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違
法
論
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
法
の
実
際
的
適
用
の
場
面
に
お
い
て
、
犯
罪
又
は
不
法
行
為
の

成
立
を
否
定
す
る
と
い
う
機
能
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、「
違
法
論
」
と
い
う
一
つ
の
理
論
的
範
疇
は
、
ど
の
よ
う

な
法
体
系
に
お
い
て
も
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
、
そ
の
意
義
が
、
犯
罪
又
は
不
法
行
為
の
成
立
を
否

定
す
る
と
い
う
消
極
的
機
能
を
担
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
正
当
防
衛
論
、
緊
急
避
難
論
、
被
害
者
の
承
諾
論
と
い
う
個
別
的
な

正
当
化
事
由
を
論
じ
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
、「
違
法
論
」
に
は
、
そ
れ
ら
の
正
当
化
事
由
を
ひ
と
ま
と
め

に
す
る
と
い
う
範
疇
論
的
機
能
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
対
す
る
意
識
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
今
日
の
違
法
論
が
抱
え
る
課

題
も
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
法
的
な
禁
止
な
い
し
許
容
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
今
日
ま
で
い
か
な
る
ア
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プ
ロ
ゥ
チ
が
試
み
ら
れ
て
き
た
の
か
を
少
し
概
観
し
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
っ

た
の
か
を
探
る
こ
と
で
、
そ
の
時
代
、
そ
の
文
脈
で
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
素
描
し
て
み
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
日
に
お
け
る

違
法
論
の
役
割
が
多
少
な
り
と
も
示
唆
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
の
日
本
及
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
違
法
論
に
立

脚
し
な
が
ら
、
過
去
の
法
の
実
践
や
議
論
を
顧
み
る
か
た
ち
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
す
で
に
一
定
の
視
角
か
ら
過
去
の
「
違
法
論
」
を
捉

え
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
こ
に
潜
む
問
題
性
に
も
配
慮
し
な
が
ら
未
熟
な
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
、
本
論
に
入

る
前
に
ま
ず
、
用
語
上
の
問
題
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に（

１
）、「

違
法
性
」
が
犯
罪
又
は
不
法
行
為
の
一
般
的
成
立
要
件
（
又
は
そ
の
成
立
を
阻
却
す
る
事
由
）

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
な
違
法
性
が
本
格
的
に
理
論
展
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
啓
蒙
時
代
を
経
て
一
九
世
紀
も
末
葉
に
差
し
掛
か
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
の
古
典
資
料
か
ら
も
、
法
的
な
意
味
で
も
不
正
な
事
柄
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
今
日
と
同
様
の
意
味
を
も
つ
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
典
資
料
の
中
に
今
日
の
法
概
念
と
類
似
す
る
も
の
を
見

つ
け
る
と
、
ど
う
し
て
も
今
日
の
意
味
に
引
き
付
け
て
理
解
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
刑
法
の
分
野
で
歴
史
的
な
考
察
を
試
み

る
と
き
は
、「
近
代
の
刑
法
体
系
を
過
去
に
投
影
し
て（

２
）」

眺
め
て
し
ま
う
虞
が
つ
き
ま
と
う
。
具
体
例
を
一
つ
挙
げ
る
な
ら
ば
、
今
日
、

実
定
法
上
の
文
脈
で
、「
不
法
〈U

nrecht

〉」
を
「
正
当
化
す
る
〈rechtfertigen, justify

〉」
と
い
う
表
現
に
出
逢
っ
た
と
す
る
。
そ
の
と
き
、

そ
れ
は
、
構
成
要
件
該
当
の
違
法
な
行
為
に
対
し
て
、
行
為
者
へ
の
責
任
非
難
か
ら
は
独
立
し
た
客
観
的
許
容
可
能
性
（
有
価
値
性
）
を

付
与
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
行
為
の
適
法
性
を
認
め
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う（

３
）。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
理
解
は
、
言

語
上
当
然
の
解
釈
結
果
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
中
高
ド
イ
ツ
語
で
は
、〈U

nrecht
〉
は
、
法
規
範
や
道
徳
規
範
に
反
す
る
悪
行
の
な
か
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で
も
軽
微
な
類
型
を
意
味
し
、〈rechtfertigen

〉
に
は
「
責
任
か
ら
解
放
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（

４
）。

そ
も
そ
も
、
人

間
の
あ
る
態
度
を
法
的
に
評
価
す
る
場
合
、
行
為
者
人
格
に
対
す
る
評
価
を
行
為
そ
の
も
の
か
ら
完
全
に
分
離
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
こ

ま
で
可
能
で
あ
る
の
か
素
朴
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
そ
う
し
た
疑
問
に
立
ち
入
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
中

世
ま
で
は
（
も
し
か
し
た
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
）

（
５
）、

行
為
及
び
行
為
者
に
対
す
る
法
的
評
価
が
、
混
然
一
体
、
密
接
不
可
分
な
も
の
と

当
然
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
な
る
べ
く
今
日
の
用
語
と
は
区
別
し

て
表
記
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
言
語
的
な
限
界
が
あ
る
た
め
難
し
い
。
そ
こ
で
、
苦
肉
の
策
で
あ
る
が
、
今
日
の
意
味
に
お
け
る
客
観
的

か
つ
一
般
的
な
違
法
性
評
価
を
意
図
す
る
際
は
、「
今
日
の
」
違
法
性
（
論
）
と
い
う
具
合
に
表
記
し
、
そ
れ
以
外
は
、
今
日
の
違
法
性

判
断
と
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
１
） 　V

gl., Joseph H
eim

berger, Zur Lehre vom
 A

usschluss der R
echtsw

idrigkeit, Fest. der Juristischen Fakultät der U
niversität G

iessen, 1907, S.386 ;　

黒
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一
『
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ク
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収
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〇
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３
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司
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」
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örterbuch B
d.2, N

achträge, 1979, S.384
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５
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第
一
節　

古
代
ロ
ー
マ
法

　

古
く
は
、
法
的
に
不
正
な
こ
と
が
ら
は
、
事
件
ご
と
に
個
別
に
吟
味
さ
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
世
に
お
け
る
自
然
法
学
の

興
隆
ま
で
は
比
較
的
共
通
し
た
特
徴
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、そ
の
例
外
が
既
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
法
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、早
く
か
ら
、

万
物
に
共
通
す
る
性
質
や
、
抽
象
的
な
正
義
の
観
念
が
発
展
し
て
い
た
。
法
思
想
史
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
思
想
か
ら
始
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
正
義
論
が
発
展
し
た
背
景
と
し
て
、「
デ
ィ
ケ
ー
（
正
し
く
あ
る
べ
き
法
）」
を
歪
め

る
政
治
的
腐
敗
が
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
的
ポ
リ
ス
社
会
を
支
配
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
指
摘
さ
れ
る

（
６
）。

こ
の
こ
と
は
、「
も
し
仮
に
こ
れ

ら
（
不
正
）
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ケ
ー
の
名
前
を
彼
ら
は
知
ら
ず
に
い
た
ろ
う（

７
）」

と
い
う
言
葉
で
象
徴
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
う
し
た
実
際
的
関
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
は
ポ
リ
ス
社
会
の
終
焉
へ
と
向
か
い
、
む
し
ろ
、

そ
の
哲
学
的
成
果
は
、ロ
ー
マ
で
活
き
る
結
果
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
は
、ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
よ
く
学
ん
だ
上
で
、そ
れ
を
「
い

わ
ば
意
図
的
に
無
哲
学
的
」
な
仕
方
で
法
の
実
践
に
採
り
入
れ
た
と
さ
れ
る（

８
）。

す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
的
教
養
を
根
底
に
置
き
な

が
ら
も
、抽
象
的
理
論
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、個
別
具
体
的
な
社
会
事
象
を
よ
く
観
察
し
、そ
れ
を
規
律
す
る
の
に
適
し
た
法
を
定
立
・

運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
法
を
進
化
さ
せ
る
方
へ
と
努
力
が
注
が
れ
た
の
で
あ
る（

９
）。

ま
さ
し
く
そ
こ
に
ロ
ー
マ
法
の
偉
大
な
特

徴
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
ロ
ー
マ
人
は
、
今
日
ま
で
影
響
を
与
え
る
優
れ
て
実
践
的
な
法
学
を
展
開
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
実
践
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
は
、
法
・
権
利
を
意
味
す
る
〈ius

〉
の
対
義
語
で
あ
る
〈iniuria

〉
の
内
容
を
概
観
す
る
の
が
便
宜
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
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当
時
の
法
的
評
価
は
、
個
々
の
〈iniuria

〉
が
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
許
容
さ
れ
る
か
た
ち
で
特
徴
的
に
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

広
義
の
〈iniuria

〉
は
、「
法
に
依
ら
ず
発
生
し
た
こ
と
〈Iniuria ex eo dicta est, quod non iure fiat.

〉」
を
い
う
（
学
説
彙
纂
第
四
七

巻
第
一
〇
章
第
一
法
文
前
文）

10
（

。
以
下
、D

.47.10.1 pr.

と
い
う
具
合
に
略
記
す
る
）。

　

こ
う
し
た
広
義
に
至
る
ま
で
、〈iniuria

〉
は
、
次
の
よ
う
な
変
遷
を
経
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
ま
ず
、
十
二
表
法
時
代
に
は
「
身
体

傷
害
（
及
び
そ
れ
に
伴
う
名
誉
侵
害
）」
と
い
う
特
定
の
不
法
行
為
を
指
し
た
が
、
そ
の
後
の
〈iniuria

〉
は
、
漸
次
、「
人
格
権
侵
害
」

と
し
て
訴
訟
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
に
つ
れ
、「
個
人
に
対
す
る
不
法
行
為
」
を
幅
広
く
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

し
て
、
つ
い
に
共
和
政
後
期
頃
に
は
、
そ
の
一
部
が
、
刑
事
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、〈iniuria

〉
は
、
基
本
的
に
は
私
法
上
の
不
法
行
為
と
し
て
登
場
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
私
法
上
の
不
法
行
為
〈delictum

 

privatum

〉
と
、
公
法
上
の
犯
罪
〈crim

en publicum

〉
と
の
区
別
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
公
的
犯
罪
は
、
国
王
又
は
政
務
官

が
そ
の
訴
訟
を
指
揮
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
平
和
を
乱
す
罪
な
ど
に
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
の
多
く
の

私
的
不
法
行
為
（
例
、強
盗
）
は
、民
事
訴
訟
で
制
裁
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、私
的
不
法
行
為
に
対
し
て
科
さ
れ
る
罰
金
（
贖
罪
金
）
に
も
、

刑
罰
的
制
裁
が
含
意
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

12
（

。
と
こ
ろ
が
、
共
和
政
末
期
に
は
、
民
事
及
び
刑
事
の
両
訴
訟
が
か
な
り
拡
充
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る）

13
（

。
そ
れ
に
従
っ
て
、〈iniuria

〉
は
、
民
事
訴
訟
と
競
合
す
る
刑
事
訴
訟
上
に
現
れ
た
「
不
法
（
不
正
な
こ
と
）」
ま
で

も
総
称
す
る
よ
う
に
な
る）

14
（

。
そ
れ
故
、
帝
政
時
代
に
至
っ
て
は
、「
権
利
な
く
（
法
に
よ
ら
ず
）
発
生
し
た
こ
と
」
は
押
し
な
べ
て
こ
の

概
念
に
包
摂
さ
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
法
に
反
す
る
全
て
を
い
う
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る）

15
（

。
ま
た
、
と
き
に
は
主
観
的
責
任
の
意
味
で
も

登
場
す
る）

16
（

。

　

こ
の
よ
う
な
〈iniuria

〉
概
念
は
、
確
か
に
、
不
法
（
不
正
な
こ
と
）
を
広
く
総
称
す
る
概
念
で
も
あ
る
が
、
そ
の
一
般
的
性
質
は
よ

く
判
ら
な
い
。
私
法
的
不
法
行
為
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
個
人
的
権
利
の
侵
害
を
連
想
さ
せ
る
が
、
常
に
そ
う
し
た
意
味
で
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用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
不
法
行
為
や
犯
罪
の
一
般
的
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
お
そ
ら
く
、
個
別
具
体
的
に
不
法
と
判
断
さ
れ
た
出
来
事
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
次
の
許
容

事
由
（
正
当
化
乃
至
免
責
事
由
）
の
概
要
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
古
く
は
、
十
二
表
法
に
お
い
て
、「
も
し
世
陰
に
窃
盗
が
な
さ
れ
し
と
き
は
、
盗
人
を
殺
害
す
る
も
、（
そ
の
盗
人
は
）
法

に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
る
者
た
る
べ
し
。）

17
（

」（
第
八
表
一
二
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
許
容
事
由
が）

18
（

、
市
民
法
大
全

の
中
核
を
成
す
と
い
わ
れ
る
学
説
彙
纂
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
そ
の
次
の
法
文
（D

.9.2.5 pr.

）
は
、
左
の
よ
う
な
内
容

に
な
っ
て
い
る
。

襲
い
か
か
っ
て
き
た
他
人
を
殺
害
し
た
者
は
、
不
法
に
殺
害
し
た
も
の
と
は
見
做
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
死
の
恐
怖
か
ら
窃
盗
犯
人
を
殺

害
し
た
者
が
、
ア
ク
ィ
ー
リ
ア
法
の
下
で
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
者
が
、
窃
盗
犯
人
を
捕
ま
る
こ

と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
殺
害
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
法
を
犯
し
た
も
の
で
あ
り
、
コ
ル
ネ
ー
リ
ア
法
の
下
で

責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
後
半
部
分
は
、
十
二
表
法
及
び
前
法
文
と
の
比
較
か
ら
も
、
正
当
防
衛
に
お
け
る
補
充
性
、
手
段
の
相
当
性
を
逸
脱
し
た
場
合
と
解

さ
れ
て
い
る）

19
（

。
当
時
の
緊
急
行
為
、
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
や
緊
急
避
難
（
に
類
似
す
る
状
況
）
は
、
許
容
事
由
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
く）

20
（

、
そ
れ
こ
そ
ケ
ー
ス
ご
と
に
個
別
具
体
的
な
事
情
に
即
し
て
、「
善
と
衡
平
」
の
観
点
か
ら
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
（D

.9.2.30 pr. ; D
.9.2.45.4 ; D

.9.2.49.1 ; D
.47.9.3.7

）。
こ
れ
こ
そ
、
ロ
ー
マ
法
の
理
念
そ
の
も
の
で
あ
る
〈Jus est ars boni et 

aequi

〉（D
.1.1.1

）。
そ
こ
で
は
、
具
体
的
に
妥
当
な
結
論
を
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
導
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
他
に
も
、
教
師
の
懲
戒
に
よ
っ
て
生
徒
が
死
亡
し
た
事
例
（D

.9.2.5.3

）、
格
闘
技
が
原
因
で
相
手
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
（D

.9.2.7.4

）
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な
ど
に
つ
き
、
法
的
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
何
者
か
が
、
あ
る
子
供
を
売
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
が
本

人
の
意
思
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
そ
の
子
自
身
は
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
と
い
う
の

も
、「
欲
す
る
者
に
は
不
法
侵
害
は
生
じ
な
い
〈N

ulla iniuria est, quae in volentem
 fiat.

〉」（D
.47.10.1.5

）
21
（

）
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

法
文
で
い
う
「
不
法
〈iniuria

〉」
は
、
私
法
上
の
不
法
行
為
の
一
場
面
と
し
て
捉
え
る
と
理
解
し
易
い
。
さ
も
な
く
ば
、「
私
人
間
の
合

意
は
、
公
の
法
を
害
さ
ず
。」（D

.50.17.45.1

）
と
か
、「
公
の
法
は
、
私
人
の
合
意
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（D

.2.14.38

）

な
ど
の
法
文
と
整
合
し
難
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、し
ば
し
ば
法
執
行
機
関
が
〈iniuria

〉
の
責
任
を
追
及
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
た
め
か
、「
法

の
執
行
は
人
格
権
侵
害
を
も
た
な
い
。〈Executio juris non habet injuriam

.

〉」（D
.47.10.13.1

）
と
い
う
内
容
と
類
似
の
法
文
が
い
く
つ
か

認
め
ら
れ
る
（D

.9.2.37 pr. ; D
.47.10.13.2 ; D

.50.17.167.1.

な
ど
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
一
般
化
さ
れ
た
法
命
題
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
二
、三
の
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。「
自
己
の
身
を
守
る
た
め

の
行
為
は
、
正
当
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
法
上
生
じ
る
。」（D

.1.1.3

）、「
権
利
を
行
使
す
る
者
は
、
誰
に
対
し
て
も
不
法
行
為
を
な
さ
な
い
」

（D
.50.17.151

）、「
我
々
は
権
利
を
不
当
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
」（D

.6.1.38

）。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
も
ま
た
個
別
具
体
的
な
ケ
ー
ス
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
学
説
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
銘
記
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
犯
罪
や
不
法
行
為
の
す
べ
て
に
妥
当
す
る
違
法
性
の
理
論
的
展
開
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
当
時
の
ロ
ー
マ
法
学

者
に
は
、
抽
象
化
の
能
力
が
欠
け
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
、
定
義
に
よ
る
一
般
化
に
対
し
て
否
定
的
な
姿
勢
が
あ
っ
た
か
ら
の
よ
う

で
あ
る）

22
（

。
抽
象
的
理
論
を
好
む
ギ
リ
シ
ア
人
と
は
異
な
り
、
ロ
ー
マ
人
は
「
理
論
よ
り
実
際
、
思
弁
よ
り
実
行
、
空
想
よ
り
現
実
、
推
理

よ
り
経
験
を
重
ん
じ）

23
（

」
た
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
う
し
た
法
思
想
に
よ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
正
当
化
事
由
と
免
責
事
由
の
区
別
も

大
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

従
っ
て
、
違
法
論
と
い
う
観
点
か
ら
こ
こ
で
の
意
義
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
般
的
に
妥
当
す
る
本
質
論
で
は
な
く
、
次
の
点
に
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あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
当
時
の
社
会
生
活
の
な
か
で
生
起
し
た
具
体
的
な
事
件
に
つ
き
、
不
正
な
事
態
（
法
な
き
こ
と
）
か
ど
う

か
と
い
う
判
断
を
ケ
ー
ス
ロ
ー
的
に
積
み
重
ね
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
市
民
の
法
思
想
は
振
る
い
に
か
け
ら

れ
、
現
実
の
法
に
よ
く
反
映
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
以
降
、
特
に
ド
イ
ツ
で
今
日
の
正
当

化
乃
至
免
責
の
諸
事
由
を
根
拠
づ
け
る
際
に
、
前
述
の
よ
う
な
法
文
が
頻
繁
に
参
照
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、

今
日
の
よ
う
な
違
法
性
（
阻
却
）
の
理
論
と
は
異
な
り
、
断
片
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

（
６
） 　

高
田
三
郎
「
ギ
リ
シ
ア
の
法
思
想
」『
法
哲
學
講
座
』
第
二
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
）
二
‒六
頁
参
照
。

（
７
） 　H

erm
ann D

iels, D
ie Fragm

ente der Vorsokratiker, G
riechisch und D

eutsch, 4.A
ufl., W

eidm
ann, 1922, B

d.1, S.82

【8. A
ufl. / herausgegeben von 

W
alther K

ranz, W
eidm

ann, 1956, B
d.1, S.156

】

指
示
代
名
詞
「
こ
れ
ら
（ταυ

〜τα

）」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
内
山
勝
利
（
編
）『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
』
第
Ⅰ
分
冊
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）

三
一
五
頁
参
照
。

（
８
） 　

高
田
・
前
掲
論
文
二
‒三
頁
参
照
。

（
９
） 　

船
田
享
二
「
ロ
ー
マ
の
法
思
想
」『
法
哲
學
講
座
』
第
二
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
）
五
八
頁
参
照
。

ま
た
、
同
箇
所
で
は
、「
東
方
諸
民
族
の
精
神
的
活
動
の
主
な
対
象
が
宗
教
に
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
そ
れ
が
哲
学
や
芸
術
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
人
の

そ
れ
は
法
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
人
は
、
法
の
世
界
に
お
け
る
天
才
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。

（
10
） 　

市
民
法
大
全
（
ロ
ー
マ
法
大
全
）
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
の
文
献
及
び
、『
広
島
大
学
法
学
部　

旧
・
吉
原
研
究
室
』[http://hom

e.

hiroshim
a-u.ac.jp/tatyoshi/index3.htm

l]

（
最
終
ア
ク
セ
ス
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
〇
日
）
で
公
開
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
資
料
を
参
照
し
た
。

C
orpus juris civilis v. 1. Institutiones recognovit Paulus K

rueger=D
igesta / recognovit Theodorus M

om
m

sen ; retractavit Paulus K
rueger. 22 ed., 

A
pud W

eidm
annos, 1973 ; The D

igest of Justinian, Latin text edited by Theodor M
om

m
sen w

ith the aid of Paul K
rueger, English translation edited 

by A
lan W

atson, 1985 

邦
訳
資
料
と
し
て
、
末
松
謙
澄
（
訳
註
）『
ユ
ス
チ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
帝
欽
定
羅
馬
法
学
提
要
』（
帝
国
学
士
院
、
一
九
二
四
）、
春
木
一
郎
（
訳
）『
學
説
彙
纂
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Π
ρ
ω
τ
α
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
八
）、
江
南
義
之
訳
『「
學
説
彙
纂
」
の
日
本
語
へ
の
翻
訳
』
第
二
巻
（
信
山
社
出
版
、
一
九
九
二
）
な
ど
の
ほ
か
、
柴
田

光
蔵
『
ロ
ー
マ
法
の
基
礎
知
識
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
三
）、
柴
田
光
蔵
・
林
信
夫
・
佐
々
木
健
編
『
ラ
テ
ン
語
法
格
言
辞
典
』（
慈
学
社
、
二
〇
一
〇
）
な
ど

も
参
照
。

（
11
） 　

石
井
茂
樹
「Iniuria

ノ
史
的
観
察
」（
一
）・（
二
）
法
学
協
会
雑
誌
四
二
巻
六
号
二
九
頁
以
下
・
七
号
九
四
頁
以
下 ; 

末
川
博
『
権
利
侵
害
論
』（
第
二
版
、

日
本
評
論
社
、
一
九
四
九
）
四
‐
一
一
六
頁 ; 

小
野
清
一
郎
『
刑
法
に
於
け
る
名
誉
の
保
護
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
四
）
一
三
‐
三
四
頁
な
ど
参
照
。

　

こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
原
田
俊
彦
「
十
二
表
法
期
の
`iniuria

に̀
つ
い
て
」
奥
島
孝
康
、
田
中
成
明
編
『
法
学
の
根
底
に
あ
る
も
の
』（
有
斐
閣
、

一
九
九
七
）
一
二
九
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
十
二
表
法
期
の
〈iniuria

〉
は
、
抽
象
的
な
「
不
法
」
の
み
を
意
味
し
た
と
さ
れ
る
。

（
12
） 　

柴
田
光
蔵
『
古
代
ロ
ー
マ
物
語
』Part2

（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
）
一
二
〇
‐
一
二
九
頁
、
末
川
・
前
掲
書
四
〇
頁
、G

eorge M
ousourakis, 

Fundam
entals of R

om
an private law, 2012, pp.251-265.

参
照
。

（
13
） 　

共
和
政
末
期
に
お
い
て
は
、
公
的
な
も
の
と
し
て
、
少
な
く
と
も
二
種
類
の
刑
事
手
続
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
務
官
主
導
に
よ

る
民
会
訴
訟
手
続
に
加
え
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
常
設
査
問
所
で
の
手
続
が
こ
れ
で
あ
る
。
常
設
査
問
所
手
続
は
、
私
人
訴
追
に
始
ま
り
、
従
来
は
公
的
犯

罪
で
な
か
っ
た
行
為
に
も
刑
罰
（
主
に
死
刑
か
追
放
刑
）
を
科
せ
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
は
、
一
連
の
コ
ル
ネ
―
リ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
。
正
文

は
伝
わ
ら
な
い
も
の
の
、
殺
人
及
び
毒
殺
に
関
す
る
法
、
遺
言
及
び
貨
幣
の
偽
造
に
関
す
る
法
、
選
挙
の
不
正
行
為
に
関
す
る
法
な
ど
の
諸
法
に
よ
っ
て
、

七
つ
の
査
問
所
が
常
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、〈iniuria

〉
に
関
す
る
法
は
、
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。（
特
に
、
柴
田
光
蔵
「
ロ
ー
マ
共
和
政
末
期

に
お
け
る
刑
事
裁
判
の
構
造
―
常
設
査
問
所quaestiones perpetuae

を
中
心
と
し
て
―
」（
京
都
大
学
）
法
学
論
叢
八
〇
巻
一
号
（
一
九
六
六
）
九
‐
一
〇
頁

参
照
。）
こ
れ
以
降
、〈Iniuria

〉
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
と
民
事
訴
訟
が
競
合
し
た
（D

.3.3.42.1; I.4.4.8. ; I.4.4.10

）。
こ
の
よ
う
に
、
古
代
ロ
ー
マ
刑
法

の
展
開
は
、
訴
訟
手
続
及
び
そ
の
実
際
的
運
用
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（G

eorge M
ousourakis, The historical and institutional context of 

R
om

an law, 2003, p.140.

）。

　

な
お
、
古
代
ロ
ー
マ
の
刑
事
法
制
に
つ
い
て
は
、
特
に
船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法
』
第
一
巻
（
改
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
）
二
二
四
頁
以
下
、
柴
田
光

蔵
『
ロ
ー
マ
法
概
説
』（
増
補
版
、
玄
文
社
、
一
九
九
二
）
三
三
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
14
） 　

特
に
重
要
な
の
が
、actio legis A

quiliae

（
ア
ク
ィ
ー
リ
ア
法
訴
権
）
及
び
、actio iniuriarum

 aestim
atoria

（
評
価
的
人
格
権
侵
害
訴
権
）
で
あ
る
。
基

本
的
に
は
、
前
者
は
、
財
産
に
対
す
る
損
害
の
補
填
と
罰
金
を
目
的
と
す
る
混
合
訴
権
で
あ
り
、
後
者
は
罰
金
訴
権
の
一
種
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
内
容
は
流
動
的
で
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
両
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
末
川
・
前
掲
書
四
一
頁
、
原
田
慶
吉
『
ロ
ー
マ
法
』（
改
訂
版
、
有
斐
閣
、
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一
九
五
五
）
二
一
九
‒二
三
七
頁
参
照
。

（
15
） 　D

.47.10.1 pr. ; D
.9.2.5.1 ; I.4.4 pr. ; G

.3.220
な
お
、
拙
稿
・
前
掲
「
法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
の
一
考
察
」
一
一
‐
一
三
頁
参
照
。

（
16
） 　D

.47.10.1 pr. ; D
.9.2.5.1 ; I.4.4 pr. ; G

.3.211

「
不
法
な
行
為
に
よ
ら
な
い
で
与
え
ら
れ
た
損
害
は
、
他
の
い
か
な
る
法
律
に
よ
っ
て
も
償
わ
せ
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
も
悪
意
も
な
く
、
不
慮
の

事
故
に
よ
り
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。（G

.3.211

）」
早
稲
田
大
学
ロ
ー
マ
法
研
究
会
訳
『
法
学
提
要
ガ
ー
イ
ウ
ス
』（
敬
文
堂
、

二
〇
〇
二
）
一
七
六
頁

（
17
） 　

佐
藤
篤
士
『Lex X

II tabularum
 

―
12
表
法
原
文
・
邦
訳
お
よ
び
解
説
―
』（
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
、
一
九
六
九
）
一
六
二
‐
一
六
四
頁
参
照
。

（
18
） 　Theodor M

om
m

sen, R
öm

isches Strafrecht, 1899 （N
achdruck 1955

）, SS.78-79

が
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
法
的
責
任
を
否
定
す
る
諸
事
由
の
一
部
を
違

法
性
阻
却
と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
今
日
的
な
理
解
に
基
づ
い
た
表
現
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
てFranz von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 2.A

ufl., 1884, S.121

参
照
。

（
19
） 　

村
井
敏
邦
「
正
当
防
衛
の
限
界
と
そ
の
過
剰 
： 

歴
史
的
考
察
」
一
橋
大
學
研
究
年
報
（
法
學
研
究
）
八
号
（
一
九
七
二
）
三
九
二
頁
、
曽
根
威
彦
「
正
当

防
衛
の
歴
史
的
考
察 

： 

違
法
阻
却
論
研
究
・
そ
の
一
」
早
稲
田
法
学
会
誌
二
二
巻
（
一
九
七
二
）
七
八
頁

（
20
） 　

曽
根
・
前
掲
論
文
七
七
頁
、
森
下
忠
『
緊
急
避
難
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
〇
）
八
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
曽
根
・
同
七
四
頁
、
森
下
・
同
九
頁
は
、

当
時
の
ロ
ー
マ
法
が
正
当
防
衛
と
緊
急
避
難
を
概
念
的
に
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
） 　

ま
た
、M

om
m

sen, R
öm

isches Strafrecht, S.1043

に
お
い
て
も
、
被
害
者
の
承
諾
の
効
力
は
、
私
法
上
の
不
法
行
為
に
限
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

（
22
） 　

柴
田
・
前
掲
『
基
礎
知
識
』
六
七
頁
、
同
『
法
格
言
ミ
ニ
辞
典
』（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
四
年
五
月
号
別
冊
付
録
）
九
頁
、
原
田
・
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
』

一
九
‐
二
二
頁
参
照
。

（
23
） 　

船
田
・
前
掲
論
文
五
八
頁



193 － 違法論の歴史的考察（一）（山川）

第
二
節　

中
世
カ
ノ
ン
法

　

中
世
の
カ
ノ
ン
法
（
教
会
法）

24
（

）
以
降
で
は
、〈versari in re illicita

〉
の
理
論
（
以
下
、ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
）
を
通
じ
て
、許
さ
れ
な
い
（
違

法
な
）
行
為
〈res-illicita

〉
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
教
会
法
の
強
い
影
響
下
で
、
宗
教
上
の
責
任
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
典
か
ら
も
疑

い
が
な
い
。
但
し
、こ
の
理
論
が
ロ
ー
マ
法
や
ゲ
ル
マ
ン
法
の
上
に
醸
成
さ
れ
、カ
ノ
ン
法
の
下
で
も
、宗
教
上
の
責
任
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、

法
律
上
の
問
題
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
も
確
か
で
あ
り）

25
（

、
後
世
の
、
特
に
責
任
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容

を
少
し
観
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
理
論
は
、
そ
の
不
名
誉
な
印
象
と
は
少
し
異
な
り
、
偶
然
の
結
果
責
任
を
主
と
し
て
制
限
す
る
方
向
に

寄
与
し
た）

26
（

。
そ
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
紆
余
曲
折
あ
る
。

　

そ
の
端
緒
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
次
の
よ
う
な
見
解
や
ヴ
ォ
ル
ム
ス
公
会
議
で
の
決
定
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
前
者
に

よ
れ
ば
、
あ
る
者
が
そ
の
意
に
反
し
て
人
の
死
亡
結
果
を
招
い
た
と
し
て
も
、「
善
い
こ
と
及
び
／
か
つ
正
当
（
適
法
）
な
こ
と
を
目
的

に
〈propter bonum

 ac/et

）
27
（

 licitum

〉
行
い
又
は
生
じ
る
こ
と
」
は
、（
悪
意
で
惹
き
起
さ
れ
た
場
合
と
異
な
り
）
帰
責
さ
れ
な
い
も
の
と

解
さ
れ
た
（c.8, C

.23, q.5=canon

）
28
（

 8, C
ausa X

X
III, Q

uaestio V

）。
ま
た
、
八
六
八
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
公
会
議
で
は
、
木
こ
り
が
、
そ
の
職
務
上

「
必
要
な
仕
事
〈operi necessario

〉」
と
し
て
木
を
切
り
倒
し
た
結
果
通
り
す
が
り
の
者
の
死
を
惹
起
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
偶
然
に

生
じ
た
な
ら
ば
、
つ
ま
り
木
が
ぶ
つ
か
っ
た
の
は
意
図
的
で
も
不
注
意
の
た
め
で
も
な
い
場
合
に
は
、
殺
人
の
責
任
は
負
わ
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
（c.50 D

.50=canon 5, D
istinctio L

）。
そ
の
当
時
は
、
意
図
的
か
そ
う
で
な
い
か
に
関
わ
ら
ず
、
発
生
し
た
結
果
に
責
任
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
珍
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
（cc.42-44, D

.50

）
）
29
（

、
こ
れ
ら
の
法
文
で
は
、
明
ら
か
に
責
任
を
限
定
す
る
趣
旨
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に
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、そ
う
し
た
判
断
の
基
準
は
、他
者
の
死
亡
結
果
を
招
い
た
原
因
行
為
が
「
許
さ
れ
た
（
正
当
・
適
法
な
）〈licitus

〉」

又
は
「
必
要
な
〈necessarius

〉」
も
の
か
ど
う
か
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
世
の
教
令
集
学
派
（D

ekretist

）
は
、
そ
の
註

釈
に
お
い
て
、こ
れ
ら
の
要
素
を
多
少
強
引
に
解
釈
し
た
よ
う
で
あ
る）

30
（

。
す
な
わ
ち
、原
因
行
為
が
「
許
さ
れ
な
い
（
違
法
な
）〈illicitus

〉」

又
は
「
不
必
要
な
〈non necessarius

〉」
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
ほ
ぼ
直
ち
に
そ
の
結
果
が
帰
責
さ
れ
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
原
因
行
為
が
〈licitus

〉
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
た
段
階
で
は
、
少
な
く
と
も
、〈licitus

〉
な
場
合
と
、
自
ら
の
意
志
で
悪
し
き
結
果

を
招
い
た
場
合
と
で
は
帰
責
の
結
論
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
の
み
が
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
教
令
集
学
派
の
解
釈
に
よ
っ
て
、

〈illicitus

〉
で
は
あ
る
が
帰
責
さ
れ
な
い
、と
い
う
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
は
か
な
り
困
難
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、後
に
、

過
失
の
要
素
が
帰
責
判
断
に
加
わ
っ
て
か
ら
も
、
そ
れ
自
体
は
判
断
基
準
と
し
て
あ
ま
り
機
能
し
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
と

は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
理
解
で
受
け
継
が
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
に
よ
っ
て
も
、
一
応
は
二
つ
の
基
準
を
通
じ
て
制
限
的
に
、
責
任
の
有

無
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
意
図
し
な
い
死
亡
結
果
が
帰
責
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
ず
、
原
因
行
為
が
許
さ
れ
な
い
も

の
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
原
因
行
為
が
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
、
行
為
者
が
そ
の
当
時
に
必
要
な
注

意
を
払
っ
て
い
た
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
、
不
注
意
な
態
度
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
帰
責
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

31
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
右
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
既
に
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
の
な
か
に
は
、
あ
る
行
為
が
一
般
的
に
許
さ
れ
な
い
も
の
か
ど
う
か
を

問
う
客
観
的
な
法
的
判
断
の
萌
芽
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
実
定
法
上
の
成
果
と
し
て
実
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ

う
に
幾
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、こ
の
文
脈
に
お
け
る
許
さ
れ
な
い
と
い
う
評
価
に
は
、宗
教
上
の
不
正
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

先
述
の
と
お
り
、
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
は
、
宗
教
規
範
と
相
即
不
離
な
法
規
範
の
も
と
で
展
開
さ
れ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
当
然
の
よ
う
に
、

聖
職
者
の
み
に
妥
当
す
る
不
正
評
価
も
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
聖
職
者
が
平
信
者
と
遊
ん
で
い
る
最
中
に
平
信
者
が
怪
我
を
負
っ
た
場

合
（c.8, X

, 5, 12

）
）
32
（

、
聖
職
者
が
格
闘
技
へ
出
場
し
て
対
戦
相
手
を
死
傷
さ
せ
た
場
合
（c.1ff., X

, 5, 13

）
な
ど
の
不
正
評
価
も
こ
の
文
脈
で
問
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題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
例
に
つ
い
て
捕
捉
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
法
の
法
文
（
前
出D

.9.2.7.4

）
と
は
異
な
り
、
聖

職
者
が
格
闘
技
に
参
加
す
る
こ
と
自
体
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
正
当
・
適
法
〈licitus

〉」
か
ど
う
か
の
評
価
が
、
職
業
や
仕
事

の
貴
賤
（
有
益
か
無
益
か
〈utilis aut otiosus

〉）
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
た
節
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る）

33
（

。
そ
う
し
た
価
値
観
は
、

他
者
の
死
亡
結
果
を
招
い
た
原
因
行
為
が「
必
要
な
仕
事〈operi necessario

〉」で
あ
る
か
と
い
う
個
々
の
決
定
に
潜
ん
で
い
た
。
従
っ
て
、

原
因
行
為
の
必
要
性
と
、
と
き
に
同
視
さ
れ
、
と
き
に
は
互
換
的
に
理
解
さ
れ
た
正
当
性
（
適
法
性
）
の
評
価
も
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も

の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
最
後
に
、
責
任
そ
の
も
の
の
判
断
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
が
、

そ
の
後
、
責
任
論
で
発
展
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
で
は
、
何
ら
か
の
罪
を
犯
す
意
志
で
原
因
行
為
を
行
っ
た
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
仕
事
が
許
さ
れ
る
（
正
当
な
）
た
め
の
前
提
と
解
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
タ
リ
ア
及

び
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
は
、
こ
の
法
理
を
特
に
責
任
論
（
故
意
と
過
失
の
境
界
）
に
お
い
て
更
に
分
析
し
た
の
で
あ
る）

34
（

。
そ
の
成
果
は
、
中

世
の
刑
法
学
に
お
け
る
帰
責
論
の
進
展
に
繋
が
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
一
例
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
を
定
め

る
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典
第
一
四
六
条
で
あ
る）

35
（

。

　

次
に
、
カ
ノ
ン
法
上
の
許
容
事
由
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
正
当
な
職
務
行
為
と
し
て
、
そ
こ
に
典
型
的
に
現
れ
る
の
が
、
裁
判
官
や
執

行
官
の
職
務
（cc.30, 31, 41, C

.23, q.5 ; c.11, C
.15,q.1 ; c.10, D

.45

）、教
育
・
懲
戒
行
為
（c.1, X

, 5, 39 ; c.2, D
.45

）、兵
士
の
戦
闘
行
為
（cc.1-3, C

.23, 

q.2 ; cc.5,6, C
.23.q.3 ; cc.13, 41, C

.23, q.5

）
で
あ
る
。
一
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
許
容
事
由
は
、
個
々
人
の
責
任
と
い
う
範
疇
を
超
え
た
問

題
で
あ
る
と
さ
れ
る）

36
（

。
そ
こ
で
は
、
社
会
的
に
は
、
そ
う
し
た
暴
力
的
内
容
を
も
伴
う
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
種
の
行
為
を
有
効
に

機
能
さ
せ
る
制
度
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
そ
の
種
の
行
為
を
許
容
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と

理
解
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
理
解
に
も
、確
か
に
一
理
あ
る
。
し
か
し
、そ
れ
だ
け
に
し
て
は
、カ
ノ
ン
法
に
み
ら
れ
る
表
現
が
過
剰
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、死
刑
を
宣
告
す
る
裁
判
官
は
、も
ち
ろ
ん
殺
人
を
犯
す
も
の
で
は
な
い
が
、そ
の
た
め
に
は
良
心
に
従
っ
て
判
断
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

復
讐
の
た
め
で
は
な
く
、「
矯
正
と
正
義
を
愛
し
む
心
（am

ore correctionis et iustitiae

））
37
（

」
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
。

た
と
え
死
刑
宣
告
を
受
け
た
者
が
相
手
で
あ
ろ
う
と
、
刑
の
執
行
官
が
、
命
令
も
受
け
ず
に
勝
手
に
そ
の
者
を
殺
害
し
た
と
き
に
は
や
は

り
殺
人
犯
と
見
做
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（c.14, C

.23, q.5

）。

　

ま
た
、
懲
戒
行
為
に
せ
よ
戦
闘
行
為
に
せ
よ
、
本
稿
で
も
引
用
し
た
ロ
ー
マ
法
を
参
照
し
つ
つ
、
一
定
の
条
件
の
下
で
許
さ
れ
た
こ
と

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
単
に
制
度
的
な
許
容
と
断
定
す
る
の
は
難
し
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
自
然
法
思
想
、
教
会
法
規
範
と
結
び
つ
け

ら
れ
た
許
容
理
由
を
内
包
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
見
解
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

「
裁
判
官
、
教
育
者
、
又
は
兵
士
の
特
別
な
権
限
は
、
そ
の
根
拠
を
次
の
点
に
見
出
す
。
そ
れ
は
、（
教
会
法
学
者
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
強

調
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
闘
争
、
即
ち
）
最
広
義
の
『
不
法
〈iniuria

〉』
に
対
す
る
闘
争
の
な
か
で
、
法
と
社
会
秩
序
に
資
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
不
法
の
た
め
、
犯
罪
者
は
裁
か
れ
、
若
輩
者
（
地
位
の
低
い
も
の
）
は
懲
戒
さ
れ
、
敵
兵
は
戦
禍
に
陥
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
う
し
た
暴
力
的
な
権
限
を
有
す
る
者
が
責
任
を
負
わ
な
い
か
は
、
客
観
的
な
制
約
（
資
格
、
命
令
の
履
行
、
適
度
及
び
諸
規
則
の
順
守
）

の
保
持
に
依
存
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
客
観
的
目
的
の
み
を
求
め
、
決
し
て
復
讐
や
権
力
へ
の
衝
動
を
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
、
純
粋
な
心
の
在
り
方
に
か
か
っ
て
い
る
。）

38
（

」

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
職
務
に
就
い
て
い
た
者
が
、
本
当
は
ど
の
よ
う
な
心
の
在
り
方
で
そ
の
権
限
を
行
使
し
て
い
た
か
は
判
ら
な
い
。

ま
た
、
一
方
で
は
、
聖
職
者
が
戦
争
に
参
加
す
る
こ
と
を
厳
禁
し
な
が
ら
（c.4, D

.51

）、
他
方
で
「
正
戦
〈iustum

 bellum

〉」（cc.1-3, C
.23, 

q.2

）
そ
の
も
の
は
肯
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
法
文
に
も
ど
こ
か
打
算
的
な
面
が
感
じ
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く

と
も
、
ロ
ー
マ
法
の
精
神
を
引
き
な
が
ら
、「
自
然
と
衡
平
」
を
法
と
し
て
表
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
ロ
ー
マ
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法
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
正
当
防
衛
、
緊
急
避
難
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り）

39
（

、
そ
う
し
た
思
考
が
右
の
許
容
事
由
に
も
少
な
か
ら
ず
反
映

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
許
容
事
由
が
、
ほ
と
ん
ど
外
形
を
変
え
ず
に
継
受
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
驚
く
に
値

し
な
い
。
そ
れ
は
、
近
代
に
至
る
ま
で
、
特
定
の
罪
に
限
っ
て
可
罰
性
を
否
定
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
。
そ
の
典
型
は
や
は

り
正
当
防
衛
で
あ
り
、
例
え
ば
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典
一
三
九
条
乃
至
一
四
四
条
は
、
正
当
防
衛
に
よ
る
場
合
に
は
、
殺
人
罪
に
よ
っ
て
処
罰

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
旨
、
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
当
防
衛
で
あ
ろ
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
又
は
不
法
行
為
の
成
立
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
学
で
は
、
右
で
確
認
し
た
よ
う
な
職
務
行
為
、
緊
急
行
為
に
加
え
て
、
医
師
の
治
療
行

為
な
ど
の
許
容
事
由
が
理
論
的
に
議
論
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
許
容
事
由
と
同
様
、
総
論
的
又
は
体
系
論
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
特
に
殺
人
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
と
い
う
も
の
に
過
ぎ
な
い
上
、
業
務
上
の
権
利
と
し
て
い
わ
ば
当
然
許
容
さ
れ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

40
（

。
た
だ
、
そ
う
し
て
個
別
的
に
で
は
あ
る
が
、
法
的
な
許
容
事
由
を
論
じ
る
者
の
な
か
か
ら
、
遂
に
、

違
法
性
を
犯
罪
の
定
義
に
加
え
る
も
の
も
現
れ
始
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
全
く
の
例
外
で
あ
り
、
法
的
な
意
味
で
一
般
的
に
許
さ
れ
な

い
性
質
が
も
う
少
し
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
法
典
編
纂
の
潮
流
を
迎
え
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
時
代
が
下

り
、
一
九
世
紀
末
に
犯
罪
要
件
と
し
て
浸
透
す
る
ま
で
の
間
、
違
法
性
は
、「
一
般
的
な
問
題
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
24
） 　

ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
『
教
会
法
と
は
何
だ
ろ
う
か
』（
成
文
堂
、
一
九
九
七
）
三
頁
に
よ
れ
ば
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
『
カ
ノ
ン
法
』
を
『
教
会
法
』
と
も

呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
は
そ
れ
が
『
教
会
法
』
と
だ
け
・
・
呼
ば
れ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
両
者
を
特
に
区

別
せ
ず
に
用
い
る
。

な
お
、
カ
ノ
ン
法
（
教
会
法
大
全
）
の
原
典
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

・C
orpus iuris canonici : Editio lipsiensis secunda post A

em
ilii Ludouici R

ichteri curas ad librorum
 m

anu scriptorum
 et editionis rom

anae fidem
 

recognouit et adnotatione critica instruxit A
em

ilius Friedberg, 1, 2., A
kadem

ische D
ruck- u. Verlaganstalt, 1959.
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・U
C

LA
 D

igital Library Program
, C

orpus Juris C
anonici (1582)

<http://digital.library.ucla.edu/canonlaw
>

（
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
九
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）

ま
た
、
全
文
訳
で
は
な
い
が
、
次
の
翻
訳
資
料
も
参
照
し
た
。

B
runo Schilling, C

arl Friedrich Ferdinand Sintenis, D
as corpus juris canonici in seinen w

ichtigsten und anw
endbarsten Theilen, 2 B

ände, 1834-1837

（
25
） 　V

gl., Stephan K
uttner, K

anonistische Schuldlehre von G
ratian bis auf die D

ekretalen G
regors IX

, 1935, S.185-188, 200-213 

な
お
、ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト「
古
代
刑
法
に
お
け
るversari in re illicita

の
認
否
と
現
代
刑
法
に
お
け
る
偶
然
の
役
割
」上
智
法
学
論
集
二
四（
三
）（
一
九
八
一
）

二
四
八
頁
以
下
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
で
の
責
任
は
、
不
適
格
処
分
（irregularitas

）
に
属
す
る
と
指
摘
す
る
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
で
問
題
と
さ
れ
た
事
例

は
、
不
適
格
処
分
に
限
ら
な
い
。

（
26
） 　V

gl., A
lexander Löffler, D

ie Schuldform
en des Strafrechts in vergleichend-historischer und dogm

atischer D
arstellung, 1895, SS.141 ; H

orst 

K
ollm

ann, D
ie Lehre vom

 versari in re illicita im
 R

ahm
en des C

orpus juris canonici, in ZStW
 B

d.35 (1914), S.103ff.

も
っ
と
も
、Kuttner, a.a.O

., SS.207-209
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
は
、
制
限
さ
れ
た
結
果
責
任
に
過
ぎ
な
い
と
消
極
的
に
捉
え
て
い
る
。
な
お
、
ヨ
ン
パ
ル
ト
・

前
掲
論
文
二
五
四
頁
以
下
は
、
今
日
で
も
、
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
の
思
想
に
、
完
全
に
は
否
定
し
き
れ
な
い
一
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
27
） 　

原
典（
例
、Corpus iuris canonici, 1959, vol.1,p.932

）で
は
、<ac

>と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、脚
注
で
は
<et

>と
も
記
さ
れ
て
い
る
。V

gl., K
uttner, a.a.O

., 

S.201

（
28
） 　

最
初
の
〈c.

〉
が
、〈canon

〉,

〈caput

〉,

〈capitulum
〉
の
い
ず
れ
の
頭
文
字
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、見
解
が
分
か
れ
る
。
差
当
り
本
稿
で
は
、〈c.

〉

が
〈canon

〉、〈cap.

〉
は
〈caput

〉
の
略
記
と
し
て
引
用
す
る
。

（
29
） 　

そ
の
こ
と
を
理
由
に
、
ヨ
ン
パ
ル
ト
・
前
掲
論
文
二
三
九
頁
以
下
は
、「
正
当
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
故
意
又
は
過
失
な
し
に
自
分
の
行
動

に
よ
っ
て
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
被
害
は
す
べ
て
自
分
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
〈versari in re licita

〉
の
原
則
が
あ
っ
た
と
説
く
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
理
解
は
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
な
〈licita

〉
の
内
容
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
た
め
、
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
段
階
で
は
、〈licita

〉
の
判
断

は
念
頭
に
な
く
、
つ
ま
り
原
因
行
為
の
性
質
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
偶
然
結
果
に
つ
い
て
も
責
任
を
免
れ
な
い
と
す
る
例
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。V

gl., K
ollm

ann, a.a.O
., S.49ff. ; 

ミ
ッ
タ
イ
ス
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
着
、
世
良
晃
志
郎
（
訳
）『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』（
創
文
社
、

一
九
七
一
）
六
二
‒六
三
頁
参
照
。

（
30
） 　V

gl., K
uttner, a.a.O

., S.201ff. ; K
ollm

ann, a.a.O
., SS.49ff., 79-80

但
し
、
当
時
の
写
本
（H

andschriften

）
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
参
照
し
得
な
か
っ
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た
た
め
、
次
の
文
献
の
み
を
参
照
し
た
。

・Sim
on of B

isignano. Sum
m

a. Ed. P. V. A
im

one. Fribourg, Sw
itzerland, 2006, H

osted by the U
niversity of Fribourg.

【http://w
w

w
.unifr.ch/cdc/

assets/files/sum
m

a_sim
onis_B

A
N

D
_I%
2014%

2010%
202007.pdf

】p.284(c.13, C
.15, q.1)

（
最
終
ア
ク
セ
ス
、
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
九
日
）

・D
ie Sum

m
a m

agistri R
olandi, nachm

als Papstes A
lexander III., nebst einem

 A
nhange, Incerti, H

rsg. von D
r. Friedrich Thaner, W

agner, 1874

・B
ernardi Papiensis faventini episcopi sum

m
a decretalium

 / ed. Ern. A
d. Theod. Laspeyres, 1860

（
31
） 　V

gl., K
ollm

ann, a.a.O
., SS.49, 70-92 ; K

uttner, a.a.O
., S.201, 213ff. ; B

ernardi Papiensis faventini episcopi sum
m

a decretalium
, pp. 220-222 ; 

c.25, X
, 5, 12

(=caput 25, D
ecretales G

regorii IX
, Liber V, Titulus X

II)

（
32
） 　

ヨ
ン
パ
ル
ト
・
前
掲
論
文
二
五
〇
頁
注
（
四
）
参
照
。

な
お
、
省
略
表
記c.8, X

, 5, 12
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
31
）
と
同
様
。

（
33
） 　

こ
の
点
は
、
学
説
上
ほ
ぼ
争
い
な
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。V

gl., K
uttner, a.a.O

., S.203ff. ; K
ollm

ann, a.a.O
., SS.70-80, 106  

な
お
、Janet R

oitm
an, The Ethics of Illegality in the C

had B
asin, in : Law

 and D
isorder in the Postcolony, Edited by Jean C

om
aroff and John L. 

C
om

aroff, U
niversity of C

hicago Press, 2006, p.248ff.

に
よ
れ
ば
、生
計
の
た
め
に
行
わ
れ
る
盗
賊
ま
が
い
の
活
動
を
、「
非
合
法
だ
が
正
当
な
も
の
〈illegal 

yet ”licht ”

〉」
と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
34
） 　V

gl., Löffler, a.a.O
., S.142ff. ; Friedrich Schaffstein, D

ie A
llgem

einen Lehren vom
 Verbrechen : in ihrer Entw

icklung durch die W
issenschaft des 

G
em

einen Strafrechts, 2.neudruck, 1986, S.148ff.

：
山
本
光
英「
結
果
的
加
重
犯
の
不
法
内
容
」（
中
央
大
学
）法
学
新
報
第
九
七
巻
第
三
・
四
号（
一
九
九
〇
）

二
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
35
） 　

資
料
と
し
て
、Josef K

ohler und W
illy Scheel, D

ie peinliche G
erichtsordnung K

aiser K
arls V

 : constitutio crim
inalis C

arolina, 1968. ("N
eudruck 

der A
usgabe halle A

.D
.S. 1900)

、
塙
浩
「〈
資
料
〉
カ
ル
ル
五
世
刑
事
裁
判
令
（
カ
ロ
リ
ナ
）」
神
戸
法
學
雜
誌
一
八
巻
二
号
（
一
九
六
八
）
二
一
〇
頁
以
下

参
照
【
同
『
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
刑
事
法
史
』（
信
山
社
出
版
、
一
九
九
二
）
所
収
】。

（
36
） 　

こ
れ
は
、K

uttner, a.a.O
., S.251-253

の
趣
旨
を
筆
者
な
り
に
読
み
込
ん
だ
理
解
で
あ
る
。

（
37
） 　D
ie Sum

m
a m

agistri R
olandi, p.93 (C

.23, q.5) ; Sim
on of B

isignano. Sum
m

a. p.378 (c.45, C
.23, q.4)

（
38
） 　K

uttner, a.a.O
., SS.255-256

（
39
） 　

村
井
・
前
掲
論
文
三
九
八
頁
以
下
、
森
下
・
前
掲
書
四
一
頁
以
下
参
照
。
緊
急
行
為
は
、「
自
然
法
と
衡
平
」（c.7, D

.1

）
の
観
点
か
ら
、
不
法
に
抵
抗
す
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る
た
め
（c.18, X

, 12

）
に
許
容
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
た
だ
、
自
然
法
思
想
が
よ
り
前
面
に
表
れ
て
い
る

印
象
は
受
け
る
。

（
40
） 　V

gl., H
eim

berger, a.a.O
., S.392ff.

小
括

　

こ
こ
で
、
中
世
ま
で
の
法
実
践
、
議
論
を
一
応
概
観
し
た
こ
と
に
し
て
、
そ
の
内
容
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

中
世
ま
で
の
法
学
に
お
い
て
は
、
今
日
の
よ
う
に
抽
象
的
な
違
法
論
が
発
展
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
世
ま
で
の
法
の
特
性
か
ら
す
れ

ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、特
に
中
世
法
は
、慣
習
法
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る）

41
（

。
ロ
ー

マ
法
に
も
、
類
似
の
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
今
日
の
よ
う
な
法
創
造
は
な
く
、
先
例
ま
た
は
古
き
良
き
慣
習
か
ら
の
発
見

が
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
生
じ
た
紛
争
、
特
に
個
別
に
生
起
し
た
不
法
（
と
い
う

べ
き
）
事
象
に
対
し
て
、
法
感
情
に
合
致
す
る
解
決
を
望
む
傾
向
で
あ
る）

42
（

。
先
述
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
人
は
「
理
論
よ
り
実
際
、
思
弁
よ

り
実
行
、空
想
よ
り
現
実
、推
理
よ
り
経
験
を
重
ん
じ
」
た
と
い
わ
れ
る
。
既
に
ギ
リ
シ
ア
法
哲
学
と
対
比
し
て
み
た
よ
う
に
、そ
こ
に
は
、

帰
納
的
、
経
験
的
な
発
想
が
窺
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
や
カ
ノ
ン
法
な
ど
で
示
さ
れ
た
法
文
は
、
抽
象
的
法
命
題
か
ら
演
繹
さ
れ
た
帰
結
と

い
う
よ
り
は
、
個
別
事
案
に
お
け
る
妥
当
な
解
決
（
案
）
に
近
い
。
結
論
と
し
て
何
が
法
的
に
正
し
く
許
容
さ
れ
る
か
と
い
う
判
断
が
積

み
重
ね
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
コ
モ
ン
ロ
ー
的
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ー
マ
法
及
び
コ

モ
ン
ロ
ー
に
お
け
る
不
法
行
為
法
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
る
所
以
だ
ろ
う）

43
（

。

　
〈delict

〉
と
い
う
概
念
は
、
今
日
、
犯
罪
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
、
不
法
行
為
及
び
犯
罪
の
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双
方
の
性
格
を
有
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、〈delictum

〉
と
い
う
言
葉
は
、「
悪
事
」
や
「
過
ち
」、「
し
く
じ
り
」
な
ど
の

意
味
を
有
し
て
い
た
と
説
明
さ
れ
る）

44
（

。
ま
た
、「〈tort

〉
不
法
行
為
」
と
い
う
言
葉
は
、
語
源
的
に
は
「
悪
い
こ
と
（w

rong

）」
を
意
味

し
て
お
り
、「
ね
じ
ま
げ
ら
れ
た
（tw

isted

）」
と
か
「
ね
じ
折
ら
れ
た
（w

rung

）」
こ
と
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の
〈tortus

〉
に
由
来
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

45
（

。
今
日
、
犯
罪
を
〈public w

rong

〉
と
表
現
す
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
犯
罪
と
不
法
行
為
は
、
根
源
的
に

は
か
な
り
等
し
い
も
の
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
当
時
は
未
だ
刑
法
と
民
法
が
は
っ
き
り
と
分
離
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も

由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
、
あ
る
事
態
に
対
し
て
、
そ
れ
が
不
正
で
あ
り
法
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
人
々

の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
の
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
や
は
り
、
帰
納
的
な
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
以
降
に
発
達
し
、
今
日
に
通
じ
る
違
法
論
は
、
演
繹
的
思
考
に
基
づ
い
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
に
比
較
す
れ
ば
、

カ
ノ
ン
法
は
、
か
な
り
こ
の
性
格
に
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
宗
教
規
範
を
司
る
高
位
の
立
場
か
ら
押
し
付
け
ら
れ

た
価
値
観
が
背
後
に
潜
ん
で
い
る
印
象
を
受
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
宗
教
規
範
で
も
あ
る
カ
ノ
ン
法
特
有
の
性
格
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
も
し
も
、
先
に
確
認
し
た
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
の
〈licitus

〉
の
よ
う
に
、
法
的
な
正
・
不
正
の
評
価
が
、
高
位
聖
職
者
特
有
の

価
値
観
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
、
平
信
者
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
う

し
た
法
的
評
価
は
、
少
な
く
と
も
平
信
者
に
と
っ
て
、
自
分
達
の
法
感
情
や
正
し
い
慣
習
が
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
を
捉
え
て
、
カ
ノ
ン
法
上
の
違
法
性
は
、
古
代
・
中
世
か
ら
、
近
代
に
か
け
て
違
法
評
価
の
方
法
が
変
わ
っ
て
い
く
過

渡
期
に
あ
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
未
完
）　
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（
41
） 　

世
良
晃
志
郎
「
封
建
社
会
の
法
思
想
」『
法
哲
學
講
座
』
二
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
）
一
一
八
頁
以
下
参
照
。

（
42
） 　

世
良
・
前
掲
論
文
一
二
三
頁

（
43
） 　

前
田
達
明
『
民
法V

I2

（
不
法
行
為
法
）』
現
代
法
律
学
講
座
14
（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
〇
）
六
頁
参
照
。

（
44
） 　

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
著
、
窪
田
充
見
（
編
訳
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
不
法
行
為
法
１
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
八
）
四
頁

（
45
） 　

バ
ー
ル
・
前
掲
書
五
‒六
頁
、
グ
ラ
ン
ビ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
Ｂ
．
Ａ
．
ヘ
ッ
プ
ル
著
、
飯
塚
和
之
・
堀
田
牧
太
郎
（
訳
）『
イ
ギ
リ
ス
不
法
行
為
法
の

基
礎
』（
成
文
堂
、
一
九
八
三
）
一
頁
参
照
。


