
87－ ローマ法における信託遺贈の擬制的解釈（吉村）

は
じ
め
に

「
法
律
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
文
言
を
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
意
義
お
よ
び
目
的
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
るS

cire

leges
non

hoc
estverba

earum
tenere,sed

vim
ac

potestatem
」
と
は
ケ
ル
ス
ス
の
有
名
な
法
諺
で
あ
る
（C

elsus,D
.1 ,3 ,17

）。
ロ
ー
マ

古
典
時
代
の
法
解
釈
方
法
論
の
到
達
点
を
表
す
洗
練
さ
れ
た
言
説
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
２
世
紀
初
頭
の
高
名
な
法
学
者
の
こ
の

言
葉
は（

１
）

、
法
解
釈
の
基
本
原
則
と
し
て
現
行
法
に
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

２
）

。
文
言
と
意
思
が
法
解
釈
の
核
心
を
な
す
こ

と
は
ロ
ー
マ
の
時
代
よ
り
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
遺
言
の
法
解
釈
は
、
早
く
か
ら
文
言
と
意
思
を
め
ぐ
っ
て
深
い
洞
察
が
積
み
重
ね
ら

れ
た
分
野
で
あ
り
、
遺
言
解
釈
に
関
わ
る
法
格
言
も
学
説
彙
纂
中
に
は
数
多
く
伝
わ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
遺
言
に
お
い
て
は
遺
言
者
の
意

思
を
よ
り
広
く
解
釈
す
るIn

testam
entis

plenius
voluntates

testantium
interpretam

ur
」（Paulus,

D
.50 ,17 ,12

）、「
遺
言
者
が
他
の
こ

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
信
託
遺
贈
の
擬
制
的
解
釈

吉
　
村
　
朋
　
代

は
じ
め
に

一
、
死
因
処
分
に
お
け
る
意
思

二
、
信
託
遺
贈
に
お
け
る
黙
示
の
意
思

三
、
黙
示
の
意
思
解
釈
と
信
託
遺
贈
の
擬
制

四
、
信
託
遺
贈
条
項
の
挿
入

小
括
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と
を
考
え
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
で
な
け
れ
ば
、
用
語
の
意
味
か
ら
離
れ
て
は
な
ら
な
いN

on
aliter

a
significatione

verborum

recedioportet,quam
cum

m
anifestum

estaliud
sensisse

testatorem

」（M
arcellus,D

.32 ,69 pr.

）、「
文
言
に
な
ん
ら
の
曖
昧
さ
も
な
い

と
き
は
、
意
図
の
探
究
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
いC

um
in

verbis
nulla

am
biguitas

est,
non

debet
adm

itti
voluntatis

quaestio

」

（P
aulus,

D
.32 ,25 ,1

）
な
ど

（
３
）

。
法
格
言
に
は
、
意
思
を
重
視
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
文
言
を
尊
重
す
べ
き
を
説
く
も
の
も
あ
り
、
法
解
釈

が
両
者
の
緊
張
の
中
か
ら
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
足
場
を
見
つ
け
、
衡
平
な
収
ま
り
処
を
模
索
す
る
高
度
な
論
理
的
作
業
で
あ
る
こ
と
を
よ
く

示
し
て
い
る
。

信
託
遺
贈
は
死
因
処
分
の
な
か
で
も
、
意
思
解
釈
を
柔
軟
に
取
り
入
れ
た
領
域
で
あ
る

（
４
）

。
信
託
遺
贈
は
、
遺
言
者
（
Ａ
＝
設
定
者
）
が
、

あ
る
者
（
Ｂ
＝
受
託
者
）
に
対
し
て
、
自
分
の
死
亡
後
に
特
定
の
第
三
者
（
Ｃ
＝
受
益
者
）
に
財
産
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
供
与
す
べ

き
こ
と
を
信
託
す
る
も
の
だ
が
、
信
託
遺
贈
の
設
定
方
式
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。「
當
初
は
懇
願
的
の
用

語
（verba

precativa

）
を
用
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
が
、S

everus

の
勅
法
以
来
は
意
思
さ
え
判
明
す
れ
ば
用
語
の
如
何
は

問
わ
な
い
。
文
書
に
よ
る
と
口
頭
た
る
と
、
明
示
た
る
と
黙
示
た
る
と
、
証
人
前
た
る
と
そ
う
で
な
い
と
、
遺
言
中
で
な
す
と
そ
う
で
な

い
と
を
問
わ
な
い
。
通
常
は
信
託
遺
贈
義
務
者
に
対
す
る
書
面
（codicili

小
書
付
）
を
以
て
行
わ
れ
た
」

（
５
）

。
前
稿
で
は
、
こ
の
説
明
の
裏

付
け
と
な
っ
て
い
る
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
文
（P

ap
.D

.31
,67

,9 （
６
）

）
と
、
加
え
て
、
懇
願
的
の
用
語
で
あ
る
信
託
遺
贈
の
用
語

（fideicom
m

issi
verba

）
に
つ
い
て
検
討
し
た

（
７
）

。
信
託
遺
贈
の
用
語
の
数
は
多
く
は
な
く
、「
私
は
要
求
す
るP

E
T

O

」「
私
は
依
頼
す
る

R
O

G
O

」「
私
は
欲
す
るV

O
L

O

」「
私
は
信
義
に
ゆ
だ
ね
るFID

E
IC

O
M

M
IT

T
O

」
と
い
う
四
語
を
基
本
形
と
し
て
、
徐
々
に
そ
の
数
が

増
や
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
用
語
の
存
在
は
、
市
民
法
上
の
遺
贈
が
「
私
は
与
え
遺
贈
す
るdo

lego

」「
責
め
に
任
ぜ
よdam

nus

esto

」
な
ど
特
定
の
式
語
を
成
立
要
件
と
し
て
い
た
こ
と
に
類
似
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
信
託
遺
贈
の
用
語
は
、
使
用

さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
有
効
に
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
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無
効
に
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
信
託
遺
贈
の
本
質
的
構
成
要
素
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
市
民
法
上
の
遺
贈
と

の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
た
だ
し
、
信
託
遺
贈
の
用
語
は
設
定
者
の
法
的
意
思
に
関
す
る
非
常
に
重
要
な
証
拠
と
な
り
、
こ
う
し
た
用
語

の
使
用
は
、
設
定
者
の
意
思
の
証
明
に
優
位
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
に
用
語
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
語
が
使
わ
れ
た
場

合
に
は
、
常
に
、
遺
言
者
が
法
的
関
係
の
設
定
を
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
、
信
託
遺
贈
を
設
定
す
る
意
思
に
つ
い
て
文

言
が
吟
味
検
証
さ
れ
た（

８
）

。
こ
う
し
た
用
語
の
柔
軟
性
は
、
設
定
者
に
好
き
な
表
現
を
選
択
す
る
自
由
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
よ

り
も
重
要
な
の
は
、
信
託
遺
贈
が
約
束
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
言
葉
か
ら
も
設
定
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
信
託
遺

贈
法
の
発
展
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ロ
ー
マ
法
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
、
信
託
遺
贈
が
信
託
遺
贈
と
し
て
あ
っ
た
の
は
共
和
政
末
か
ら
古
典
期
に
か
け
て
の
短
い
間
で
あ
っ

た
。
早
く
も
帝
政
末
に
は
遺
贈
と
の
融
合
が
進
み
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
立
法
で
は
遺
贈
と
信
託
遺
贈
の
区
別
は
撤
廃
さ
れ
る
。
そ
の

間
の
遺
贈
と
信
託
遺
贈
の
旺
盛
な
解
釈
の
展
開
は
、
膨
大
な
資
料
と
な
っ
て
学
説
彙
纂
、
勅
法
彙
纂
の
中
に
伝
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
過

程
で
、
市
民
法
上
の
遺
贈
は
、
形
式
だ
け
で
な
く
遺
贈
の
制
度
全
体
の
実
質
に
お
い
て
も
、
信
託
遺
贈
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
さ
れ
る（

９
）

。

そ
れ
は
、
信
託
遺
贈
の
柔
軟
な
解
釈
技
術
を
通
し
て
、
次
第
に
形
式
主
義
的
な
遺
言
相
続
制
度
が
衰
退
し
、
新
た
に
遺
言
者
の
意
思
が
解

釈
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
制
度
へ
と
発
展
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
信
託
遺
贈
が
こ
う
し
た
展
開
を
ど
の
よ
う
に
導
い
た
の

か
、
ま
た
そ
の
と
き
設
定
者
（
遺
言
者
）
の
意
思voluntas

は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
。

一
、
死
因
処
分
に
お
け
る
意
思

文
言verba

と
意
思voluntas

は
ロ
ー
マ
法
の
解
釈
の
な
か
で
も
注
意
を
要
す
る
語
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
法
学
者
は
ど
の
程
度
文
言
か

ら
解
釈
し
た
の
か
、
ど
の
程
度
が
意
思
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
ど
こ
ま
で
文
言
に
具
体
化
さ
れ
た
意
思
に
従
っ
て
解
釈
し
て
い
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た
の
か
。
遺
贈
や
信
託
遺
贈
な
ど
死
因
処
分
の
解
釈
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
問
い
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
因
処
分

に
お
い
て
は
、
そ
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
と
き
、
処
分
を
設
定
し
た
者
は
、
す
で
に
死
亡
し
て
お
り
、
も
は
や
自
ら
文
言
を
訂
正
す
る
こ

と
も
、
そ
の
意
思
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
死
因
処
分
に
は
、
市
民
法
の
厳
格
形
式
に
従
っ
て
な
さ

れ
る
処
分
と
し
て
相
続
人
指
定
、
遺
贈
、
解
放
な
ど
が
、
そ
し
て
市
民
法
の
枠
外
で
な
さ
れ
る
処
分
と
し
て
法
務
官
法
上
の
行
為
、
信
託

遺
贈
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
の
死
因
処
分
の
解
釈
に
お
け
る
意
思
を
類
型
化
し
、
分
析
を
試
み
て
い
る
の
は
、
ヴ
ォ
チ
の
体
系
書（

10
）

で
あ
る
。
そ

こ
で
彼
は
、
キ
ケ
ロ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
と
ロ
ー
マ
の
法
律
家
の
解
釈
方
法
を
調
和
的
に
捉
え
よ
う
と
試
み
て
い
る（

11
）

。
キ
ケ
ロ
の
活
躍
し

た
共
和
政
末
は
、
旧
来
の
厳
格
な
形
式
主
義
に
基
づ
く
文
言
の
類
型
的
解
釈
か
ら
、
個
別
的
な
意
思
に
基
づ
く
解
釈
が
取
り
入
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。

（
12
）

ロ
ー
マ
の
法
律
家
た
ち
の
解
釈
技
法
の
発
展
を
、
キ
ケ
ロ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
べ
き

か
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
以
来
、
ロ
ー
マ
法
学
の
重
要
な
論
点
を
形
成
し
て
き
た（

13
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
ヴ
ォ
チ
の
こ
の
分
折
も
、
こ
の
大
き
な
議

論
の
中
で
批
判
的
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
を
外
れ
る
た
め
、
そ
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
。
と
も
か
く
、
信
託
遺

贈
の
意
義
と
そ
こ
で
意
思
の
果
た
し
た
役
割
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
信
託
遺
贈
も
含
め
た
死
因
処
分
に
お
い
て
、
意
思
が
ど
の
よ
う
に

解
釈
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、
ヴ
ォ
チ
に
し
た
が
っ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

ヴ
ォ
チ
は
、
ま
ず
死
因
処
分
に
お
け
る
意
思
を
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
類
す
る
。
一
つ
は
現
実
の
意
思
（volontà

effettiva

）、
も
う
一
つ

は
、
推
定
的
意
思
（volontà

induttiva

）
で
あ
る
。
こ
の
分
類
の
軸
は
、
証
明
可
能
な
事
実
に
よ
っ
て
確
定
し
う
る
か
否
か
で
あ
る
。
そ

し
て
、
キ
ケ
ロ
の
弁
論
術
教
科
書
の
一
節
が
、
こ
の
分
類
を
正
確
に
言
い
当
て
て
い
る
と
い
う
（C

ic.Inv.II42 ,123

）
（
14
）

。

こ
の
う
ち
、
現
実
の
意
思
は
、
一
般
的
論
理
的
に
証
明
可
能
な
意
思
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
解
明
的
解
釈
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
る
意
思

で
あ
る
。
解
釈
に
お
い
て
は
、
書
き
残
さ
れ
た
文
言
を
一
般
的
な
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
（
文
理
解
釈
）
が
最
初
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
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だ
が
、
そ
の
境
界
域
に
あ
る
の
は
、
遺
言
等
の
言
葉
が
一
般
的
な
用
法
で
は
な
く
、
私
的
な
用
法
で
書
き
残
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ
る
。

個
別
的
な
意
思
に
基
づ
く
解
釈
は
、
こ
こ
か
ら
広
が
っ
た
と
い
え
る
。
遺
言
者
の
意
思
を
尊
重
し
て
私
的
な
用
法
に
効
果
を
与
え
る
か
否

か
は
、
早
く
も
共
和
政
期
か
ら
論
争
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
限
定
的
に
し
か
認
め
な
い
見
解
は
多
く
見
ら
れ
、
個
別
の
意
思
を
認
め
る
こ

と
に
む
し
ろ
慎
重
な
法
学
者
た
ち
の
姿
勢
が
目
に
つ
く
。
そ
し
て
そ
の
議
論
は
古
典
期
に
な
っ
て
も
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る（

15
）

。

一
方
、
証
拠
に
よ
っ
て
確
証
は
与
え
ら
れ
な
い
が
、
合
理
的
な
経
験
に
基
づ
い
て
確
定
で
き
る
意
思
が
推
定
的
意
思
で
あ
る
。
こ
の
推

定
的
な
意
思
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
蓋
然
的
な
意
思
、
も
う
一
つ
は
黙
示
の
意
思
で
あ
る（

16
）

。
こ
の
分
類
の

軸
は
、
当
該
の
意
思
が
明
示
的
か
黙
示
的
か
で
あ
る
。
蓋
然
的
な
意
思
は
、
明
示
の
意
思
だ
が
、
複
数
の
意
味
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
、

よ
り
合
理
的
で
適
当
な
方
が
遺
言
者
の
意
思
と
さ
れ
る

（
17
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
黙
示
の
意
思
は
、
遺
言
者
が
明
白
に
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

明
白
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
部
分
を
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
補
充
し
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
場
合
に
は
、
補
充
の
解

釈
が
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
処
分
全
体
の
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
の
創
造
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の

推
論
は
慎
重
に
、
明
瞭
な
処
分
行
為
や
行
為
の
存
在
を
基
準
に
し
て
、
遺
言
者
が
合
理
的
に
意
図
で
き
た
こ
と
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
る（

18
）

。
こ
う
し
た
黙
示
の
意
思
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
キ
ケ
ロ
が
そ
の
著
書
の
随
所
で
引
用
し
た
、
前
九
三
年
の
有

名
な
ク
リ
ウ
ス
事
件
で
あ
る（

19
）

。
遺
言
相
続
に
か
か
る
事
業
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
遺
言
内
容
は
明
白
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
息
子

が
、
も
し
成
人
す
る
前
に
死
亡
し
た
場
合
、
補
充
指
定
し
た
第
二
順
位
の
者
が
相
続
人
に
な
る
べ
し
と
。
と
こ
ろ
が
、
遺
言
に
書
か
れ
て

い
な
い
想
定
外
の
事
態
が
生
じ
た
。
息
子
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
遺
言
無
効
か
ら
無
遺
言
相
続
が
適
用
さ
れ
る
の

を
避
け
た
い
第
二
順
位
の
相
続
人
の
弁
護
に
、
弁
論
家
ク
ラ
ッ
ス
ス
が
立
ち
、
遺
言
者
の
意
思
を
推
定
し
た
。
故
人
が
第
二
順
位
の
相
続

人
を
指
定
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
法
定
相
続
人
を
相
続
人
に
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ッ
ス
ス
は
、
こ
の
推
定

し
た
意
思
を
巧
み
に
「
衡
平
」（aequitas

）
やres

（
趣
意
・
道
理
）
に
結
び
つ
け
て
弁
論
を
展
開
し
、
こ
の
訴
訟
に
勝
利
し
た

（
20
）

。
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こ
のres

に
つ
い
て
、
ヴ
ォ
チ
は
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ロ
ー
マ
人
は
確
か
に
、res

をverba

と
対
置
さ
せ
て
語
る
（C

ic.,
D

e
orat.

1 ,57 ,243

）
（
21
）

。res

と
は
、
合
理
的
な
人
間
に
と
っ
て
の
自
明
の
客
観
的
状
態
を
指
す
が
、
そ
う
し
た
合
理
性
は
遺
言
者
の
中
に
想
定
で
き

る
、
あ
る
い
は
、
す
べ
き
な
の
で
、res

とvoluntas

は
一
体
で
判
断
の
場
を
形
成
す
る

（
22
）

。
し
た
が
っ
て
、voluntas

は
単
な
る
意
思
、
遺

言
者
の
生
の
意
思
で
は
な
く
、res

を
内
包
し
体
現
し
たvoluntas

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、verba

も
ま
た
性
質
上
こ
う
し
たres

を
離
れ

て
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
法
解
釈
の
な
か
でvoluntas

が
持
ち
出
さ
れ
る
と
き
に
は
、
常
に
こ
う
し
た
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。ヴ

ォ
チ
が
分
類
し
た
意
思
の
う
ち
、
信
託
遺
贈
が
他
の
制
度
に
も
ま
し
て
、
そ
の
潜
在
力
を
発
揮
し
た
の
が
、
推
定
的
意
思
の
解
釈
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
信
託
遺
贈
が
、
遺
言
者
（
設
定
者
）
の
信
託
遺
贈
設
定
の
意
思
を
必
要
と
し
た
こ
と
に
起
因

す
る
。
信
託
遺
贈
の
推
定
的
意
思
解
釈
の
展
開
は
、
さ
ら
に
相
続
制
度
全
体
を
変
革
す
る
動
向
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う

し
た
動
き
に
つ
な
が
る
よ
う
な
事
例
を
以
下
で
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
　
信
託
遺
贈
に
お
け
る
黙
示
の
意
思

黙
示
の
意
思
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
、plus

nuncupatum
,

m
inus

scriptum

﹇
よ
り
多
く
言
明
が
な
さ
れ
、
よ
り
少
な
く
書
か
れ
た
﹈

と
い
う
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
た
三
つ
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
、
そ
の
法
理
を
検
討
し
た（

23
）

。
こ
こ
で
は
、
黙
示
の
意
思
を
含
め
た
推
定
的

意
思
が
、
信
託
遺
贈
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
引
き
出
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら

資
料
検
証
す
る
。
法
学
者
た
ち
の
課
題
は
、
ま
ず
は
、
信
託
遺
贈
が
事
実
上
設
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
内
容
を
解
釈
し
説
明
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
推
定
的
意
思
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
遺
言
者
（
設
定
者
）
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
態
が
生
じ
た
場
合
、

す
な
わ
ち
事
情
変
更
の
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
案
が
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
に
あ
る
。
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P
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fratris

quoque
portionem

suscepisset.

次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
。「
私
は
息
子
た
ち
の
信
義
に
次
の
よ
う
に
委
託
し
たfidei

com
m

itto

。
一
人
が
子
供
を
残
さ
ず
に
も
う

一
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
な
ら
、
彼
は
彼
の
生
き
て
い
る
兄
（
弟
）
に
彼
の
分
け
前
を
引
き
渡
す
べ
し
。
両
者
と
も
子
供
な
し
に
死

亡
す
る
な
ら
、
私
は
全
相
続
財
産
を
孫
娘
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
の
も
の
と
し
た
い
。」〔
兄
弟
の
〕
一
方
が
息
子
を
残
し
て
死
亡
し
、
後

か
ら
亡
く
な
っ
た
〔
兄
弟
の
〕
方
に
子
供
が
な
か
っ
た
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
条
件
文
か
ら
す
る
と
孫
娘
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
信
託
遺
贈
に
お
い
て
は
意
思
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
、
私
は
、
最
初
の
補
充
相
続
が
有
効
に

な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
孫
娘
の
分
与
請
求
が
拒
否
さ
れ
る
の
は
不
条
理
で
あ
る
と
解
答
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
祖
父
は
、
後
か

ら
亡
く
な
っ
た
方
が
兄
（
第
）
の
分
け
前
を
受
領
し
た
と
き
に
は
、
彼
女
に
全
財
産
を
所
持
さ
せ
た
い
と
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

遺
言
者
（
＝
設
定
者
）
は
息
子
た
ち
を
相
続
人
に
指
名
し
、
次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
想
定
し
て
信
託
遺
贈
を
設
定
し
た
。
息
子
た
ち

の
う
ち
子
供
な
し
に
先
に
死
亡
し
た
者
は
相
続
財
産
の
分
与
分
を
別
の
兄
弟
に
引
き
渡
す
こ
と
（
Ⅰ
）、
そ
し
て
、
も
し
両
者
と
も
子
供
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な
し
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
孫
娘
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
に
全
相
続
財
産
が
引
き

渡
さ
れ
る
こ
と
（
Ⅱ
）。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
先
に
死
亡
し
た
兄
（
弟
）
が

息
子
を
残
し
て
死
亡
し
、
後
か
ら
死
亡
し
た
弟
（
兄
）
が
息
子
な
し
に
死
亡
し

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
信
託
遺
贈
で
受
託
者
に
指
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ま
ず
は

子
供
な
し
に
先
に
死
亡
す
る
息
子
で
あ
り
、
子
供
な
し
に
後
か
ら
死
亡
す
る
息

子
に
つ
い
て
は
何
の
規
定
も
な
い
の
で
あ
る
（
Ⅰ
）。
さ
ら
に
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ

ア
に
つ
い
て
は
、
先
に
死
亡
し
た
遺
言
者
の
息
子
に
子
供
が
い
る
た
め
、
遺
言

者
が
遺
し
た
文
言
か
ら
す
る
と
、
受
益
者
と
し
て
相
続
財
産
を
引
き
渡
さ
れ
る

条
件
は
充
た
さ
れ
て
い
な
い
（
Ⅱ
）。
そ
こ
で
、
孫
娘
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
か
ら
の

相
続
財
産
返
還
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る（

24
）

（
Ｑ．
）。

こ
の
事
案
は
、
先
の
ク
リ
ウ
ス
事
件
に
類
似
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
事
案
も

遺
言
者
の
意
思
は
明
白
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
こ
に
明
白
に
記
さ
れ
て
る
パ
タ

ー
ン
で
は
な
い
、
遺
言
者
が
想
定
し
な
か
っ
た
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
遺
言
に

従
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
処
分
は
無
効
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
ク
リ

ウ
ス
事
件
の
弁
護
人
ク
ラ
ッ
ス
ス
は
遺
言
者
の
意
思
を
推
定
し
、
そ
れ
を
衡
平

と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
で
勝
利
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
ど
う
か
。

ま
ず
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
、
文
言
か
ら
す
る
と
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
へ
の
信
託
遺
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贈
は
両
息
子
が
子
供
な
く
し
て
死
亡
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
本
件
は
そ
の
ケ
ー
ス
に
あ
た
ら
ず
、
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う

に
見
え
る
と
は
っ
き
り
と
言
う
。
し
か
し
次
に
、
こ
れ
が
遺
言
に
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
示
さ
れ
て
い
た

遺
言
者
の
意
思
か
ら
、
遺
言
者
の
黙
示
の
意
思
を
推
定
す
る
。
遺
言
者
は
、
も
し
生
き
残
っ
た
兄
弟
が
亡
く
な
っ
た
兄
弟
の
分
け
前
を
も

取
得
し
た
な
ら
ば
、
彼
女
に
全
部
を
引
き
継
が
せ
所
持
さ
せ
た
い
と
望
ん
で
い
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
孫
娘
が
何
も
受
け
取
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
遺
言
者
は
望
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
信
託
遺
贈
に
お
い
て
は
意
思
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
」
で

あ
る
か
ら
、
孫
娘
の
請
求
を
拒
否
し
て
し
ま
う
の
は
理
に
適
わ
な
い
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
へ
の
引
渡
を
認
め
る
判
断
を
す
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
、
遺
言
者
の
意
思
を
合
理
的
に
推
定
す
る
が
、
そ
の
意
思
だ
け
が
根
拠
で
あ
る
と
は
言
っ

て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
遺
言
者
の
意
思
の
概
念
を
、
文
言

を
否
定
し
た
り
対
立
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
遺
言
者
が
文
言
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
意
味
を
解
す
る
た
め
に
だ
け
使
用
し
、
ゆ
る
や

か
に
文
言
の
影
響
か
ら
離
れ
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
使
用
し
て
い
る（

25
）

。
で
は
、
判
断
の
背
景
に
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
何
が
あ
っ
た
の

か
。パ

ピ
ニ
ア
ス
の
判
断
は
、
少
々
飛
躍
し
て
い
る
か
に
聞
こ
え
る
が
、
無
遺
言
相
続
の
ル
ー
ル
か
ら
考
え
る
と
こ
の
意
図
は
も
う
少
し
明

確
に
な
る
。
遺
言
者
の
息
子
が
皆
、
子
供
な
く
し
て
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
財
産
の
相
続
人
は
父
方
の
最
近
親
族
に
渡
る
の
が
ル
ー
ル
で

あ
る
。
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遺
言
者
は
、
こ
う
い
う
事
態
に
な
っ
た
と
き
に
、
最
近
親
族
の
う
ち
特
に
ク
ラ

ウ
デ
ィ
ア
を
指
名
し
て
い
た
い
う
こ
と
だ
。
法
文
に
は
、
後
か
ら
亡
く
な
っ
た
息
子
の
相
続
人
が
誰
だ
っ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

お
そ
ら
く
彼
が
指
定
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
最
近
親
族
の
誰
で
も
な
く
、
家
外
の
相
続
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
は
推

測
し
て
い
る
。
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
判
断
の
背
景
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
態
で
の
「
遺
言
者
の

意
思
」
は
明
ら
か
で
あ
る
。
財
産
を
家
内
に
引
き
留
め
て
お
き
た
い
、
そ
の
た
め
に
最
後
は
孫
娘
に
渡
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
孫
娘
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へ
の
信
託
遺
贈
の
意
図
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
遺
言
者
の
意
思
を
考
慮
し
て
、
後
か
ら
亡
く
な
っ
た
息
子
が
父
か
ら
引
き
継
い
だ
相

続
財
産
に
つ
い
て
は
、
孫
娘
へ
の
信
託
遺
贈
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（

26
）

。
こ
こ
で
は
、
遺
言
者
が
言
葉
に
ど
う
い
う
意
味
付
け

を
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
処
分
行
為
に
形
式
を
与
え
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
か
が
考
え
ら
れ
て
い
る（

27
）

。
複
雑
な
事
案
で

あ
る
が
、
事
案
を
深
く
掘
り
下
げ
て
考
え
、
抑
制
の
利
い
た
短
い
言
葉
で
解
答
す
る
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
の
巨
匠
と
評
さ
れ
る
パ
ピ
ニ
ア

ヌ
ス
の
ス
タ
イ
ル
が
よ
く
表
れ
た
法
文
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
他
に
も
、
文
言
の
表
面
的
な
意
味
か
ら
離
れ
る
た
め
に
遺
言
者
の
意
思
を
用
い
る
例
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に
も
あ
る
。
こ
の
と
き

に
も
同
様
に
、"in

fideicom
m

issis
praecipue

spectanda
servandaque

sittestatoris
voluntas"

﹇
信
託
遺
贈
に
お
い
て
遺
言
者
の
意
思
が

特
に
考
慮
さ
れ
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹈
が
拠
り
所
と
さ
れ
て
い
る

（
28
）

。

三
　
黙
示
の
意
思
解
釈
と
信
託
遺
贈
の
擬
制

黙
示
の
意
思
解
釈
は
、
遺
言
者
が
明
白
に
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
明
白
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
部
分
を
推
定
す
る
も
の
だ
が
、
次
の

法
文
は
、
黙
示
の
意
思
を
介
し
て
、
新
た
な
信
託
遺
贈
を
構
成
し
、
無
効
に
な
っ
た
信
託
遺
贈
を
甦
え
ら
せ
る
興
味
深
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

C
elsus

36
digestorum

D
.31 ,29 pr.

Pater
m

eus
referebat,cum

essetin
consilio

D
uceniV

ericonsulis,itum
in

sententiam
suam

,ut,cum
O

tacilius
C

atulus
filia

ex

asse
herede

instituta
liberto

ducenta
legasset

petissetque
ab

eo,
ut

ea
concubinae

ipsius
daret,

et
libertus

vivo
testatore

decessissetetquod
eirelictum

eratapud
filiam

rem
ansisset,cogeretur

filia
id

fideicom
m

issum
concubinae

reddere.

私
の
父
が
執
政
官
ド
ゥ
ケ
ニ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ル
ス
の
顧
問
団
に
い
た
と
き
、
彼
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。
オ
タ
キ
リ
ウ
ス
・

カ
ト
ゥ
ル
ス
が
彼
の
娘
を
全
額
に
つ
い
て
の
相
続
人
に
指
名
し
た
と
き
に
、
被
解
放
自
由
人
に
二
〇
〇
金
を
遺
贈
し
、
さ
ら
に
彼
の
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内
妻
に
そ
れ
を
与
え
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
被
解
放
自
由
人
は
遺
言
者
が
ま
だ
生
存

中
に
死
亡
し
、
彼
へ
の
遺
贈
は
娘
の
手
元
に
残
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
と
き
娘
は
そ
の
信
託
遺
贈

を
内
妻
に
給
付
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
た
。

こ
こ
に
登
場
す
る
ド
ゥ
ケ
ニ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ル
ス
が
執
政
官
だ
っ
た
の
は
九
五
年
の
こ
と
だ
と
わ
か
っ
て
い

る
。
事
件
は
、
ケ
ル
ス
ス
の
父
が
そ
の
顧
問
団
に
い
た
時
に
扱
っ
た
も
の
で
あ
る

（
29
）

。
オ
タ
キ
リ
ウ
ス
・
カ
ト

ゥ
ル
ス
な
る
者
が
、
娘
を
全
額
に
つ
い
て
の
相
続
人
に
指
名
し
、
さ
ら
に
被
解
放
自
由
人
の
一
人
に
二
〇
〇

金
を
遺
贈
し
て
、
遺
言
者
の
内
妻
に
そ
れ
を
引
き
渡
す
よ
う
信
託
遺
贈
を
負
わ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
被

解
放
自
由
人
は
、
遺
言
者
よ
り
も
先
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
財
産
は
す
べ
て
相
続
人
で
あ
る
娘
の
も
の

と
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
娘
は
内
妻
に
二
〇
〇
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
案
件
で
あ

る
。
受
託
者
で
あ
る
被
解
放
自
由
人
は
遺
言
者
に
先
ん
じ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
被
解
放
自
由
人
へ
の

遺
贈
は
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
遺
贈
に
負
担
と
し
て
付
い
て
い
た
信
託
遺
贈
も
無
効
に
な
っ
て
当
然

で
あ
る
。
も
し
遺
言
者
が
、
被
解
放
自
由
人
の
死
亡
後
も
二
〇
〇
金
を
内
妻
に
渡
し
た
い
と
思
う
な
ら
、
あ

ら
た
め
て
別
の
者
を
受
託
者
に
指
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
内
妻
が

二
〇
〇
金
を
手
に
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
結
論
は
明
快
で
あ
り
、
内
妻
の
請
求
は
法
外
な
も
の
に
聞
こ
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
父
ケ
ル
ス
ス
は
こ
の
信
託
遺
贈
は
依
然
有
効
で
あ
る
と
し
て
、
娘
か
ら
内
妻
に
二
〇
〇
金
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
奇
妙
な
こ
の
結
論
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
法
文
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
り
う
る
可
能
性
は
、

こ
の
信
託
遺
贈
が
特
定
の
財
産
に
付
随
し
て
い
て
、
そ
の
財
産
を
所
持
し
て
い
る
者
に
よ
っ
て
支
払
い
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
だ
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ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
有
効
な
信
託
遺
贈
の
た
め
の
他
の
条
件
、
す
な
わ
ち
遺
言
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
受
託
者
が
利
益
を
受
領
す
る
こ
と

が
充
た
さ
れ
て
い
る
必
要
は
あ
る
。
本
件
の
場
合
、
娘
は
全
財
産
の
相
続
人
で
あ
り
、
遺
言
者
か
ら
遺
言
に
基
づ
き
確
か
に
利
益
を
享
受

し
て
い
る
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
娘
が
遺
言
者
か
ら
得
た
こ
の
利
益
に
対
し
て
、
遺
言
者
が
信
託
遺
贈
の
設
定
を
明
示
し
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
妻
へ
の
利
益
供
与
と
い
う
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
擬
制
的
に
（constructive

）
信
託
遺
贈
が
構
成
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
遺
言
者
は
明
ら
か
に
娘
か
ら
内
妻
に
支
払
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
あ
る

い
は
む
し
ろ
積
極
的
に
避
け
よ
う
と
さ
え
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か（

30
）

）。
信
託
遺
贈
が
娘
に
宛
て
て
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
遺
言
者

は
娘
か
ら
支
払
わ
れ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
娘
を
受
託
者
と
す
る
信
託
遺
贈
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

か
な
り
踏
み
込
ん
だ
解
釈
だ
と
い
え
る（

31
）

。

こ
の
論
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
信
託
遺
贈
が
財
産
に
付
随
す
る
と
い
う
観
念
は
、
他
に
も
見
出
さ
れ
る
。
次
の
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
は
類
似
の

ケ
ー
ス
で
あ
る
（Scarv.D

.34 ,1 ,13 pr.

）
（
32
）

。

事
案
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
遺
言
者
は
、
ガ
イ
ウ
ス
・
セ
イ
ユ
ス
に
三
〇
〇
金
を
遺
贈
し
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
利
息
か
ら
被
解
放
自
由

人
た
ち
に
衣
食
等
扶
養
料
を
支
払
う
よ
う
信
託
遺
贈
の
負
担
を
負
わ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
小
書
付
で
ガ
イ
ウ
ス
・
セ
イ
ユ
ス
に
対
す
る
遺

贈
は
撤
回
さ
れ
、
そ
の
同
額
が
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
マ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
と
い
う
別
人
に
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
被
解
放
自
由
人
た
ち
へ
の
信

託
遺
贈
は
ど
う
な
る
の
か
？
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
は
次
の
よ
う
に
解
答
し
た
。
遺
言
者
の
意
思
で
書
か
れ
た
も
の
に
基
づ
い
て
、
プ
ブ
リ
ウ

ス
・
マ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
が
こ
の
信
託
遺
贈
の
義
務
を
負
わ
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
限
り
、「
遺
言
者
の
意
思
に
従
っ
て

先
の
小
書
付
で
譲
渡
さ
れ
た
額
に
書
き
添
え
ら
れ
て
い
た
負
担
を
引
き
継
い
だ
と
見
な
さ
れ
る

videri
secundum

voluntatem
testatoris

recepisse
ea

onera,quae
adscripta

eranteisum
m

ae,quae
in

eum
codicillis

transferebatur

」。
扶
養
の
負
担
義
務
は
そ
の
金
額
の
取
得

に
付
随
す
る
と
見
な
さ
れ
た
。
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こ
の
処
分
行
為
で
は
、
受
遺
者
が
受
託
者
と
な
る
信
託
遺
贈
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
遺
言
で
は
ガ
イ
ウ

ス
・
セ
イ
ユ
ス
は
明
ら
か
に
受
託
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
書
付
で
遺
贈
が
撤
回
さ
れ
た
後
は
も
は
や
彼
は

受
託
者
た
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
彼
を
介
し
て
な
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
信
託
遺
贈
は
当
然
、
消
滅
す
る
。
も

し
遺
言
者
が
被
解
放
自
由
人
た
ち
へ
の
扶
養
料
給
付
を
望
む
な
ら
ば
、
小
書
付
で
撤
回
し
た
と
き
に
、
プ
ブ

リ
ウ
ス
・
マ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
に
託
し
て
お
け
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法

学
者
は
三
〇
〇
金
の
遺
贈
の
中
に
扶
養
料
給
付
が
本
来
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
マ
エ

ウ
ィ
ウ
ス
に
信
託
遺
贈
を
負
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
マ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
は
信
託

遺
贈
に
基
づ
い
て
、
訴
求
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
信
託
遺
贈
が
遺
言
者
か
ら
受
託
者

に
直
接
宛
て
ら
れ
な
く
と
も
設
定
で
き
た
こ
と
に
よ
る
（
間
接
的
設
定
）。
法
学
者
は
、
負
担
を
負
う
べ
き

受
託
者
が
代
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
受
益
者
が
同
一
で
あ
れ
ば
信
託
遺
贈
を
有
効
と
考
え
た
よ
う
だ
。
こ

れ
は
、
先
の
ケ
ル
ス
ス
の
例
と
同
様
の
擬
制
的
な
信
託
遺
贈
の
構
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
民
法
上
無
効
と

な
っ
た
意
思
に
法
的
枠
組
み
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
大
き
な
可
能
性
が
あ
る（

33
）

。

ケ
ル
ス
ス
と
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
二
つ
の
事
例
で
、
意
思
の
演
じ
る
役
割
は
、
遺
贈
な
ど
他
の
死
因
処
分
と

変
わ
る
も
の
は
な
い
。
遺
言
者
が
使
用
し
た
言
葉
に
与
え
た
意
味
は
何
か
、
あ
る
い
は
処
分
行
為
に
形
式
を

与
え
た
意
図
は
何
か
と
い
っ
た
遺
言
者
意
思
の
探
求
は
、
こ
こ
で
も
同
様
に
な
さ
れ
て
い
る
。
注
目
に
値
す

る
の
は
、
む
し
ろ
、
遺
贈
が
無
効
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
そ
れ
が
負
っ
て
い
た
信
託
遺
贈
は
存
続
さ
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
擬
制
的
解
釈
と
設
定
さ
れ
た
処
分
行
為
の
解
釈
と
の
境
界
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
市
民

法
上
の
処
分
行
為
が
も
は
や
無
効
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
信
託
遺
贈
が
遺
言
者
の
目
的
を
充
た
す
形
で
こ
れ
を
生
き
な
が
ら
え
さ
せ
て
い
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る
。
し
た
が
っ
て
、
信
託
遺
贈
に
お
け
る
意
思
の
真
の
重
要
性
は
、
言
葉
の
意
味
や
遺
贈
の
詳
細
を
解
明
す
る
解
釈
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

擬
制
的
な
解
釈
に
、
遺
言
者
の
意
思
を
足
掛
り
に
し
て
信
託
遺
贈
を
構
成
で
き
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
言
葉
よ
り
も
事
実
を
利
用
で
き
る

こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
信
託
遺
贈
法
の
革
新
性
が
あ
る
と
い
え
る（

34
）

。
信
託
遺
贈
で
は
設
定
す
る
言
葉
が
誰
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
か
は

大
し
て
重
要
で
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
例
で
は
信
託
遺
贈
の
設
定
を
相
続
財
産
中
の
特
定
の
財
産
を
相
続
す
る
こ
と
と
捉
え
、
そ
の
結

果
、
そ
の
財
産
の
受
領
者
を
自
動
的
に
受
託
者
の
立
場
に
あ
る
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
ケ
ル
ス
ス
は
、
彼
の
時
代
に
こ
の
概
念
に
至

る
ほ
ど
進
歩
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

（
35
）

。

四
　
信
託
遺
贈
条
項
の
挿
入

法
律
文
献
と
史
料
か
ら
は
、
信
託
遺
贈
条
項
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
使
用
が
明
ら
か
に
な
る
。
信
託
遺
贈
条
項
と
は
、
た
と
え
ば
、
遺
言

者
が
「
誰
で
も
相
続
人
に
な
る
者quisquis

heres
esset

」（Scaevola
D

.32 ,40 ,1

）
に
対
し
て
遺
言
の
内
容
全
体
を
信
託
遺
贈
す
る
よ
う

な
条
項
を
遺
言
や
小
書
付
に
挿
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
遺
贈
と
信
託
遺
贈
の
両
方
の
用
語
をdo

lego
darique

volo

﹇
私
は
遺
贈
し
与
え

ら
れ
ん
こ
と
を
欲
す
る
﹈
の
よ
う
に
、
一
つ
の
処
分
行
為
に
使
用
す
る
使
い
方
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
万
が
一
遺
言
が
無
効
に
な

る
か
も
し
れ
な
な
い
こ
と
を
考
え
て
、
信
託
遺
贈
を
予
防
的
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
信
託
遺
贈
が
相
続
人
で
な
い
者
を
受

託
者
と
し
て
設
定
で
き
る
な
ど
の
特
性
を
有
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
擬
制
的
解
釈
も
な
さ
れ
う
る
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

次
の
例
は
、
挿
入
さ
れ
て
い
た
信
託
遺
贈
条
項
が
法
的
解
釈
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

S
caev.18

digestorum
D

.33 ,2 ,34 ,1

Q
ui

Sem
proniam

ex
parte

decim
a

et
M

aeviam
ex

parte
decim

a,alum
num

ex
reliquis

partibus
instituerat

heredes,curatorem

alum
no

dedit,cum
iure

facere
putaret:etcuratoris

fideicom
m

isit,ne
pateretur

fundum
venire,sed

cum
Sem

pronia
etM

aevia

005　吉村先生　縦  14.3.17 0:55 PM  ページ 100



101－ ローマ法における信託遺贈の擬制的解釈（吉村）

nutricibus
suis

frueretur
reditu

eius:
et

im
a

parte
testam

enti
ita

adiecit:
‘O

m
nem

voluntatem
m

eam
fidei

heredum
m

eorum

com
m

itto’.
Q

uaesitum
est,

an
tertias

partes
usus

fructus
fundi

nutrices
ex

fideicom
m

isso
petere

possint,
quam

vis
curator

ei

receptus
sit,

quem
iure

dare
non

poterit
alum

no.
R

espondit
secundum

ea
quae

proponerentur
utiliter

fideicom
m

isso

voluntatem
suam

confirm
asse:id

igitur
cuique
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una

cum
alum

no
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fundiuterentur.

遺
言
者
は
、
セ
ン
プ
ロ
ニ
ア
を
一
〇
分
の
一
に
つ
い
て
、
マ
エ
ヴ
ィ
ア
を
一
〇
分
の
一
に
つ
い
て
、
養
子
を
そ
の
残
り
に
つ
い
て

相
続
人
に
指
名
し
て
、
養
子
の
た
め
に
保
佐
人
を
つ
け
、
適
正
に
な
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
保
佐
人
に
次
の
よ
う
に

信
託
遺
贈
し
た
。
土
地
を
競
売
に
か
け
な
い
よ
う
に
、
し
か
し
て
彼
の
乳
母
で
あ
る
セ
ン
プ
ロ
ニ
ア
と
マ
エ
ヴ
ィ
ア
と
共
に
そ
の
土

地
の
収
益
を
享
受
す
る
よ
う
に
と
。
遺
言
の
最
後
に
、
彼
は
「
私
は
私
の
す
べ
て
の
意
思
を
相
続
人
た
ち
の
信
義
に
委
託
す
る

‘O
m

nem
voluntatem

m
eam

fidei
heredum

m
eorum

com
m

itto’

」
と
付
け
加
え
た
。
問
題
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
た
と
え
適
法

に
養
子
に
保
佐
人
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
乳
母
た
ち
は
こ
の
信
託
遺
贈
に
基
づ
い
て
土
地
の
使
用
収
益
を
三

分
の
一
づ
つ
請
求
で
き
る
か
ど
う
か
。
次
の
よ
う
に
解
答
し
た
。
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
従
え
ば
、
遺
言
者
は
有
効
に
信
託
遺
贈
で
そ

の
意
思
を
確
定
し
て
い
る
。
乳
母
た
ち
は
養
子
と
共
に
土
地
を
使
用
す
る
べ
く
、
各
人
に
同
じ
も
の
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
。

遺
言
者
は
三
人
の
相
続
人
を
指
名
し
た
。
二
人
の
乳
母
が
一
〇
分
の
一
づ
つ
、
残
り
を
養
子
が
受
け
取
っ
た
。
遺
言
者
は
、
さ
ら
に
養

子
に
保
佐
人
を
指
定
し
、
保
佐
人
に
対
し
て
は
、
土
地
を
競
売
に
か
け
て
売
却
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
土
地
か
ら
の
収
益
分
配
に

つ
い
て
信
託
遺
贈
し
た
。
テ
キ
ス
ト
に
は
曖
昧
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
の
収
益
の
遺
贈
は
、
養
子
と
乳
母
た
ち
三
人
の
共
同
相
続
人
に

与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
収
益
の
処
分
に
は
、fidei

com
m

isit

と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
先
取
遺
贈
に
類
似
す
る
。
共
同

相
続
人
は
指
定
さ
れ
た
相
続
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
収
益
を
等
分
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
土
地
か
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ら
の
収
益
の
遺
贈
が
保
佐
人
に
託
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
保
佐
人
は
被
保
佐
人
の
財

産
を
管
理
す
る
職
務
を
担
う
こ
と
か
ら
、
彼
が
こ
う
し
た
土
地
か
ら
の
収
益
分
配
の
業
務
を

負
担
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
遺
言
者
か
ら
何
の

利
益
も
享
受
し
て
い
な
い
者
に
、
信
託
遺
贈
を
受
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
件
で
は
、

遺
言
者
か
ら
保
佐
人
へ
の
財
産
の
遺
贈
が
な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
こ
の
信
託
遺
贈
は
有
効
に

な
ら
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
保
佐
人
が
有
効
に
指
名
さ
れ
て
い
れ
ば
、
保
佐
人

は
養
子
の
土
地
の
使
用
に
何
ら
か
の
管
理
を
行
使
し
て
、
利
益
を
手
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
ら
、
可
能
性
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
保
佐
人
指
定
は
無
効
で
あ
っ

た
。で

は
、
保
佐
人
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
信
託
遺
贈
は
無
効
で
あ
る
か
ら
、
二
人
の
乳
母
が
こ

の
土
地
か
ら
の
「
使
用
収
益

usus
fructus

」
を
三
分
の
一
づ
つ
受
け
取
る
権
利
も
な
く
な
る

の
か
。
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
は
、
遺
言
の
最
後
に
挿
入
さ
れ
た
包
括
的
な
信
託
遺
贈
条
項
「
私
は

私
の
す
べ
て
の
意
思
を
相
続
人
た
ち
の
信
義
に
委
託
す
るom

nem
voluntatem

m
eam

fidei

heredum
m

eorum
com

m
itto

」
を
拠
り
所
と
し
て
、
乳
母
た
ち
に
三
分
の
一
づ
つ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
条
項
は
特
定
の

処
分
行
為
を
信
託
遺
贈
し
た
も
の
で
は
な
く
、
遺
言
の
内
容
全
般
を
包
括
的
に
相
続
人
ら
の
信
義
に
委
ね
た
一
般
条
項
で
あ
り
、
い
わ
ば
、

市
民
法
上
の
遺
言
を
信
託
遺
贈
の
形
式
で
予
備
的
に
補
強
し
た
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
遺
言
の
処
分
行
為
が
無
効
で
あ
る
た
め
、
乳
母

た
ち
に
収
益
の
受
領
を
認
め
る
た
め
に
は
、
無
効
に
な
っ
た
処
分
の
中
に
あ
っ
た
遺
言
者
の
意
思
に
新
た
な
形
を
与
え
る
ほ
か
な
い
。
そ

の
根
拠
を
こ
の
一
般
条
項
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
解
釈
は
、
信
託
遺
贈
条
項
の
こ
う
し
た
救
済
手
段
と
し
て
の
機
能
を
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明
示
し
て
い
る

（
36
）

。

こ
の
よ
う
に
信
託
遺
贈
条
項
を
た
だ
加
え
る
だ
け
で
処
分
行
為
が
救
済
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
、
そ
の
添
加
が
実
際
の
遺
言
に
お

け
る
標
準
型
に
な
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
信
託
遺
贈
条
項
の
目
的
は
明
白
で
あ
る
。
遺
言
中
の
あ
る
処
分
行
為
が
無
効
に
な

る
不
慮
の
事
態
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
条
項
は
遺
言
の
中
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲
は
遺
言
を
越
え
て
い
る
。

そ
れ
は
遺
言
と
無
遺
言
の
違
い
を
曖
昧
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
緩
め
る
。
こ
の
条
項
は
、
遺
言
が
無
効
に
な
る
と
し
て

も
、
遺
言
の
処
分
行
為
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
救
済
す
る
手
段
を
遺
言
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
遺
言

の
形
式
主
義
が
実
質
的
に
そ
の
力
を
失
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
発
展
は
、
後
古
典
期
に
本
格
化
し
、
死
因
処
分
全
体
を
変
革
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
が
、
信
託
遺
贈
条
項
は
そ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た（

37
）

。

小
括

各
種
の
死
因
処
分
の
中
で
、
信
託
遺
贈
は
、
よ
り
自
由
な
解
釈
を
取
り
入
れ
て
き
た
領
域
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
し
か
に
意
思
が
文

言
以
上
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
信
託
遺
贈
の
展
開
、
そ
し
て
遺
言
相
続
制
度
へ
の
影
響
を
跡
づ
け
る

た
め
、
遺
言
者
の
意
思
の
解
釈
に
着
目
し
て
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
き
た
。

最
初
に
取
り
上
げ
た
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
事
例
（D

.36 ,1 ,59 ,1
）
は
、
遺
言
者
（
設
定
者
）
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
た
信
託
遺
贈
の

内
容
を
説
明
し
解
釈
す
る
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
解
釈
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
設
定
者
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
が
生
じ
た
た
め
、

こ
う
し
た
解
釈
方
法
の
境
界
事
例
と
な
っ
て
い
る
。
文
言
に
な
い
事
態
に
対
応
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
根
拠
と
し
て
遺
言
者
の
意
思
が
推
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
言
か
ら
は
明
白
で
な
い
遺
言
者
の
意
思
を
推
定
し
て
判
断
を
導
く
解
釈
方
法
は
、
信
託
遺

贈
に
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
く
、
市
民
法
上
の
制
度
を
も
含
む
他
の
死
因
処
分
と
そ
の
解
釈
方
法
や
範
囲
に
つ
い
て
大
き
な
差
は
な
い
。
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む
し
ろ
市
民
法
上
の
解
釈
に
お
い
て
、
早
く
か
ら
推
定
的
な
意
思
が
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
ク
リ
ウ
ス
事
件
か
ら
も
伺
え
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
推
定
的
な
意
思
の
用
い
方
に
は
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
判
断
に
あ
た
り
、
パ
ピ

ニ
ア
ヌ
ス
は
、
意
思
だ
け
が
問
題
で
あ
る
と
は
言
っ
て
お
ら
ず
、「
遺
言
者
の
意
思voluntas

が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
」
と
の
み
言
っ
て
い

る
。
彼
は
、
意
思
を
文
言
の
表
面
的
な
意
味
か
ら
離
れ
る
た
め
に
使
い
、
そ
の
上
で
、
妥
当
な
処
分
方
法
に
思
考
を
す
す
め
る
。
遺
言
者

の
意
思
は
判
断
材
料
の
一
つ
の
要
素
で
し
か
な
く
、
お
そ
ら
く
他
の
制
度
と
の
関
連
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
、
解
答
が
導
か
れ
て
る
。
ヴ

ォ
チ
が
、verba-voluntas
の
関
係
を
、res

を
媒
介
に
し
て
相
補
的
に
存
立
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
はres

に
枠
づ
け
ら
れ
て
稼
働
す
る
こ
と

を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
推
定
的
な
意
思
が
、
解
釈
者
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
な
い
歯
止
め
で
も
あ
る
。
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
、
こ
う
し
た

res

を
内
包
し
たvoluntas

と
し
て
遺
言
者
の
意
思
を
慎
重
に
用
い
て
い
る
。

信
託
遺
贈
が
他
の
制
度
に
抜
き
ん
出
て
革
新
的
で
あ
る
の
は
、
擬
制
的
解
釈
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
遺
言
者
の
不
明
瞭
な
意

思
に
効
力
を
与
え
る
法
的
枠
組
み
を
探
す
こ
と
が
、
遺
言
者
の
意
思
を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
。
信
託
遺
贈
で
は
、
相
続
人
で
な
い
者
を

受
託
者
と
し
て
設
定
で
き
た
し
、
受
益
者
に
信
託
遺
贈
の
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
。
ま
た
、
受
託
者
の
指
名
に
特
定
の
文
言
が

要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
受
益
者
ま
た
は
別
の
人
に
宛
て
ら
れ
た
言
葉
か
ら
間
接
的
に
あ
る
者
を
受
託
者
に
設
定
す
る
こ
と

さ
え
で
き
た
。
こ
う
し
た
信
託
遺
贈
の
制
度
上
の
柔
軟
性
が
、
解
釈
者
に
遺
言
者
の
意
思
を
考
慮
し
て
、
法
的
枠
組
み
を
探
す
可
能
性
を

与
え
た
。
も
は
や
、
信
託
遺
贈
法
の
最
小
限
の
本
質
原
則
を
充
た
す
だ
け
の
言
葉
ま
た
は
行
為
を
探
す
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
信
託
遺
贈

の
豊
か
な
性
質
は
、
こ
の
作
動
の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
意
思

v
o

lu
n

tas

の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ス
ス

（D
.31 ,29 pr.

）
と
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
（D

.34 ,1 ,13 pr.

）
の
例
で
は
、
信
託
遺
贈
の
設
定
を
相
続
財
産
中
の
特
定
の
財
産
を
相
続
す
る
こ
と
と

捉
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
当
該
財
産
の
受
領
者
は
、
自
動
的
に
、
意
図
さ
れ
た
受
益
者
の
た
め
の
受
託
者
の
立
場
に
あ
る
者
と
み
な
さ
れ

た
。
彼
ら
は
す
で
に
擬
制
的
信
託
遺
贈
を
可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
38
）
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さ
ら
に
、
別
の
展
開
も
出
て
く
る
。
信
託
遺
贈
が
、
所
定
の
法
律
的
形
式
を
軽
視
し
、
相
続
人
と
遺
言
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
う
特

徴
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
遺
言
制
度
に
向
か
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
の
ケ
ル
ス
ス
や
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
例
の

よ
う
に
、
市
民
法
上
、
遺
言
が
仮
に
無
効
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
市
民
法
の
外
で
信
託
遺
贈
の
法
的
枠
組
み
を
探
し
て
も
ら
え
る
な
ら
、

無
効
に
な
っ
た
処
分
が
実
質
的
に
復
活
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
そ
う
な
る
と
、
遺
言
者
は
、
紛
ら
わ
し
い
処
分
行
為
で
あ
っ
て
も
法

的
拘
束
力
あ
る
処
分
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
遺
言
が
無
効
に
な
っ
た
場
合
に
そ
の
中
の
処
分
行
為
が
無
遺
言
相
続

の
中
で
反
故
に
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
予
防
的
に
遺
言
の
中
に
信
託
遺
贈
条
項
を
挿
入
し
、
遺
言
を
信
託
遺
贈
の
形
式
で
確
証
し
て
お
こ
う

と
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
法
文
に
は
そ
う
し
た
文
言
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
つ
か
る
。
個
々
の
遺
言
者
が
自
ら
の
遺
言
に
保

険
を
か
け
る
形
で
普
及
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
流
れ
は
、
形
式
を
重
視
し
、
相
続
人
に
頼
る
市
民
法
の
相
続
・
遺
贈
制
度
が

大
き
く
変
革
さ
れ
て
い
く
契
機
と
も
な
っ
た
。
遺
言
相
続
と
無
遺
言
相
続
の
境
界
は
こ
れ
に
よ
っ
て
曖
昧
に
な
り
、
そ
の
境
界
は
も
っ
ぱ

ら
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
開
か
れ
た
相
続
法
へ
の
移
行
は
、
信
託
遺
贈
に
よ
っ
て
大
き
く
促
さ
れ
た
と
い
え
る
。

不
可
逆
な
こ
の
流
れ
は
、
後
古
典
期
に
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て

検
討
し
た
い
。

（
１
）

R
.

Z
im

m
erm

ann,
T

he
L

aw
of

O
bligations,

O
xford

(1996 ),
pp.704 -705 .

船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法
　
第
二
巻
』
岩
波
書
店
（
一
九
六
九
年
）、
二
五
〇

ー
二
五
九
頁
、
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
九
二
ー
九
三
頁
、
同
「
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
法
原
則
の
研
究
」

『
甲
南
法
学
』
第
一
一
巻
第
四
号
一
四
五
ー
一
八
六
頁
、
吉
原
達
也
・
西
山
敏
夫
・
松
嶋
隆
弘
編
『
リ
ー
ガ
ル
・
マ
キ
シ
ム
』
三
修
社
（
二
〇
一
三
年
）
一

〇
五
ー
一
〇
六
頁
（
吉
村
朋
代
）
参
照
。

（
２
）

ド
イ
ツ
民
法
第
一
三
三
条
「
意
思
表
示
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
遺
言
者
の
現
実
の
（
真
実
の
）
意
思
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
表
現
の
文
字
通
り

の
意
味
に
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
いB

ei
der

A
uslegung

einer
W

illenserklärung
ist

der
w

irkliche
W

ille
zu

erforschen
und

nicht
an

dem
buchstäblichen
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Sinne
des

A
usdrucks

zu
haften.

」
は
、
直
接
、
こ
の
法
格
言
を
踏
襲
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
一
五
六
条
の
契
約
解
釈
の
一
般
条
項
も
ま
た
同
義
で
あ

る
（O

n
doitdans

les
conventions

rechercher
quelle

a
été

la
com

m
une

intention
des

parties
contractantes,plutôtque

de
s'arrêter

au
sens

littéraldes

term
es.

）。
ま
た
、
大
審
院
は
、「
使
用
セ
ラ
レ
タ
ル
文
字
ニ
拘
泥
セ
ス
シ
テ
其
ノ
作
成
ニ
関
与
シ
タ
ル
当
事
者
ノ
真
意
ヲ
探
究
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」

と
い
う
遺
言
の
解
釈
指
針
を
提
示
し
て
い
る
が
（
大
決
昭
五
・
四
・
一
四
評
論
一
九
巻
民
六
七
二
頁
）、
こ
れ
は
ケ
ル
ス
ス
と
ド
イ
ツ
民
法
を
そ
の
ま
ま
踏

襲
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
３
）

P.V
oci,D

iritto
ereditario

R
om

ano
II2 nd

ed.,M
ilan

(1963 )
pp.923 -925 .

（
４
）

M
.K

aser,D
as

R
öm

ische
Privatrecht(=R

PR
)

I,S.235 .

（
５
）

原
田
慶
吉
『
ロ
ー
マ
法
』
有
斐
閣
（
一
九
五
五
年
）
三
六
六
頁
。

（
６
）

Pap.
D

.31 ,67 ,9
:

Si
om

issa
fideicom

m
issi

verba
sint

et
cetera

quae
leguntur

cum
his,

quae
scribi

debuerunt,
congruant,

recte
datum

et
m

inus

scriptum
exem

plo
institutionis

legatorum
que

intellegetur:quam
sententiam

optim
us

quoque
im

perator
noster

Severus
secutus

est.

「
信
託
遺
贈
の
用

語
が
省
か
れ
て
い
て
も
、
そ
の
他
の
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
が
、
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
一
致
す
る
な
ら
、（
信
託
遺
贈
は
）
正
当
に
与
え

ら
れ
、
相
続
人
の
指
名
と
遺
贈
の
例
に
な
ら
っ
て
少
な
く
書
か
れ
た
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
至
高
の
皇
帝
セ
ウ
ェ
ル
ス
も
こ
の
見
解
に
従
っ
た
。」

（
７
）

吉
村
朋
代
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
信
託
遺
贈
の
文
言
解
釈
―plus

nuncpatum
,m

inus
scriptum

」『
広
島
法
学
』
第
三
五
号
第
三
号
八
ー
一
三
頁
。

（
８
）

D
avid

Johnston,T
he

R
om

an
L

aw
of

T
rusts,O

xford,C
larendon

press,1988 ,pp.168 -169 .

（
９
）

S.R
iccobono,L

egatie
fideiom

m
issi,verva

e
voluntas,M

élanges
de

droitrom
ain:dédiés

a
G

eorges
C

ornil2 ,1926 ,p.348 .

（
10
）

ヴ
ォ
チ
『
ロ
ー
マ
相
続
法
』
第
一
巻
（
一
九
六
七
年
）
・
第
二
巻
（
一
九
六
三
年
）
は
、
膨
大
な
量
の
関
係
法
文
を
詳
細
に
分
析
し
た
上
で
、
ロ
ー
マ
相

続
法
全
体
を
体
系
的
に
論
じ
た
大
著
で
あ
り
、
刊
行
か
ら
半
世
紀
の
間
、
多
く
の
研
究
に
指
針
と
基
盤
を
与
え
続
け
て
い
る
。

（
11
）

R
iccobono,op.cit.,pp.348 -374

も
同
様
。

（
12
）

K
aser,R

PR
,S.234 ,236 .

カ
ー
ザ
ー
・
柴
田
光
蔵
訳
『
ロ
ー
マ
法
概
説
』
八
三
ー
八
八
頁
、
船
田
『
ロ
ー
マ
法
』
第
二
巻
二
五
〇
ー
二
五
一
頁
。

（
13
）

キ
ケ
ロ
は
『
発
想
論D

e
Inventione

』
で
、
文
言verba

（scriptum

）
と
意
思voluntas

を
法
文
事
項
（status

legales

）
の
一
項
目
と
し
て
扱
う
（C

ic.

Inv.
II

42 ,
121 -143

）。「
文
言
に
基
づ
く
」
解
釈
と
「
意
思
に
基
づ
く
」
解
釈
の
対
立
は
、
キ
ケ
ロ
に
よ
っ
て
、
古
い
「
厳
格
主
義
」
と
新
し
い
「
衡
平
」

と
い
う
価
値
と
巧
み
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
。
修
辞
学
が
法
律
行
為
の
解
釈
理
論
を
樹
立
し
、
こ
れ
が
法
律
学
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
二
〇
世
紀
初
頭
に
提

起
さ
れ
たStroux

の
テ
ー
ゼ
は
（Stroux,

Sum
m

um
ius

sum
m

a
iniuria,

Festschurift
für

Speiser-Sarasin,1926

）、
と
り
わ
け
こ
の
文
言
と
意
思
を
論
拠

005　吉村先生　縦  14.3.17 0:55 PM  ページ 106



107－ ローマ法における信託遺贈の擬制的解釈（吉村）

の
中
心
点
と
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
ロ
ー
マ
法
学
の
関
係
を
め
ぐ
る
重
要
な
論
点
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
優
れ
た
紹
介
と
分
析
が

数
多
く
あ
る
（
吉
原
達
也
「『
カ
エ
キ
ナ
弁
護
』
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
の
戦
略
――Stroux

テ
ー
ゼ
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
平
成
一
四
ー
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
基
盤
研
究
Ｃ
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
お
け
る
法
学
と
弁
論
術
に
関
す
る
法
制
史
的
総
合
研
究
」（
研
究
代
表
者：

葛
西
康
徳
）
報
告
書
、（
二
〇

〇
五
年
）、
吉
原
達
也
「
ロ
ー
マ
法
源
学
説
の
一
問
題
点
」『
広
島
法
学
』
第
一
一
巻
（
一
九
八
八
年
）、
児
玉
寛
「
覚
書
・
ロ
ー
マ
慣
習
法
論
」『
法
学
雑
誌
』

第
三
八
巻
第
三
・
四
号
（
一
九
九
二
年
）、
真
田
芳
憲
「
共
和
政
末
期
に
お
け
る
弁
論
術R

hetorica

と
法
学
の
解
釈
方
法
」『
法
学
新
法
』
第
七
四
巻
第

二
・
三
号
（
一
九
六
七
年
）
な
ど
）。

（
14
）

V
oci,op.cit.p.886 -887 ,894 .

（
15
）

私
的
な
語
用
法
を
使
っ
て
死
因
処
分
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の
言
葉
の
表
面
上
の
意
味
を
越
え
て
遺
言
者
の
意
図
し
た
正
し
い
意
味
に
決
定

さ
れ
る
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
解
明
作
業
に
は
、
遺
言
外
で
小
書
付
な
ど
に
明
示
さ
れ
た
意
思
を
判
断
材
料
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
家
長

（pater
fam

ilias

）
の
習
慣
（consuetudo

）
が
持
ち
出
さ
れ
た
り
し
た
。
家
長
の
慣
習
に
は
、
帳
簿
で
の
分
類
方
法
、
家
長
の
物
の
分
類
性
向
、
農
園
運
営

の
方
法
、
支
払
い
方
法
、
彼
の
呼
称
方
法
な
ど
が
参
照
さ
れ
た
。
ケ
ル
ス
ス
の
有
名
な
法
文
（C

els.
D

.33 ,10 ,7 ,1 -2

）
は
そ
う
し
た
家
長
の
私
的
な
語
用
法

の
法
的
許
容
範
囲
を
扱
っ
た
も
の
だ
が
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
期
の
ケ
ル
ス
ス
は
、
共
和
政
期
の
法
学
者
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
と
ト
ゥ
ベ
ロ
の
論
争
を
参
照
し
、

「
言
葉
は
個
人
の
見
解
に
沿
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
一
般
的
用
法
か
ら
解
釈
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
て
、
什
器
（supellectile

）
と
い
う
文
言
に
つ

い
て
私
的
な
用
法
を
認
め
て
い
な
い
（
真
田
、
前
掲
、
一
八
〇
ー
一
八
四
頁
参
照
）。
他
に
も
、
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
がD

.33 ,10 ,10 .

で
什
器
に
衣
類
が
含
ま
れ

る
か
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
家
長
の
こ
う
し
た
習
慣
が
帳
簿
で
証
明
さ
れ
る
と
し
て
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
ラ
ベ
オ
、
オ
フ
ィ
リ
ウ
ス
、
カ
ス
ケ
リ
ウ

ス
も
同
じ
見
解
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
仮
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私
的
な
用
法
が
一
般
的
な
用
法
の
範
囲
か
ら
拡
張
さ
れ
て
使
用
さ

れ
た
場
合
で
あ
る
。
用
語
が
一
般
的
な
用
法
の
範
囲
よ
り
も
縮
小
限
定
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
の
仮
定
に
は
な
い
が
、
古
典
期

に
は
容
認
さ
れ
る
（D

.33 ,7 ,12 ,43 ;18 ,11 ;D
.33 ,10 ,10 ;C

.6 ,42 ,16 .
）。;V

oci,op.cit.p.839 .K
aser,R

PR
,S.240 .R

iccobono,op.cit.,pp.359 .

（
16
）

V
oci,op.cit.p.886 .

（
17
）

V
oci,op.cit.pp.886 ,894 -900 .

（
18
）

V
oci,op.cit.pp.886 ,900 .

（
19
）

C
ic.B

rut.,53 ,198
;

D
e

orat.,I,242 .;
Stroux,op.cit.,S.29 -31

,F.Shulz,R
om

an
L

egal
Science,O

xford
1946 ,p.79 -80 ,F.W

ieacker,T
he

C
ausa

C
uriana

and
C

ontem
porary

R
om

an
Jurisprudence,

T
he

Irish
Jurist2 ,1978 ,

pp.151 -164 ,
R

iccobono,
op.

cit.
p.359 -360

な
ど
。
邦
文
紹
介
・
分
析
に

005　吉村先生　縦  14.3.17 0:55 PM  ページ 107



広島法学　37 巻１号（2013 年）－108

つ
い
て
は
、
注
（
13
）
の
文
献
参
照
。

（
20
）

ヴ
ォ
チ
は
、
意
思
主
義
的
解
釈
を
展
開
し
て
勝
利
し
た
と
言
わ
れ
る
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
弁
護
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
分
析
を
し
て

い
る
。
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
弁
護
は
、
実
は
決
し
て
単
純
な
弁
論
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
彼
が
法
学
者
た
ち
に
対
し
て
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

ク
ラ
ッ
ス
ス
は
、
衡
平
を
厳
格
な
文
言
解
釈
に
（C

ic.,
B

rut.34 ,144 -145 ;
D

e
orat.1 ,57 ,242

）、voluntas

を
書
か
れ
た
も
の
に
（C

ic.,
B

rut.53 ,198

）、res

をverba
に
（C

ic.,
D

e
orat.

1 ,57 ,243

）
対
比
さ
せ
て
、
遺
言
の
文
言
解
釈
と
闘
っ
た
。
こ
の
三
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
価
値
を
持
っ
て
い
た
の
だ
が
。
ク

ラ
ッ
ス
ス
の
戦
略
は
、
文
言
解
釈
と
衡
平
の
対
比
に
よ
っ
て
、
厳
格
な
解
釈
を
市
民
法
の
伝
統
す
な
わ
ちstrictum

ius

﹇
厳
格
な
法
﹈
を
結
び
つ
け
る
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
相
手
方
弁
護
人
で
あ
る
法
律
家
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
巧
み
な
並
列
に
よ
っ
て
、

strictum
ius

﹇
厳
格
な
法
﹈
は
衡
平
の
名
の
も
と
に
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
衡
平
﹇aequitas

﹈
は
、
書
か
れ
た
も
の

﹇scriptum

﹈
だ
け
で
な
く
、﹇
遺
言
者
の
意
思
﹈m

ens
testatoris

を
考
慮
す
る
こ
と
を
当
然
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
案
は
そ
ん
な
に
単
純
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
の
意
思
は
書
か
れ
た
も
の
か
ら
直
接
引
き
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
合
理
性
の
基
準
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
こ
に
は
、
二
つ
の
論
理
的
道
筋
が
あ
る
。
第
一
に
、
文
言
解
釈
を
越
え
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
証
拠
で
は
な
く
推
定
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
意
思
を

再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
書
か
れ
た
も
の
﹇scriptum

﹈
に
意
思
﹇voluntas

﹈
を
対
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
彼
は
、
遺
言
者
の
意
思
に
、
厳
密

に
言
え
ば
解
釈
者
の
推
測
で
あ
る
も
の
を
割
り
当
て
た
の
で
あ
る
（V

oci,op.cit.pp.912 -913

）。

（
21
）

V
oci,op.cit.p.887 ,n.3 .

参
照
。

（
22
）

V
oci,op.cit.pp.912 -913 .

（
23
）

吉
村
、
前
掲
、
一
四
ー
一
九
頁
。

（
24
）

本
法
文
は
、D

.36 ,1

「
ト
レ
ベ
ッ
リ
ウ
ス
元
老
院
議
決
註
解
」
の
章
に
集
録
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）

Johnston,op.cit.,p.191 .cf.V
oci,op.cit.,p.894 .

（
26
）

Johnston,op.cit.,pp.190 -191

（
27
）

Johnston,op.cit.,p.198 .

（
28
）

U
lp.D

.32 ,11 ,19
;cf.Johnston,op.cit.,p.192 .

（
29
）

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
治
下
（
四
一
ー
五
四
年
）
で
、
す
で
に
信
託
遺
贈
掛
法
務
官
が
指
名
さ
れ
て
い
た
が
（Pom

p.D
.1 ,2 ,2 ,32

）、
こ
の
法
文
か
ら
、
執
政

官
の
裁
判
権
が
ま
だ
残
り
、
二
つ
の
裁
判
管
轄
が
共
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
執
政
官
は
上
層
階
級
の
多
額
の
事
案
を
扱
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
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ら
れ
る
（Johnston,op.cit.,p222

）。

（
30
）

H
um

bert,L
e

rem
ariage

à
R

om
e,G

iuffrè,1972 ,p.199 ,n.36 .

（
31
）

Johnston,op.cit.,p.195 -196

（
32
）

他
に
も
類
似
の
例
はU

lp.D
.33 ,2 ,9 .

（
33
）
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