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古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
扶
養
に
関
す
る
和
解
を
め
ぐ
る
手
続
に
つ
い
て

―
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
演
説
に
基
づ
く
公
的
介
入
―五

十
君　

麻
里
子

は
じ
め
に

一
、
学
説
彙
纂
二
巻
一
五
章
八
法
文
と
そ
の
射
程

二
、
和
解
前
の
裁
定
手
続

三
、
無
効
な
和
解
後
の
訴
訟
手
続

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　

古
代
ロ
ー
マ
の
社
会
・
経
済
に
お
い
て
奴
隷
な
ら
び
に
解
放
奴
隷
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な

か
で
も
解
放
奴
隷
は
、
そ
の
子
孫
も
含
め
る
と
人
口
の
多
く
を
占
め
、
元
主
人
の
属
す
る
共
同
体
の
市
民
権
を
得
て
完
全
な
自
由
人
と
な
り
、

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
活
躍
し
て
い
た（

１
）。

し
か
し
奴
隷
の
間
は
主
人
の
財
産
と
し
て
衣
食
住
を
与
え
ら
れ
て
い
た
解
放
奴
隷
が
、
解
放
を

境
に
自
ら
の
生
活
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ
に
対
応
で
き
る
者
は
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
対
応
で
き
な
い
解
放

奴
隷
は
、
解
放
後
も
引
き
続
き
元
主
人
の
も
と
に
止
ま
り
、
衣
食
住
の
提
供
を
受
け
て
い
た（

２
）。

さ
ら
に
、
元
主
人
の
死
亡
後
も
、
元
主
人
の

死
因
処
分
に
基
づ
き
、
そ
の
相
続
人
や
信
託
受
遺
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
学
説
彙
纂
三
四
巻
一
章
の
分
析
で
明
ら
か
と
な
っ
た（

３
）。

　

他
方
、
死
因
処
分
と
し
て
遺
さ
れ
た
扶
養
を
変
更
す
る
当
事
者
間
で
の
合
意
に
対
し
、
公
的
な
立
場
か
ら
重
大
な
介
入
を
行
っ
た
の
が
、

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
で
あ
る
。
同
皇
帝
は
そ
の
元
老
院
演
説
に
お
い
て
、「
扶
養
に
関
す
る
和
解
は
、
法
務
官
の
承
認
が
な
さ
れ

な
い
限
り
効
力
が
無
い
」
と
し
た（

４
）。

こ
の
こ
と
は
、
か
よ
う
な
合
意
の
多
く
が
元
主
人
の
相
続
人
と
解
放
奴
隷
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
格
別
の
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
同
元
老
院
演
説
に
つ
い
て
詳
細
に
定
め
た
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス

法
文
学
説
彙
纂
二
巻
一
五
章
八
法
文
を
分
析
し
、
そ
の
手
続
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

な
お
、
こ
こ
で
い
う
和
解
と
は
、
争
い
を
前
提
と
す
る
も
の
で
も（

５
）、

不
確
実
な
事
柄
に
関
す
る
も
の
で
も
な
く（

６
）、

す
で
に
定
ま
っ
て
い
る

扶
養
の
内
容
を
変
更
す
る
扶
養
義
務
者
と
被
扶
養
者
の
合
意
で
あ
る
の
で
、
厳
密
に
は
「
和
解
」
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
説

彙
纂
二
卷
一
五
章
が
和
解
の
章
で
あ
る
こ
と
、
法
文
の
文
言
が
和
解
（transactio

）
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
も

こ
れ
に
和
解
の
語
を
あ
て
る
こ
と
と
す
る
。

（法政研究 87－3－34）
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一
、
学
説
彙
纂
二
巻
一
五
章
八
法
文
と
そ
の
射
程

　

学
説
彙
纂
二
巻
一
五
章
八
法
文
は（

７
）、

ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
『
全
裁
判
所
に
つ
い
て　

第
五
巻
』
か
ら
学
説
彙
纂
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
同
著
作
は
全
十
巻
か
ら
な
り
、
学
説
彙
纂
へ
の
引
用
は
三
三
法
文
と
比
較
的
少
な
い（

８
）。

同
著
作
の
第
一
巻
か
ら
引
用
さ
れ
た
学
説
彙
纂

二
六
巻
一
〇
章
七
法
文
二
項
に
「
我
々
の
皇
帝
並
び
に
神
皇
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス
の
ア
ト
リ
ウ
ス
・
コ
ロ
ニ
ウ
ス
へ
の
勅
書
か
ら
」
と
の
記
述
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
同
著
作
が
カ
ラ
カ
ラ
帝
の
単
独
統
治
期
す
な
わ
ち
紀
元
後
二
一
一
年
か
ら
二
一
七
年
の
間
に
書
か
れ
た
こ
と
が
明
確
で
あ

る（
９
）。

そ
の
内
容
は
、
レ
ー
ネ
ル
に
よ
る
と
、「
政
務
官
の
職
務
に
つ
い
て
（D

e offi
cio m

agistratuum

）」、「
後
見
と
保
佐
に
つ
い
て
（D

e 

tutelis et curis

）」
等
特
別
の
法
務
官
の
職
権
に
属
す
る
後
見
関
連
、「
管
轄
権
に
つ
い
て
（D

e iurisdictione

）」「
開
廷
日
に
つ
い
て
（D

e 

feriis

）」「
欠
席
裁
判
に
つ
い
て
（D

e erem
odicio

）」「
自
白
に
つ
い
て
（D

e confessis

）」
と
い
っ
た
裁
判
関
連
、
そ
し
て
当
時
次
第

に
優
勢
と
な
っ
て
い
た
「
特
別
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
（D

e extraordinariis cognitionibus

）」
な
ど
と
、
実
務
手
続
に
直
結
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
学
説
彙
纂
二
巻
十
五
章
八
法
文
も
、
和
解
承
認
実
務
に
対
応
し
た
、
担
当
政
務
官
で
あ
る
法
務
官
に
対
す
る
指
示
書
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る

）
（1
（

。

　

序
項
に
お
い
て
は
ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
演
説
に
基
づ
い
て
、
扶
養
に
関
す
る
和
解
に
は
法
務
官
が
介
入
す
る

旨
が
述
べ
ら
れ
る
。

学
説
彙
纂
二
巻
一
五
章
八
法
文
序
項　

ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
『
全
裁
判
所
に
つ
い
て　

第
５
巻

）
（（
（

』

扶
養
（alim

enta

）
（1
（

）
が
遺
さ
れ
た
者
ら
は
目
前
の
わ
ず
か
な
も
の
で
満
足
し
容
易
に
和
解
す
る
の
で
、
神
皇
マ
ル
ク
ス
［
・
ア
ウ
レ
リ
ウ

ス
］
は
、
元
老
院
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
演
説
で
、alim

enta

に
関
す
る
和
解
は
、
法
務
官
の
承
認
が
な
さ
れ
な
い
限
り
効
力
が
無
い
、
と
規

（87－3－35）
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定
し
た
。
そ
れ
故
に
、
法
務
官
が
介
入
し
、
合
意
し
て
い
る
者
の
間
で
、
和
解
す
べ
き
か
［
否
か
］、
何
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
、
裁
定
す

る
（arbitrari

）
慣
行
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
に
よ
る
和
解
へ
の
介
入
の
理
由
が
「
扶
養
が
遺
さ
れ
た
者
ら
は
目
前
の
わ
ず
か
な
も
の
で
満
足
し

容
易
に
和
解
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
扶
養
を
遺
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
七
項
で
言
及
さ
れ
る
が
、
被
扶
養
者
の
一
般
像
と

し
て
「
わ
ず
か
な
も
の
で
満
足
」
す
る
経
済
弱
者
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
容
易
に
和
解
す
る
」
取
引
に
慣
れ
て
い
な
い

者
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
想
定
さ
れ
た
典
型
的
な
事
例
は
、
継
続
的
な
生
活
保
障
が
遺
贈
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
時
金
の
支
払
い
に
て
扶
養
関
係
を
解
消
す
る
よ
う
和
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
帝
は
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
合
意
は
不

都
合
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う

）
（1
（

。

　

こ
れ
に
基
づ
き
、
法
務
官
は
、
す
で
に
当
事
者
間
で
合
意
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
和
解
の
是
非
そ
の
も
の
に
加
え
そ
の
内
容
に
つ
い
て

も
裁
定
（arbitrari

）
す
る
と
さ
れ
る
。arbitrare
は
衡
平
の
見
地
か
ら
事
情
を
斟
酌
し
て
判
断
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
、
と
く
に
法
務
官
、

審
判
人
、
裁
定
人
、vir bonus

な
ど
が
判
断
主
体
と
な
る

）
（1
（

。
法
務
官
の
承
認
が
な
い
扶
養
に
関
す
る
和
解
は
無
効
で
あ
る

）
（1
（

。

一
項

）
（1
（

：
同
じ
法
務
官
に
よ
る
和
解
に
関
す
る
審
問
（notio

）
は
、
住
居
、
衣
服
、
ま
た
は
土
地
か
らalim

entum

が
遺
贈
さ
れ
る
［
場
合
に
も
］

及
ぶ
で
あ
ろ
う
。

　

一
項
はalim

entum

の
意
味
を
確
定
す
る
。alim

entum

は
広
義
に
は
扶
養
を
指
す
が
、
狭
義
で
は
食
料
を
意
味
す
る
た
め
、
正
確
を
期

す
た
め
住
居
、
衣
服
、
さ
ら
に
は
土
地
が
信
託
遺
贈
さ
れ
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
を
も
っ
て
被
扶
養
者
を
扶
養
す
る
べ
き
場
合
も
、
こ
の

制
度
の
適
用
を
受
け
る
。
こ
の
際
審
問
（notio

）
と
は
法
務
官
が
職
権
で
事
情
を
取
り
調
べ
、
判
断
す
る
こ
と
を
指
す

）
（1
（

（法政研究 87－3－36）
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二
項

）
（1
（

：「［
皇
帝
の
］
こ
の
演
説
は
、
遺
言
〔
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
、〕
ま
た
は
、
遺
言
に
付
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
無
遺
言
で
為
さ
れ
た
小
書

付
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
たalim

entum

に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
死
因
贈
与
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
ま
た
は
死
因
贈
与
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
遺
さ
れ

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
条
件
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
遺
さ
れ
た
場
合
に
も
、
な
お
同
じ
こ

と
を
我
々
は
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
死
因
で
は
な
く
贈
与
さ
れ
たalim

entum

に
関
し
て
、
法
務
官
の
承
認
が
な
く
と
も
和
解
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
明
白
で
あ
る
。

　

二
項
は
「
遺
さ
れ
た
」
と
の
文
言
の
射
程
を
定
め
る
。
こ
の
演
説
の
適
用
を
受
け
る
の
は
、
い
か
な
る
法
形
式
を
採
る
か
を
問
わ
ず
死
因

処
分
に
よ
る
も
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
し
、
そ
の
限
界
事
例
と
し
て
、
贈
与
の
場
合
、
死
因
贈
与
で
あ
れ
ば
法
務
官
の
承
認
を
要
す
る
が
、
死

因
で
な
け
れ
ば
不
要
で
あ
る
と
す
る
。

三
項

）
（1
（

：
そ
れ
ゆ
え
に
［alim

entum

］
が
月
毎
に
、
あ
る
い
は
日
毎
に
、
あ
る
い
は
年
毎
に
遺
さ
れ
た
か
に
関
わ
ら
ず
、
演
説
は
適
用
さ
れ

る
。
そ
し
て
ま
た
、
永
続
的
で
な
く
、
一
定
の
年
限
で
遺
さ
れ
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

四
項

）
11
（

：
も
し
ま
と
ま
っ
た
額
が
、
そ
の
利
息
か
ら
自
ら
を
養
い
死
亡
の
と
き
に
金
銭
［
＝
元
本
］
を
返
還
す
る
よ
う
に
、
と
あ
る
者
に
遺
贈

さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
。
た
と
え
年
毎
に
そ
れ
が
遺
さ
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
演
説
は
止
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

三
項
と
四
項
は
扶
養
の
給
付
の
態
様
を
カ
バ
ー
す
る
。
死
因
処
分
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
扶
養
が
、
毎
日
、
毎
月
、
毎
年
給
付
さ
れ
る
場
合

で
も
、
期
限
の
有
無
を
問
わ
ず
、
ま
た
は
利
息
の
み
が
扶
養
料
と
し
て
提
供
さ
れ
る
場
合
も
、
全
て
演
説
の
適
用
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

（87－3－37）
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五
項

）
1（
（

：
し
か
し
、
セ
イ
ウ
ス
にalim

enta

が
給
付
さ
れ
る
よ
う
に
と
、
一
定
の
額
あ
る
い
は
物
が
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
遺
さ
れ
た
場
合
も
、

テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
む
し
ろ
和
解
し
得
る
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
和
解
に
よ
っ
て
セ
イ
ウ
ス
のalim

enta

は
減
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
信
託
遺
贈
に
よ
っ
てalim

enta

が
受
遺
者
に
遺
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　

五
項
は
四
項
の
傍
論
で
あ
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
被
相
続
人
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
一
定
の
額
を
信
託
遺
贈
し
、
こ
れ
か
ら
生
じ
る
利

息
を
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
セ
イ
ウ
ス
に
扶
養
料
と
し
て
給
付
す
る
べ
き
旨
負
担
を
課
し
て
い
た
場
合
に
、
被
扶
養
者
の
セ
イ
ウ
ス
で
な
く
、

信
託
受
遺
者
の
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
相
続
人
と
和
解
し
た
と
し
て
も
、
演
説
の
適
用
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
従
前
の

扶
養
を
給
付
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
な
わ
ち
扶
養
そ
の
も
の
に
影
響
は
な
く
、「
扶
養
が
遺
さ
れ
た
者
ら
」
が
「
目
前
の
わ
ず
か
な

も
の
で
満
足
し
容
易
に
和
解
す
る
」
心
配
は
な
い
。
金
銭
で
は
な
く
、
例
え
ば
農
場
が
信
託
遺
贈
さ
れ
、
農
場
か
ら
の
収
入
を
扶
養
に
充
て

る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

六
項

）
11
（

：［
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
］
演
説
は
、
そ
の
［
＝
和
解
の
］
た
め
に
、
あ
る
者
［
＝
被
扶
養
者
］
が
提
供
さ
れ
た

金
銭
を
費
消
す
る
よ
う
に
な
る
和
解
を
、
認
め
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
法
務
官
の
承
認
な
く
、
あ
る
者
が
、
彼
に
年
毎
に
遺
さ
れ
た
も
の
が

毎
月
取
得
さ
れ
る
よ
う
和
解
す
る
場
合
は
ど
う
か
？
ま
た
は
、
彼
に
月
毎
に
遺
さ
れ
た
も
の
が
毎
日
取
得
さ
れ
る
場
合
は
ど
う
か
？
さ
ら

に
、
年
末
に
受
領
す
る
も
の
が
、
年
の
は
じ
め
に
取
得
さ
れ
る
場
合
は
ど
う
か
？
私
は
、
こ
の
和
解
は
有
効
で
あ
る
と
も
考
え
る
。
な
ぜ
な

らalim
enta

の
受
領
者
の
条
件
を
か
よ
う
な
和
解
は
よ
り
良
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
演
説
は
和
解
に
よ
りalim

enta

が
奪
わ
れ

る
こ
と
を
望
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　

六
項
は
、
ま
ず
扶
養
の
代
わ
り
に
一
時
金
を
給
付
し
被
扶
養
者
が
そ
れ
を
費
消
し
て
し
ま
う
よ
う
な
和
解
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
、
逆

（法政研究 87－3－38）
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に
、
給
付
の
間
隔
を
短
く
す
る
な
ど
、
被
扶
養
者
の
状
況
を
よ
り
よ
く
す
る
和
解
は
認
め
ら
れ
る
旨
規
定
す
る
。
弱
者
た
る
被
扶
養
者
が
和

解
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
な
い
よ
う
保
護
す
る
こ
と
が
、
皇
帝
の
演
説
の
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
「
演
説
は
和
解
に
よ
り

alim
enta

が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
」
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う

）
11
（

。

　

し
か
し
、
本
項
は
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で
設
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
本
項
の
位
置
か
ら
す
る
と
、
扶
養
の
態
様
の
変
更
に
つ
い
て
、

演
説
の
射
程
と
な
る
か
否
か
の
基
本
方
針
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う
な
扶
養
の
給
付
方
法

の
変
更
は
、
一
〇
項
で
扱
わ
れ
て
い
るm

odus

と
し
て
「
被
扶
養
者
の
状
況
を
よ
り
よ
く
す
る
」
か
否
か
法
務
官
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
他
項
で
裁
定
の
必
要
な
和
解
の
射
程
を
で
き
る
だ
け
広
く
定
め
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
事
者
が
「
被
扶
養
者
の
状
況
を

よ
り
よ
く
す
る
」
と
考
え
れ
ば
法
務
官
の
裁
定
な
く
和
解
が
有
効
と
な
る
の
だ
と
す
る
と
、
手
続
を
免
れ
る
事
例
が
頻
出
し
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。
ま
た
、
後
述
の
和
解
前
手
続
のm

odus

の
例
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
項
冒
頭
の
「［
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
］
演
説
は
、

そ
の
［
＝
和
解
の
］
た
め
に
、
あ
る
者
［
＝
被
扶
養
者
］
が
提
供
さ
れ
た
金
銭
を
費
消
す
る
よ
う
に
な
る
和
解
を
認
め
な
い
。」
は
厳
格
に

す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
和
解
前
の
法
務
官
の
裁
定
手
続
で
は
和
解
のm

odus

に
加
えcausa

やpersona

も
調
査
さ
れ
、
そ
の
総
合
評
価
で

裁
定
が
下
る
の
で
、
一
時
金
の
給
付
へ
と
変
更
す
る
和
解
で
あ
っ
て
も
他
の
要
素
に
よ
っ
て
有
効
と
な
る
事
例
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
稿
の
三
で
検
討
す
る
、
法
務
官
の
裁
定
な
く
な
さ
れ
無
効
で
あ
り
な
が
ら
、
当
面
当
事
者
間
で
遵
守
さ
れ
た

和
解
の
事
後
処
理
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

七
項

）
11
（

：
そ
し
て
、alim

enta

を
遺
さ
れ
た
者
が
被
解
放
者
で
あ
ろ
う
と
生
来
自
由
人
で
あ
ろ
う
と
、
十
分
に
豊
か
な
者
で
あ
ろ
う
と
そ
う
で

な
か
ろ
う
と
、
関
係
な
い
。

　

七
項
は
、
保
護
さ
れ
る
被
扶
養
者
と
し
て
は
、
解
放
奴
隷
で
あ
ろ
う
と
生
来
自
由
人
で
あ
ろ
う
と
、
富
裕
者
で
あ
ろ
う
と
貧
者
で
あ
ろ
う

（87－3－39）
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と
、
全
て
の
者
を
カ
バ
ー
す
る
と
定
め
る
。
演
説
の
元
来
の
目
的
は
弱
者
保
護
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
演
説
は
よ
り
一
般
的
に
適
用

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
被
扶
養
者
の
属
性
に
よ
っ
て
、
法
務
官
の
承
認
の
要
不
要
が
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
無
い
。
学
説
彙
纂
三
四
巻
一
章
に

よ
る
と
、
扶
養
の
受
遺
者
の
多
く
が
解
放
奴
隷
で
は
あ
る
が
、
そ
の
他
の
者
が
受
遺
者
と
な
る
こ
と
も
当
然
あ
り
得
、
よ
り
広
く
射
程
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
衣
食
住
が
死
因
処
分
に
よ
っ
て
、
誰
で
あ
ろ
う
と
被
扶
養
者
に
遺
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
扶
養
の
給
付
の
態
様
を
問
わ
ず
、

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
演
説
の
適
用
を
受
け
る
。
当
事
者
が
、
和
解
の
有
効
無
効
を
恣
意
的
に
判
断
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
、
法
務
官
の
承
認
を
要
す
る
合
意
の
射
程
を
最
大
限
広
く
設
定
し
、
取
り
こ
ぼ
し
や
曖
昧
を
避
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
、
和
解
前
の
裁
定
手
続

　

遺
さ
れ
た
扶
養
に
関
す
る
和
解
は
、
法
務
官
の
承
認
を
得
な
い
か
ぎ
り
無
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な
和
解
を
有
効
に
成
立
さ

せ
る
た
め
に
は
、
和
解
前
に
法
務
官
の
審
査
を
受
け
る
（quaeri

）
必
要
が
あ
る
。

学
説
彙
纂
二
巻
一
五
章
八
法
文
八
項　

ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
『
全
裁
判
所
に
つ
い
て　

第
５
巻

）
11
（

』

そ
こ
で
演
説
は
法
務
官
の
面
前
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
審
査
さ
れ
る
（quaeri
）
も
の
と
決
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
和
解
のcausa

に

つ
い
て
、
第
二
にm

odus

に
つ
い
て
、
第
三
に
和
解
当
事
者
のpersona

に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

八
項
は
法
務
官
面
前
で
の
審
査
の
際
、
検
討
す
べ
き
観
点
がcausa

、m
odus

、persona
の
三
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
。
九
項
以
下
は
こ
れ

（法政研究 87－3－40）
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ら
が
順
に
検
討
さ
れ
る
。

九
項

）
11
（

：causa

に
関
し
て
は
、
和
解
に
つ
い
て
い
か
な
るcausa

が
あ
る
か
を
調
査
す
べ
き
（requirendum

）
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

causa

無
し
に
和
解
す
る
何
人
も
、
法
務
官
は
承
認
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。causa

は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
方
法
で
主
張
さ
れ
る
の
を

常
と
す
る
。
相
続
人
と
扶
養
権
利
者
が
別
の
場
所
に
住
居
を
有
す
る
と
き
。
あ
る
い
は
両
者
の
う
ち
の
一
方
が
住
居
を
移
転
す
る
こ
と
を
決

心
す
る
と
き
。
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
現
金
のcausa

が
せ
き
立
て
る
と
き
。
あ
る
い
は
、
彼
に
複
数
人
に
よ
るalim

enta

が
遺
さ
れ
、
少

し
ず
つ
各
人
に
催
告
す
る
こ
と
が
彼
［
＝
被
扶
養
者
］
に
と
っ
て
困
難
な
と
き
。
あ
る
い
は
、
頻
繁
に
生
じ
が
ち
な
理
由
で
、
法
務
官
に
和

解
を
認
め
る
こ
と
を
促
す
よ
う
な
、
そ
の
他
のcausa

に
よ
る
と
き
。

　

九
項
は
、
一
つ
目
の
観
点
、causa

に
関
し
て
で
あ
る
。causa

は
非
常
に
多
様
な
意
味
を
内
包
す
る
語
で
あ
る
が
、
こ
の
文
脈
で
は
事
情
、

原
因
、
理
由
な
ど
と
い
っ
た
訳
語
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う

）
11
（

。
和
解
が
法
務
官
に
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
被
相
続
人
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

た
当
初
の
扶
養
の
内
容
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
必
須
で
あ
る
。
理
由
も
な
く
和
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
典
型
的

な
理
由
と
し
て
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
被
扶
養
者
と
扶
養
義
務
者
が
居
を
別
に
す
る
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
はalim

enta

と
し
て
衣
食

住
の
現
物
支
給
を
想
定
す
れ
ば
、
両
者
が
互
い
に
遠
隔
地
に
居
住
し
て
い
て
は
扶
養
の
給
付
が
困
難
な
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
和
解
が
必

要
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、「
現
金
のcausa

が
せ
き
立
て
る
」
と
は
被
扶
養
者
が
一
時
金
で
の
現
金
収
入
を
必
要
と
し
て
い

る
場
合
以
外
に
も
、
扶
養
義
務
者
が
農
場
な
ど
の
信
託
遺
贈
を
受
け
、
そ
の
農
場
か
ら
得
た
収
入
を
扶
養
に
当
て
る
べ
き
と
さ
れ
た
事
例
等

で
、
現
金
の
必
要
か
ら
農
場
を
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
、
こ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
被
扶
養
者
が
一
人
で
、
相
続
人

が
複
数
で
あ
る
場
合
、
被
扶
養
者
が
個
々
の
扶
養
義
務
者
に
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
手
間
も
、
和
解
理
由
と
な
り
得
る
。
そ
の

ほ
か
に
も
法
務
官
が
和
解
に
理
由
（causa

）
あ
り
と
判
断
す
る
事
情(causa)

は
、
様
々
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

（87－3－41）
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一
〇
項

）
11
（

：
和
解
の
対
象
と
な
っ
た
金
銭
のm

odus

も
、
た
と
え
ば
和
解
の
金
額(quantitas)

と
し
て
査
定
さ
れ
る
べ
き
（aestim

andus

）

で
あ
る
。
と
い
う
の
もm

odus

に
よ
っ
て
和
解
の
信
義
さ
え
も
査
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
てm

odus

は
和
解
す
る
者

の
年
齢
と
健
康
状
態
に
応
じ
て
裁
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
少
年
と
和
解
す
る
の
と
、
青
年
と
和
解
す
る
の
と
、
老
人
と
和

解
す
る
の
と
で
は
異
な
る
こ
と
が
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、alim

enta

は
生
命
と
と
も
に
終
わ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　

Causa

の
調
査
に
合
格
す
る
と
、
次
はm

odus

の
調
査
と
な
る
。
一
〇
項
で
は
、
そ
の
冒
頭
で「
和
解
の
対
象
と
な
っ
た
金
銭
のm

odus

も
、

例
え
ば
和
解
の
金
額
と
し
て
査
定
さ
れ
る
べ
き
」
と
す
る
た
め
、m

odus

と
は
金
額
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る

）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
こ

れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
扶
養
の
給
付
が
金
銭
で
は
な
く
衣
食
住
と
い
っ
た
現
物
支
給
で
あ
っ
た
事
例
も
例
外
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
以

上
、m

odus

の
調
査
が
―
典
型
的
に
は
一
時
金
の
―
金
額
以
外
に
も
及
ぶ
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
六
項
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
扶
養
の
給
付
方
法
の
変
更
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

）
11
（

。
六
項
は
「
彼
に
年
毎
に
遺
さ
れ
た

も
の
が
毎
月
取
得
さ
れ
る
よ
う
和
解
す
る
場
合
は
ど
う
か
？
ま
た
は
、
彼
に
月
毎
に
遺
さ
れ
た
も
の
が
毎
日
取
得
さ
れ
る
場
合
は
ど
う
か
？

さ
ら
に
、
年
末
に
受
領
す
る
も
の
が
、
年
の
は
じ
め
に
取
得
さ
れ
る
場
合
は
ど
う
か
？
」
と
し
、
よ
り
頻
繁
に
扶
養
が
給
付
さ
れ
る
、
あ
る

い
は
年
末
と
定
め
ら
れ
て
い
た
給
付
日
を
年
初
と
す
る
の
は
、
被
扶
養
者
の
立
場
を
よ
り
良
く
す
る
と
す
る
。
か
よ
う
な
場
合
や
、
逆
に
、

毎
日
扶
養
が
給
付
さ
れ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
和
解
で
毎
月
、
あ
る
い
は
毎
年
に
変
更
す
る
場
合
に
は
、m

odus

の
変
更
と
し

て
、
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
、
法
務
官
の
判
断
の
対
象
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
他
に
も
、
衣
食
住
の
現
物
支
給
で
あ
っ
た
も
の
を
金
銭
に
変
更
す
る
、
現
物
支
給
の
内
容
を
変
更
す
る
、
と
い
う
の
もm

odus

の
変

更
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、causa

が
和
解
に
至
る
過
去
の
事
情
で
あ
る
の
に
対
し
、m

odus

は
和
解
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
扶
養
の
内

（法政研究 87－3－42）
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容
で
あ
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。

一
一
項

）
1（
（

：
ま
た
、persona

に
つ
い
て
の
考
察
、
す
な
わ
ちalim

enta

が
遺
さ
れ
た
者
ら
［
＝
扶
養
権
利
者
］
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
も
な
さ
れ
ね
ば
（contem

platio habenda

）
な
ら
な
い
。
自
立
し
た
生
活
を
営
み
、
他
の
方
法
で
自
給
で
き
る

者
か
、
ま
た
は
よ
り
従
属
的
で
扶
養
に
依
存
す
る
者
か
。
そ
の
者
に
よ
っ
てalim

enta

が
遺
さ
れ
た
者
［
＝
扶
養
義
務
者
］
のpersona

に

つ
い
て
［
次
の
こ
と
が
］
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
資
力
は
ど
う
か
、
暮
ら
し
ぶ
り
は
ど
う
か
、
評
判
は
ど
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
と

き
、
和
解
の
相
手
に
つ
け
込
も
う
と
し
た
の
か
否
か
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
一
一
項
で
は
三
つ
目
の
観
点persona

が
扱
わ
れ
る
。
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
七
項
で
「
被
解
放
者
で
あ
ろ
う
と
生

来
自
由
人
で
あ
ろ
う
と
、
十
分
に
豊
か
な
者
で
あ
ろ
う
と
よ
り
少
な
く
豊
か
な
者
で
あ
ろ
う
と
、
関
係
な
い
」
と
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は

承
認
を
得
る
べ
き
和
解
の
当
事
者
の
射
程
に
関
す
る
記
述
で
あ
り
、
本
項
の
裁
定
手
続
に
お
け
るpersona

の
調
査
内
容
と
は
自
ず
か
ら
異

な
る
。

　

Persona

に
つ
い
て
は
、
被
扶
養
者
、
扶
養
義
務
者
の
両
面
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
自
立
し
て
生
活
を
維
持
で
き
る
の
か
、

扶
養
に
頼
ら
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
の
か
が
重
要
で
あ
る
。
扶
養
を
遺
さ
れ
る
者
の
多
く
が
、
解
放
奴
隷
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、

よ
り
具
体
的
な
被
扶
養
者
の
人
物
像
が
推
定
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
解
放
前
か
ら
主
人
の
事
務
を
任
さ
れ
た
り
自
ら
特
有
財
産
を
持
っ
て

営
業
を
行
っ
た
り
し
て
い
た
解
放
奴
隷
は
、
解
放
後
自
立
し
て
生
活
を
維
持
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家
内
奴
隷
や
農
場
奴
隷
な
ど
、
奴

隷
の
間
衣
食
住
の
全
て
を
主
人
に
頼
り
、
保
護
を
受
け
て
い
た
奴
隷
は
、
解
放
後
自
ら
自
立
し
て
生
活
を
維
持
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う

）
11
（

。
な
か
に
は
、
元
主
人
の
死
亡
後
元
主
人
の
予
想
を
超
え
て
生
活
力
を
つ
け
た
解
放
奴
隷
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
生
活
力
の

な
い
被
扶
養
者
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
法
務
官
の
介
入
の
重
要
な
役
割
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（87－3－43）
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扶
養
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
物
像
一
般
が
調
査
さ
れ
、
邪
な
目
的
で
和
解
を
行
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
元
来
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
演
説
の
趣
旨
が
弱
者
保
護
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
当
然
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、
和
解
を
上
記causa

、m
odus

、persona

の
調
査
を
経
て
法
務
官
が
裁
定
す
る
場
合
、
そ
の
裁
定
の
効
力
は
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
が

確
認
さ
れ
る
。

一
二
項

）
11
（

：alim
enta

に
つ
い
て
和
解
す
る
者
は
、
居
住
に
つ
い
て
も
衣
服
に
つ
い
て
も
和
解
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

神
皇
マ
ル
ク
ス
は
特
別
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
和
解
さ
れ
る
こ
と
す
ら
、
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
三
項

）
11
（

：
し
か
し
あ
る
者
がalim

enta
に
つ
い
て
和
解
し
た
と
し
て
も
、
居
住
や
他
の
こ
と
に
つ
い
て
、
望
ま
な
い
の
に
和
解
す
る
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
全
体
に
つ
い
て
同
時
に
で
も
い
く
つ
か
に
つ
い
て
で
も
、
和
解
を
為
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

一
四
項

）
11
（

：
靴
代
に
つ
い
て
も
法
務
官
の
裁
定(arbitrio)
に
よ
っ
て
和
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
二
項
、
一
三
項
に
お
け
るalim

enta

は
再
び
狭
義
で
あ
る
。alim

enta

を
食
料
と
す
る
場
合
、
居
住
や
衣
服
に
つ
い
て
は
、
分
離
し
て

和
解
す
る
こ
と
も
包
括
的
に
和
解
す
る
こ
と
も
、
可
能
で
あ
る
。
別
個
に
和
解
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れcausa

、m
odus

、persona

が
調
査

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
一
四
項
は
、
衣
服
と
は
別
に
靴
代
に
つ
い
て
も
給
付
す
る
か
否
か
に
つ
い
て

の
合
意
も
、
法
務
官
の
裁
定
に
付
さ
れ
る
も
の
と
定
め
て
い
る
。

（法政研究 87－3－44）
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一
五
項

）
11
（

：
一
人
ま
た
は
複
数
の
者
に
土
地
がalim

enta

と
し
て
遺
さ
れ
た
が
［
被
扶
養
者
た
ち
が
］
そ
の
［
土
地
の
］
処
分
を
望
む
場

合
、
法
務
官
が
そ
れ
［
＝
土
地
］
の
処
分
と
和
解
に
つ
い
て
裁
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
複
数
の
者
に
土
地
がalim

enta

と

し
て
遺
さ
れ
、
こ
の
者
ら
が
自
ら
の
間
で
和
解
す
る
場
合
、
法
務
官
の
助
成
無
く
為
さ
れ
た
和
解
は
、
承
認
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
畑
が

alim
enta

に
つ
い
て
債
務
を
課
さ
れ
て
い
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
質
は
、
法
務
官
へ
の
照
会
無
し

（inconsulto
）
に
解
放
さ
れ
得
な
い
。

　

一
五
項
は
後
述
の
二
〇
項
と
な
ら
び
、
脱
法
行
為
を
封
じ
る
た
め
、
法
務
官
に
よ
る
承
認
の
必
要
な
和
解
を
拡
張
す
る
法
文
で
あ
る
。
本

項
の
扱
う
事
例
は
三
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
の
事
例
は
、
土
地
をalim

enta

と
し
て
受
け
取
っ
た
被
扶
養
者
が
土
地
を
処
分
す
る
場
合

）
11
（

、
二
つ

目
は
同
じ
事
例
で
複
数
人
の
被
扶
養
者
同
士
で
和
解
す
る
場
合
、
三
つ
目
はalim

enta

債
務
の
担
保
と
し
て
提
供
さ
れ
た
質
を
解
放
す
る
場

合
、
で
あ
り
い
ず
れ
の
場
合
も
法
務
官
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。

　

元
来
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
演
説
が
対
象
と
す
る
の
は
、
扶
養
義
務
者
と
被
扶
養
者
の
間
の
扶
養
内
容
を
変
更
す
る
和

解
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
つ
目
の
事
例
に
お
い
て
は
被
扶
養
者
の
第
三
者
へ
の
土
地
処
分
行
為
で
あ
り
、
二
つ
目
の
事
例
で
は
被
扶
養

者
同
士
の
土
地
処
分
の
合
意
、
三
つ
目
は
扶
養
義
務
者
と
被
扶
養
者
の
法
律
関
係
で
は
あ
る
が
そ
の
内
容
が
扶
養
内
容
そ
の
も
の
の
変
更
で

は
な
く
質
権
の
免
除
で
あ
る
の
で
、
法
務
官
の
承
認
は
不
要
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
扶
養
が
重

大
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
元
老
院
演
説
は
こ
こ
ま
で
拡
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
六
項
か
ら
一
九
項
は
、
和
解
の
裁
定
者
の
観
点
か
ら
規
定
す
る
。

一
六
項

）
11
（

：
法
務
官
の
裁
定
に
お
い
て
（arbitratu praetoris

）、alim
enta

の
全
体
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
で
も
和
解
さ
れ
る

（87－3－45）
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べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。

　

一
六
項
は
、
一
三
項
が
「
全
体
に
つ
い
て
同
時
に
で
も
い
く
つ
か
に
つ
い
て
で
も
、
和
解
を
為
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。」
と
し
て

い
る
の
と
、
一
見
重
複
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
三
項
が
当
事
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
六
項
は

法
務
官
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
務
官
の
裁
量
に
お
い
て
、
審
査
の
結
果
、
和
解
の
対
象
を
扶
養
の
全
体

と
す
る
も
一
部
と
す
る
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
際
のalim

enta

の
語
は
広
義
の
扶
養
一
般
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
七
項

）
11
（

：
担
当
法
務
官
が
事
情
（causa

）
を
検
討
す
る
こ
と
無
く
和
解
を
認
め
た
場
合
、
和
解
は
全
く
無
効
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
務
官

に
そ
の
事
件（res

）は
検
討
さ
れ
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
も
施
与
さ
れ
る
べ
き
で
も
無
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し〔
元

老
院
〕
演
説
が
委
託
す
る
全
て
、
す
な
わ
ちcausa

、m
odus

、
和
解
当
事
者
のpersona

の
全
て
に
つ
い
て
審
理
し
な
い
場
合
、
い
く
つ
か

に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
て
も
、
和
解
は
無
効
で
あ
る
。

　

一
七
項
は
、
本
法
文
が
も
と
も
と
収
録
さ
れ
て
い
た
『
全
裁
判
所
に
つ
い
て
』
が
法
務
官
へ
の
指
示
書
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
、

体
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
和
解
の
承
認
を
担
当
す
る
法
務
官
は
、
審
査
の
観
点
と
し
て
八
項
以
下
に
明
示
さ
れ
たcausa

、m
odus

、

persona

の
す
べ
て
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
が
一
つ
で
も
欠
け
れ
ば
和
解
が
無
効
と
な
る
こ
と
を
、
担
当
法
務
官
に
諌
め

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
八
項

）
11
（

：
し
か
し
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
権
限
を
属
州
総
督
も
法
務
官
も
委
任
し
得
な
い
。

（法政研究 87－3－46）
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一
九
項

）
1（
（

：alim
enta

の
和
解
は
皇
帝
の
代
理
人
の
面
前
で
も
為
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
国
庫
にalim

enta

が
請
求
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
財
務
管
理
官
の
面
前
で
も
和
解
さ
れ
得
る
。

　

一
八
項
、
一
九
項
は
、
裁
定
権
者
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
。
裁
定
権
者
は
法
務
官
と
法
務
官
権
限
を
持
つ
属
州
長
官
で
あ
り
、
他
の
者

に
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
庫
に
扶
養
が
請
求
さ
れ
る
場
合
の
み
、
例
外
的
に
財
務
管
理
官
が
裁
定
権
者
と
な
る
が
、
こ
の
際
の
財

務
管
理
官
は
扶
養
義
務
者
で
も
あ
る
。

二
〇
項

）
11
（

：
実
際
、alim

enta

に
関
す
る
訴
訟
（lis

）
が
あ
る
と
き
、
そ
の
訴
訟
に
つ
い
て
和
解
が
為
さ
れ
た
場
合
、
元
老
院
演
説
が
迂
回
さ

れ
る
こ
と
の
無
い
よ
う
、
和
解
は
法
務
官
へ
の
照
会
無
く
（inconsulto

）
有
効
と
は
な
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
務
官
の
助
成
な
く
和

解
す
る
た
め
に
、
訴
訟
が
偽
装
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
［
よ
う
に
］。

　

前
述
の
よ
う
に
、
二
〇
項
は
一
五
項
と
と
も
に
、
脱
法
行
為
を
封
じ
る
規
定
で
あ
る
。
扶
養
義
務
者
と
被
扶
養
者
の
合
意
に
よ
っ
て
扶
養

の
内
容
を
変
更
す
る
と
、
法
務
官
の
承
認
が
必
要
と
な
る
た
め
、
同
様
の
変
更
を
訴
訟
上
の
和
解
を
用
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
が

存
在
し
得
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
照
会
（consultum

）
あ
る
い
は
法
務
官
の
助
成
（auctoritas

）
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、

元
老
院
演
説
の
射
程
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

以
上
見
た
よ
う
に
、
法
務
官
あ
る
い
は
属
州
長
官
は
自
ら
、
当
事
者
間
の
和
解
に
つ
い
て
、
扶
養
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情

causa

、
変
更
後
の
扶
養
の
内
容m

odus

、
当
事
者
双
方
の
生
活
力
等
の
人
物persona
を
全
て
調
査
し
、
裁
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衣

（87－3－47）
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食
住
の
う
ち
一
部
の
み
を
有
効
と
す
る
こ
と
も
、
全
体
を
有
効
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
脱
法
行
為
を
防
ぐ
た
め
、
当
事
者
が
異
な
る

場
合
や
単
純
な
扶
養
内
容
変
更
の
合
意
で
な
い
場
合
、
さ
ら
に
は
訴
訟
が
偽
装
さ
れ
た
場
合
も
、
法
務
官
の
関
与
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。

三
、
無
効
な
和
解
後
の
訴
訟
手
続

　

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
扶
養
に
関
す
る
和
解
は
、
法
務
官
に
よ
る
裁
定
手
続
を
経
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
必
ず
し

も
こ
れ
が
遵
守
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
務
官
の
関
与
な
し
に
扶
養
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
和
解
は
マ

ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
演
説
の
立
場
か
ら
は
無
効
で
あ
る
が
、
当
事
者
が
任
意
で
変
更
後
の
内
容
を
実
行
し
て
い
れ
ば
、
無

効
が
顕
在
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
無
効
な
和
解
を
合
意
し
な
が
ら
、
当
事
者
の
い
ず
れ
か
が
後
に
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
も

あ
り
得
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
事
後
処
理
が
必
要
と
な
る
。

学
説
彙
纂
二
卷
一
五
章
八
法
文
二
一
項

）
11
（

同
じ
者
にalim

enta

が
与
え
ら
れ
、
か
つ
遺
贈
が
即
日
与
え
ら
れ
て
、
法
務
官
の
助
成
無
し
に
和
解
が
な
さ
れ
た
場
合
、
与
え
ら
れ
た
も
の

は
、
ま
ず
即
日
与
え
ら
れ
た
遺
贈
に
算
入
さ
れ
、
残
り
がalim

enta

目
的
に
算
入
さ
れ
る
。

　

被
相
続
人
は
、
受
遺
者
に
扶
養(alim

enta)

を
遺
贈
し
、
か
つ
さ
ら
に
、
何
ら
か
の
物
ま
た
は
一
定
額
の
金
銭
を
遺
贈
し
た
。
被
相
続
人

の
死
亡
に
際
し
、
相
続
人
と
受
遺
者
と
の
間
で
扶
養
と
特
定
物
・
一
定
額
の
遺
贈
の
両
方
に
つ
い
て
一
括
し
て
和
解
し
、
相
続
人
は
受
遺
者

に
特
定
物
・
一
定
額
を
超
え
る
も
の
を
与
え
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
法
務
官
に
よ
る
裁
定
手
続
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
後

日
受
遺
者
が
扶
養
に
関
す
る
和
解
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
遺
言
訴
権
（actio ex testam

ento

）
で
扶
養
の
給
付
を
請
求
す
る
な
ら

（法政研究 87－3－48）
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ば
）
11
（

、
当
事
者
間
の
和
解
に
基
づ
き
給
付
さ
れ
た
も
の
は
、
ま
ず
特
定
物
・
一
定
額
の
遺
贈
に
充
当
さ
れ
、
残
り
が
扶
養
に
充
当
さ
れ
る
結
果
、

充
当
後
の
扶
養
は
復
活
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
法
務
官
の
承
認
な
し
に
な
さ
れ
た
扶
養
に
関
す
る
和
解
が
無
効
で
あ
る
こ
と
の
帰
結

と
言
え
よ
う

）
11
（

。

　

す
で
に
検
討
し
た
六
項
の
冒
頭
部
分
が
「
演
説
は
、
そ
の
［
＝
和
解
の
］
た
め
に
、
あ
る
者
［
＝
被
扶
養
者
］
が
提
供
さ
れ
た
金
銭
を
費

消
す
る
よ
う
に
な
る
和
解
を
、
認
め
な
い
。」
と
す
る
よ
う
に
、
扶
養
を
一
時
金
の
支
払
に
変
更
す
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス

帝
が
と
り
わ
け
警
戒
し
て
い
た
事
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
法
務
官
の
裁
定
が
な
い
限
り
、
そ
の
無
効
が
厳
格
に
貫
徹
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
二
項

）
11
（　

あ
る
者
がalim

enta
に
つ
い
て
法
務
官
の
助
成
無
く
和
解
し
た
場
合
、
与
え
ら
れ
た
も
の
は
過
去
のalim

enta

に
充
当
さ
れ
る
。

ど
れ
だ
け
の
量
に
つ
い
て
義
務
を
負
っ
て
い
た
分
だ
け
与
え
ら
れ
た
の
か
、
よ
り
少
な
か
っ
た
の
か
、
よ
り
多
か
っ
た
の
か
で
は
違
い
が
無

い
。
す
な
わ
ち
、
少
な
い
場
合
で
も
、
し
か
し
そ
れ
ま
で
支
払
い
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、
過
去
のalim

enta

に
算
入
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、alim

enta

に
つ
い
て
和
解
し
た
者
が
、
そ
の
支
払
に
よ
り
利
得
す
る
場
合
、
利
得
し
た
分
に
つ
い
て
彼
に
対
す
る
返
還
請

求
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
最
も
衡
平
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
人
の
損
害
か
ら
利
得
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

二
一
項
が
相
続
開
始
直
後
の
和
解
を
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
項
は
相
続
開
始
か
ら
相
当
期
間
が
経
過
し
た
後
の
和
解
に
つ
い
て
論
じ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
扶
養
が
被
扶
養
者
に
遺
さ
れ
た
も
の
の
、
扶
養
義
務
者
が
扶
養
の
提
供
を
怠
っ
て
い
た
の
で
、
被
扶
養
者
と
扶
養
義

務
者
の
間
で
お
そ
ら
く
一
時
金
を
支
払
う
旨
の
和
解
が
、
法
務
官
の
承
認
な
く
為
さ
れ
た
。
被
扶
養
者
が
こ
の
和
解
は
無
効
で
あ
る
と
主
張

し
扶
養
の
給
付
を
求
め
た
場
合
、
す
で
に
支
払
わ
れ
た
一
時
金
は
、
滞
納
さ
れ
て
い
た
扶
養
に
充
当
さ
れ
る
。
し
か
し
一
時
金
の
額
が
滞
納

額
を
超
え
て
い
れ
ば
、
被
扶
養
者
は
超
過
額
を
扶
養
義
務
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
判
断
も
、
法
務
官
の
承
認
を
得

な
い
和
解
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
、
貫
徹
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
扶
養
は
通
常
の
債
務
へ
と
転
換
さ

（87－3－49）
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れ
、
和
解
の
効
力
を
問
う
こ
と
な
く
一
時
金
で
充
当
さ
れ
得
、
滞
納
額
に
満
た
な
い
場
合
は
債
務
が
存
続
す
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

将
来
の
扶
養
に
つ
い
て
は
和
解
の
効
力
は
及
ば
な
い
の
で
、
一
時
金
は
充
当
さ
れ
ず
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点

で
一
見
、
二
一
項
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
二
一
項
は
既
払
の
一
時
金
の
扶
養
へ
の
充
当
を
許
す
の
に
対
し
て
、
二
二

項
は
そ
の
返
還
請
求
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。

　

ま
ず
、
特
定
物
・
一
定
額
の
価
値
を
超
え
る
部
分
が
扶
養
に
定
期
的
に
充
当
さ
れ
れ
ば
、
被
扶
養
者
の
利
得
が
確
定
す
る
の
は
被
扶
養
者

の
死
亡
時
な
の
で
、
そ
の
時
点
ま
で
返
還
請
求
は
で
き
な
い
も
の
と
本
項
を
解
釈
す
れ
ば
、
二
一
項
と
の
矛
盾
も
解
消
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
二
一
項
で
一
時
金
の
超
過
部
分
が
充
当
さ
れ
る
の
は
、
既
に
発
生
し
た
扶
養
債
務
で
あ
っ
て
、
将
来
の
扶
養
に
つ
い
て
は
、
被
扶
養

者
の
余
命
が
わ
か
ら
な
い
以
上
、
本
項
に
従
っ
て
返
還
請
求
さ
れ
得
る
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
本
項
の
冒
頭
に
「
あ
る
者
がalim

enta

に

つ
い
て
法
務
官
の
助
成
無
く
和
解
し
た
場
合
、
与
え
ら
れ
た
も
の
は
過
去
のalim

enta

に
充
当
さ
れ
る
。」
と
あ
り
、
こ
の
一
節
が
二
一
項

と
本
項
を
つ
な
い
で
い
る
と
す
る
と
、
後
者
の
解
釈
が
よ
り
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
三
項

）
11
（　

毎
年
一
定
の
量
［
ま
た
は
額
］
が
、
例
え
ば
年
毎
の
報
酬
ま
た
は
用
益
権
が
、
あ
る
名
誉
あ
る
地
位
の
人
物
に
遺
さ
れ
た
場
合
、

和
解
は
法
務
官
無
し
に
為
さ
れ
得
る
。
し
か
し
適
量
の
（m

odicus

）
用
益
権
がalim

enta

の
代
わ
り
に
遺
さ
れ
た
な
ら
ば
、
法
務
官
無
し

に
為
さ
れ
た
和
解
は
全
く
無
効
で
あ
る
、
と
私
は
言
う
。

　

毎
年
一
定
額
の
報
酬
や
一
定
の
用
益
権
が
名
誉
あ
る
地
位
の
人
物
に
（hom

ini honestioris loci

）
遺
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
変
更
す

る
和
解
は
法
務
官
の
承
認
を
得
な
く
と
も
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
用
益
権
が
、
扶
養
の
代
わ
り
に
給
付
さ
れ
、
そ
の
価
値
も
扶
養
相
当

分
に
あ
た
る
場
合

）
1（
（

、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
演
説
の
脱
法
行
為
に
あ
た
る
た
め
、
無
効
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
扶
養

者
が
当
事
者
間
の
和
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
扶
養
を
請
求
す
る
場
合
、
被
相
続
人
の
遺
言
に
お
い
て
遺
さ
れ
た
も
の
が
実
質
的
に
は
扶
養
で

（法政研究 87－3－50）
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あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

）
11
（

。
そ
の
際
、
給
付
の
頻
度
が
一
年
に
一
度
と
少
な
い
場
合
や
、
被
扶
養
者
が
名
誉
あ

る
地
位
の
人
物
の
場
合
は

）
11
（

、
扶
養
で
な
い
と
の
推
測
が
働
き
や
す
く
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
実
質
的
な
扶
養

で
あ
る
と
認
定
さ
れ
れ
ば
、
和
解
は
無
効
と
判
断
さ
れ
る
。

二
四
項

）
11
（　

あ
る
者
に
、alim

enta

の
た
め
に
、
金
員
で
は
な
く
、
穀
物
や
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
や
生
活
に
必
要
な
他
の
も
の
が
遺
さ
れ
た
場
合
、

年
毎
に
彼
に
遺
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
月
毎
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
和
解
し
得
な
い
。
し
か
し
［
和
解
し
得
な
い
と
い
う
の
は
］
法

務
官
無
し
［
に
次
の
よ
う
な
和
解
を
為
し
た
］
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
代
わ
り
に
金
員
を
毎
年
ま
た
は
毎
月
受
け
取
り
、［
給
付
］
日
も

方
法
（m

odus

）
も
変
更
せ
ず
、
種
類
だ
け
を
変
更
す
る
よ
う
和
解
し
た
場
合
、
ま
た
は
反
対
に
、
金
員
で
彼
に
遺
さ
れ
た
も
の
を
種
類

物
のalim

enta

を
受
け
取
る
よ
う
合
意
約
束
し
た
場
合
、
ま
た
は
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
の
代
わ
り
に
ワ
イ
ン
を
ま
た
は
ワ
イ
ン
の
代
わ
り
に
オ

リ
ー
ブ
オ
イ
ル
を
ま
た
は
何
か
を
他
の
も
の
に
変
更
し
た
場
合
、
ま
た
は
彼
に
ロ
ー
マ
で
遺
さ
れ
たalim

enta

が
、
地
方
都
市
ま
た
は
属
州

で
受
領
さ
れ
る
か
そ
の
逆
と
い
う
よ
う
に
、
場
所
を
変
更
し
た
場
合
、
ま
た
は
複
数
の
者
が
受
け
取
る
は
ず
の
も
の
が
一
人
に
受
け
取
ら
れ

る
よ
う
に
、
人
を
変
更
し
た
場
合
、
ま
た
は
誰
か
の
代
わ
り
に
誰
か
債
務
者
を
受
け
取
る
場
合
［
が
こ
れ
に
当
た
る
］。
こ
れ
ら
全
て
の
［
事

例
は
］、
法
務
官
の
裁
可
（disceptationem

）
に
服
し
、alim

enta

権
利
者
の
便
宜
に
応
じ
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

二
四
項
は
比
較
的
軽
微
な
扶
養
内
容
の
変
更
を
当
事
者
間
で
合
意
し
た
場
合
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
穀
物
や
オ
リ
ー
ブ

オ
イ
ル

）
11
（

と
い
っ
た
種
類
物
と
金
銭
と
を
代
替
す
る
、
種
類
物
と
他
の
種
類
物
を
代
替
す
る
、
給
付
場
所
を
変
更
す
る
、
複
数
の
被
扶
養
者
を

一
人
に
集
中
す
る
、
あ
る
い
は
扶
養
義
務
者
を
変
更
す
る
、
と
い
っ
た
和
解
に
は
、
合
理
性
が
あ
る
こ
と
も
推
測
で
き
よ
う
。
か
よ
う
な
場

合
で
あ
っ
て
も
、
法
務
官
の
承
認
を
得
て
い
な
い
以
上
、
有
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
完
全
に
無
効
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
、

訴
訟
の
中
で
法
務
官
が
被
扶
養
者
の
便
宜
に
照
ら
し
て
変
更
の
当
否
を
判
断
し
、
適
当
と
認
め
ら
れ
れ
ば
和
解
が
有
効
で
あ
っ
た
か
の
よ
う

（87－3－51）
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に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

D
isceptatio

の
語
は
、
学
説
彙
纂
全
体
で
も
六
法
文
で
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
全
て
が
事
実
に
関
す
る
争
い
を
意
味
す
る

）
11
（

。

方
式
書
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
事
実
問
題
は
審
判
人（iudex

）に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
演
説
を
反
映
し
て
、

本
来
は
事
実
を
扱
わ
な
い
法
務
官
が

）
11
（

、
こ
れ
を
裁
可(disceptatio)

す
る
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

）
11
（

。

す
で
に
検
討
し
た
六
項
後
半
は
、
二
四
項
と
同
様
に
比
較
的
軽
微
な
扶
養
内
容
の
変
更
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
二
四
項
が
物
、

場
所
、
人
の
軽
微
な
変
更
で
あ
る
の
に
対
し
、
六
項
後
半
は
給
付
時
期
の
変
更
で
あ
る
。「
そ
れ
な
ら
ば
、
法
務
官
の
承
認
な
く
、
あ
る
者
が
、

彼
に
年
毎
に
遺
さ
れ
た
も
の
が
毎
月
取
得
さ
れ
る
よ
う
和
解
す
る
場
合
は
ど
う
か
？
ま
た
は
、
彼
に
月
毎
に
遺
さ
れ
た
も
の
が
毎
日
取
得
さ

れ
る
場
合
は
ど
う
か
？
さ
ら
に
、
年
末
に
受
領
す
る
も
の
が
、
年
の
は
じ
め
に
取
得
さ
れ
る
場
合
は
ど
う
か
？
私
は
、
こ
の
和
解
は
有
効
で

あ
る
と
も
考
え
る
。
な
ぜ
な
らalim

enta

受
領
者
の
条
件
を
か
よ
う
な
和
解
は
よ
り
良
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
給
付
頻

度
が
高
く
な
る
よ
う
な
変
更
は
、
被
扶
養
者
の
状
況
を
好
転
さ
せ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
法
務
官
の
裁
可
に
よ
っ
て
有
効
と
す
る
こ
と
が
で
き

た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
す
な
わ
ち
、
演
説
は
和
解
に
よ
りalim

enta

が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
扶
養
が
拡
充
さ
れ
る

こ
と
は
結
果
と
し
て
許
容
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

二
五
項

）
11
（　

居
住
の
た
め
に
一
定
の
量
［
ま
た
は
額
］
が
年
毎
に
遺
さ
れ
、
居
住
が
給
付
さ
れ
る
よ
う
法
務
官
無
し
に
和
解
が
為
さ
れ
た
場
合
、

和
解
は
有
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、［
居
住
権
あ
る
家
の
］
倒
壊
や
火
災
［
の
危
険
］
に
和
解
が

）
11
（

さ
ら
さ
れ
る
と
は
い
え
、
居
住
の
実
は
保

証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
遺
さ
れ
た
居
住
の
代
わ
り
に
一
定
の
量
［
ま
た
は
額
］
が
給
付
さ
れ
る
も
の
と
一
致
し
た
場
合
で
も
、

和
解
は
法
務
官
無
し
で
も
有
効
で
あ
る
。

さ
ら
に
進
め
て
、
二
五
項
に
お
い
て
は
法
務
官
の
関
与
が
な
い
和
解
も
有
効
と
な
る
場
合
が
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
居
住
の
現
物
支

（法政研究 87－3－52）
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給
と
居
住
の
た
め
の
賃
料
相
当
額
の
互
換
は
、
当
事
者
に
よ
る
和
解
の
み
で
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

居
住
を
遺
さ
れ
た
者
は
、
解
放
奴
隷
で
あ
ろ
う
と
そ
の
他
の
者
で
あ
ろ
う
と
、
被
相
続
人
の
生
前
に
は
そ
の
庇
護
を
受
け
、
住
居
を
あ
て

が
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
被
相
続
人
の
死
亡
後
、
相
続
人
ま
た
は
信
託
受
遺
者
が
被
相
続
人
に
代
わ
っ
て
居
住
を
給
付
す
る
場
合
、
相
続

人
ら
の
居
住
権
者
に
対
す
る
人
的
関
係
は
、
被
相
続
人
の
そ
れ
に
比
べ
希
薄
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、

当
事
者
の
い
ず
れ
か
が
居
住
地
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、「
居
住
の
実
が
保
証
さ
れ
」
て
い
る

限
り
、
迂
遠
な
手
続
を
踏
ま
ず
と
も
、
和
解
は
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
事
前
の
法
務
官
に
よ
る
裁
定
手
続
を
経
ず
に
当
事
者
の
み
で
為
し
た
和
解
は
、
既
払
の
一
時
金
を
扶
養
滞
納
分
に
充
当

し
扶
養
そ
の
も
の
は
存
続
さ
せ
る
な
ど
、
遺
言
訴
訟
に
お
い
て
完
全
に
無
効
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
扶
養
内
容
の
変
更
が
軽

微
で
被
扶
養
者
の
便
宜
に
合
致
し
て
い
る
場
合
は
、
遺
言
訴
訟
の
中
で
法
務
官
に
よ
り
追
認
さ
れ
、
有
効
化
さ
れ
る
。
居
住
と
居
住
の
た
め

の
金
銭
給
付
の
互
換
の
み
が
、
法
務
官
の
関
与
し
な
い
当
事
者
の
和
解
で
有
効
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
に
お
け
る
演
説
に
基
づ
い
て
導
入
さ
れ
た
、
死
因
処
分
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
扶
養
に
関
す
る
和

解
に
対
し
て
法
務
官
が
介
入
す
る
手
続
は
、
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
ず
介
入
を
要
す
る
和
解
の
射
程
を
広
く
取
り
、
取

り
こ
ぼ
し
の
無
い
よ
う
配
慮
し
た
上
で
、
法
務
官
の
裁
定
に
あ
た
っ
て
は
、
過
去
の
事
情
＝
扶
養
内
容
の
変
更
が
必
要
な
理
由
（causa

）、

変
更
後
の
内
容
（m

odus

）、
被
扶
養
者
・
扶
養
義
務
者
双
方
の
人
物
（persona
）
の
三
つ
の
観
点
全
て
が
調
査
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

裁
定
手
続
を
経
ず
に
当
事
者
の
み
で
為
さ
れ
た
和
解
に
つ
い
て
後
日
争
わ
れ
た
場
合
に
は
、
か
よ
う
な
和
解
の
無
効
が
貫
徹
さ
れ
、
脱
法
行

（87－3－53）
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為
は
許
さ
れ
な
い
。
唯
一
の
例
外
は
、
居
住
権
と
住
居
の
賃
料
相
当
額
と
の
相
互
の
変
更
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
み
法
務
官
の
関
与
な
し
に

和
解
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
。

　

元
来
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
初
頭
の
ロ
ー
マ
で
は
私
的
自
治
が
重
ん
じ
ら
れ
、
市
民
生
活
に
公
が
介
入
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
は
担
当
法
務
官
に
三
要
素
の
い
ず
れ
の
調
査
も
欠
け
て
は
な
ら
な
い
と
警
告
す
る
ま
で
に
、

強
力
に
介
入
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
他
稿
を
期
し
た
い
が
、
こ
こ
で
被
扶
養
者
を
解
放
奴
隷
と
想
定
し
得
る
か
と
の
観
点
か
ら
、

こ
の
手
続
を
再
考
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
皇
帝
演
説
の
射
程
を
規
定
す
る
七
項
は
「alim
enta

を
遺
さ
れ
た
者
が
被
解
放
者
で
あ
ろ
う
と
生
来
自
由
人
で
あ
ろ
う
と
、
十
分

に
豊
か
な
者
で
あ
ろ
う
と
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
、
関
係
な
い
。」
と
し
、
お
よ
そ
誰
で
も
が
被
扶
養
者
と
な
り
得
る
旨
述
べ
る
が
、「
被
解
放

者
（libertini

）」
と
明
確
に
解
放
奴
隷
を
示
す
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
「
生
来
自
由
人
（ingenui

）」
よ
り
も
前
に
置
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
る
と

）
1（
（

、
少
な
く
と
も
解
放
奴
隷
が
被
扶
養
者
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

次
に
、
裁
定
手
続
に
お
け
る
観
点
の
一
つpersona

を
扱
う
一
一
項
は
、「alim

enta

が
遺
さ
れ
た
者
ら
［
＝
被
扶
養
者
］
が
ど
の
よ
う
な

生
活
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
も
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
立
し
た
生
活
を
営
み
、
他
の
方
法
で
自
給
で
き
る
者
か
、
ま
た
は
よ

り
従
属
的
で
扶
養
に
依
存
す
る
者
か
。」
と
す
る
。
こ
の
別
は
、
生
来
自
由
人
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
と
り
わ
け
解
放
奴
隷

に
つ
い
て
は
、
解
放
前
特
有
財
産
を
有
し
て
い
た
の
は
そ
の
一
部
の
み
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、「
扶
養
に
依
存
し
」「
目
前

の
わ
ず
か
な
も
の
で
満
足
し
容
易
に
和
解
す
る
」
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

さ
ら
に
法
務
官
の
裁
定
を
経
な
い
和
解
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
二
三
項
は
「
あ
る
名
誉
あ
る
地
位
の
人
物
に
遺
さ
れ
た
場
合
、

和
解
は
法
務
官
無
し
に
為
さ
れ
得
る
。」
と
す
る
。
解
放
奴
隷
は
解
放
さ
れ
る
と
市
民
と
な
る
が
、
騎
士
階
級
以
上
の
「
名
誉
あ
る
地
位
」
に

一
代
で
上
り
詰
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

）
11
（

。「
名
誉
あ
る
地
位
」
に
あ
る
者
に
は
、
約
束
を
厳
格
に
履
行
す
る
私
的
自
治
が
求
め
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
解
放
奴
隷
を
含
む
庶
民
の
生
活
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
合
意
に
介
入
し
て
ま
で
擁
護
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

（法政研究 87－3－54）
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国
家
が
絶
対
的
な
権
力
と
リ
ソ
ー
ス
を
有
す
る
近
代
以
降
と
異
な
り
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
公
法
の
発
展
は
非
常
に
限
定
的
な
も
の
で

あ
っ
た

）
11
（

。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
演
説
に
端
を
発
す
る
扶
養
に
関
す
る
和
解
へ
の
介
入
手
続

は
、「
公
法
」
と
し
て
異
例
に
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
１ 

）
拙
稿
「
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
解
放
奴
隷
の
扶
養
に
関
す
る
一
考
察
―
Ｑ
．
Ｃ
．
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
法
文
学
説
彙
纂
三
四
巻
一
章
十
六
法
文
一
項
を
手
掛

か
り
に
―
」『
法
政
研
究
八
六
巻
三
号
』（
以
下
拙
稿
）
五
八
六
頁
注
１
〜
４
参
照
。

（
２ 

）
拙
稿
五
九
〇
頁
参
照
。

（
３ 

）
拙
稿
五
八
七
頁
以
下
参
照
。J.A

. T
am

ayo-Errazquin, “Libertis Libertabvsqve: el fideicom
iso de alim

entos en beneficio de libertos 
en D

igesta y Responsa de Q
. Cervidius Scaevola” （2007

）
未
見
。

（
４ 

）
拙
稿
五
九
〇
頁
参
照
。

（
５ 

）
遠
藤
歩
『
和
解
論
』（
九
州
大
学
出
版
会　

2019

）
と
り
わ
け
一
六
四
頁
以
下
参
照
。
本
法
文
が
扱
う
「
和
解
」
の
前
提
に
争
い
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
の
事
例
で
互
譲
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
６ 

）U
lp. （40 ad ed.

） D. 2, 15, 1

参
照
。

（
７ 

）
以
下
のD

. 2, 15, 8

に
関
す
る
分
析
は
、
福
岡
ロ
ー
マ
法
研
究
会
の
成
果
で
あ
る
。
同
研
究
会
に
お
け
る
学
説
彙
纂
の
エ
グ
ゼ
ゲ
ー
ゼ
か
ら
多
く
の
示
唆

を
受
け
た
が
、
本
稿
が
主
張
す
る
同
法
文
解
釈
に
つ
い
て
の
責
任
は
、
無
論
筆
者
が
負
う
も
の
で
あ
る
。

（
８ 

）O
. Lenel, “Palingenesia” （Leipzig, 1889

）（
以
下Lenel, Pal.

）vol. A
lt. U

lp. 2254-2295.

（
９ 

）Lenel, Pal., vol. A
lt. 992 （8

）
は
カ
ラ
カ
ラ
帝
の
命
に
よ
り
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
が
同
書
を
執
筆
し
た
と
す
る
。

（
10 

）
前
述
注
７
に
お
け
る
議
論
の
成
果
で
あ
る
。

（
11 

）D
. 2, 15, 8 pr. U

lpianus libro quinto de om
nibus tribunalibus 

 
 　

Cum
 hi, quibus alim

enta relicta erant, facile transigerent contenti m
odico praesenti: divus M

arcus oratione in senatu recitata 
effecit, ne aliter alim

entorum
 transactio rata esset, quam

 si auctore praetore facta. solet igitur praetor intervenire et inter 
consentientes arbitrari, an transactio vel quae adm

itti debeat. 

（
12 

）alim
enta

はalim
entum

の
複
数
形
で
、
広
義
で
は
「
扶
養
」
で
あ
る
が
、
狭
義
に
は
一
項
で
論
じ
る
通
り
「
食
料
」
の
意
味
を
持
つ
の
で
、
原
則
と

し
て
翻
訳
で
は
言
語
の
ま
ま
用
い
る
。

（
13 

）
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
元
老
院
演
説
に
つ
い
て
は
、F. A

rcaria, O
ratio M

archi （T
orino 2003

） p.194ff. 

参
照
。

（87－3－55）
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（
14 

）H
. H

eum
ann / E. Seckel, H

andlexikon zu den Q
uellen des röm

ischen Rechts, 11A
ufl. （Graz 1971

）（
以
下H

S

）S. 38

（
15 

）Z. V
égh „Bem

erkungen zum
 A

lim
entenvergleich“, in: 

（H
rsg.

） F. H
orak / W

. W
aldstein, FS für A

rnold H
erdlitczka zu 75. 

Gbt. 

（M
ünchen 1972

） S. 223-235

（
以
下V

égh

）S. 229. 

同
論
文
は
、
時
代
の
制
約
も
あ
り
、
階
級
対
立
と
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
ー
テ
ィ
オ
研
究
を
前
提

に
し
て
い
る
。
ま
た
、
被
扶
養
者
の
多
く
が
解
放
奴
隷
で
あ
っ
た
こ
と
は
考
慮
し
て
い
な
い
。

（
16 

）D
. 2, 15, 8, 1

 
 　

Eiusdem
 praetoris notio ob transactionem

 erit, sive habitatio sive vestiarium
 sive de praediis alim

entum
 legabitur. 

（
17 

）H
S S. 372

（
18 

）D
. 2, 15, 8, 2

 
 　

H
aec oratio pertinet ad alim

enta, quae testam
ento vel codicillis fuerint relicta sive ad testam

entum
 factis sive ab intestato. 

idem
 erit dicendum

 et si m
ortis causa donata fuerint relicta vel ab eo, cui m

ortis causa donata sunt, relicta. sed et si condicionis 
im

plendae gratia relicta sunt, adhuc idem
 dicem

us. plane de alim
entis, quae non m

ortis causa donata sunt, licebit et sine 
praetore auctore transigi. 

 
 　

P. V
oci, D

iritto rom
ano ereditatrio II, parte speciale, ed.2. 

（M
ilano 1963

） p.470 n.119

はU
lp. 

（79 ad ed.

） D
.7, 9, 1, 2

と
な
ら
び
、
こ

の
法
文
を
、
遺
言
に
対
す
る
特
殊
な
制
約
の
う
ちm

inore im
portanza

な
も
の
を
示
す
も
の
と
し
て
引
用
す
る
。

（
19 

）D
. 2, 15, 8, 3

 
 　

Sive igitur in m
enses singulos sive in dies sive in annos fuerint relicta, oratio locum

 habet. sed et si non fuerint perpetuo 
relicta, sed usque ad annos certos, idem

 est. 

（
20 

）D
. 2, 15, 8, 4

 
 　

Si integra quantitas alicui fuerit legata, ut ex usuris eius se alat et m
ortis tem

pore pecunias restituat: non cessabit oratio, 
licet non in annos singulos videatur id relictum

. 

（
21 

）D
. 2, 15, 8, 5

 
 　

Sed et si sit certa quantitas relicta T
itio vel res ita, ut inde alim

enta Seio praestentur: m
agis est ut transigere T

itius possit, nec 
enim

 transactione T
itii m

inuuntur alim
enta Seii. idem

que est et si per fideicom
m

issum
 alim

enta ad hoc legatario fuerint relicta. 

（
22 

）D
. 2, 15, 8, 6

 
 　

Eam
 transactionem

 oratio im
probat, quae idcirco fit, ut quis repraesentatam

 pecuniam
 consum

at. quid ergo si quis citra 
praetoris auctoritatem

 transegerit, ut quod per singulos annos erat ei relictum
, consequeretur per singulos m

enses? aut 

（法政研究 87－3－56）
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quid si, quod per singulos m
enses ei relictum

 erat, consequeretur per singulos dies? quid deinde si, quod consum
m

ato anno 
ut acciperet, initio anni consequatur? et puto eam

 transactionem
 valere, quia m

eliorem
 condicionem

 suam
 alim

entarius tali 
transactione facit: noluit enim

 oratio alim
enta per transactionem

 intercipi. 
（
23 
）V

égh S. 229

は
本
法
文
を
根
拠
に
、
被
扶
養
者
の
利
益
の
み
が
保
護
さ
れ
る
と
し
、 S. 235

に
お
い
て
無
効
を
主
張
で
き
る
の
は
被
扶
養
者
の
み
で
あ

る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
純
に
被
扶
養
者
に
和
解
の
取
消
権
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
務
官
は
、
本
稿
二
で
検
討
す
る
三
つ
の
観
点
に
基
づ
き
、

被
扶
養
者
・
扶
養
義
務
者
双
方
の
事
情
を
詳
細
に
調
査
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
24 

）D
. 2, 15, 8, 7

 
 　

N
ihil autem

 interest, utrum
 libertini sint quibus alim

enta relicta sunt an ingenui, satis locupletes an m
inus. 

（
25 

）D
. 2, 15, 8, 8

 
 　

V
ult igitur oratio apud praetorem

 de istis quaeri: in prim
is de causa transactionis, dein de m

odo, tertio de persona 
transigentium

. 

（
26 

）D
. 2, 15, 8, 9

 
 　

In causa hoc erit requirendum
, quae causa sit transigendi: sine causa enim

 nem
inem

 transigentem
 audiet praetor. causae 

fere huiusm
odi solent allegari: si alibi dom

icilium
 heres, alibi alim

entarius habeat: aut si destinet dom
icilium

 transferre alteruter  
eorum

: aut si causa aliqua urgueat praesentis pecuniae: aut si a pluribus ei alim
enta relicta sint et m

inutatim
 singulos 

convenire diffi
cile ei sit: aut si qua alia causa fuit, ut plures solent incidere, quae praetori suadeant transactionem

 adm
ittere. 

（
27 

）
拙
稿
「
学
説
彙
纂
のcausa

の
用
法
に
関
す
る
覚
書
」『
法
政
研
究
』
六
六
巻
二
号
（1999

）p.762-784

参
照
。

（
28 

）D
. 2, 15, 8, 10

 
 　

M
odus quoque pecuniae, quae in transactionem

 venit, aestim
andus est: ut puta quantitas transactionis. nam

 etiam
 ex m

odo 
fides transactionis aestim

abitur. m
odus autem

 pro aetate eius, qui transigit, arbitrandus est et valetudine: nam
 alias cum

 puero, 
alias cum

 iuvene, alias cum
 sene transigi palam

 est: constat enim
 alim

enta cum
 vita finiri. 

（
29 

）
本
法
文
のm

odus

は
通
常
「
金
額
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。A

. W
atson, T

he D
igest of Justinian, vol. I 

（Philadelphia 1985

） p.76

、H
rsg. O

. 
Behrends / R. K

nütel / B. K
upisch / H

.H
. Seiler, Corpus Iuris Civilis. T

ext und Ü
bersetzung., Bd.2 

（H
eidelberg 1995

） S.258

、 

春

木
一
郎
『
学
説
彙
纂
プ
ロ
ー
タ
』（
有
斐
閣
一
九
三
八
）
二
七
八
頁
参
照
。

（
30 

）H
S S. 349 

は 3

）
に“überhaupt A

rt und W
eise“

の
意
味
を
挙
げ
て
い
る
。

（
31 

）D
. 2, 15, 8, 11

（87－3－57）
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Sed et personarum
 contem

platio habenda est, hoc est, cuius vitae sint hi, quibus alim
enta relicta sunt: utrum

 frugi vitae hi 
sint, qui alias suffi

cere sibi possint, an sequioris, qui de alim
entis pendeant. in persona eius, a quo alim

enta relicta sunt, haec 
erunt specienda: in quibus sunt facultatibus, cuius propositi, cuius opinionis. tunc enim

 apparebit, num
quid circum

venire velit 
eum

, cum
 quo transigit.

（
32 

）
拙
稿
五
九
〇
頁
。

（
33 

）D
. 2, 15, 8, 12

 
 　

Q
ui transigit de alim

entis, non videbitur neque de habitatione neque de vestiario transegisse, cum
 divus M

arcus specialiter 
etiam

 de istis transigi voluerit. 

（
34 

）D
. 2, 15, 8, 13

 
 　

Sed et si quis de alim
entis transegerit, non habebit necesse etiam

 de habitatione vel ceteris invitus transigere: poterit igitur 
vel de om

nibus sim
ul vel de quibusdam

 facere transactionem
. 

（
35 

）D
. 2, 15, 8, 14

 
 　

D
e calciario quoque arbitrio praetoris transigendum

 est. 

（
36 

）D
. 2, 15, 8, 15

 
 　

Si uni pluribusve fundus ad alim
enta fuerit relictus velintque eum

 distrahere: necesse est praetorem
 de distractione eius 

et transactione arbitrari. sed si pluribus fundus ad alim
enta fuerit relictus et hi inter se transigant: sine praetoris auctoritate 

facta transactio rata esse non debet. idem
 est et si ager fuerit in alim

enta obligatus: nam
 nec pignus ad hoc datum

 inconsulto 
praetore poterit liberari.

（
37 

）V
égh S. 233ff.

は
土
地
が
扶
養
と
し
て
遺
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
土
地
は
被
扶
養
者
の
所
有
物
と
な
る
の
で
、
そ
の
処
分
い
か
ん
は
被
扶
養
者
の
自
由

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
制
限
す
る
本
項
は
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
ー
テ
ィ
オ
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
た
と
え
被
扶
養
者
が
土
地
の
所
有
者
だ
と
し
て
も
、
被
相

続
人
がalim

entum

と
し
て
遺
し
た
以
上
、
こ
れ
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
理
解
す
る
方
が
、
本
法
文
全
体
の
趣
旨
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
38 

）D
. 2, 15, 8, 16

 
 　

A
rbitratu praetoris vel de universis alim

entis vel de parte eorum
 transigi oportere plus quam

 m
anifestum

 est.

（
39 

）D
. 2, 15, 8, 17

 
 　

Si praetor aditus citra causae cognitionem
 transigi perm

iserit, transactio nullius erit m
om

enti: praetori enim
 ea res 

quaerenda com
m

issa est, non neglegenda nec donanda. sed et si non de om
nibus inquisierit, quae oratio m

andat, hoc est de 

（法政研究 87－3－58）
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causa de m
odo de personis transigentium

, dicendum
 est, quam

vis de quibusdam
 quaesierit, transactionem

 esse irritam
.

（
40 

）D
. 2, 15, 8, 18

 
 　

Sed nec m
andare ex hac causa iurisdictionem

 vel praeses provinciae vel praetor poterit.
（
41 
）D

. 2, 15, 8, 19
 

 　

T
ransactiones alim

entorum
 etiam

 apud procuratorem
 Caesaris fieri possunt: scilicet si a fisco petantur alim

enta. secundum
 

quae et apud praefectos aerarii transigi poterit.

（
42 

）D
. 2, 15, 8, 20

 
 　

Si cum
 lis quidem

 esset de alim
entis, transactum

 autem
 de lite fuisset: transactio valere inconsulto praetore non potest, ne 

circum
veniatur oratio. fingi enim

 lites poterunt, ut transactio etiam
 citra praetoris fiat auctoritatem

.

（
43 

）V
égh S. 232

も
同
趣
旨
。
た
だ
し
、V

égh

に
よ
る
と
無
効
を
主
張
で
き
る
の
は
被
扶
養
者
の
み
。

（
44 

）D
. 2, 15, 8, 21

 
 　

Si eidem
 alim

enta et praeterea legatum
 praesenti die datum

 sit, et transactum
 fuerit citra praetoris auctoritatem

: id quod 
datum

 est im
putabitur prius in legatum

 quod praesenti die datum
 est, superfluum

 in alim
entariam

 causam
.

（
45 

）A
ctio ex testam

ento

に
つ
い
て
、U

. Babusiaux, “W
ege zur Rechtsgeschichte: Röm

isches Erbrecht” （K
öln 2015

） S. 238-239

参
照
。

（
46 

）V
égh S. 231

は
全
体
が
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
ー
テ
ィ
オ
と
す
る
（A

nm
. 25

も
参
照
）。

（
47 

）D
. 2, 15, 8, 22

 
 　

Si quis de alim
entis transegerit sine praetoris auctoritate, id quod datum

 est in praeterita alim
enta cedet. nec interest 

tantum
 in quantitate sit debita, quantum

 datum
 est, an m

inus, an plus: nam
 et si m

inus sit, adhuc tam
en id quod in solutum

 
datum

 est in praeterita alim
enta im

putabitur. sane si is, qui de alim
entis transegit, locupletior factus sit ea solutione: in quod 

factus sit locupletior aequissim
um

 erit in eum
 dari repetitionem

: nec enim
 debet ex alieno dam

no esse locuples.

（
48 

）Im
p. Gord. （239

） C. 2, 4, 8

も
同
趣
旨
と
言
え
よ
う
。

（
49 

）V
égh S. 231f. 

は
、
先
行
研
究
が
こ
れ
を
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
ー
テ
ィ
オ
と
す
る
の
を
退
け
、
特
別
訴
訟
手
続
に
お
け
る
裁
判
担
当
者
の
裁
量
を
、
返
還

請
求
の
根
拠
と
す
る
。

（
50 

）D
. 2, 15, 8, 23

 
 　

Si in annos singulos certa quantitas alicui fuerit relicta hom
ini honestioris loci veluti salarium

 annuum
 vel usus fructus, 

transactio et sine praetore fieri poterit: ceterum
 si usus fructus m

odicus alim
entorum

 vice sit relictus, dico transactionem
 citra 

（87－3－59）
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praetorem
 factam

 nullius esse m
om

enti.

（
51 

）G. K
lingenberg, “das m

odicum
-K

riterium
“, in: SZ 126

（2009

） S.187-283

で
は
本
法
文
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
が
、
最
も
一
般
的
な
用
法
と
し

て
紹
介
さ
れ
る”das M

aß nicht überschreitend, m
äßig”

と
い
う
訳
が
こ
こ
で
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
（S. 188

）。H
S S. 347

も
参
照
。

（
52 
）
こ
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
争
い
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
①
被
扶
養
者
が
、
扶
養
義
務
者
と
事
前
に
和
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
用
益
権

を
請
求
。
②
扶
養
義
務
者
は
和
解
を
根
拠
に
抗
弁
を
援
用
。
③
被
扶
養
者
が
用
益
権
の
給
付
は
扶
養
の
代
わ
り
で
あ
っ
て
、
扶
養
の
和
解
は
無
効
で
あ

る
と
再
抗
弁
。

（
53 

）H
onestus

は
騎
士
階
級
へ
の
尊
称
で
あ
り
、
ま
たhonestior locus

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
他
の
唯
一
の
例
で
あ
るU

lp. 

（8 de off. proconsul.

） 
D

. 47, 14, 1, 3
で
は
死
刑
等
を
減
刑
さ
れ
て
流
刑
に
さ
れ
る
べ
き
身
分
の
者
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
騎
士
階
級
身
分
以
上
の
者
を
指
す

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
者
が
扶
養
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
す
る
の
は
、
社
会
的
に
は
お
そ
ら
く
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
54 

）D
. 2, 15, 8, 24

 
 　

Si cui non num
m

us ad alim
enta, sed frum

entum
 atque oleum

 et cetera, quae ad victum
 necessaria sunt, fuerint relicta: non 

poterit de his transigere, sive annua sive m
enstrua ei relinquantur. si tam

en ita sine praetore transegerit, ut in vicem
 eorum

 
num

m
um

 quotannis vel quotm
ensibus acciperet et neque diem

 neque m
odum

 perm
utavit, sed tantum

 genus: vel ex contrario 
si pactus fuerit, ut in generibus alim

enta acciperet, quae in num
m

is ei relicta fuissent: vel si vinum
 pro oleo vel oleum

 pro 
vino vel quid aliud com

m
utavit: vel locum

 perm
utavit, ut quae erant ei Rom

ae alim
enta relicta, in m

unicipio vel in provincia 
acciperet vel contra: vel personam

 com
m

utavit, ut quod a pluribus erat accepturus, ab uno acciperet: vel alium
 pro alio 

debitorem
 acceperit: haec om

nia habent disceptationem
 praetoris et pro utilitate alim

entarii recipienda sunt.

（
55 

）
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
は
小
麦
と
並
び
、
ロ
ー
マ
人
の
食
生
活
に
欠
か
せ
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
。

（
56 

）Paul. （1 quae.

） D. 3, 5, 33 （34

）; U
lp. （8 disp.

） D. 5, 1, 70; U
lp. （36 ad Sab.

） D. 26, 2, 10, 2; Scae. （16 D
ig.

） D. 34, 3, 28, 9; Papirius 

（1 de constitutio.

） D. 49, 1, 21, 3.

（
57 

）O
. Lenel, D

as Edictum
 Perpetuum

, 3 A
ufl. 

（Leipzig 1927
） S. 367f., M

. K
aser / K

. H
ackl, D

as röm
ische Zivilprozessrecht, 2. 

A
ufl. 

（M
ünchen 1996

） S. 314 A
nm

.21, 39

に
よ
る
と
、
遺
言
訴
権
に
は
確
定
訴
権
、
不
確
定
訴
権
の
両
方
が
あ
っ
た
。
方
式
書
訴
訟
を
前
提
と
す

る
と
、
遺
言
訴
権
は
厳
格
訴
権
で
審
判
人
に
抗
弁
の
有
無
を
判
断
す
る
裁
量
権
が
な
い
た
め
、
法
務
官
は
法
廷
手
続
に
お
い
て
、
和
解
の
内
容
を
吟
味

し
こ
れ
を
有
効
と
判
断
す
る
場
合
に
は
和
解
の
抗
弁
（Scae.

（1 dig.

） D. 2, 15, 3 2; Pap. （2 quae.

） D. 2, 15, 17

）
を
与
え
、
無
効
と
す
る
場
合
に

は
抗
弁
を
与
え
な
け
れ
ば
、
裁
可
を
判
決
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
特
別
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
単
独
裁
判
官
な
の
で
、
法
務

官
が
こ
れ
を
担
当
す
れ
ば
問
題
は
な
い
。

（法政研究 87－3－60）
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な
お
、
扶
養
に
関
す
る
和
解
に
承
認
を
与
え
る
法
務
官
が
、
訴
訟
担
当
法
務
官
と
は
別
の
官
職
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
58 

）Scae. （16 dig.

） D. 34, 3, 28, 9

に
お
い
て
はex qualitate disceptationis iudicem
 aestim

aturum

（
争
い
の
質
か
ら
審
判
人
が
評
価
す
る
で
あ

ろ
う
）
と 

の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま
たGradenw

itz, K
übler, Schultze, „V

ocabularium
 Iurispurudentiae Rom

anae II 1” （Berlin 1906

） S. 
274

は
本
法
文
の
箇
所
でdisceptationem

 iudicis

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
何
に
由
来
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
59 

）D
. 2, 15, 8, 25

 
 　

Si ad habitationem
 certa quantitas sit annua relicta et ita sit transactum

 sine praetore, ut habitatio praestetur, valet 
transactio, quia fructus habitationis praestatur, licet ruinae vel incendio subiecta transactio est. per contrarium

 quoque si pro 
habitatione, quae erat relicta, placuerit certam

 quantitatem
 praestari, transactio rata est et citra praetorem

.

（
60 

）M
om

m
sen, ed.m

ai. I S.77

で
は
和
解
（transactio

）
の
削
除
を
提
案
す
る
。

（
61 

）“utrum
 libertini sint quibus alim

enta relicta sunt an ingenui,”

（
62 

）
だ
か
ら
こ
そ
、Petronius, Satyricon 32

に
お
い
て
、
ト
リ
マ
ル
キ
オ
が
元
老
院
階
級
の
真
似
を
す
る
の
が
、
風
刺
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

（
63 

）「
行
政
的
」
と
さ
れ
る
特
示
命
令
は
、
そ
の
代
表
的
な
例
外
で
あ
ろ
う
。
佐
々
木
健
『
古
代
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
特
示
命
令
の
研
究
』（
日
本
評
論
社

2017

）。

　

＊
本
研
究
はJSPS

科
研
費JP18K
01219

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（87－3－61）




