問scientia

」
が
必
然
と
絶
対
を
め
ざ
す
純
粋
学
問
で
は
な
い
こ
と
を
強

調
す
る
。

「
す
べ
て
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
」
の
具
体
例
と
し
て
、
注
釈
1
は
、
未
成
熟
者
に
よ
る
遺
言

（
30
）

、
使
用
取
得
に
よ
る
婚
姻
の
成
立

（
31
）

の
例

を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
『
標
準
注
釈
』
の
例
を
引
い
て
レ
グ
ラ
の
理
解
を
試
み
る

（
32
）

。

そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
レ
グ
ラ
エ
、
意
見
、
見
解
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、「
法
学
者
は
穏
健
で
控
え
め
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
見

ら
れ
る
べ
き
で
あ
るvidendum
」、「
お
そ
ら
くfortsitan

」、「
た
い
て
い
は
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
。「
法
学
に
通
じ
な
い
者
た
ち
は
ま
っ
た
く
こ
れ
と
は
別
の
よ
う
に
、
す
べ
て
を
節
操
な
く
提
示
し
、
慎
み
な

く
確
言
し
た
。」
こ
の
箇
所
は
細
部
の
表
現
は
異
な
る
が
、
注
釈
2
も
同
様
の
趣
旨
を
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
レ
グ
ラ
か
ら
法

が
と
り
だ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
法
か
ら
レ
グ
ラ
が
生
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」
と
「
す
べ
て
の
法
の
定
義

は
危
険
で
あ
る
」
と
は
、「
一
貫
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る

（
33
）

。

最
後
に
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
、
法
と
レ
グ
ラ
の
上
下
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
。

注
釈
1
「
法
は
レ
グ
ラ
の
上
位
に
あ
り
、
レ
グ
ラ
エ
は
法
の
下
位
に
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
学
説
彙
纂
の
最
後
を
占
め
る
の
は
、『
バ
シ
リ

カ
』
で
首
位
を
占
め
る
の
に
比
較
し
て
き
わ
め
て
よ
り
よ
き
こ
と
で
あ
る
。
何
ら
か
の
特
別
法
が
レ
グ
ラ
に
反
す
る
場
合
に
は
、
法
律
に

優
位
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
レ
グ
ラ
か
ら
導
か
れ
て
論
拠
と
な
る
も
の
が
若
干
あ
る
。
こ
れ
ら
若
干
の
も
の
は
学
者
た
ち

が
非
常
な
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
法
自
体
よ
り
も
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。」

こ
れ
ら
の
も
の
が
、
ブ
ロ
カ
ル
デ
ィ
カB

rocardica

に
あ
た
り
、
そ
の
名
前
の
由
来
と
さ
れ
る
「
通
俗
的
」
な
も
の
は
、
そ
の
使
用

九
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
一
）

に
よ
っ
て
市
民
法
を
変
形
さ
せ
る
、
と
さ
れ
、
と
き
に
市
民
法
上
の
レ
グ
ラ
は
法
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
こ
と
が
示
唆

さ
れ
て
い
る

（
34
）

。

三
．「
古
法
」
の
意
味

注
釈
1
及
び
2
は
と
も
に
、
冒
頭
に
第
一
七
章
全
体
に
つ
い
て
の
注
釈
を
記
し
て
い
る
。
両
者
の
記
述
は
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
る
が
、

個
々
の
点
に
微
妙
な
表
現
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
の
レ
グ
ラ
第
三
は
、
他
と
は
異
な
り
、
レ
グ
ラ
と
し
て
の
形
を
と
ら
ず
、

「
古
法
」
と
い
う
言
葉
の
由
来
を
語
っ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
は
、
第
一
七
章
冒
頭
で
前
注
と
し
て
、
章
全
体
の
概

要
を
記
し
て
い
る
。

注
釈
1
で
は
、「
古
法
と
は
、
新
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
以
前
に
使
わ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
謂
で
あ
る
。」
と
さ
れ
、「
さ
ら
に
、
古
法
と
は
、
勅
法
も
し
く
は
法
律
が
導
入
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な

く
、
法
の
大
家
た
ち
の
古
き
叡
智
の
謂
で
あ
る
。P

raeterea ius antiquum
 vocat, non quod constitutiones vel leges 

introduxerunt, sed antiqua prudentia iuris auctorum
, ut est in l. 21 C

. de furt. 

﹇C
.6,2,21

﹈
法
学
者
た
ち
の
一
致
し
た
定
義

et consona Iuris consultorum
 defi nitio, ut in l. ult. C

.T
heod. de divers. rescript. 

﹇C
T
h.1,2,10

﹈。
こ
の
よ
う
な
も
の
に
カ

ト
ー
の
レ
グ
ラ
が
あ
る
。
こ
れ
はl.cum

 legato, sup. quan. dies leg. cedat 

﹇D
.7,3 ?

﹈
に
お
い
て
、
古
法
の
レ
グ
ラ
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
古
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
新
し
い
法
律
、
す
な
わ
ち
、
ユ
リ
ウ
ス
及
び
パ
ピ
ニ
ウ
ス
法

Iuliam
 et P

apiam

に
帰
属
し
な
い
。l.ult. sup de reg. C

aton. 

﹇D
.34,7,5 （

35
）

﹈. l.qui soluendo, sup. de heredib. instiuend.

﹇Iul. 

64 dig. D
.28,5,43 

（42 （
36
）

）﹈. 29 （
37
） et pen. 

﹇D
.28,5,29 et 91 ? （

38
）

﹈.

注
釈
2
で
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
以

九
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
二
）

前
に
」
の
と
こ
ろ
が
、「
長
く
ロ
ー
マ
国
民
が
用
い
て
き
た
法
の
こ
と
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ポ
テ
ィ
エ
の
「
ロ
ー
マ
国
民

が
長
く
用
い
て
き
た
古
の
解
釈
者
た
ち
の
法
賢
慮
」
と
い
う
文
言
と
も
対
応
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
新
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
法
の
レ
グ
ラ
エ
は
い
か
な
る
も
の
も
本
章
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
」
古
法
の
例
と
し
て
、「
訴
訟
は
相
続

人
か
ら
も
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
も
開
始
せ
ず
。A

ctiones ab heredibus et contra heredes non incipere.

」
を
挙
げ
て
、
ユ
ス

テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
は
こ
れ
をl.1.C

. ut act. ab hered. et cont. hered. 

﹇C
.4,11,1

﹈
に
お
い
て
定
立
し
た
、
と
す
る
。
そ
の
大
意
を
記

す
と
、「
古
法
学
者
た
ち
は
、
死
後
に
効
力
を
有
す
る
問
答
契
約
な
い
し
合
意
の
事
案
に
お
い
て
、
訴
訟
は
相
続
人
か
ら
も
相
続
人
を
相

手
方
と
し
て
も
開
始
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。
吾
等
は
こ
の
誤
り
の
原
因
を
残
さ
ず
、
こ
の
レ
グ
ラ
そ
の
も
の
を
無
効
と
す
べ
き
こ

と
を
思
料
し
、
当
事
者
の
合
意
が
滞
り
な
く
実
現
さ
れ
る
べ
く
、
相
続
人
に
よ
り
ま
た
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
、
訴
訟
と
債
務
関
係
を

開
始
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
こ
と
必
要
と
思
料
し
た
。」
と
い
う
。
こ
れ
は
問
答
契
約
の
事
案
に
か
か
わ
り
、
そ
の
当
事
者
が
自
分
自
身

で
な
く
相
続
人
に
債
権
の
取
得
な
い
し
債
務
の
負
担
を
委
ね
よ
う
と
す
る
場
合
、
古
典
期
に
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
の
死
後
を
約
束
す

る
問
答
契
約
は
無
効
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
効
果
を
発
生
さ
せ
る
便
法
と
し
て
参
加
要
約adstipulatio

の
方
法
が
用
い
ら
れ
た
が
、

そ
の
ほ
か
に
死
後
の
た
め
に
、
ま
た
は
死
の
前
日
の
た
め
にpridie quam

 m
oritur

は
問
答
契
約
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
死
亡
時
の
た

めcum
 m

oriar

に
は
締
結
可
能
と
い
う
理
論
が
案
出
さ
れ
、
死
後
の
た
め
の
契
約
の
成
立
を
認
め
る
の
と
同
様
の
効
果
を
収
め
る
こ
と

を
求
め
た
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
は
こ
う
し
た
技
巧
を
排
斥
し
、
問
答
契
約
が
当
事
者
の
合
意
を
要
素
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
理
由

に
死
後
の
た
め
の
契
約
の
成
立
を
認
め
、
相
続
人
に
債
権
の
取
得
な
い
し
債
務
の
負
担
を
可
能
と
し
た

（
39
）

。

ま
た
「
古
法
の
レ
グ
ラ
エ
の
う
ち
、
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
本
章
に
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
多
く
の
レ
グ
ラ
エ
が

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。」
と
し
て
、
そ
の
事
例
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
加
害
責
任
は
頭
格
に
従
う
。noxam

 caput 

九
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
三
）

sequi

』
は
、N

ov. M
aioriani de C

urulialib.

で
は
、
古
法
の
レ
グ
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。『
約
束
に
し
て
法
律
も
し
く
は
善
良
の
風
俗

に
反
す
る
も
の
は
有
効
に
あ
ら
ず
。P

acta contra leges aut bonos m
ores non valere

』
も
、C

.8,3,36

に
お
い
て
古
い
レ
グ
ラ
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
…
。」
な
ど

（
40
）

。

四　

小
結

第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
研
究
史
に
つ
い
て
概
観
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
ス
タ
イ
ン
の
『
法
の
レ
グ
ラ
エ
』（R

egulae iuris, 1966 （
41
）

）
で

あ
る
。
と
り
わ
け
註
釈
学
派
以
来
の
レ
グ
ラ
エ
を
め
ぐ
る
議
論
へ
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
第
一
法
文
を
め
ぐ
る
議

論
が
重
要
な
の
は
、
レ
グ
ラ
の
性
質
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
『
標
準
注
釈
』
を
繙
い
て
み

る
と
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
レ
グ
ラ
エ
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
四
点
の
も
と
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
1
．
レ
グ
ラ
の
性
質
は
何
か
、
2
．

レ
グ
ラ
の
力potestas

と
は
何
か
、
3
．
レ
グ
ラ
の
力offi  cium

と
は
何
か
、
4
．
レ
グ
ラ
は
い
か
に
し
て
欠
陥
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
か

（
42
）

。

こ
の
よ
う
な
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
整
理
は
、
次
の
世
代
の
デ
ィ
ヌ
スD

inus

に
よ
っ
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
る

（
43
）

。
第
二
〇
二
法
文
の
定
義

defi nitio

に
つ
い
て
の
注
釈
に
は
、
定
義
と
は
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
の
本
質
を
意
味
す
る
言
明oratio 

substantem
 cuiusque rerum

 signifi cans

」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
、
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
の
定
義
は
危
険
の
言
説
に
関
連
し
て
、

「
し
か
し
こ
れ
は
作
ら
れ
た
レ
グ
ラ
の
も
と
で
複
数
の
事
柄
の
簡
潔
か
つ
要
約
的
な
伝
達plurium

 rerum
 breviter sivesum

m
atim

 

sub regula facta traditio

」
と
な
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

ポ
テ
ィ
エ
が
第
一
の
注
の
中
で
、「
弁
論
家
の
間
で
、『
事
項
の
略
述causae conjectio

』
と
は
、
事
案
の
簡
潔
な
筋
書
き
の
こ
と
で

あ
る
。」
と
記
し
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
も
ア
ス
コ
ニ
ウ
ス
偽
書
な
ど
を
ひ
い
て
こ
の
「
事
項
の
略
述
」
を
論
じ
て
い
る
。
ス
タ
イ
ン
は
こ
の
点

九
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
四
）

に
関
し
て
、
注
釈
学
者
た
ち
が
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
違
い
に
由
来
す

る
。
現
代
の
刊
本
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
写
本
に
よ
り
な
が
ら
、
パ
ウ
ル
ス
の
サ
ビ
ヌ
ス
か
ら
の
引
用
は
、quasi causae coniectio

と
読
む

の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
本
系
で
は
、
こ
の
部
分
はquasi causae coniunctio

つ
ま
り
レ
グ
ラ
は

「
い
わ
ば
事
項
の
結
合
」
と
読
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ａ
と
い
う
事
項
で
適
用
さ
れ
た
事
柄
が
Ｂ
と
い
う
別
の
事

項
に
適
用
さ
れ
る
と
、
そ
の
事
柄
が
レ
グ
ラ
と
な
る
、
あ
る
い
は
共
通
の
理
と
衡
平
性
を
共
有
す
る
事
項
の
結
合
す
る
も
の
が
レ
グ
ラ
で

あ
る
と
い
う
趣
旨
に
も
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
読
み
の
違
い
に
よ
る
解
釈
の
広
が
り
が
レ
グ
ラ
の
性
質
を
理

解
す
る
上
で
さ
ま
ざ
な
可
能
性
を
与
え
て
く
れ
る
。
レ
グ
ラ
と
例
外
の
関
係
も
同
様
で
あ
る

（
44
）

。

最
後
に
、
ポ
テ
ィ
エ
の
第
三
で
扱
わ
れ
る
「
古
法
」
へ
の
言
及
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
き
た
い
。
第
五
〇
巻
第
一
七
章
は
「
さ
ま
ざ
ま

な
古
法
の
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
の
第
三
は
、「
古
法
」
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
体
を
論
題
と
し
て
い
る
。
キ
ュ

ジ
ャ
ス
の
同
章
前
註
に
も
、
古
法
へ
の
言
及
が
あ
る
。
第
一
七
章
の
標
題
が
「
古
法
」
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然

の
こ
と
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
さ
に
「
古
法
」
自
体
が
、
人
文
主
義
法
学
を
代
表
す
る
キ
ュ
ジ
ャ

ス
は
も
ち
ろ
ん
こ
と
、
ポ
テ
ィ
エ
の
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
最
終
章
を
形
作
る
一
つ
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
を
形
成

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
註
釈
学
派
以
来
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

（
45
）

レ
グ
ラ
エ
論
の
方
向
を
大
き
く
変
え
た
と
い
っ
て

よ
い
学
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
七
章
が
概
括
的
な
言
葉
で
『
学
説
彙
纂
』
全
体
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
含
ま
な
い
こ
と
の
発
見
で
あ
っ
た
。

キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
写
本
の
標
題
が
、「
さ
ま
ざ
ま
な
古
法
の
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
「
法
の
レ
グ
ラ
エ

に
つ
い
てde regulis iuris

」
で
も
「
す
べ
て
の
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
てde om

nibus regulis

」
で
も
な
い
こ
と
を
強
調
し
た

（
46
）

。
前
注
に

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、『
学
説
彙
纂
』
の
中
に
は
、
最
終
章
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
重
要
な
レ
グ
ラ
エ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

九
六



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
五
）

た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
こ
う
し
た
他
の
章
か
ら
採
録
さ
れ
た
レ
グ
ラ
エ
集
も
登
場
す
る
。
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
学
説
彙
纂
』

最
終
章
は
そ
の
延
長
線
上
に
誕
生
し
た
。

（
1
） 

ポ
テ
ィ
エ
に
関
し
て
、
大
川
四
郎
「
ロ
ベ
ー
ル
・
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ポ
テ
ィ
エ
」
勝
田
有
恒
・
山
内
進
編
『
近
世
・
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
者
た

ち　

グ
ラ
ー
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ま
で
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
〇
八
年
所
収
、
二
三
五
頁
以
下
。

（
2
） 3 vols., 1748
〜52.

本
稿
で
は
、P

othier,R
.J., P

an
d

ectes d
e Ju

stin
ien

, m
ises d

an
s u

n
 n

ou
vel ord

re, avec les lois du code et 

les novelles qui confi rm
ent, expliquent ou abrogent le droit des pandectes, traduites par M

. de B
réard-N

euville, tom
e 23 P

aris 

D
ondey-D

upré, 1823.; P
othier, R

obert Joseph, O
eu

vres d
e P

oth
ier, N

ouvelle éd. P
aris: D

abo Jeune 1825.;

こ
の
ほ
か
に
、P

othier, 

P
an

d
ectae Ju

stin
ian

eae in
 N

ovu
m

 ord
in

em
 D

igestae, 4 tom
., P

aris 1819

の
参
照
に
つ
い
て
は
、
日
大
比
較
法
研
究
所
員
・
菊
池
氏
の

ご
厚
意
を
得
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
3
） 

第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
邦
訳
と
し
て
、
田
中
周
友
「
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
法
原
則
の
研
究　

学
説
彙
纂
第
五
十
巻
第
十
七
章
邦
訳
」『
甲
南
法

学
』
第
一
一
巻
四
号
（
昭
和
四
六
年
）。
同
書
評
と
し
て
、
赤
井
伸
之
『
法
制
史
研
究
』
23
〈1973

〉（
昭
和
四
九
年
）
所
収
。
柴
田
光
蔵
「
学
説
彙

纂
第
五
〇
巻
第
一
七
章
『
古
法
の
各
種
の
法
範
に
つ
い
て
（D

E
 D

IV
E
R
S
IS

 R
E
G
U
L
IS

 JU
R
IS

 A
N
T
IQ

U
I

）』
試
訳
」R

O
M

A
H
O
P
E
D
IA

（﹇
Ｅ
﹈
部
門
）（2013

） Issue D
ate 2013-07-01: U

R
L
: http://hdl.handle.net/2433/175506, K

U
R
E
N
A
I: K

yoto U
niversity R

esearch 

Inform
ation R

epository, K
yoto U

niversity.

本
稿
で
は
主
と
し
て
柴
田
教
授
に
よ
る
新
訳
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
4
） S

tein, P
eter, R

om
an

 law
 in

 E
u

ropean
 h

istory C
am

bridge, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1999.

ピ
ー
タ
ー
・
ス
タ
イ
ン
著
／

屋
敷
二
郎
監
訳
／
関
良
徳
・
藤
本
幸
二
訳
『
ロ
ー
マ
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
京
都
：
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
〇
三
年
、
一
四
七
頁
を
参
照
。

一
八
一
九
年
の
パ
リ
版
（
前
注（
2
））
で
は
、
二
〇
二
五
の
レ
グ
ラ
を
数
え
る
よ
う
で
あ
る
。

（
5
） S

tein, P
eter, R

egu
lae iu

ris: from
 ju

ristic ru
les to legal m

axim
s, E

dinburgh U
niversity P

ress 1966, p.153 sqq.

ロ
ー
マ
の

法
原
則
に
つ
い
て
、
柴
田
・
前
掲
の
ほ
か
、
田
中
周
友
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
法
原
則
」『
甲
南
法
学
』
第
九
巻
第
四
号
（
一
九
六
九
年
）、
吉
原
達

九
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
六
）

也
・
西
山
敏
夫
・
松
嶋
隆
弘
編
『
リ
ー
ガ
ル
・
マ
キ
シ
ム
│
現
代
に
生
き
る
法
の
名
言
・
格
言
』
三
修
社
・
二
〇
一
三
年
も
参
照
。

（
6
） 

西
村
隆
誉
志
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
キ
ュ
ジ
ャ
ス
」
勝
田
・
山
内
編
前
掲
書
（
前
注（
1
））、
九
九
頁
以
下
。

（
7
） 
柴
田
光
蔵
「
ロ
ー
マ
法
学
者
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
」『
京
都
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集　

第
1
巻　

基
礎
法
学
・
政
治
学
』
京
都
大

学
法
学
部
百
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
・
有
斐
閣
・
一
九
九
九
年
。
現
在
で
は
、R

O
M

A
H
O
P
E
D
IA

 

（﹇
Ｄ
﹈
部
門
）（2013

） Issue D
ate: 

2013-07-01, U
R
L
: http://hdl.handle.net/2433/175506

も
参
照
。

（
8
） S

tein, P
eter, T

he D
igest T

itle, D
e diversis regulis iuris antiqui and the G

eneral P
rinciples of L

aw
, in: R

alph A
braham

 

N
ew

m
an 

（ed.

）, E
ssays in

 Ju
rispru

d
en

ce in
 H

on
or of R

oscoe P
ou

n
d. Indianapolis, B

obbs-M
errill. 1--20 

（1962

）; now
 in: S

tein, 

P
eter, T

h
e ch

aracter an
d

 in
fl u

en
ce of th

e R
om

an
 civil law

: h
istorical essays, L

ondon R
onceverte: H

am
bledon P

ress 1988, 

p.53-72.; S
chm

idlin, B
runo, D

ie röm
isch

en
 R

ech
tsregeln

: V
ersu

ch
 ein

er T
ypologie, F

orschungen zum
 röm

ischen R
echt 29, 

K
öln: B

öhlau 1970.

（
9
） 

以
下
で
は
、
主
と
し
て
、de B

reard-N
euville

に
よ
る
一
八
二
三
年
羅
仏
対
訳
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
を
使
用
す
る
（
前
注（
2
））。
本
稿
で
は
、

叙
述
の
関
係
上
、
原
注
はi, ii..

と
し
て
、
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
直
後
に
置
い
た
。

（
10
） 

林
智
良
『
ロ
ー
マ
共
和
政
末
期
に
お
け
る
法
と
社
会
』S

chulz, F
ritz, H

istory of R
om

an
 L

egal S
cien

ce, O
xford U

P
., 1946, p.66 

sqq.; P
riciples of R

om
an

 L
aw

, 1936, p.49 sqq.
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
が
個
別
的
判
断
を
一
般
化
し
抽
象
的
な
仕
方

で
法
を
定
式
化
し
た
最
初
期
の
試
み
を
代
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、Jörs, R

. R
. W

., R
öm

isch
e R

ech
tsw

issen
sch

aft zu
r Z

eit d
er 

R
epu

blik. I. bis au
f id

e C
aton

en, B
erlin 1888, S

.223ff .
は
、
こ
う
し
た
運
動
をR

egularjurisprudenz

と
呼
ん
で
総
括
し
た
。C

f. 

P
om

ponius, D
.1,2,2,2,41. Q

uintus M
ucius S

caevola lib. sing. horon, D
.50,17,73,1: N

em
o potest tutorem

 dare cuiquam
 nisi ei, 

quem
 in suis heredibus cum

 m
oritur habuit habiturusve esset, si vixisset.

「
誰
も
、
死
亡
す
る
と
き
に
自
身
の
相
続
人
た
ち
の
な
か
に

も
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
も
し
自
身
が
生
存
し
た
と
す
れ
ば
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
人
以
外
の
誰
か
あ
る
人
に
、
後
見
人
を
付
与
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。｣

（
11
） 

吉
原
達
也
「
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
第
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
五
七

九
八



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
七
）

│
二
六
三
頁
。

（
12
） H

erm
ogenianus 3 iur. epitom

. D
.50,17,97: E

a sola deportationis sententia aufert, quae ad fi scum
 perveniunt.

ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア

ヌ
ス
『
抜
粋
法
論
』
第
三
巻
「
重
流
刑
の
判
決
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
そ
の
も
の
だ
け
を
没
収
す
る
。｣

（
13
） P

ringsheim
, F

ritz, B
eryt und B

ologna, F
estsch

rift fü
r O

tto L
en

el 1927, S
.248 sqq.: G

esam
m

te A
bh

an
d

lu
n

gen
 I, 

H
eidelberg 1961, S

.391.

（
14
） S

tein, D
e diversis...p.58.

（
15
） B

luhm
e, D

ie O
rdnung der F

ragm
ente in den P

andektentiteln, Z
eitsch

rift fü
r gesch

ich
tlich

e R
ech

tsw
issen

sch
aft, 4 

（1820

）, 

S
.257, now

 reprinted in L
abeo 6 

（1960

）, p.50 sqq., 235 sqq., 368 sqq.

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説
Ⅱ
』
有
信
堂
・
一
九
六
九
年
、

二
五
七
頁
以
下
、
ブ
ル
ー
メ
説
に
つ
い
て
と
く
に
二
五
八
頁
。
船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法
』
第
一
巻
、
四
四
四
頁
以
下
、
と
く
に
註
五
を
参
照
。

（
16
） 

プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
、
差
し
あ
た
り
、B

erger, E
n

cycloped
ic D

iction
ary of R

om
an

 L
aw

, A
m
erican P

hilosophical 

S
ociety, 1968, p.632.

（
17
） L

enel, P
al.I,S

p.1147-1178. P
aul.N

o.1071-1247.

因
み
に
、
レ
ー
ネ
ル
は
、
当
該
法
文
に
つ
い
て
（P

aul.N
o.1230

）
の
註
で
「Q

uo 

haec spectent, ignoro

」（S
p.1173, n.1

）
と
記
し
て
い
る
。
同
巻
に
属
す
る
法
文
は
以
下
の
通
り
。P

aul.16 ad P
laut. D

.50.17.179: In 

obscura voluntate m
anum

ittentis favendum
 est libertati.

「﹇
奴
隷
を
﹈
解
放
す
る
﹇
人
﹈
の
意
思
が
不
明
瞭
な
場
合
に
は
、
自
由
﹇
身
分
付

与
﹈
に
有
利
な
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」）

（
18
） S

chm
idlin, S

.8 sqq. S
chm

idlin

は
、D

aube

の
カ
ト
ー
の
レ
グ
ラ
と
の
関
連
性
の
指
摘
に
注
目
し
て
い
る
、S

.10

。

（
19
） D

aube, D
avid, Z

ur P
aligenesie einiger K

lassikerfragm
ente, Z

S
S
 76 

（1959

）, S
.149-265.

（
20
） S

chm
idlin 

（n.8

）, S
.12. B

ehrens, D
.50,17,1, Z

S
S
 75 

（1958
）, S

.354.

（
21
） S

chm
idlin 

（n.8

）, S
.13 sqq.

（
22
） 

大
西
英
文
訳
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
岩
波
書
店
・
一
九
九
九
年
、
八
九
│
九
〇
頁
を
参
照
。

（
23
） K

aser, M
/H

ackl,K
., D

as röm
isch

e Z
ivilprozessrech

t, 2. A
ufl . M

ünchen 1996. S
.123 sq.

船
田
『
ロ
ー
マ
法
』
第
五
巻
、
六
三
頁
。

九
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
八
）

因
み
に
、L

ew
is &

 S
hort, O

xford
 L

atin
 D

iction
ary

のC
onjectio causae

の
項
で
は
、
第
二
義
と
し
て
、‘the draft, sum

m
ary, or 

outline of a law
-case’

と
し
、
典
拠
と
し
て
、G

ai Inst. 4,15; D
ig.50,17,1; cf. P

s.-A
scon. ap. C

ic.V
err. 2,1,9,26 

（p.164 O
rell.

）
を
挙

げ
る
。
ま
た
第
三
義
と
し
て
、In gen., a controverted question, subject of a controversy

と
あ
る
。

（
24
） 
キ
ュ
ジ
ャ
ス
の
引
用
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
パ
リ
・
一
六
五
八
年
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
を
使
用
す
る
。Iacobus C

uiacius, O
pera om

n
ia 

in
 d

ecem
 tom

os d
istribu

ta:, M
eisterw

erke des europäischen R
echts, B

d. 1, E
d. nova em

endatior et auctior, opera &
 cura 

C
aroli A

nnibalis F
abroti, G

oldbach: K
eip V

erlag 1996, T
om

. 8, col.705 sqq. &
 814 sqq.

同
版
に
は
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
つ
い
て
、

二
つ
の
注
釈
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。col.705

以
下
の
も
の
を
「
注
釈
1
」、col.814

以
下
の
も
の
を
「
注
釈
2
」
と
い
う
か
た
ち
で
指
示
す
る
こ
と

に
し
た
い
。col.814

の
編
者
注
に
よ
れ
ば
、
注
釈
1
は
注
釈
2
よ
り
も
先
の
注
釈
に
あ
た
る
が
、
編
集
上
の
都
合
で
掲
載
は
後
に
な
っ
た
が
、
実

際
の
時
間
的
な
先
後
関
係
を
重
ん
じ
て
、
先
に
置
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
注
釈
2
の
方
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
理
解
し
や
す
い
文
章
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
本
稿
と
の
関
係

で
、
た
と
え
ば
「
法
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
」
に
関
す
る
第
二
〇
二
法
文
に
関
す
る
注
釈
は
、
注
釈
1
で
は
、
第
一
法
文
の
中
で
扱
わ
れ
、
第

二
〇
二
法
文
の
項
で
は
前
者
の
箇
所
の
参
照
指
示
だ
け
で
あ
る
が
、
注
釈
2
で
は
、
第
二
〇
二
法
文
に
独
立
し
た
注
釈
が
付
さ
れ
る
よ
う
な
違
い
が

見
ら
れ
る
。

（
25
） 

注
釈
1
の
続
き
の
箇
所
に
は
こ
う
あ
る
。「
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
事
項
の
概
略causae coniectio

の
意
味
を
デ
ュ
ア
レ
ヌ
スD

uarenus

は
二

箇
所
で
説
明
し
た
上
で
、
何
よ
り
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
喜
劇
詩
人
ア
フ
ラ
ニ
ウ
スA

franius

の
言
葉
を
取
り
上
げ
た
。『
今
日
君

の
前
で
事
項
を
略
述
し
た
い
。
君
は
幸
い
こ
こ
に
お
ら
れ
る
し
、
二
人
の
た
め
に
な
る
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。C

ausam
 conjicere hodie apud te 

volo, am
bonus adestis, profuturos arbitror.

』」
注
釈
2
で
は
、
ア
フ
ラ
ニ
ウ
ス
以
下
が
、「
ノ
ニ
ウ
ス
所
収
ア
フ
ラ
ニ
ウ
ス
の
箇
所
」
と
い
う

文
言
に
置
き
換
わ
り
、
ア
ス
コ
ニ
ウ
ス
に
関
す
る
言
及
が
、
原
文
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
い
る
点
に
、
相
違
が
見
ら
れ
る
。

in V
errem

 26

（com
eperendinatio: 

…Q
uo cum

 esset ventum
,

） antequam
 causa ageretur, quasi per indicem

 rem
 exponebant; quod 

ipsum
 dicabatur causae coniectio, quasi causae suae in breve coactio.

「（
理
解com

perendinatio: 

…
そ
の
場
に
出
頭
し
た
と
き
、）
裁

判
が
始
ま
る
に
先
立
ち
、
両
当
事
者
は
あ
た
か
も
証
拠
に
よ
っ
て
事
柄
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ま
さ
に
か
つ
て
事
項
の
略
述
、
当
該

一
〇
〇



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
九
）

事
件
の
簡
単
な
要
略
と
で
も
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。」
ア
ス
コ
ニ
ウ
ス
の
「
事
項
の
略
述
」
に
関
す
る
言
及
は
、
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』
の

古
い
法
律
訴
訟
に
つ
い
て
の
説
明
を
想
起
さ
せ
る
。
審
判
人
の
面
前
に
出
頭
し
て
、
そ
こ
で
事
件
の
概
略
を
開
陳
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
記
述
は
ア
ス
コ
ニ
ウ
ス
文
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
見
て
よ
い
。G

aius,4,15: deinde cum
 ad iudicem

 uenerant, antequam
 apud eum

 

causam
 perorarent, solebant breuiter ei et quasi per indicem

 rem
 exponere; quae dicebatur causae coniectio quasi causae suae 

in breue coactio.

「
次
い
で
審
判
人
の
面
前
に
出
頭
す
る
と
き
は
、
当
事
者
は
審
判
人
に
対
し
て
事
件
を
陳
述
す
る
前
に
、
簡
単
に
事
件
の
概
略

を
開
陳
す
る
こ
と
を
つ
ね
と
し
た
。
こ
れ
を
そ
の
事
件
の
簡
単
な
要
略
と
し
て
事
件
の
略
述
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。」（
船
田
訳
を
参
照
、
一

部
改
変
）

（
26
） H

eim
bach 

（ed.

）, B
asilicoru

m
 L

ibri L
X
, tom

.1, L
eipzig 1803, S

.65

を
参
照
。
本
文
で
は
「『
バ
シ
リ
カ
』
第
一
巻
」
と
あ
る
が
、
同

版
で
は
、
第
二
巻
第
三
章
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
古
法
の
レ
グ
ラ
に
つ
い
て
」
の
章
に
あ
た
る
。『
バ
シ
リ
カ
』
で
は
、『
学
説
彙
纂
』
と
は
異
な
り
、
最

初
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
。
原
文
で
はou sem

aine to hypkeim
enon

で
あ
り
、
付
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
訳
はnon signifi cat subiectam

 m
ateriam

と
な
っ
て
い
る
。

（
27
） l.1 sup. de reg. C

aton 

﹇D
.34,7,1 
﹈. l. m

orea. sup. de usur. 

﹇D
.41,3

﹈.

（
28
） l. Iul. sup de cond. et dem

 

﹇D
.35,1,45

﹈, l.8. sup. de lib. et post. 

﹇D
.28,2

﹈.

（
29
） l.1. sup. de privat. delict. 

﹇D
,47,1,1

﹈,.91. sup. de verb. obl. 

﹇D
.45,1,91

﹈.

（
30
） 

注
釈
1
「『
未
成
熟
者
は
遺
言
を
な
し
え
ず
。Im

puberem
 testam

entum
 facere non posse

』
は
、
未
成
熟
者
が
独
身
生
活
を
選
択
し
た
場

合
に
は
、
勅
法C
onstitut. C

onstantini apud S
ozom

en
に
よ
り
、
ま
た
同
人
が
軍
団
長tribunus m

ilitum

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
覆
さ
れ
る
。

l.ult. C
.de testam

 m
ilit. 

﹇C
.6,21,18

﹈。」
注
釈
2
で
も
、
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
例
と
し
て
引
か
れ
る
事
案
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
少
し
説
明
が

補
充
さ
れ
、
文
意
が
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
は
、
本
章
第
二
〇
二
法
文
注
釈
に
お
い
て
、
不
確
実
で
あ
る
と
し
て
彼
が
言

及
す
る
レ
グ
ラ
を
列
挙
し
て
い
る
。
注
釈
1
と
の
違
い
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
、
独
身
生
活
を
選
択
し
た
場
合
と
は
何
か
具
体
的
に
は
明
ら
か
に
な

ら
な
い
が
、
そ
の
挙
げ
る
例
は
「
一
八
歳
未
満
の
者
は
誰
も
遺
言
を
な
し
え
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
当
該
の
法
に
よ
り
、
一
八
歳
に
達
せ
ざ

る
者
が
修
道
僧
の
法
衣
を
着
し
た
場
合
、
こ
の
者
が
な
し
た
遺
言
は
合
法
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
答
え
は
、
件
の
勅
法
に
よ
り
可
で

一
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
〇
）

あ
る
」、
と
さ
れ
る
。

（
31
） 

水
谷
智
洋
編
『
羅
和
辞
典
』
改
訂
版
、
研
究
社
・
二
〇
一
二
年
（
第
五
刷
）、
当
該
項
目
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
で
は
、「『
自
由
人
は
使
用
取

得
さ
れ
な
いliberum

 hom
inem

 non usucapi

』
は
、
使
用
取
得
に
よ
り
妻
と
な
る
と
き
に
は
、
危
険
と
な
る
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
『
農
耕
歌
第
一

巻
注
解
』S

eruius I. G
eorg.

言
葉
通
り
妻
が
一
年
間
夫
と
同
居
し
た
場
合
に
は
た
と
え
法
律
に
よ
ら
ず
と
も
婚
姻
が
成
立
し
た
。」
と
さ
れ
注
釈

2
で
は
、
も
し
妻
に
し
て
、
一
年
が
経
過
す
る
前
に
三
日
間
夫
の
も
と
を
去
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
実
際
使
用
取
得
さ
れ
る
か
ら
だ
」、
と
し
て
、

視
点
を
逆
転
さ
せ
た
注
釈
に
な
っ
て
い
る
。

（
32
） 

注
釈
1
「
そ
の
他
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
が
挙
げ
る
例
に
関
し
て
、
あ
る
者
が
何
も
か
も
綿
密
に
吟
味
調
査
し
、
こ
れ
以
上
有
利
な
条
件
が
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
レ
グ
ラ
エ
の
い
か
な
る
も
の
も
そ
の
安
全
が
危
険
を
免
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
な
い
、
と
い
う
本
章
の
旧

い
解
釈
者
は
正
し
い
。
同
じ
く
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
第
二
〇
二
法
文
注
釈
も
正
し
い
。」
と
述
べ
、
具
体
例
と
し
て
ア
ジ
ー
ル
の
法
と
レ
グ
ラ
を
比

較
し
て
、「
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
ア
ジ
ー
ル
法
と
同
様
に
、
無
効
と
な
ら
ざ
る
い
か
な
る
法
の
レ
グ
ラ
も
な
い
。
か
く
し
て
す
べ
て
の
定
義
に
は

危
険
が
伴
う
と
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
実
際
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
異
議
や
状
況
に
よ
っ
て
も
崩
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。」、
と
す
る
。

（
33
） 

第
六
九
法
文
「﹇
あ
る
人
の
﹈
意
思
に
反
し
て
は
、
そ
の
﹇
人
﹈
に
利
益
は
付
与
さ
れ
な
い
。Invito benefi cium

 non datur.｣

。
こ
れ
は
、

パ
ウ
ル
ス
『
被
解
放
奴
隷
指
定
論
』
単
巻
書
に
由
来
す
る
レ
グ
ラ
で
あ
る
。「
自
由
は
利
益
で
あ
る
。l.1.sup.de bon.lib. 

﹇D
.38,2,1,

﹈
そ
れ
で
は
、

自
由
は
意
に
反
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
法
が
レ
グ
ラ
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か

し
意
に
反
し
て
も
自
由
が
与
え
ら
れ
る
の
は
通
常
の
こ
と
で
あ
る
。l.ult.C

.de testam
. tut. 

﹇C
.5,28,8

﹈; l.ult.C
.de testam

. m
an. 

﹇C
.7,2,15

﹈

同
様
に
意
に
反
す
る
者
も
解
放
さ
れ
る
。l.soluendo, D

.de neg. gest. 

﹇D
.3,5,38

﹈
そ
れ
ゆ
え
か
の
レ
グ
ラ
か
ら
法
が
導
か
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

い
か
な
る
法
に
よ
り
レ
グ
ラ
が
取
り
出
さ
れ
る
か
考
え
か
つ
問
い
か
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
い
か
な
る
レ
グ
ラ
エ
も
区
別
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。l. in ratione §

. diligenter sup. ad leg. F
alcid. 

﹇D
.35,2,11

﹈」
第
一
三
三
法
文
「
私
た
ち
の
状
況
は
、﹇
私
た
ち
の
﹈

奴
隷
を
通
じ
て
、
い
っ
そ
う
悪
く
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。｣l. m

elior, inf. l. pen. deposit. l.3 C
. de pact 

﹇C
.2,3,3

﹈
と
い
う
レ
グ
ラ
に
つ

い
て
、「
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
約
束
し
契
約
し
宣
誓
を
防
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
レ
グ
ラ
が
導
か
れ
た
。
し
か
し
、

不
法
行
為
に
よ
っ
て
は
、
奴
隷
が
主
人
の
状
況
を
い
っ
そ
う
悪
く
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。l.1. §

. quod igitur sup de vi et vi arm
ata 

一
〇
二



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
六
一
）

﹇D
.43,16,1,15

﹈。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
レ
グ
ラ
か
ら
法
が
導
か
れ
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
の
は
、
か
か
る
レ
グ
ラ
は
危
険
で
あ
り
、
い
か
な
る
法
か

ら
レ
グ
ラ
が
取
り
出
さ
れ
た
か
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
取
り
出
さ
れ
た
当
の
法
に
だ
け
そ
の
レ
グ
ラ
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

注
釈
2
で
は
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
奴
隷
が
主
人
の
状
況
を
い
っ
そ
う
悪
く
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
例
と
し
て
、
主
人
は
奴
隷
を
加
害
物
と
し

て
委
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
例
を
挙
げ
る
。

（
34
） l.4. sup. qui test. fac. poss. 

﹇D
.28,1,4

﹈ l. si certarum
 §

.ult. sup. de m
ilitis testam

. 

﹇D
.29,1,17,4

﹈.

（
35
） U

lp. 22 S
ab. D

,34,7,5: R
egula C

atoniana ad novas leges non pertinet.

（
36
） C

elsus 29 dig. D
,28,5,61 

（60

）: Q
ui solvendo non erat, servum

 prim
o loco et alterum

 servum
 secundo loco heredes scripsit. 

S
olus is qui prim

o loco scriptus est hereditatem
 capit: nam

 lege A
elia S

entia ita cavetur, ut, si duo pluresve ex eadem
 causa 

heredes scripti sint, uti quisque prim
us scriptus sit, heres sit.

（
37
） P

om
p. 5 S

ab. D
,28,5,29: H

oc articulo “quisque” om
nes signifi cantur: et ideo L

abeo scribit, si ita scriptum
 sit: “T

itius et 

S
eius quanta quisque eorum

 ex parte heredem
 m

e habuerit scriptum
, heres m

ihi esto”, nisi om
nes habeant scriptum

 heredem
 

testatorem
, neutrum

 heredem
 esse posse, quoniam

 ad om
nium

 factum
 serm

o refertur: in quo puto testatoris m
entem

 

respiciendam
. S

ed hum
anius est eum

 quidem
, qui testatorem

 suum
 heredem

 scripserit, in tantam
 partem

 ei heredem
 fore, qui 

autem
 eum

 non scripserit, nec ad hereditatem
 eius adm

itti.

（
38
） P

aul. 5 sent. D
.28.5.92 

（91

）: Im
peratorem

 litis causa heredem
 institui invidiosum

 est nec calum
nia facultatem

 ex principali 

m
aiestate capi oportet.

（
39
） C

.4,11,1: Im
perator Justinianus. C

um
 et stipulationes et legata et alios contractus post m

ortem
 com

positos antiquitas 

quidem
 respuebat, nos autem

 pro com
m
uni hom

inum
 utilitate recepim

us, consentaneum
 erat etiam

 illam
 regulam

, qua vetustas 

utebatur, m
ore hum

ano em
endare. 1. A

b heredibus enim
 incipere actiones vel contra heredes veteres non concedebant 

contem
platione stipulationum

 ceterarum
que causarum

 post m
ortem

 conceptarum
. 2. S

ed nobis necesse est, ne prioris vitii 

m
ateriam

 relinquam
us, et ipsam

 regulam
 e m

edio tollere, ut liceat et ab heredibus et contra heredes incipere actiones et 

一
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
二
）

obligationes, ne propter nim
iam

 subtilitatem
 verborum

 latitudo voluntatis contrahentium
 im

pediatur 

（A
D
 531

）. K
aser, R

P
R
, I, 

S
.491, n.34 m

it L
it., II, S

.340, n.32.

船
田
『
ロ
ー
マ
法
』
第
三
巻
七
七
頁
註
一
二
も
参
照
。

（
40
） 
そ
の
他
の
例
を
以
下
の
通
り
。「
公
法
は
私
的
な
約
束
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。ius publicum

 privatis pactionibus non 

infrim
ari.

」﹇D
.2,14,38

﹈
で
あ
る
。「
虚
偽
の
表
示
に
よ
っ
て
遺
贈
は
無
効
と
は
さ
れ
な
い
。falsa dem

onstratione legatum
 perim

i.

」﹇Inst. 

2, 20,30
﹈。「
そ
の
物
が
自
ら
に
関
係
あ
る
と
証
明
す
る
必
要
は
請
求
者
に
課
せ
ら
れ
る
。P

etitori incum
bere necessitatem

 probandi rem
 

ad se pertinere.
」﹇l.1.C

.T
heod. de fi d. inst.

﹈（「
古
法
の
定
義
に
し
て
レ
グ
ラ
と
呼
ば
れ
る
」）。「
相
続
財
産
に
属
す
る
奴
隷
に
よ
っ
て
は
、

同
一
の
相
続
財
産
に
属
す
る
も
の
は
取
得
さ
れ
え
な
い
。P

er servum
 hereditarium

 non posse adquiri, quod eiusd. hereditatis.

」
も
、

l.1,§
veteres, de acq. poss. 

﹇D
.41,2,1,16

﹈（
古
法
学
者
た
ち
の
レ
グ
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。「
合
意
か
ら
は
訴
権
は
生
じ
な
い
。E

x pacto 

actionem
 non nasci.

」﹇D
.2,14,7,5?

﹈。「
法
の
不
知
は
害
す
れ
ど
も
、
事
実
の
不
知
は
害
さ
ずIuris ignorantiam

 nocere, facti non 

nocere.

」﹇P
aul. lib. sing. de iur. et facti ingnorantia, D

.22,6,9pr.

﹈。「
遺
贈
さ
れ
う
る
当
の
そ
の
者
の
奴
隷
に
も
遺
贈
さ
れ
う
る
。

Q
uibus legari potest, eorum

 etiam
 seruis legari posse.

」。「
後
見
人
は
自
己
の
事
務
に
対
し
て
保
証
人
と
な
り
え
な
い
。In rem

 suam
 

tutorem
 auctorem

 fi eri non posse.

」﹇D
.26,8,1pr.

﹈。「
自
由
は
奪
わ
れ
え
な
いL

ibertatem
 adim

i non posse.

」﹇D
.40,4,10

﹈「
所
有
者
の

意
思
に
よ
り
物
を
取
る
者
は
盗
を
犯
さ
ず
。furtum

 non com
m
ittere eum

 qui rem
 contrectat dom

ini voluntate.

」﹇C
.6,2,20,1?

﹈「
他
の

者
を
相
手
方
と
し
て
盗
訴
権
を
有
す
る
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
え
な
い
。E

um
, qui habet aduersus alios furti actionem

, ea teneri 

non posse, l. apud antiquos

」﹇C
.6,2,21

﹈。「
相
続
人
も
し
く
は
占
有
者
の
た
め
に
占
有
す
る
者
の
み
が
相
続
財
産
請
求
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ

れ
る
。E

um
 dem

um
 teneri petitione hereditatis, qui pro herede aut pro possessore possidet.

」﹇D
.5,3,9

﹈。

（
41
） S

tein, R
egu

lae iu
ris 

（n.5

）, p.131 sqq.

（
42
） G
l.regula est ad D

.50,17,1.

（
43
） S

tein, D
e diversis... 

（n.8

）, p.64.

（
44
） S

tein, R
egu

lae iu
ris 

（n.5

）, p.133, 143, 147; D
e diversis... 

（n.8

）, p.63.

（
45
） S

tein, D
e diversis... 

（n.8

）, p.69.

一
〇
四



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
六
三
）

（
46
） S

tein, loc.cit.

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
〜
二
〇
一
六
年
度
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
。

一
〇
五




