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は

じ

め

に

中
世
イ
タ
リ
ア
法
史
・
法
学
史
は
通
常
、
一
一
世
紀
か
ら
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
（
法
学
校
）
に
お
い
て
生
ま
れ
、
発
展
し
て
い
っ
た
註

釈
学
派
・
註
解
学
派
に
よ
る
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
両
法
研
究
の
歴
史
及
び
そ
の
各
地
へ
の
波
及
を
中
心
と
し
て
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
如
く
、
中
世
北
イ
タ
リ
ア
は
多
数
の
自
治
都
市
コ
ム
ー
ネ
が
乱
立
す
る
政
治
状
況
の
下
に
あ
っ
た
が
、
各
地
に
大
学
が
自
生
的

に
あ
る
い
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
か
ら
の
分
離
・
移
転
に
よ
っ
て
誕
生
し
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
お
い
て
産
み
出
さ
れ
た
方
法
に
基
づ
い
て
、

コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
註
釈
あ
る
い
は
註
解
が
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
土
台
と
し
た
法
学
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
法
学
の
最
初
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
一
方
、
同
時
代
の
南
イ
タ
リ
ア
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
自
治
都
市
の
乱
立
と
い
っ
た
状
態

に
あ
っ
た
北
イ
タ
リ
ア
と
は
異
な
り
、
南
イ
タ
リ
ア
（
半
島
南
部
と
シ
チ
リ
ア
島
）
で
は
早
く
に
ノ
ル
マ
ン
人
君
主
の
下
で
、
シ
チ
リ

ア
王
国
と
い
う
統
一
的
な
国
家
が
成
立
し
た
（
一
一
三
〇
年
）。
そ
の
後
幾
度
と
な
く
政
治
的
な
危
機
を
迎
え
た
に
せ
よ
、
小
国
乱
立

の
北
イ
タ
リ
ア
と
統
一
的
国
家
の
存
在
す
る
南
イ
タ
リ
ア
と
い
う
対
照
的
な
姿
は
、
イ
タ
リ
ア
国
家
統
一
（
一
八
六
一
年
）
前
夜
ま
で

一
三
世
紀
前
半
南
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
普
通
法
、

特
有
法
と
勅
法
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存
続
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
は
、
法
に
関
し
て
、
南
イ
タ
リ
ア
に
北
イ
タ
リ
ア
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
特
徴
を

も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
権
力
や
領
域
の
あ
る
程
度
の
集
中
化
、
独
自
の
立
法
、
独
自
の
法
的
伝
統
の
存
在
、
ラ
ン
ゴ

バ
ル
ド
法
の
長
期
に
わ
た
る
残
存
な
ど
が
指
摘
で
き（
１
）

る
。
中
で
も
特
に
中
世
に
お
け
る
独
自
の
立
法
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
二

三
一
年
に
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
兼
シ
チ
リ
ア
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
「
シ
チ
リ
ア
王
国
勅
法
集
成
」（L

iber

C
on

stitu
tion

u
m

、
通
称L

iber
A

u
gu

stalis

、
以
下
Ｌ
Ａ
と
表
記
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
最
初
の
「
国
法
典
」
と

し
て
、
南
イ
タ
リ
ア
の
シ
チ
リ
ア
王
国
の
領
域
全
土
に
向
け
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
権
力
の
あ
る
程
度
の

集
中
化
を
背
景
と
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
と
は
い
え
、
近
世
・
近
代
に
編
纂
さ
れ
た
諸
法
典
と
は
異
な
り
、
あ
る
法
的
領
域
に
お

け
る
一
連
の
法
規
範
を
包
括
的
か
つ
体
系
的
に
規
律
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
法
典
」
と
い
う
呼
称
を
使
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
の

で
は
あ
る
が
。

さ
て
、
一
一
〜
一
二
世
紀
の
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
再
発
見
及
び
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
に
お
け
る
そ
の
研
究
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
は
、

学
識
法
学
者
の
特
に
訴
訟
に
お
け
る
活
動
を
通
じ
て
、
普
通
法iu

s
com

m
u

n
e

と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
の
普
及
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し

て
北
イ
タ
リ
ア
で
は
、
特
有
法iu

s
propriu

m
と
普
通
法
が
抵
触
す
る
場
合
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
と
い
う
問
題
に
関

し
て
、
い
わ
ゆ
る
条
例
（
都
市
立
法
）statu

tu
m

優
先
理
論
が
一
四
世
紀
前
後
に
産
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
も
周
知
の
こ
と
で
あ

（
２
）

る
。
そ
れ
で
は
、
当
時
の
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
普
通
法
及
び
普
通
法
学
の
普
及
と
い
う
事
象
に
は
い
か
な
る
対
応
が

と
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
中
世
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
具
体
的
に
効
力
を
有
し
て
い
た
の
は
ど
の
よ
う
な
法
で
あ
っ
た
の
か
。

本
稿
は
こ
の
問
題
を
特
に
一
三
世
紀
前
半
、
す
な
わ
ち
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
統
治
期
に
対
象
時
代
を
絞
っ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
そ

れ
は
一
つ
に
は
、
前
述
の
如
く
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
下
で
大
部
の
勅
法
集
成
が
編
纂
・
公
布
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
注
目
し
て
で
あ
る

が
、
も
う
一
つ
に
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
っ
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
に
対
抗
す
べ
く
ナ
ポ
リ
大
学
が
創
設
さ
れ
た
（
一
二
二
四
年
）
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と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ（
３
）

る
。
ナ
ポ
リ
大
学
は
君
主
に
よ
る
創
設
、
す
な
わ
ち
公
権
力
と
教
育
と
の
結
合
と
し
て
産
み
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
同
時
代
の
大
学
の
よ
う
に
学
生
や
教
師
の
団
体
と
し
て
自
生
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ナ
ポ
リ
大
学

に
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
で
法
学
を
修
め
た
法
学
者
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
自
身
に
よ
り
招
聘
さ
れ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
と
同
様
の
手
法
で
ロ
ー
マ

・
カ
ノ
ン
両
法
が
研
究
と
教
育
の
対
象
と
さ
れ
た
。
南
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
普
通
法
と
特
有
法
と
は
い
か

な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
以
下
に
お
い
て
そ
れ
を
見
て
い
き
た
い
。
た
だ
、
予
め
断
り
を
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
手

が
か
り
と
し
て
利
用
し
た
史
料
は
Ｌ
Ａ
の
規
定
の
み
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
本
来
な
ら
ば
南
イ
タ
リ
ア
各
地
の
慣
習
法
規
の
検
討

も
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
対
象
の
余
り
の
広
さ
ゆ
え
に
筆
者
の
手
に
余
る
作
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
叙
述

は
、
特
に
慣
習
法
規
（
特
に
都
市
の
そ
れ
ら
）
に
関
し
て
は
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一

Ｌ
Ａ
に
お
け
る
諸
法
の
扱
い

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
統
治
当
時
、
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
い
く
つ
も
の
法
が
併
存
し
て
効
力
を
有
し
て
い
た
。
通
用
領
域
の
広
い

も
の
で
は
ロ
ー
マ
法
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
、
そ
し
て
ノ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
あ
り
、
ま
た
多
数
の
都
市
な
ど
の
慣
習
法
も
存
在
し

た
。
こ
れ
は
、
多
数
の
異
な
る
民
族
的
出
自
を
持
つ
人
々
が
共
存
し
て
い
た
と
い
う
王
国
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
は
、

（
１
）

E
.M

.M
eijers,L

’u
n

iversità
diN

apolin
elsecolo

X
III

:
in

trodu
zion

e
di“Iu

ris
in

terpretes
saec.X

III”,N
apoli,1924,

rist.in
:

E
tu

des
d’h

istoire
du

droit,L
eiden

,1959,p.152.

（
２
）

森
征
一
「
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
条
例
制
定
権(iu

s
statu

en
di)

理
論
」（
一
）、（
二
）、（
三
）、（
四
）、
法
学
研
究
（
慶

応
義
塾
大
学
）
四
九
―
八
、
九
、
十
、
十
一
、
一
九
七
六
年
参
照
。

（
３
）

拙
稿
「
ナ
ポ
リ
大
学
の
創
設
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
初
の
『
国
立
』
大
学
」、『
法
史
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題

佐
藤
篤
士
先
生
古
稀
記
念
論
文

集
』、
敬
文
堂
、
二
○
○
四
年
、
所
収
、
参
照
。
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学
識
法
学
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
普
通
法
の
み
で
は
な
く
、
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
る
征
服
以
前
ま
で
続
い
た
直
接
・
間
接
の
ビ
ザ
ン

ツ
支
配
の
時
代
に
通
用
し
て
い
た
ビ
ザ
ン
ツ
・
ロ
ー
マ
法
が
特
に
ギ
リ
シ
ャ
系
住
民
の
間
で
残
存
し
、
そ
し
て
既
に
そ
れ
以
前
か
ら
も

人
々
の
間
で
使
わ
れ
て
き
た
慣
習
法
化
し
た
ロ
ー
マ
法
、
す
な
わ
ち
ユ
ー
ス
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
時
代
よ
り
も
は
る
か
に
古
い
ロ
ー
マ

法
も
ま
た
維
持
さ
れ
続
け
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
既
に
イ
ル
ネ
リ
ウ
ス
以
前
の
時
代
に
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
学
説
彙
纂
の

も
の
は
な
い
に
せ
よ
、
法
学
提
要
、
勅
法
彙
纂
、
新
勅
法
集
へ
の
実
務
的
性
格
を
も
つ
註
釈
が
な
さ
れ
、
あ
る
程
度
普
及
し
て
い（
１
）

た
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
南
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
不
断
の
存
続
に
つ
い
て
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
Ｌ
Ａ
の
法
源
の
一
つ
で
あ

る
ノ
ル
マ
ン
王
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
ア
ッ
シ
ー
セ
（
法
令
）
自
体
、
ロ
ー
マ
法
に
か
な
り
の
部
分
依
拠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ（
２
）

る
。
次
の
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
は
、
六
世
紀
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
（
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ル
マ
ン
」
系
民
族
）
に
よ
っ
て
征
服
・
建
国

さ
れ
た
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
公
国
に
も
た
ら
さ
れ
、
九
世
紀
以
降
は
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
、
サ
レ
ル
ノ
、
カ
プ
ア
の
い
わ
ゆ
る
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
系

三
侯
国
に
分
裂
し
て
か
ら
も
、
そ
れ
ら
の
地
域
を
中
心
に
維
持
さ
れ
続
け
、
こ
れ
は
シ
チ
リ
ア
王
国
成
立
後
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か

し
一
三
世
紀
当
時
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
中
心
地
域
で
も
ロ
ー
マ
法
の
漸
次
的
浸
透
が
起
こ
っ
て
お
り
、
法
の
混
交
状
態
が
見
ら
れ
る
。

ノ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
ノ
ル
マ
ン
人
征
服
者
が
故
郷
の
地
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
か
ら
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
支
配
者

で
あ
る
封
建
領
主
の
間
で
の
み
通
用
し
て
い
た
法
で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
主
と
し
て
封
建
（
レ
ー
ン
）
関
係
に
つ
い
て
定
め
た
も

の
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
こ
の
法
に
対
し
て
は
敵
対
的
な
態
度
を
と
り
、
消
滅
す
べ
き
も
の
と
し
て
扱
っ

（
３
）

た
。
こ
れ
ら
の
法
に
加
え
て
、
各
都
市
や
農
村
な
ど
の
無
数
の
慣
習
法
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
北
イ
タ
リ
ア
の
よ
う

な
コ
ム
ー
ネ
文
明
の
百
花
繚
乱
と
い
う
特
徴
を
南
イ
タ
リ
ア
の
都
市
は
持
た
ず
、
概
し
て
小
規
模
で
あ
り
、
王
権
に
よ
る
直
接
支
配
と

自
治
権
抑
制
が
な
さ
れ
た
た
め
に
、
都
市
条
例
の
制
定
は
北
イ
タ
リ
ア
に
比
べ
て
進
展
し
な
か
っ（
４
）

た
。
な
お
、
ユ
ダ
ヤ
人
や
残
存
ア
ラ

ブ
人
た
ち
の
民
族
集
団
も
当
時
の
南
イ
タ
リ
ア
に
は
一
定
数
存
在
し
、
自
分
た
ち
の
法
を
維
持
し
て
い
た
が
、
極
め
て
少
数
派
で
あ
る

論 説
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た
め
、
本
稿
で
は
度
外
視
す
る
。

こ
の
よ
う
な
諸
法
の
併
存
状
況
の
反
映
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
Ｌ
Ａ
の
規
定
に
は
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
の
が
、C

.I

62
―1

“P
u

ritatem
”

で
あ
り
、
こ
の
規
定
は
王
国
の
官
吏
が
裁
判
の
際
に
適
用
す
べ
き
法
規
範
を
格
付
け
し
て
い
る
。

「
朕
自
ら
熱
心
に
探
求
す
る
と
こ
ろ
の
清
廉
さ
を
、
朕
は
官
吏
た
ち
に
裁
判
に
際
し
て
最
も
要
求
す
る
。
そ
し
て
違
反
者
へ
の
罰
と

し
て
、
神
の
復
讐
の
裁
き
の
上
に
朕
の
苛
烈
な
怒
り
を
加
え
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
カ
メ
ラ
リ
ウ
ス
と
バ
ユ
ー
ル
ス
は
、
請
負
に
よ

る
職
務
履
行(in

gabellam
/cabellam

)

ま
た
は
国
王
代
理
で
の
報
酬
を
得
て
の
職
務
履
行(in

creden
tiam

)

で
、
朕
の
管
理
さ
る

べ
き
職
務
を
引
き
受
け
る
前
に
、
極
め
て
聖
な
る
福
音
書
に
触
れ
て
公
に
身
体
を
も
っ
て
宣
誓
を
な
す
べ
き
こ
と
を
、
こ
の
法
で
定
め

る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
が
清
廉
に
偽
り
な
く
、
愛
顧
か
ら
で
も
憎
し
み
か
ら
で
も
な
く
、
懇
願
や
報
酬
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
ま
た
恐
れ
か

ら
で
も
な
く
、
不
平
を
訴
え
る
あ
ら
ゆ
る
者
に
、
人
的
な
面
で
偏
る
こ
と
な
く
、
迅
速
な
熱
意
を
持
っ
て
正
義
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て

朕
の
勅
法
、
そ
し
て
そ
の
欠
缺
の
際
に
は
承
認
さ
れ
た
慣
習
に
従
い
、
そ
し
て
最
後
に
、
紛
争
当
事
者
の
属
性
が
要
求
す
る
の
に
応
じ

て
、
普
通
法
〔iu

ra
com

m
u

n
ia

―
単
数
形
のiu

s
com

m
u

n
e

で
は
な
く
複
数
形
で
あ
る
こ
と
に
注
意
―
筆
者
註
〕、
す
な
わ
ち
ラ

ン
ゴ
バ
ル
ド
法
と
ロ
ー
マ
法
に
従
っ
て
裁
判
を
行
う
こ
と（
５
）

を
。」

同
様
の
規
定
は
Ｌ
Ａ
の
他
の
箇
所
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「〔
官
吏
た
ち
は
〕
朕
の
勅
法
の
文
言
、
そ
し
て
諸
法(iu

ra)

そ
し
て

承
認
さ
れ
た
慣
習
に
基
づ
き
、
訴
え
を
聞
く
べ
き
で
あ
り
」(C

.I.73

―（
６
）

1)

と
い
う
規
定
や
、「
裁
判
官
は
、
朕
の
勅
法
の
形
式
と
普
通

法(iu
ra

com
m

u
n

ia)

、
そ
し
て
勅
法
に
反
し
な
い
承
認
さ
れ
た
慣
習
に
従
っ
て
、
こ
の
上
な
く
純
粋
な
確
信
に
従
っ
て
訴
え
を
聞
き

判
決
す
べ
き
で
あ
る
」(C

.I
95

―（
７
）

3)

と
い
う
規
定
、
そ
し
て
「
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
に
前
述
の
伯
と
バ
ロ
ン
た
ち
は
、
朕
の
神
聖
な
る

勅
法
に
従
い
、
そ
し
て
そ
の
欠
缺
の
場
合
は
王
国
の
承
認
さ
れ
た
慣
習
に
従
い
、
そ
し
て
そ
の
欠
缺
の
際
に
は
、
朕
と
そ
の
前
任
者
た

ち
の
勅
法
に
違
反
し
な
い
諸
法(iu

ra)

に
従
い
、
そ
し
て
最
後
に
事
例
の
不
確
実
さ
が
要
請
す
る
な
ら
ば
、
朕
の
回
答
を
得
て
、
事
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件
を
神
と
正
義
に
従
っ
て
判
決
を
下
し
て
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
べ
し
」(C

.I.47)

と
い
う
同
輩
裁
判
に
関
す
る
規（
８
）

定
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
王
国
の
す
べ
て
の
法
廷
に
お
い
て
、
第
一
に
勅
法
が
、
第
二
に
承
認
さ
れ
た
慣
習
法
が
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
欠
缺
の

場
合
に
は
普
通
法
が
段
階
的
に
適
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
一
見
北
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市
条
例
に
見
ら
れ
る
法
源
の
格
付
け
を
思
わ
せ
る

規
定
で
あ
る
が
、
最
初
に
挙
げ
た“P

u
ritatem

”

の
規
定
の
、
特
に
「
普
通
法
」iu

ra
com

m
u

n
ia

と
い
う
用
語
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
、
か
つ
て
古
典
的
な
論
争
が
行
わ
れ（
９
）

た
。
一
つ
は
こ
の
規
定
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
ー
テ
ィ

オ
ー
の
問
題
が
絡
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
規
定
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
の
格
付
け
の
ま
さ
に
そ
の
箇
所
に
お
い
て
改
竄
を
受

け
て
い
た
の
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
含
め
、
多
数
の
論
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
説
を
主
張
し
た（
１０
）

が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
現
在
一
応
決

着
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
一
二
三
一
年
に
も
と
も
と
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
一
二
四
六
年
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
自

身
に
よ
っ
て
改
竄
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い（
１１
）

る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
用
語
上
の
改
竄
が
な
さ
れ
た
の
か
。
し
か
も
複
数

形
の
「
普
通
法
」iu

ra
com

m
u

n
ia
と
い
う
通
常
全
く
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
用
語
が
使
わ
れ
、
更
に
そ
れ
が
ロ
ー
マ
法
と
ラ
ン
ゴ

バ
ル
ド
法
を
意
味
す
る
と
い
う
異
例
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
に
由
来
す
る
封
建
法
書
が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
法
学

者
た
ち
に
よ
っ
て
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
に
挿
入
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
で
ロ
ー
マ
法
と
同
等
に
学
ば
れ
た

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
学
識
法
と
し
て
の
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
普
通
法
と
呼
ぶ
こ
と
は
北
イ
タ
リ
ア
で
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
Ｌ
Ａ
の
他
の
箇
所
を
見
て
も
、iu

ra
com

m
u

n
ia

と
い
う
表
現
は
あ
っ
て
も
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る

例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
古
典
的
論
争
は
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
特
に
モ
ン
テ
ィ
と
カ
ラ
ッ
ソ
の
間
で
行
わ
れ
た
。

彼
ら
以
前
に
は
、
カ
パ
ッ
ソ
が
有
力
な
説
を
唱
え
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
要
約
し
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す（
１２
）

る
。
カ
パ
ッ

ソ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
支
配
領
域
の
拡
大
に
応
じ
て
属
地
主
義
的
な
法
の
適
用
が
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
詳

細
に
検
討
す
れ
ば
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
が
主
に
利
用
さ
れ
て
い
た
領
域
で
も
ロ
ー
マ
法
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
た
人
々
も
い
た
し
、
そ
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の
逆
の
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
サ
レ
ル
ノ
の
よ
う
に
、
双
方
の
法
が
混
交
し
て
効
力
を
持
っ
て
い
た
地
域
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

地
域
で
は
、
異
な
っ
た
法
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
た
者
た
ち
は
、
訴
訟
の
際
に
適
用
さ
れ
る
法
を
自
ら
選
択
で
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

ロ
ー
マ
法
が
広
範
囲
に
浸
透
し
て
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
し
の
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
て
も
、
以
前
か
ら
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
使
用
し
て

い
た
住
民
の
間
で
は
契
約
、
嫁
資
、
相
続
に
関
し
て
は
従
来
の
法
が
維
持
さ
れ
続
け
、
そ
の
結
果
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
は
地
域
慣
習
法
へ

と
変
容
し
た
と
い
う
。
カ
パ
ッ
ソ
の
説
で
は
普
通
法
と
は
、
広
義
で
は
最
終
段
階
で
適
用
さ
れ
る
べ
き
ロ
ー
マ
法
を
、
狭
義
で
は
特
別

法
（
ノ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
法
）
と
対
蹠
的
な
立
場
に
あ
る
、
そ
の
地
域
に
共
通
の
法
、
す
な
わ
ち
属
地
法
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
前
述
の
勅
法
の
規
定
に
よ
っ
て
法
の
属
人
性
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
主
張
し
た
。

で
は
問
題
の
論
争
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
モ
ン
テ
ィ
は
Ｌ
Ａ
の
規
定
に
現
れ
た
、
ロ
ー
マ
法
や
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
表
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
用
語
を
一
つ
一
つ
挙
げ
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
エ
ル
ミ
ニ
に
よ
る
普
通
法
概
念
の
相
対
性
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、

二
つ
の
普
通
法
の
存
在
を
唱
え
（
１３
）

た
。
彼
に
よ
れ
ばiu

s
com

m
u

n
e

と
い
う
用
語
は
「
す
べ
て
の
者
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
法
」「
一
般

的
な
法
」
と
い
う
字
義
通
り
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
たiu

s
speciale

（
特
別
法
）
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ク
法
と
の
対
立
概

念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ロ
ー
マ
法
の
こ
と
も
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
こ
と
も
指
し
う
る
と
し
た
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、iu

ra

com
m

u
n

ia

と
い
う
複
数
形
の
表
現
で
ロ
ー
マ
法
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
二
つ
の
法
を
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
表
現
は

そ
の
時
代
の
法
の
状
態
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
。
更
に
モ
ン
テ
ィ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
時
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
代
の
Ｌ
Ａ
註
釈
者
た

ち
に
よ
る
こ
の
規
定
の
註
釈
や
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
朝
時
代
の
立
法
を
も
多
数
挙
げ
て
検
討
し
、
時
代
に
よ
っ
て
こ
の
規
定
の
解
釈
が
、
法

の
属
人
主
義
原
理
か
ら
属
地
主
義
原
理
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
勅
法
の
公
布
当
時
、
立
法
者

の
心
中
に
あ
っ
た
の
が
属
人
主
義
的
適
用
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
モ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
南
イ
タ
リ
ア
で
は
北
イ
タ
リ
ア
と
は
対
照
的

に
、
属
地
主
義
か
ら
属
人
主
義
へ
、
更
に
再
び
属
地
主
義
へ
と
法
の
適
用
が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
。
結
論
と
し
て
、
彼
は
普
通
法
の
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概
念
は
時
代
と
共
に
変
化
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
勅
法
公
布
当
時
は
、「
普
通
法
」
が
常
に
ロ
ー
マ
法
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
時
代

の
萌
芽
期
に
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
えcom

m
u

n
e

と
い
う
語
に
厳
格
な
一
義
的
な
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
現
代

の
研
究
者
に
と
っ
て
い
か
に
非
論
理
的
に
見
え
よ
う
と
も
、
二
つ
の
普
通
法
が
存
在
し
た
と
論
じ（
１４
）

た
。

こ
れ
に
対
し
て
カ
ラ
ッ
ソ
は
モ
ン
テ
ィ
の
唱
え
る
二
つ
の
普
通
法
説
を
「
矛
盾
」
と
み
な
し
、
激
し
く
批
判
し（
１５
）

た
。
カ
ラ
ッ
ソ
は
モ

ン
テ
ィ
と
異
な
り
、
Ｌ
Ａ
起
草
者
が
「
普
通
法
」
と
い
う
用
語
を
も
っ
て
ロ
ー
マ
法
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
表
現
し
た
意
図
を
知
る
こ

と
は
問
題
で
は
な
い
と
し
、
当
時
の
南
イ
タ
リ
ア
の
現
実
生
活
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
二
つ
の
法
が
い
か
な
る
位
置
を
占
め
た
の
か
を
具

体
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
Ｌ
Ａ
の
他
の
規
定
、
後
代
の
註
釈
、
各
地
の
具
体
的
な
法
生
活
の
検
討
を
行
っ
た
。
結
論
と
し

て
彼
は
Ｌ
Ａ
の
規
定
で
は
普
通
法
と
は
常
に
ロ
ー
マ
法
で
あ
り
、
普
通
法
が
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
も
意
味
し
て
い
る
と
読
め
う
る
規
定

は
こ
の“P

u
ritatem

”

の
み
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
一
二
〜
一
三
世
紀
に
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
属
人
的
適
用
は
も
は
や
証
明
で
き
な

い
こ
と
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
は
当
時
既
に
本
来
の
形
か
ら
離
れ
て
変
化
し
て
地
域
慣
習
法
�
特
有
法
と
な
っ
て
い
た
（
つ
ま
り
属
人
法

で
は
な
く
属
地
法
で
あ
る
）
こ
と
を
主
張
し（
１６
）

た
。
し
か
る
に
Ｌ
Ａ
の
立
法
者
は
、
広
い
領
域
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
慣
習
法
の
こ
と

を
「
誤
っ
て
」
普
通
法
と
呼
ん
だ
の
だ
と
し
た
。

以
上
の
論
争
に
つ
い
て
評
価
す
る
能
力
は
筆
者
に
は
な
い
。
論
争
自
体
が
既
に
古
典
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
し
、
検

討
対
象
が
Ｌ
Ａ
の
規
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
代
の
註
釈
や
法
令
や
、
諸
都
市
の
慣
習
法
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
カ

ラ
ッ
ソ
は
元
来
普
通
法
研
究
か
ら
出
発
し
た
が
ゆ
え
に
、「
普
通
法
」
概
念
を
一
義
的
な
も
の
、
一
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
み
な
し
、
二
つ
の
普
通
法
の
表
現
に
直
面
し
て
困
惑
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
Ｌ
Ａ
の
用
語
の
使
用
法
は
多
義
的
で
あ

る
。
一
二
三
一
年
に
公
布
さ
れ
て
か
ら
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
自
身
に
よ
っ
て
改
竄
さ
れ
、
新
勅
法
も
何
度
か
に
わ
た
っ
て
追
加
さ
れ
て
お

り
、
互
い
に
矛
盾
す
る
規
定
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
Ｌ
Ａ
の
規
定
一
つ
一
つ
の
純
粋
で
単
純
な
用
語
上
の
分
析
を
行
っ
た
モ
ン
テ
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ィ
の
研
究
方
法
の
方
が
よ
り
現
実
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
更
に
、“P

u
ritatem

”

の
問
題
の
箇
所
に
あ
る
「
紛
争
当
事
者
の
属
性

が
要
求
す
る
の
に
応
じ
て
」
と
い
う
言
葉
は
、
単
純
に
読
め
ば
ま
さ
に
属
人
主
義
原
理
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

モ
ン
テ
ィ
と
カ
ラ
ッ
ソ
と
の
論
争
か
ら
三
〇
年
以
上
経
過
し
て
か
ら
、
モ
ー
ル
が
再
び
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
論
争
の
評
価
自
体
は

回
避
す
る
形
で
、
Ｌ
Ａ
に
お
い
て
諸
法
の
共
生
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
別
の
側
面
か
ら
取
り
上
げ（
１７
）

た
。
彼
は
一
つ
の

用
語
が
多
義
的
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
の
は
中
世
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
指
摘
し
て
、
二
つ
の
普
通
法
と
い
う
表
現
も
充

分
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
例
え
ばlex

と
い
う
用
語
は
通
常
は
ロ
ー
マ
法
規
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
当

時
ロ
ム
バ
ル
ダ
の
規
定
を
も
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
Ｌ
Ａ
起
草
当
時
、
一
般
的
に
広
く
効
力
を
有
し
て
い
た
法
を

表
現
す
る
慣
用
語
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
普
通
法
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
当
時
の

南
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
諸
法
の
併
存
と
い
う
現
実
を
前
に
、
特
別
法
と
の
対
概
念
と
し
て
、
普
通
法
は
、
多
数
の
人
々
の
間
で
一
般
的

な
利
用
に
あ
る
法
と
い
う
漠
然
と
し
た
意
味
で
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
用
語
は
現
実
の
反
映
で
あ
り
、
同
様
の
表
現
は
Ｌ

Ａ
の
他
の
箇
所
で
も
見
ら
れ
る
。
要
す
る
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
時
代
の
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、「
普
通
法
」
の
概
念
は
ま
だ
明
確
で

は
な
く
、
よ
う
や
く
一
三
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
ラ
ッ
ソ
の
よ
う
に
後
の
註
釈
に

依
拠
し
て
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
こ
ろ
に
は
学
説
上
の
発
展
は
か
な
り
進
ん
で
い

た
は
ず
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

以
上
に
挙
げ
た
研
究
者
た
ち
は
い
ず
れ
も
、
結
局
は“P

u
ritatem

”

の
規
定
に
現
れ
て
い
るiu

s
com

m
u

n
e

の
用
語
を
、
属
地
主

義
原
理
を
と
る
に
せ
よ
、
属
人
主
義
原
理
を
と
る
に
せ
よ
、
あ
る
一
定
の
属
性
あ
る
い
は
出
自
を
持
つ
人
々
、
も
し
く
は
あ
る
一
定
の

領
域
に
生
活
す
る
人
々
に
共
通
の
法
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
。
例
え
ば
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
に
従
っ
て
生
活
す
る
人
々
に
と
っ
て

は
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
こ
そ
が
「
普
通
法
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
語
の
訳
語
の
問
題
と
し
て
は
、「
普
通
法
」
と
い
う
よ
り
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は
む
し
ろ
「
共
通
法
」
と
直
訳
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
デ
ィ
ル
ヒ
ャ
ー
は
こ
れ
を
「
特
殊
シ
チ
リ
ア
的
」
な
表
現
と

呼
ん
で
い（
１８
）

る
。
た
だ
し
カ
ラ
ッ
ソ
は
あ
く
ま
で
も
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
と
し
て
の
こ
の
用
語
の
利
用
を
拒
否
し
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
は
地

域
慣
習
法
�
特
有
法
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
学
識
法
と
対
立
し
た
そ
の
民
衆
法
的
性
格
を
強
調
し
た
。
ロ
ー
マ
法
学

と
ゲ
ル
マ
ン
法
学
（
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
ゲ
ル
マ
ン
法
と
は
何
よ
り
も
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
で
あ
る
）
と
の
二
項
対
立
的
思
考
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
註
釈
学
派
に
よ
る
普
通
法
概
念
の
明
確
化
は
、
モ
ー
ル
の
述
べ
る
よ
う
に
、
確
か
に
一
三
世
紀
か

ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ（
１９
）

り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
時
代
に
は
ま
だ
一
義
的
な
用
語
使
用
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
カ
ラ
ッ
ソ
が
な
ぜ
こ
の
事
実
を
認
め
ず
に
「
矛
盾
」
と
評
価
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
南
イ
タ
リ
ア
に
も

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
か
ら
ロ
ー
マ
法
研
究
が
伝
わ
り
、
ロ
ー
マ
法
と
普
通
法
と
の
同
一
視
が
な
さ
れ
始
め
た
。
し
か
し
理
論
と
実
際
は
別
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
普
通
法
は
学
識
法
学
者
に
よ
っ
て
学
問
化
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
広
く
使
わ
れ
て
き
た
共
通

の
法
と
い
う
意
味
を
も
表
す
こ
と
が
あ
り
え
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ロ
ー
マ
法
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
が
同
列
に
「
普
通
法
」
と
し
て
扱
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
南
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
後
期
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
扱
っ
た
論
文
に
お
い
て
ダ
メ
リ
オ
が
述
べ
た
よ
う
に
、

カ
ル
ロ
・
デ
ィ
・
ト
ッ
コ
と
い
う
著
名
な
註
釈
学
派
法
学
者
が
ロ
ム
バ
ル
ダ
の
標
準
註
釈
を
書
い
た
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
事
実
か
ら
、

例
え
封
建
法
書
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
普
及
し
て
い
た
に
せ
よ
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
封
建
法
と
し
て
の
「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
普
通
法
」
の
存

在
を
具
体
的
に
主
張
し
た
論
者
が
い
た
が
、
そ
れ
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ（
２０
）

る
。
更
に
コ
ッ
リ
ー
ヴ
ァ
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
レ
ー
ン

法
と
同
一
視
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
フ
ラ
ン
ク
法
に
基
づ
く
封
土
を
打
倒
す
る
た
め
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
を
優
遇
し
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド

法
に
基
づ
く
封
土
を
導
入
し
て
、
そ
の
上
ナ
ポ
リ
大
学
で
も
そ
の
目
的
の
た
め
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
レ
ー
ン
法
が
学
ば
れ
た
と
主
張
し
た

が
、
こ
の
見
解
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
が
レ
ー
ン
法
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
カ
ラ
ッ
ソ
の
論
文
を
見
れ

ば
明
ら
か
で
あ
る
。
サ
レ
ル
ノ
な
ど
の
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
本
拠
地
で
は
、
売
買
、
贈
与
、
交
換
、
嫁
資
設
定
、
モ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
ベ
な
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ど
を
記
録
し
た
文
書
に
お
い
て
、
人
々
が
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
に
依
拠
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
は
そ
れ
ら
の
人
々
の

m
os

、u
su

s

（
習
慣
）、
そ
し
て
後
に
はcon

su
etu

do

（
慣
習
法
）
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
単
な
る
レ
ー
ン
法
で
は
な（
２１
）

い
。

と
こ
ろ
で
モ
ー
ル
が
指
摘
し
た
如
く
、
モ
ン
テ
ィ
に
せ
よ
カ
ラ
ッ
ソ
に
せ
よ
、
自
ら
の
理
論
の
裏
付
け
の
た
め
に
、
後
代
の
Ｌ
Ａ
註

釈
を
―
一
六
世
紀
の
も
の
に
至
る
ま
で
―
引
き
合
い
に
出
し
て
い（
２２
）

る
。
し
か
し
、
後
代
の
註
釈
者
た
ち
は
自
ら
の
時
代
の
用
語
使
用
法

を
も
っ
て
、
ま
た
そ
の
時
代
の
法
の
運
用
状
況
を
背
景
に
註
釈
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
時
代
の
南
イ
タ

リ
ア
に
お
け
る
法
の
併
存
状
況
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
点
で
は
、
後
に
Ｌ
Ａ
の
標
準
註
釈
と
な
っ
た
マ
リ

ー
ノ
・
ダ
・
カ
ラ
マ
ニ
コ
の
註
釈
も
同
様
で
あ
る
。iu

ra
com

m
u

n
ia

が
ロ
ー
マ
法
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
両
方
を
指
す
こ
と
を
彼

が
註
釈
に
お
い
て
最
初
に
論
じ（
２３
）

た
。
し
か
し
こ
れ
は
一
三
世
紀
末
ア
ン
ジ
ュ
ー
朝
の
下
で
の
註
釈
で
あ
る
た
め
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
死
後

に
南
イ
タ
リ
ア
に
生
じ
た
混
乱
が
、
人
々
の
法
の
利
用
状
況
や
、
更
に
い
え
ば
、
諸
領
域
に
お
け
る
人
々
の
定
住
状
況
及
び
住
民
の
編

成
に
何
ら
か
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
―
も
ち
ろ
ん
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
。

（
１
）

R
.T

rifon
e,D

iritto
rom

an
o

com
u

n
e

e
dirittiparticolarin

ell’Italia
m

eridion
ale,Iu

s
rom

an
u

m
m

ediiaevi,5

―2,1962,

M
ilan

o,pp.8

―.

（
２
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、H

.D
ilch

er,N
orim

an
n

isch
e

A
ssisen

u
n

d
röm

isch
es

R
ech

t
im

sizilisch
en

S
tau

ferreich
,in

:

A
ktu

elle
F

ragen
au

s
m

odern
en

R
ech

t
u

n
d

R
ech

tsgesch
ich

te,1966
;

H
.N

iese,D
ie

G
esetzgebu

n
g

der
n

orm
an

n
isch

en

D
yn

astie
im

R
egn

u
m

S
iciliae,

1910
;

F
.

B
ran

dileon
e,

Il
diritto

rom
an

o
n

elle
leggi

n
orm

an
n

e
e

sveve
del

regn
o

di

S
icilia,T

orin
o,1884

な
ど
を
参
照
。

（
３
）

ノ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
つ
い
て
は
、T

h
.von

der
L

yeck-B
u

yken
,D

ie
K

onstitu
tion

en
von

M
elfi

u
n

d
das

Ju
s

F
ran

coru
m

,K
öln

,1973.
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（
４
）

当
時
の
南
イ
タ
リ
ア
の
都
市
一
般
の
状
況
や
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、J-M

.M
artin

,L
e

città
dem

an
iali,in

:F
ederico

II
e

la

S
icilia,a

cu
ra

diP
.T

ou
bert

e
A

.P
aravicin

iB
aglian

i,P
alerm

o,1998.p.128
(an

ch
e

in
:

F
ederico

II
e

la
città,P

alerm
o,

1994);
G

.F
asoli,O

rgan
izzazion

e
della

città
ed

econ
om

ia
u

rban
a,in

:
P

otere,società
e

popolo
n

ell’età
sveva,

1985,

B
ari;

F
.B

occh
i,L

’au
torità

e
la

repression
e

:
castelli

u
rban

i
e

città
n

el
R

egn
o

di
S

icilia
in

età
federician

a,in
:

A
tti

delle
qu

in
te

giorn
ate

federician
e,

O
ria,

1980
;

F
.

C
alasso,

L
a

legislazion
e

statu
aria

dell’Italia
m

eridion
ale,

1929,

R
om

a,pp.116

―144

な
ど
を
参
照
。

（
５
）

W
.S

tü
rn

er,D
ie

K
on

stitu
tion

en
F

riedrich
s

II.F
ü

r
das

K
ön

igreich
S

izilien
(M

G
H

C
on

st.
II,

su
pplem

en
tu

m
),

S
.

227

―228.“P
u

ritatem
,qu

am
n

os
ipsisectam

u
r,ab

officialibu
s

n
ostris

in
iu

diciis
m

axim
e

postu
lam

u
s,et

u
t

in
pen

am

eoru
m

,qu
i

con
tra

fecerin
t,u

ltion
is

divin
e

iu
dicio

n
ostre

in
dign

ation
is

acu
leos

aggregem
u

s,presen
ti

lege
san

cim
u

s,

u
t

om
n

es
cam

erarii
et

baiu
li,

priu
squ

am
in

cabellam
vel

creden
tiam

baiu
lation

es
n

ostras
adm

in
istran

das

su
sceperin

t,tactis
sacrosan

ctis
evan

geliis
in

pu
blico

corporalia
su

bean
t

sacram
en

ta,
qu

od
pu

re
et

sin
e

frau
de,

n
on

am
ore,n

on
odio,n

on
prece,n

on
pretio

n
ec

tim
ore

om
n

ibu
s

con
qu

eren
tibu

s
absqu

e
person

aru
m

acception
e

prom
pto

zelo
iu

stitiam
m

in
istrabu

n
t,et

qu
od

secu
n

du
m

con
stitu

tion
es

n
ostras

et
in

defectu
earu

m
secu

n
du

m
con

su
etu

din
es

approbatas
ac

dem
u

m
secu

n
du

m
iu

ra
com

m
u

n
ia

,
L

on
gobardoru

m
videlicet

et
R

om
an

oru
m

,
prou

t
qu

alitas

litigan
tiu

m
exiget,iu

dicabu
n

t.”

（
６
）

S
tü

rn
er,

S
.

244,
“Q

u
i

iu
xta

ten
orem

con
stitu

tion
u

m
n

ostraru
m

et
iu

ra
ac

con
su

etu
din

es
approbatas

cau
sas

au
dian

t”

（
７
）

S
tü

rn
er,

S
.

279,
“Iu

dices
secu

n
dm

form
am

con
stitu

tion
u

m
n

ostraru
m

et
iu

ra
com

m
u

n
ia

et
con

su
etu

din
es

approbatas,qu
e

con
stitu

tion
ibu

s
n

on
resistu

n
t,de

pu
rissim

a
con

scien
tia

cau
sas

au
dian

t
et

decidan
t”

（
８
）

S
tü

rn
er,

S
.

206,
“u

t
sic

an
tedicti

com
ites

et
baron

es
secu

n
du

m
sacras

con
stitu

tion
es

n
ostras

ac
in

defectu

ipsaru
m

secu
n

du
m

regn
i

con
su

etu
din

es
approbatas

et
dem

u
m

secu
n

du
m

iu
ra

,
qu

ibu
s

con
stitu

tion
es

n
ostre

et

predecessoru
m

n
ostroru

m
n

on
obvian

t,ac
den

iqu
e

recepto
respon

so
celsitu

din
es

n
ostre,sicau

se
du

bietas
h

oc
exigat,

cau
sam

secu
n

du
m

D
eu

m
et

iu
stitiam

senten
tialiter

term
in

are
procu

ren
t”

こ
こ
で
は
最
終
段
階
に
国
王
の
回
答
が
置
か
れ
て
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い
る
こ
と
に
注
意
。

（
９
）

G
.M

.M
on

ti,Il
D

iritto
C

om
u

n
e

n
ella

con
cezion

e
sveva

e
an

gioin
a,1939

;
F

.C
alasso,

L
a

con
st.

“P
u

ritatem
”

del

“L
iber

A
u

gu
stalis”

e
il

D
iritto

C
om

u
n

e
n

el
R

egn
u

m
S

iciliae
,

1940
;

M
on

ti,
A

n
cora

su
l

D
iritto

C
om

u
n

e
n

ella

con
cezion

e
sveva

e
an

gioin
a,1940.

こ
れ
ら
の
文
献
は
、
後
出
の
モ
ー
ル
の
も
含
め
、
現
在A

.L
.T

rom
bettiB

u
driesi(a

cu
ra

di),

Il
«L

iber
A

u
gu

stalis»
di

F
ederico

II
di

S
vevia

n
ella

storiografia,B
ologn

a,1987

に
す
べ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
の
註
で

は
す
べ
て
こ
の
再
版
の
頁
を
記
す
。
ま
た
、
西
川
洋
一
「
シ
チ
ー
リ
ア
王
国
勅
法
集
成
の
法
源
論
」『
法
の
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
所
収
、
三
七
〜
四
二
頁
参
照
。

（
１０
）

M
on

ti,IlD
iritto

C
om

u
n

e,pp.196

―;
F

.C
.von

S
avign

y,G
esch

ich
te

des
röm

isch
en

R
ech

ts
im

M
ittelalter,B

an
d

II,

2.A
u

sgabe,u
n

verän
derter

N
ach

dru
ck,1956,S

.216
f.

（
１１
）

S
tü

rn
er,S

.97

―98,227.

規
定
の
修
正
自
体
は
王
国
の
行
政
組
織
再
編
を
理
由
と
し
て
い
た
。

（
１２
）

B
.

C
apasso,

S
u

ll’u
so

del
D

iritto
R

om
an

o
e

L
on

gobardo
n

elle
provin

ce
N

apoletan
e,

in
:

B
ran

dileon
e,

Il
diritto

rom
an

o
n

elle
leggin

orm
an

n
e

e
sveve

delregn
o

diS
icilia,T

orin
o,1884,pp.27

―.

（
１３
）

M
on

ti,IlD
iritto

C
om

u
n

e,p.211,224.

（
１４
）

M
on

ti,A
n

cora
su

lD
iritto

C
om

u
n

e,p.292.

（
１５
）

C
alasso,L

a
con

st.P
u

ritatem
,pp.227

―230.

（
１６
）

C
alasso,pp.265

―266.

（
１７
）

C
.G

.M
or,C

on
siderazion

isu
qu

alch
e

costitzion
e

diF
ederico

II,1973,in
:T

rom
bettiB

u
driesi,pp.293

―303.

（
１８
）

H
.D

ilch
er,D

ie
sizilisch

e
G

esetzgebu
n

g
K

aiser
F

riedrich
s

II.,1975,K
öln

,S
.204.

（
１９
）

M
or,p.297.

（
２０
）

G
.D

’A
m

elio,
U

n
a

falsa
con

tin
u

ità
:

il
tardo

diritto
lon

gobardo
n

el
m

ezzogiorn
o,

in
:

P
er

F
ran

cesco
C

alasso
:

S
tu

didegliallievi,M
ilan

o,1978,p.384.

（
２１
）

P
.C

olliva,S
tru

ttu
re

feu
dali

e
ten

den
ze

rom
an

izzan
ti

in
F

ederico
II.

L
a

fon
dazion

e
dello

stu
dio

di
N

apoli,
in

:

A
ttidelle

qu
arte

giorn
ate

federician
e,B

ari,1980
;

C
alasso,pp.246

―262.
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二

勅
法
と
諸
法
と
の
関
係

以
上
に
お
い
て
挙
げ
た
研
究
者
た
ち
は
、
い
ず
れ
も“P

u
ritatem

”

に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
複
数
形
の
「
普
通
法
」
概
念
を
め
ぐ
っ

て
、
特
に
ロ
ー
マ
法
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
と
の
関
係
を
主
軸
に
し
て
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
も
う
一
つ
の
大

き
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
適
用
の
格
付
け
の
第
一
位
に
国
王
の
勅
法
が
お
か
れ
た
こ
と
が
ま
ず
重
要
で
あ
り
、
更

に
そ
れ
以
上
に
、
Ｌ
Ａ
自
体
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
君
主
の
意
思
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
源
の
格
付
け
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が

問
題
で
あ（
１
）

る
。
単
に
普
通
法
と
特
有
法
と
の
二
元
主
義
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
北
イ
タ
リ
ア
の
条
例

優
先
理
論
に
基
づ
く
諸
都
市
条
例
に
見
ら
れ
る
法
源
の
格
付
け
と
の
最
大
の
相
違
が
あ
る
。

北
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
註
釈
学
派
に
よ
り
、「
唯
一
の
帝
国
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
唯
一
の
法
が
存
在
す
る
」
と
い
う
命
題
か

ら
、
普
遍
的
帝
国
の
唯
一
か
つ
統
一
的
な
法
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
の
普
遍
的
な
妥
当
性
が
導
き
出
さ
れ（
２
）

た
。
そ
し
て
一
三
世
紀
以
降
、

帝
国
法
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
と
諸
都
市
条
例
と
の
関
連
が
問
題
と
な
っ
て
い
き
、
特
に
一
四
世
紀
を
中
心
と
し
て
、
註
解
学
派
の
下
で

こ
れ
が
理
論
化
さ
れ
た
。
条
例
と
普
通
法
が
衝
突
す
る
と
き
に
は
ま
ず
条
例
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
、
条
例
に
欠
缺
が
あ
る
場
合
に
の

み
普
通
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
条
例
優
先
理
論
で
あ（
３
）

る
。
こ
こ
で
は
ロ
ー
マ
法
は
補
充
的
効
力
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
理

論
に
基
づ
い
て
、
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
各
都
市
条
例
に
お
い
て
法
源
の
適
用
順
位
が
定
め
ら
れ（
４
）

た
。
こ
の
よ
う
に
北
イ

タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
帝
国
法
と
し
て
の
普
通
法
に
対
し
て
、
事
実
上
帝
権
か
ら
独
立
し
た
自
治
都
市
（
国
家
）
コ
ム
ー
ネ
が

自
ら
の
条
例
制
定
権
を
法
的
に
正
当
化
さ
せ
て
、
そ
れ
を
法
源
の
格
付
け
と
い
う
形
で
明
文
化
し
た
。
自
ら
の
上
に
上
位
者
を
も
は
や

（
２２
）

M
or,p.295.

（
２３
）

T
rifon

e,p.14.
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認
め
な
い
と
い
う
コ
ム
ー
ネ
の
姿
勢
が
こ
こ
で
明
確
に
顕
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
Ｌ
Ａ
の
規
定
に
見
ら
れ
る
法
源
の
格
付
け
は
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
国
王
の
勅
法
の
、
他

の
あ
ら
ゆ
る
法
源
へ
の
優
越
性
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
Ｌ
Ａ
の
序
で
は
勅
法
に
反
す
る
慣
習
法
が
効
力
を
失
う
と

い
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い（
５
）

る
。
Ｌ
Ａ
の
詳
細
な
法
源
研
究
に
よ
れ
ば
、
註
解
学
派
が
条
例
優
先
理
論
正
当
化
の
た
め
に
コ
ル
プ
ス
・

ユ
ー
リ
ス(I.4.17.pr)

か
ら
引
き
出
し
た
法
源
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
理
論
は
、
Ｌ
Ａ
に
は
何
の
直
接
的
な
影
響
も
与
え
て
お
ら
ず
、
む
し

ろ
、
起
草
者
が“P

u
ritatem

”

の
起
草
の
際
に
直
接
的
に
依
拠
し
た
の
は
、
一
二
〇
二
年
に
制
定
さ
れ
て
一
二
三
〇
年
に
公
布
（
つ
ま

り
Ｌ
Ａ
公
布
よ
り
前
）
さ
れ
た
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
（
南
イ
タ
リ
ア
の
都
市
）
の
条
例
で
あ
っ
た
と
い（
６
）

う
。
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
は
か
つ
て
ラ
ン

ゴ
バ
ル
ド
系
公
国
の
中
心
都
市
で
あ
り
、
住
民
の
多
く
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
系
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
時
代
に
も
依
然
と
し
て
ラ
ン
ゴ
バ
ル

ド
法
が
広
く
通
用
し
て
い
た
。
こ
の
条
例
で
は
、
ま
ず
承
認
さ
れ
た
慣
習
法
、
次
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
、
そ
れ
ら
の
欠
缺
の
際
に
は
ロ

ー
マ
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
が
主
流
の
地
域
で
も
ロ
ー
マ
法
の
影
響
が
及
び
始
め
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い（
７
）

る
。

問
題
の
、
Ｌ
Ａ
に
規
定
さ
れ
た
国
王
の
勅
法
の
優
越
性
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
時
代
以
前
に
、
既
に
ノ
ル
マ
ン
時
代
の
ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ

二
世
の
ア
ッ
シ
ー
セ
（
法
令
）
に
も
見
ら
れ
る
（
一
一
四
〇
年
）。
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ー
ノ
写
本
と
カ
ッ
シ
ネ
ー
ゼ
写
本
の
内
容
が
異
な
る

た
め
、
両
者
に
共
通
す
る
箇
所
の
み
引
用
す
れ
ば
、「
新
た
に
陛
下
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
法
が
、
習
俗
、
慣
習
と
ロ
ー
マ
法
規
に
は

何
の
変
更
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
、
一
般
的
に
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
。
た
だ
し
こ
の
規
定
に
明
白
に
反

す
る
場
合
を
除（
８
）

く
。」
こ
の
よ
う
に
、
国
王
の
公
布
し
た
法
規
は
、
王
国
全
体
に
対
し
て
一
般
法
の
価
値
を
有
し
、
そ
れ
に
他
の
あ
ら

ゆ
る
法
規
範
が
服
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ノ
ル
マ
ン
の
ア
ッ
シ
ー
セ
に
は
ロ
ー
マ
法
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
が
、
た
だ
し
こ
の
規
定
の
根
拠
は
か
の“R

ex
in

regn
o

su
o

est
im

perator”

と
い
う
法
学
提
要
か
ら
の
定
式
で
は
な
い
。
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ち
な
み
に
こ
の
定
式
は
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
（
そ
れ
以
前
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
に
せ
よ
）、
マ
リ
ー
ノ
・
ダ
・
カ

ラ
マ
ニ
コ
に
よ
る
Ｌ
Ａ
の
序
へ
の
註
釈
に
お
い
て
初
め
て
出
現
す
る
こ
と
に
な（
９
）

る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
Ｌ
Ａ
に
お
け
る
法
源
の
格
付
け

は
、
ノ
ル
マ
ン
の
も
の
以
上
に
国
王
の
勅
法
の
優
越
性
を
推
し
進
め
、
単
に
漠
然
と
遵
守
を
命
じ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
裁
判
の

際
に
第
一
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
範
と
し
た
。
し
か
し
、
い
か
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
権
力
が
強
大
で
あ
ろ
う
と
も
、
勅
法
以
外
の
法

の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
り
わ
け
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
広
範
囲
に
わ
た
る
残
存
と

い
う
無
視
で
き
な
い
現
実
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
は
、
イ
タ
リ
ア
半
島
へ
六
〇
〇
年
と
い
う
期
間
を
か
け
て
浸
透

し
、
契
約
法
、
家
族
法
、
相
続
法
と
い
う
形
で
残
存
し
続
け
た
り
、
あ
る
い
は
都
市
の
慣
習
法
（
特
に
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
、
サ
レ
ル
ノ
、

カ
プ
ア
な
ど
）
と
い
う
形
で
変
容
し
て
存
続
し（
１０
）

た
。
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ル
マ
ン
」
系
諸
民
族
の
中
で
は
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
は
特
に
法
的

に
優
れ
た
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
パ
ヴ
ィ
ー
ア
法
学
校
の
興
隆
や
「
封
建
法
書
」
や
「
ロ
ム
バ
ル
ダ
」
と
い
っ
た
成
果
を
生
ん

だ
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
優
れ
た
内
容
を
持
っ
た
法
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
存
続
を
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
が
あ
ら
ゆ
る
法
領
域
を
覆
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
お
そ
ら
く
は
欠
缺
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ロ
ー
マ
法
に
従
っ
て
生
活
す
る
人
々
と
の
間
の
取
引
な
ど
で
問
題
が
生
じ
え
た
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
そ
の

よ
う
な
場
合
に
ロ
ー
マ
法
に
頼
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
の
条
例
は
お
そ
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
状
況

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
Ｌ
Ａ
の“P

u
ritatem

”
の
規
定
は
ま
さ
に
こ
れ
を
下
敷
き
と
し
て
い
た
。
Ｌ
Ａ
と
そ
の
新
勅

法
の
起
草
に
携
わ
っ
た
の
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
で
法
学
を
修
め
た
者
か
、
も
し
く
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
学
派
の
影
響
下
に
あ
る
者
た
ち
、

す
な
わ
ち
学
識
法
学
者
で
あ
る
。
む
し
ろ
中
世
盛
期
の
法
学
研
究
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
法
学

者
に
と
っ
て
は
ロ
ー
マ
法
こ
そ
が
共
通
の
理
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
か
に
起
草
者
た
ち
の
理
念
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
南
イ
タ
リ
ア
の
現
実
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
が
広
範
に
通
用
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
と
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の
共
生
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
一
二
三
一
年
に
公
布
し
た
勅
法
の
規
定
を
現
実

に
あ
わ
せ
て
改
定
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
ノ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
法
（
以
下
フ
ラ
ン
ク
法
と
省
略
）
に
対
す
る
Ｌ
Ａ
の
態
度
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、

フ
ラ
ン
ク
法
に
対
し
て
は
非
常
に
敵
対
的
な
態
度
を
と
っ
た
。「
合
理
主
義
者
」
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
、
訴
訟
に
お
け
る
証
明
方
法
と
し

て
の
神
判
や
決
闘
を
嘲
笑
し
批
判
し
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る（
１１
）

が
、
ま
さ
に
こ
の
決
闘
を
、
フ
ラ
ン
ク
法
に
基
づ
く
廃
止
さ
れ
る

べ
き
制
度
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｌ
Ａ
の
該
当
す
る
部
分
を
一
部
抜
粋
し
て
み
る
と
、「
朕
の
寛
大
な
計
画
を
追
求
す
る
た
め
、

決
闘
を
朕
の
国
家(res

pu
blica)

よ
り
、
い
く
ら
か
の
わ
ず
か
で
些
細
な
場
合
を
除
い
て
追
放
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
目
下
の
場

合
の
主
題
は
、
フ
ラ
ン
ク
人
に
関
し
て
生
じ
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
の
人
格
の
、
そ
し
て
そ
の
全
財
産
や
そ
の
大
部
分
を
一
般
に
一
騎
討

ち
と
呼
ば
れ
る
決
闘
に
お
い
て
運
命
に
委
ね
て
い
た
。
…
従
っ
て
、
証
明
の
方
法
、
す
な
わ
ち
決
闘
に
つ
い
て
定
め
る
。
こ
れ
を
フ
ラ

ン
ク
法
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
々
は
今
ま
で
互
い
に
対
立
し
あ
っ
て
い
る
当
事
者
に
関
し
て
、
ま
た
互
い
に
立
て
ら
れ
た
証
人
に

関
し
て
も
利
用
し
て
き
た
が
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
も
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
し
か
し
も
し
フ
ラ
ン
ク

人
が
フ
ラ
ン
ク
人
か
ら
ま
た
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
か
ら
何
ら
か
の
民
事
ま
た
は
刑
事
上
の
問
題
に
関
し
て
攻
撃
を
受
け
た
な
ら
、
証
人

も
し
く
は
文
書
な
ど
の
証
拠
を
介
し
て
立
証
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
真
実
が
十
分
に
証
明
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ

る
。」(C

.II.3

（
１２
）

2)

こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
証
明
方
法
の
合
理
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
別
の
箇
所
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
決
闘
を
「
自
然

に
一
致
せ
ず
、
普
通
法
か
ら
逸
脱
し
、
衡
平
の
原
理
に
も
調
和
し
な
い
」
と
い
う
真
の
証
明
に
あ
ら
ざ
る
も
の
と
非
難
し
て
お
り(C

.

II.3

（
１３
）

3)

、
そ
の
た
め
に
廃
止
を
命
じ
た
。
彼
が
フ
ラ
ン
ク
法
に
関
し
て
廃
止
を
規
定
し
た
の
は
そ
れ
だ
け
で
な
い
。
時
効
に
関
す
る
法

も
同
様
の
扱
い
を
受
け
た
。
こ
れ
は
Ｌ
Ａ
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
私
法
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
朕
の
王
国
の
い
く
ら
か

の
部
分
に
お
い
て
、
時
効
に
関
し
て
固
執
さ
れ
て
き
た
不
都
合
な
慣
習
法
を
将
来
停
止
す
る
よ
う
命
じ
、
こ
の
法
を
そ
の
こ
と
に
つ
い
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て
公
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
朕
の
王
国
の
忠
実
な
る
者
た
ち
の
間
に
お
け
る
こ
れ
に
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
は
全
く
廃
止
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
年
月
日
時
の
時
効
期
間
、
こ
れ
ゆ
え
に
あ
る
者
は
自
分
の
物
へ
の
所
有
権
を
失
い
、
フ
ラ
ン
ク
人
は
所
有
剥
奪

(dissasin
a)

ゆ
え
に
も
は
や
訴
え
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
完
全
に
除
去
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
普

通
法
の
一
般
的
な
時
効
が
効
力
を
持
つ
こ
と
を
朕
は
定
め
る
」(C

.III.3

（
１４
）

7)

と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
法
の
時
効
制
度
を
廃
止
し
て
い
る
。

更
に
、
フ
ラ
ン
ク
法
の
訴
訟
手
続
を
廃
止
し
て
い
る
規
定
も
あ
る
。「
フ
ラ
ン
ク
人
の
あ
る
種
の
特
別
法
、
正
し
く
言
う
な
ら
ば
不
法
、

こ
れ
は
従
来
民
事
裁
判
で
も
刑
事
裁
判
で
も
効
力
を
有
し
続
け
て
き
た
が
、
朕
の
こ
の
規
定
の
公
布
に
よ
っ
て
、
王
国
の
す
べ
て
の
忠

実
な
る
者
た
ち
に
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
望
む
。
す
な
わ
ち
個
々
の
者
の
法
を
正
義
の
秤
に
か
け
て
考
慮
す
る
朕
は
、
裁
判
に
お

い
て
何
ら
か
の
人
の
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
訴
え
を
提
起
す
る
か
ま
た
は
不
平
を
訴
え
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
人
で
あ
れ
ロ
ー
マ
人

で
あ
れ
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
で
あ
れ
、
等
価
に
正
義
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
古
い
フ
ラ
ン
ク
法
の
詭
弁
と
謬
見
、
す
な
わ
ち
フ
ラ

ン
ク
人
の
間
で
裁
判
に
お
い
て
従
来
保
た
れ
て
き
たqu

in
zan

a

（
一
四
日
の
召
喚
期
日
）
と
時
間
の
決
定
を
、
他
の
単
純
な
も
の
と

と
も
に
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
も
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
排
除
す
る
。」(C

.II.1

（
１５
）

7)

ま
た
、
フ
ラ
ン
ク
法
の
あ
る
刑
罰
を
廃
し
て
い
る

規
定
も
あ
る
。「
望
ま
れ
た
平
和
の
混
乱
を
も
た
ら
す
、
朕
の
臣
下
の
暴
力
行
為
を
、
双
方
の
法
す
な
わ
ち
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
と
普
通

法
の
間
で
中
間
の
道
を
選
ん
で
、
正
当
な
刑
罰
を
も
っ
て
抑
制
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。
…
更
に
暴
力
行
為
に
お
い
て
一
定
の
刑
罰
を
定

め
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
法
は
こ
の
部
分
に
お
い
て
停
止
と
な
る
。」(C

.I.2

（
１６
）

5)

こ
の
時
期
、
フ
ラ
ン
ク
法
を
維
持
し
つ
つ
生
活
し
て
い
た

者
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
存
在
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ク
法
は
ノ
ル
マ
ン
人
征
服
者
た
ち
が
も
た
ら
し
た
法
で
あ
る

か
ら
、
恐
ら
く
は
ノ
ル
マ
ン
系
の
貴
族
身
分
の
者
た
ち
の
間
で
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
既
に
彼
ら
は
少
数
派
と
な
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
君
主
の
一
存
で
、
フ
ラ
ン
ク
法
の
制
度
の
廃
止
が
宣
言
さ
れ
、
そ
れ

と
は
対
照
的
に
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
は
普
通
法
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
法
も
相
続
法
に
関
し
て
の
み
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は
現
状
の
ま
ま
存
続
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
く(C

.III.26,27)

。

こ
の
よ
う
に
、
序
列
化
さ
れ
た
法
源
と
、
廃
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
法
源
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
序
列
の
第
一
位

を
占
め
た
の
は
勅
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、“P

u
ritatem

”

に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
の
は
、
裁
判
の
際
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
格
付

け
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
裁
判
に
お
い
て
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
た
順
で
法
規
範
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
で
は
実
際
に
勅
法
は

ど
の
よ
う
な
規
定
か
ら
な
っ
て
い
た
の
か
。
Ｌ
Ａ
の
規
定
は
、
そ
の
大
部
分
が
裁
判
権
と
そ
の
管
轄
、
訴
訟
法
お
よ
び
刑
法
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
私
法
に
関
す
る
規
定
は
ほ
と
ん
ど
な（
１７
）

い
。
裁
判
権
規
定
は
官
吏
の
義
務
を
定
め
た
も
の
が
多
く
、
王
国
の
一
般
の
人
々

は
そ
れ
に
服
す
る
客
体
と
さ
れ
た
。
私
法
に
関
す
る
規
定
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
分
野
で
は
事
実
上
勅
法
と
ロ
ー
マ

法
や
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
と
の
抵
触
の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
非
常
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
結
局
適
用
に
お
い
て
問
題

と
な
り
う
る
の
が
、
刑
法
規
定
と
訴
訟
法
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
適
用
順
位
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

が
意
図
し
た
の
は
、
王
国
民
を
同
一
の
訴
訟
手
続
に
服
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
私
法
は
慣
習
法
と
普
通
法
に
委
ね
る
こ
と
で
あ
っ
た
と

言
え
る
（
同
一
の
刑
法
に
服
さ
せ
る
こ
と
も
同
時
に
意
図
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
せ
る
が
、“P

u
ritatem

”

は
上
級
刑
事
裁

判
権
の
担
い
手
の
司
法
官
に
対
し
て
宛
て
ら
れ
た
規
定
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
想
定
は
な
さ
れ
に
く
い
）。
こ
れ
を
ま
さ
に
示
し
て
い

る
の
が
、
前
掲
のC
.II.17

の
規
定
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
フ
ラ
ン
ク
法
の
手
続
―
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
「
不
法
」
と
呼
ん
で

い
る
―
を
排
除
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
の
区
別
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ク
法
、
ロ
ー
マ
法
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
に
従
っ
て
生
活
し

て
い
る
人
々
の
相
違
を
な
く
し
、
等
し
い
手
続
に
服
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち“P

u
ritatem

”

に
お
い
て

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
（
現
代
の
用
語
を
使
え
ば
）
実
体
法
に
関
す
る
問
題
で
は
な
く
、
手
続
法
に
関
す
る
問
題
な
の
で
あ
り
、
こ

こ
に
も
北
イ
タ
リ
ア
の
条
例
優
先
理
論
と
の
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

更
に
、“P

u
ritatem

”

の
規
定
が
カ
メ
ラ
リ
ウ
ス
と
バ
ユ
ー
ル
ス
と
い
う
官
吏
に
対
し
て
宛
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
重
要
で
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あ
る
。
彼
ら
は
王
国
の
多
数
に
分
け
ら
れ
た
管
区
に
配
置
さ
れ
た
地
方
官
で
あ
っ
た
が
、
特
に
諸
都
市
の
下
級
裁
判
官
と
し
て
の
役
割

を
も
果
た
し
た
（
裁
判
自
体
はiu

dex

と
呼
ば
れ
る
都
市
の
裁
判
官
た
ち
が
行
っ
た
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
に
お
い
て
は
、
裁
判

権
を
担
う
官
吏
の
統
制
と
共
に
、
諸
都
市
の
裁
判
の
規
律
も
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
都
市
の
自
治
に
対
し
て

敵
対
的
な
態
度
を
と
り
、
権
力
下
に
統
制
す
る
こ
と
を
試
み
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
メ
ラ
リ
ウ
ス
と
バ
ユ
ー
ル
ス
は
王

国
の
官
吏
と
し
て
ま
さ
に
そ
の
任
務
を
担
っ
て
い
た
。
都
市
に
対
す
る
統
制
の
意
図
は
、
訴
訟
に
お
い
て
適
用
す
べ
き
法
の
指
示
と
い

う
形
で
も
現
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
ま
た
、
貴
族
た
ち
の
同
輩
裁
判
に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
も
同
種
の
適
用
法
規
範
格
付

け
が
見
ら
れ
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
目
的
は
、
王
国
の
一
般
民
だ
け
で
な
く
、
貴
族
た
ち
の
裁

判
を
も
統
制
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
別
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
Ｌ
Ａ
の
訴
訟
法
は
学
識
法
学
の
訴
訟
に
か
な
り
の
程
度
依
拠
し

て
い
た
の
で
あ（
１８
）

り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
王
国
に
お
け
る
訴
訟
の
合
理
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
既
に
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
はL

A
I.49

に
お
い（
１９
）

て
、
王
国
の
官
吏
以
外
の
主
体
（
封
建
領
主
、
聖
職
者
、
都
市
な
ど
の
自
治
体
）
が
裁
判
権
（
司
法
官
職
�

上
級
刑
事
裁
判
権
）
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
領
域
全
土
を
原
則
的
に
国
王
の
裁
判
権
下
に
服
せ
し
め
る
こ
と
を
宣
言
し
て
お
り
、

更
に
Ｌ
Ａ
の
諸
規
定
に
お
い
て
各
官
吏
の
裁
判
管
轄
を
詳
細
に
区
分
し（
２０
）

た
。
そ
し
て
次
に
訴
訟
手
続
と
適
用
さ
れ
る
規
範
の
統
一
化
と

い
う
段
階
に
踏
み
出
し
た
と
言
え
る
。
南
イ
タ
リ
ア
で
は
権
力
の
集
中
化
が
早
く
に
進
行
し
た
が
ゆ
え
に
、
北
イ
タ
リ
ア
に
先
ん
じ
て

具
体
的
に
法
源
の
適
用
順
位
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

（
１
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
西
川
洋
一
教
授
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

佐
々
木
有
司
「
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
普
通
法(iu

s
com

m
u

n
e)

の
研
究
―
バ
ル
ト
ー
ル
ス
・
デ
・
サ
ク
ソ
フ
ェ
ル
ラ
ー
ト
を
中
心

と
し
て
―
」（
一
）、（
二
）、（
三
）、（
四
）、
法
学
協
会
雑
誌
八
四
―
一
、
四
、
八
、
八
五
―
八
、
一
九
六
七
、
六
八
年
参
照
、
特
に
（
一
）

の
四
六
頁
以
下
。
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（
３
）

前
掲
森
論
文
参
照
、
特
に
（
一
）
の
三
○
頁
以
下
。

（
４
）

前
掲
森
論
文
（
二
）、
四
五
頁
以
下
。

（
５
）

「
従
っ
て
、
朕
の
名
に
よ
る
こ
の
規
定
の
み
が
朕
の
シ
チ
リ
ア
王
国
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、
王
国
に
お
い
て
こ
の
朕
の

勅
法
に
反
す
る
前
述
の
古
い
法
規
や
慣
習
法
が
効
力
を
失
い
、
勅
法
の
規
定
が
不
可
侵
に
あ
ら
ゆ
る
者
に
よ
っ
て
将
来
も
維
持
さ
れ
る
べ
き

こ
と
を
命
じ
る
。
こ
の
中
に
朕
は
先
行
す
る
シ
チ
リ
ア
王
国
と
朕
の
規
定
が
転
記
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
勅
法
集
成
に
全

く
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
か
ら
は
何
ら
か
の
重
要
な
点
や
権
威
も
、
法
廷
に
お
い
て
ま
た
法
廷
外
で
も
要
求
さ
れ
え
な
い
。」S

tü
rn

er,S
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（
６
）

D
ilch

er,D
ie

sizilisch
e

G
esetzgebu

n
g,S

.204.

（
７
）

M
on

ti,IlD
iritto

C
om

u
n

e,p.219
;

C
alasso,L

a
con

st.P
u

ritatem
,p.244,254.

こ
の
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
の
慣
習
法
は
筆
者
未

見
。

（
８
）

M
on

ti,
Il

testo
e

la
storia

estern
a

delle
assise

n
orm

an
n

e,
in

:
L

o
stato

n
orm

an
n

o
svevo,

1945,
T

ran
i,

p
.

116,

“L
eges

a
n

ostra
m

aiestate
n

oviter
prom

u
lgatas,gen

eraliter
ab

om
n

ibu
s

precipim
u

s
observari;

m
oribu

s,con
su

etu
di-

n
es

et
legibu

s
n

on
cassatis,n

isiforte
n

ostris
h

is
san

ction
ibu

s
adversariqu

id
in

eis
m

an
ifestissim

e
vedeatu

r.”

（
９
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、C

alasso,I
grossatorie

la
teoria

della
sovran

ità,1957,M
ilan

o,pp.123

―162.

（
１０
）

C
alasso,L

a
con

st.P
u

ritatem
,pp.253

―.

（
１１
）

西
川
洋
一
「
シ
チ
リ
ア
王
国
勅
法
集
成
の
訴
訟
法
」（
二
）、
法
学
協
会
雑
誌
一
一
五
―
八
、
一
九
九
八
年
、
一
一
五
頁
以
下
。
山
内
進

『
決
闘
裁
判
』
二
○
○
年
、
講
談
社
、
七
五
、
一
八
三
頁
。

（
１２
）

S
tü

rn
er,

S
.

338,
“P

rosequ
en

tes
ben

ivolu
m

n
ostre

volu
n

tatis
propositu

m
,

qu
o

pu
gn

as
a

n
ostra

re
pu

blica
,

preterqu
am

in
qu

ibu
sdam

pau
cis

adm
odu

m
casibu

s,providim
u

s
su

bm
overe,in

geren
te

se
casu

s
praesen

tis
m

ateria,
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circa
F

ran
cos,

qu
i

person
aru

m
su

aru
m

pleru
m

qu
e

iu
dicia,

pleru
m

qu
e

reru
m

su
aru

m
om

n
iu

m
au

t
m

aioris
partis

earu
m

fortu
n

am
in

m
on

om
ach

iam
,

qu
e

du
ellu

m
vu

lgariter
dicitu

r,
repon

eban
t,

....
P

redictu
m

igitu
r

probation
is

m
odu

m
,per

pu
gn

as
videlicet,qu

o
iu

re
F

ran
coru

m
viven

tes
h

acten
u

s
u

teban
tu

r
tam

circa
prin

cipales
person

as,eas

scilicet
sibi

in
vicem

offeren
do,

qu
am

circa
person

as
testiu

m
in

vicem
produ

cen
doru

m
,

tam
in

civilibu
s

qu
am

in

crim
in

alibu
s

cau
sis

de
cetero

volu
m

u
s

esse
su

bu
latu

m
.S

ed
siF

ran
cu

s
aliqu

is
a

F
ran

co
veletiam

L
on

gobardo
su

per

aliqu
a

qu
estion

e
civilveletiam

crim
in

aliexititerit
im

petitu
s,per

probation
es

testiu
m

velin
stru

m
en

toru
m

et
sim

iles,

per
qu

as
possit

plen
e

probariveritas,con
vin

catu
r.”

（
１３
）

S
tü

rn
er,S

.340,“qu
e

n
atu

re
n

on
con

son
at,a

iu
re

com
m

u
n

ideviat,equ
itatis

ration
ibu

s
n

on
con

sen
tit.”

（
１４
）

S
tü

rn
er,S

.404,“D
u

ram
con

su
etu

du
n

em
et

in
iqu

am
,qu

e
circa

prescription
es

in
aliqu

iibu
s

regn
in

ostripartibu
s

obtin
ebat,

in
posteru

m
silere

precipim
u

s
et

presen
tem

legem
circa

ipsas
in

du
cim

u
s,

om
n

ibu
s

aliis
ipsi

con
trariis

in
ter

regn
i

n
ostri

fideles
om

n
in

o
su

blatis.
S

an
cim

u
s,

igitu
r,

praescription
em

an
n

i,
m

en
tis,

diei
et

h
ore,

per
qu

am

aliqu
is

de
dom

in
io

su
e

rei
cadebat,

et
F

ran
cu

s
de

dissasin
a

qu
eri

n
on

poterat,
pen

itu
s

am
overi,

sed
gen

erales

praescription
es

com
m

u
n

is
iu

ris
locu

m
h

abere.”

（
１５
）

S
tü

rn
er,S

.319,“S
peciale

qu
oddam

F
ran

coru
m

iu
s,im

m
o,u

t
propriu

s
loqu

am
u

r,in
iu

riam
,qu

od
in

iu
diciis

tam

civilibu
s

qu
am

crim
in

alibu
s

h
acten

u
s

obtin
ebat,

de
m

elio
tollere

cu
pien

tes
presen

tis
san

ction
is

n
ostre

program
ate

cu
n

ctis
regn

in
ostrifidelibu

s
volu

m
u

s
esse

n
otu

m
,qu

od
n

os,qu
isin

gu
loru

m
iu

ra
iu

stitie
libra

pen
sam

u
s,in

iu
diciis

aliqu
am

discretion
em

h
abere

n
on

volu
m

u
s

person
aru

m
,

sed
equ

a
lan

ce
sive

sit
F

ran
cu

s
sive

R
om

an
u

s
au

t

L
on

gobardu
s,

qu
i

agit
seu

con
ven

itu
r,

iu
stitiam

sibi
volum

u
s

m
in

istrari.
C

avillation
es

et
caption

es
an

tiqu
as

iu
ris

F
ran

coru
m

,qu
in

zan
as

et
m

om
en

ta
tem

poru
m

,qu
e

in
ter

F
ran

cos
litigan

tes
in

iu
diciis

h
acten

u
s

servaban
tu

r,n
ecn

on

qu
asdam

alias
su

btiles
observation

es
tam

in
civilibu

s
qu

am
in

crim
in

alibu
s

cau
sis

su
bm

ovem
u

s.”

こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ク

法
を
特
別
法
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
。

（
１６
）

S
tü

rn
er,S

.178
f,“V

iolen
tias

su
biectorm

n
ostroru

m
,qu

e
tu

rbation
em

desiderate
pacis

in
du

cu
n

t,in
ter

u
tru

m
qu

e

iu
s,

L
on

gobardoru
m

scilicet
et

com
m

u
n

e
,

viam
m

ediam
eligen

tes
pen

a
legitim

a
volu

m
u

s
coh

erceri.
...,

iu
re
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三

普
通
法
と
Ｌ
Ａ

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
諸
規
範
の
格
付
け
に
従
え
ば
、
普
通
法
は
最
後
の
段
階
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
補
充
法
と
し
て
の
性
格
を

持
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
更
な
る
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
シ
チ
リ
ア
王
で
あ
る
と
同
時
に
神
聖
ロ
ー
マ
皇

帝
で
も
あ
る
。
教
皇
権
に
対
し
て
い
く
らexem

ptio
ab

im
perio

、
す
な
わ
ち
シ
チ
リ
ア
王
国
の
帝
国
か
ら
の
分
離
性
や
法
的
無
関

係
性
を
主
張
し
よ
う
と
も
、
同
一
の
人
物
が
帝
冠
と
王
冠
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
Ｌ
Ａ
自
体
、
公
布
対
象
が
シ
チ
リ
ア
王
国
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
帝
権
と
王
権
と
の
境
界
を
曖
昧
に
し
て
、
皇
帝
と
し
て
の
立
場
で
規
定
を
行
っ
て
い（
１
）

る
。
こ

F
ran

coru
m

etiam
,qu

od
certas

pen
as

in
violen

tiis
statu

ebat,in
h

ac
parte

sopito.”

（
１７
）

Ｌ
Ａ
の
具
体
的
な
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、S

tü
rn

er,S
.65

を
参
照
。
私
法
に
つ
い
て
は
、H

.H
ü

bn
er,D

ie
G

esetzgebu
n

g

K
aiser

F
riedrich

s
II.

von
H

oh
en

stau
fen

u
n

d
das

P
rivatrech

t,
in

:
F

estsch
rift

fü
r

H
an

s
T

h
iem

e
zu

sein
em

80.

G
ebu

rtstag.

（
１８
）

西
川
洋
一
「
シ
チ
リ
ア
王
国
勅
法
集
成
の
訴
訟
法
」（
一
）、（
二
）、（
三
）、
法
学
協
会
雑
誌
一
一
五
―
二
、
八
、
一
二
号
、
一
九
九
八

年
。

（
１９
）

「
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
永
久
に
妥
当
す
べ
き
こ
の
朕
の
勅
法
を
も
っ
て
、
以
後
、
教
会
聖
職
者
、
伯
、
バ
ロ
ン
、
騎
士
と
、
地
域
の
自
治

体
が
、
そ
の
領
域
で
司
法
官
職
を
行
使
す
る
こ
と
、
ま
た
は
あ
る
者
に
そ
の
行
使
を
委
ね
る
こ
と
を
制
限
す
る
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
朕
に

よ
り
任
命
さ
れ
た
司
法
長
官
と
司
法
官
に
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」S

tü
rn

er,S
.208,“H

oc
igitu

r
n

ostre
m

aiestatis
edicto

in

perpetu
u

m
valitu

ro
firm

iter
in

h
ibem

u
s

prelatis
ecclesiaru

m
,

com
itibu

s
,

baron
ibu

s
,

m
ilitibu

s
et

locoru
m

u
n

iversitatibu
s,

n
e

iu
stitiariatu

s
officiu

m
in

terris
su

is
gerere

au
dean

t
vel

geren
du

m
alicu

i
dem

an
dare

,
sed

m
agistris

iu
stitiariis

et
iu

stitiariis
ab

excellen
tia

n
ostra

statu
tis

in
ten

dan
t.”

（
２０
）

西
川
洋
一
「
シ
チ
リ
ア
王
国
勅
法
集
成
の
訴
訟
法
」（
一
）、
一
八
三
頁
以
下
。
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れ
は
Ｌ
Ａ
の
序
な
ら
び
に
各
規
定
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
帝
国
の
普
遍
的
法
と
し
て
の
普
通
法
を
、
法
適
用

の
格
付
け
の
第
一
番
目
に
置
い
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
ベ
ッ
ロ
ー
モ
と
マ
ル
テ
ィ
ー
ノ
は
、

“P
u

ritatem
”

の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
説
は
い
ず
れ
も
普
通
法
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
を
単
に
実
定
的
な

法
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
と
批
判
し（
２
）

た
。
実
定
法
と
し
て
見
る
限
り
、
ロ
ー
マ
法
は
格
付
け
の
最
終
段
階
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
補

充
法
と
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
二
人
に
よ
れ
ば
、
当
時
ロ
ー
マ
法
す
な
わ
ち
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
はratio

scripta

と
し

て
、
そ
こ
か
ら
法
の
形
姿
や
法
的
論
証
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
放
出
さ
れ
て
く
る
源
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
正
義
と
衡
平
の
源
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
上
述
の
矛
盾
は
解
決
し
え
な
い
と
い
う
。
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
普
通
法
が

単
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
実
定
法
規
と
な
っ
た
の
は
、
帝
国
と
の
関
係
が
全
く
存
在
し
な
く
な
っ
た
ア
ン
ジ
ュ
ー
朝
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
マ
リ
ー
ノ
・
ダ
・
カ
ラ
マ
ニ
コ
は
あ
の
定
式“R

ex
in

su
o

regn
o

est
im

perator”

を
援
用
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
Ｌ
Ａ
の
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
が
い
か
に
普
通
法
の
理
論
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
直
接
的
な
法
源
と
し
て
い
か

に
多
く
の
ロ
ー
マ
法
に
依
拠
し
て
い
る
か
は
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
き（
３
）

た
。
ま
た
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
自
ら
の
権
力
を
根
拠
づ
け
る
た
め

に
利
用
し
た
の
も
普
通
法
学
の
理
論
で
あ
る
。
マ
ル
テ
ィ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
の
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
は
、

単
に
実
際
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
規
範
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
衡
平
と
諸
原
理
と
形
姿
が
引
き
出
さ
れ
る
べ
き
、
ま
た
新
し
い
現
実
を

規
整
す
る
た
め
の
法
創
造
の
方
法
が
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
統
一
体
で
あ
る
。
ま
さ
に
君
主
が
こ
の
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
か
ら
衡
平
を

見
い
だ
し(eru

dere
aequ

itatem
)

そ
れ
を
成
文
法
の
形
へ
と
移
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
君
主
は
立
法
者
で
あ
る
と

同
時
に
法
の
解
釈
者
で
も
あ
っ（
４
）

た
。

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
註
釈
学
派
は
、
法
学
を
法
の
「
解
釈
」
学
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
こ
こ
で
い
う
「
解
釈
」in

terpretatio

と
は
、
当
然
な
が
ら
近
代
実
定
法
解
釈
学
に
お
け
る
意
味
と
は
異
な
る
。
中
世
法
学
に
お
け
る
解
釈
者
に
任
さ
れ
た
領
域
は
非
常
に
広
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い
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
規
範
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
い
。
そ
れ
は
解
釈
者
の
意
思
と
自
由
の
行
為
で
あ
り
、
語
句
の
意
味
の
明
確

化
だ
け
で
な
く
、
訂
正
、
付
加
、
拡
大
な
ど
を
も
含
ん
で
い（
５
）

た
。
註
釈
学
派
の
理
論
が
法
の
解
釈
の
主
体
と
み
な
し
た
の
は
君
主
と
裁

判
官
と
法
学
者
で
あ
る
。
君
主
の
解
釈
はgen

eralis
et

n
ecessaria

（
一
般
的
か
つ
必
然
的
）
で
あ
り
、
大
多
数
の
者
に
対
し
て
拘

束
力
を
有
す
る
。
裁
判
官
の
解
釈
はn

ecessaria

（
必
然
的
）
で
あ
り
、
一
般
的(gen

eralis)

な
も
の
で
は
な
い
か
ら
拘
束
力
が
君

主
に
比
べ
て
限
定
さ
れ
、
紛
争
当
事
者
の
み
を
拘
束
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
法
学
者
の
解
釈
は
単
にprobabilis

（
蓋
然
的
）
で

あ
る
の
み
と
さ
れ
る
。
現
実
に
は
、
こ
の
理
論
が
産
み
出
さ
れ
た
北
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
君
主
（
皇
帝
）
は
不
在
で
あ
り
、
法
学
者

た
ち
は
自
ら
の
解
釈
の
権
能
を
最
大
限
に
行
使
し
え
た
。
こ
の
理
論
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
学
ん
だ
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
南
イ
タ
リ
ア

の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
如
く
、
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
は
衡
平
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
源
と

み
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
諸
規
定
が
そ
の
ま
ま
「
実
定
法
」
と
し
て
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

諸
規
定
の
背
後
に
あ
る
本
質
が
探
査
さ
れ
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
新
た
な
法
創
造
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
際
解
釈
者
の

役
割
は
非
常
に
広
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
法
学
者
の
解
釈
領
域
は
、
君
主
の
存
在
ゆ
え
に
制
限
さ
れ
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
法
学
者
た
ち
に
期
待
し
た
の
は
助
言
者
の
役
割
で
あ
り
、
彼
ら
の
助
言
に
基
づ
い
て
立
法
と
法
の
解
釈
を
行
っ
た
の

で
あ
る
。
マ
ル
テ
ィ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が“P

u
ritatem

”

に
お
い
て
法
源
の
格
付
け
を
行
っ
た
の
は
、
上
述
の
解
釈
者

の
領
域
の
理
論
に
基
づ
い
て
、
予
め
適
用
す
べ
き
法
規
範
を
示
し
て
お
く
こ
と
で
、
裁
判
官
の
解
釈
を
制
限
し
、
彼
ら
の
恣
意
を
防
ぐ

た
め
で
あ
る
と
い（
６
）

う
。
す
な
わ
ち
裁
判
官
が
自
ら
の
分
を
超
え
た
解
釈
に
よ
っ
て
、
君
主
のplen

itudo
potestatis

（
権
力
の
完
全

性
）
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
裁
判
官
は
単
な
る
法
の
執
行
者
の
役
目
が
与
え
ら
れ
た
。
法
と

し
て
の
価
値
を
持
つ
の
は
君
主
の
解
釈
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
ロ
ー
マ
法
を
格
付
け
の
最
後
の
段
階
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法

と
並
べ
て
単
な
る
補
充
法
と
し
て
置
く
こ
と
で
、
裁
判
官
が
普
通
法
か
ら
自
ら
法
創
造
す
る
力
を
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
を
防
ご
う
と
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し
た
。
そ
の
一
方
で
、
普
通
法
か
ら
適
切
な
法
規
範
を
見
い
だ
し
、
衡
平
を
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
の
で
き
る
法
学
者
を
養
成
す
る
た

め
、
す
な
わ
ち
君
主
へ
の
助
言
者
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
の
で
き
る
官
僚
と
し
て
の
法
学
者
を
作
る
た
め
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
ナ
ポ

リ
に
大
学
を
創
設
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
ナ
ポ
リ
大
学
で
は
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
が
研
究
と
教
育
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
マ
ル
テ
ィ
ー
ノ
の
説
は
大
変
説
得
力
が
あ
る
が
、“P

u
ritatem

”

の
法
源
格
付
け
と
結
び
つ
け
る
に
は
理
念
的
に
過

ぎ
る
感
が
あ
る
。
北
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
学
識
法
学
者
た
ち
が
諸
都
市
の
裁
判
所
に
お
い
て
活
躍
し
、
や
が
て
コ
ム
ー
ネ
が
帝
権

に
抵
抗
す
る
理
論
を
も
考
案
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
こ
の
よ
う
な
事
象
を
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
と
の
対
立
を
通
じ

て
よ
く
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、“P
u

ritatem
”

が
規
律
の
対
象
と
し
た
の
は
、
司
法
官
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
カ

メ
ラ
リ
ウ
ス
と
バ
ユ
ー
ル
ス
と
い
っ
た
、
下
級
裁
判
権
の
担
い
手
の
官
吏
で
あ
る
。
そ
の
中
に
学
識
法
学
者
が
ど
れ
ほ
ど
い
た
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
バ
ユ
ー
ル
ス
の
す
べ
て
が
普
通
法
学
に
精
通
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ

え
、
官
吏
の
養
成
大
学
と
し
て
ナ
ポ
リ
大
学
が
創
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
裁
判
官
の
恣

意
を
防
ぐ
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
な
ら
ば
、
法
学
者
の
恣
意
を
防
ぐ
た
め
の
試
み
も
何
ら
か
の
形
で
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
よ
り
後
代
に
な
る
が
、
帝
国
の
普
遍
的
法
で
あ
る
普
通
法
に
対
抗
し
て
、
自
治
都
市
の
条
例
優
先
理
論
を
生
み
出
し
た

の
は
他
な
ら
ぬ
法
学
者
た
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
法
学
者
へ
の
統
制
お
よ
び
学
識
法
学
へ
の
統
制
は
、
最
初
の
「
国
立
」
大

学
で
あ
る
ナ
ポ
リ
大
学
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
は
扱
い
え
な
い
。

（
１
）

前
掲
西
川
論
文
「
シ
チ
ー
リ
ア
王
国
勅
法
集
成
の
法
源
論
」
参
照
。

（
２
）

M
.

B
ellom

o,
L

’E
u

ropa
del

diritto
com

u
n

e,
ottava

edizion
e,

R
om

a,
1998,

pp.
103

―;
F

.
M

artin
o,

F
ederico

II.
il

legislatore
e

gliin
terpreti,M

ilan
o,1988.p.28

―30.

（
３
）

例
え
ばD

ilch
er,D

ie
sizilisch

e
G

esetzgebu
n

g

の
詳
細
な
調
査
を
参
照
。
ま
た
、T

h
.von

der
L

yeck-B
u

yken
,D

as
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お

わ

り

に

以
上
に
お
い
て
、
一
三
世
紀
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
法
が
存
在
し
、
効
力
を
有
し
て
い
た
の
か
を
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二

世
の
Ｌ
Ａ
と
特
に
そ
の“P

u
ritatem

”

の
規
定
を
手
が
か
り
に
し
て
論
じ
て
き
た
。
当
時
の
南
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
、

ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
、
都
市
慣
習
法
、
ノ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
い
っ
た
複
数
の
法
規
範
が
通
用
し
て
い
た
。
裁
判
権
と
法
の
多
様
性

は
、
前
近
代
の
特
徴
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
事
象
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は“P

u
ritatem

”

に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
法
を
訴
訟
に
お
い
て
適
用
す
る
際
の
格
付
け
を
行
い
、
自
ら
の
勅
法
を
第
一
位
に
置
き
、
他
の
法
を
そ
れ
に
下
属
せ
し

め
た
。
す
な
わ
ち
勅
法
を
頂
点
と
す
る
法
源
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
構
築
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
Ｌ
Ａ
の
中
に
は
、
従
来

維
持
さ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ク
法
を
廃
止
す
る
と
い
う
規
定
も
存
在
し
て
お
り
、
勅
法
自
体
が
他
の
法
の
妥
当
の
可
否
を
決
定
す
る
と
い

う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
一
見
北
イ
タ
リ
ア
の
条
例
優
先
理
論
に
基
づ
く
法
源
の
格
付
け
に
類
似
し
た
よ
う
に
見
え
る
規
定
で
あ
る
が
、

こ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
北
イ
タ
リ
ア
の
条
例
は
、
帝
国
の
普
通
法
に
対
抗
し
て
自
ら

röm
isch

e
R

ech
t

in
den

C
on

stitu
tion

en
von

M
elfi,K

öln
,1960

も
参
照
。

（
４
）

M
artin

o,pp.37

―53,60

―.
（
５
）

E
.C

ortese,L
a

n
orm

a
giu

ridica
II,M

ilan
o,1964,pp.296

―.

ま
た
、
概
説
書
で
は
あ
る
が
、P

.G
rossi,L

’ordin
e

giu
ridico

m
edievale,R

om
a-B

ari,1999,pp.162

―175

の
記
述
は
中
世
法
学
の
解
釈
理
論
を
的
確
に
ま
と
め
て
い
る
。
日
本
語
文
献
で
は
、
森
征

一
「
モ
ス
・
イ
タ
リ
ク
スM

os
Italicu

s

」
の
法
学
思
想
、
法
学
研
究
六
一
―
六
、
一
九
八
八
年
、
同
「
解
釈
の
学
と
し
て
の
中
世
ロ
ー
マ

法
学
の
基
本
思
想
」、
法
学
研
究
六
二
―
一
二
、
一
九
九
八
年
、
同
「
中
世
ロ
ー
マ
法
学
者
の
法
解
釈
論
」、
法
学
研
究
七
一
―
三
、
一
九
九

八
年
、
を
参
照
。

（
６
）

M
artin

o,pp.66
―68.
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の
妥
当
根
拠
を
条
例
制
定
理
論
・
条
例
優
先
理
論
に
基
づ
か
せ
た
。
一
方
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
Ｌ
Ａ
に
み
ら
れ
る
法
源
の
格
付
け
は
、
彼

の
王
権
に
基
づ
い
て
お
り
、
し
か
も
Ｌ
Ａ
の
中
で
は
王
権
と
帝
権
の
境
界
が
曖
昧
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
の
Ｌ
Ａ
は
、
啓
蒙
期
以
降
の
法
典
編
纂
と
は
異
な
り
、
あ
る
法
領
域
を
全
般
的
に
規
律
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

こ
れ
は“P

u
ritatem

”

や
そ
の
他
の
規
定
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
権
力
と
大
き
な
関
連
性
を
有
す
る
領
域
、
国
家
に
と
っ

て
重
要
な
意
義
を
も
つ
領
域
で
あ
る
刑
法
、
訴
訟
法
、
裁
判
権
お
よ
び
官
吏
の
職
務
規
律
規
定
は
、
他
の
法
に
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
法
領
域
、
す
な
わ
ち
私
法
は
、
既
存
の
法
や
普
通
法
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
っ
て
、
公
法
と
訴
訟
法
の
領
域
に
お
い
て
は
属
地
主
義
原
理
が
導
入
さ
れ
た
が
、
私
法
は
依
然
と
し
て
属
人

主
義
の
下
に
置
か
れ
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｌ
Ａ
の
訴
訟
法
は
学
識
法
の
訴
訟
理
論
の
影
響
下
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
国
王
の
勅
法
を
介
し
て
、
上
か
ら

学
識
訴
訟
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
北
イ
タ
リ
ア
と
の
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
南
イ
タ

リ
ア
で
は
Ｌ
Ａ
に
よ
っ
て
も
普
通
法
学
の
浸
透
が
も
た
ら
さ
れ
た
（
Ｌ
Ａ
は
以
後
一
九
世
紀
ま
で
南
イ
タ
リ
ア
で
は
現
行
法
で
あ
り
続

け
た
）。
そ
れ
ゆ
え
南
イ
タ
リ
ア
の
法
史
を
単
な
る
普
通
法
と
特
有
法
と
の
二
元
主
義
に
還
元
し
て
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言

え
る
。
Ｌ
Ａ
は
少
な
く
と
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
る
制
定
時
に
は
、
普
通
法
と
対
立
す
る
特
有
法
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
ラ
ン
ゴ
バ
ル

ド
法
す
ら
場
合
に
よ
っ
て
は
「
普
通
法
」
で
あ
り
、
特
有
法
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
南
イ
タ
リ
ア
法
史
の
独

特
の
性
格
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
更
に
南
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
王
権
と
普
通
法
学
と
の
提
携

の
あ
り
方
、
具
体
的
に
は
ナ
ポ
リ
大
学
で
研
究
・
教
育
さ
れ
た
法
学
の
特
徴
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
お
よ
び
法
学
者
は
王

国
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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