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《

研

究
ノ

ー

ト
》

マ

ッ

ク

ス

プ

ラ

ン

ク

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

法
史

研
究
所
と

そ
の

研
究
課
題

(

八
)

勝

田

有

恒

(

Ⅲ
)

単
行
(

論
)

文

献

呂
｡

コ
｡
g

岩
p

E
岩
F
e

｢

ぎ
邑
宅

ロ

ー

マ

法

渡
に

つ

い

て

の

釈
義
的
作
業
は

､

ア

ク

ル

シ

ウ
ス

の

標
準
註
釈
書
に

一

応
総
括
さ

れ

た
が

､

そ
の

後
の

法
学
者
達
は

､

個
々

の

法
素
材
と

く
に

実
務
上

重

要
な

対

象
に

つ

い

て

の

個
別
研
究
へ

と

傾
斜
し

て

ゆ

く
｡

小

型
の

s

亡

m
m
P

と
か

t

岩
C
t

巳
岳

個
別
研
究

･

単
行
論
の

萌
芽
は

す
で

に
一

二

世
紀
の

ナ

ポ

リ

法
学
派
に

み

ら

れ

る

と
い

わ
れ

る
が

､

個
別
法
領
域
の

基
本
的
な

意
義
に

つ

い

て

の

数
多
く
の

単
行

論
が

出
現
し

て

く
る

の

は
一

三

世

紀
の

後
半
で

あ
る

｡

特
に

挙
げ
る

こ

と

が

出
来
る

の

は

A
-

b
e

ユ
己
S

G

賀
已
口

亡
S

の

条
例
優
先
理

論
を

扱
っ

た

の
亡

駕
S
t

訂
ロ
e
S

S
t

巳
已
｡

2
m

及
び

刑
法
学
の

創

始
と

み

ら
れ

る

T
r

a
c

t

P
t

岳

告

m
巴
e

官
許

が

先
駆
的
な

も

の

で

あ

り
､

有
名
な

G
⊆
+

e
-

m
宏

D

弓
P

已
i

∽

の

∽
勺
e

C

已
亡

m

ど

巴
c

i

巴
e

は
､

そ

れ

ま

で

の

訴
訟
法
学
の

成
果
を

総
括
し

た

も

の

で

あ

り
､

註
解
学

派
の

チ

メ

ス
､

バ

ル

ト

ル

ス
､

パ

ル

ド
ス

な

ど

も
ー

連
の

単
行
論
を

著
わ

し
て

ゆ

く
が

､

と

く
に

バ

ル

ト

ル

ス

の

も
の

が

傑
出
し

て

い

る
｡

こ

う
し

た

単
行
論
は

一

五

世
紀
に

も

引
続
き

出
さ

れ

て

ゆ

く
｡

そ

し

㈹

て

こ

の

単
行
論
が

ヨ

ー

ロ

γ

パ

各
地
に

広
く

伝
播
し

て

ゆ

く
こ

と
に

5

よ
っ

て
､

註
解
学
派
の

時
代
と

そ

れ
に

続
く

時
代
と

が

接
合
さ

れ

る

わ

け

で
､

一

六

世

紀
後
半
に

は

大
規
模
な

単
行
論
集

､

-
例
え

ば

一

五

四

九

年
の

リ

オ

ン

版
の

も
の

は
一

七

巻
､

一

五

八
四

年
の

ヴ
ェ

ニ

ス

版
は
二

九

巻

-
が

出
版
さ

れ

て

い

る
｡

な

お

単
行
論
文
献
は

そ

の

対

象
に

よ
っ

て

二

つ

に

分
類
さ

れ

る
｡

(

1
)

一

般
的
単
行
論

単
行
論
文
献
の

う
ち

最
も

重

要
な

も
の

は

T
r

賢
t

毘

で
､

註
釈
学
派
の

時
代
に

も

あ

る

こ

と
は

あ
っ

た

が
､

そ

の

最
盛
期
は

ア

ク

ル

シ

ウ
ス

後
で

あ
る

｡

こ

れ

は

t

r

P

?

t

已
亡
∽

Y

-

旨
e

≡
s

､

b
r
e

く
i

s

岩
m
ヨ
p

と
い

ろ
い

ろ
に

呼
ば

れ

た

が
､

名
称
は

余
り

問

題
で

は

な
い

｡

重

安
な

点
は

､

著
者
が

､

特

殊
な

ま

と

ま

り

の

あ

る

叙

述
を

し
よ

う
と

し

て

い

る

点
で

あ

る
｡

そ

の

対

象
は

特
定
の

法
素
材
で

あ
っ

て
､

例
え

ば

P

b

ト

ロ
t
e

S
t

邑
O

S

宍
C

e
S

S
-

0

2.∽
-

ロ

已
e

ユ
p

(

無

遺

言

相

続
)

勺
P
C
t

0

2
m

ヨ

芝
e

ユ
P

(

契

約
)

等
で

､

こ

う
し

た

問
題
を

設
定
し

､

関

連
す

る

法
律
問

題
や

法
的
規
制
の

対

象
と

な

る

特
定
の

生

活

領
域
を

取
扱
う
の

で

あ

る
｡

m

芝
e
r

6
.

の

概
念
が

単
行
論
の

性
格
を

規
定
し

て

い

る
｡

m
甲

t

｡

ユ
｡

は

特
定
の

素

材
で

は

あ

る
に

し
て

も

決
し

て

特
定
の

法

律

原
典
に

依
拠
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

.
こ

の

こ

と

は

単
行
論
の

構
造

に

あ

ら

わ

れ
る

｡

単
行
論
の

叙
述
は

､

原
則
と

し

て

原
典
の

法
文

配
列
に

従
わ

ず
､

む
し

ろ

様
々

な

法
源
が

､

同
一

素
材
と
い

う
観

点
の

も

と
に

組
み

合
わ
さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て

原
典
に

即
す
る

こ

●
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J

と

は
二

次
的
な

意
味
し
か

も
っ

て

い

な
い

｡

例
え

ば
バ

ル

ト
ル

ス

の

t

岩
C
t

邑
亡
S

計

b

F
m
呂

.

旨
亡
∽

(

河

川

に

つ

い

て

の

単
行

論
)

は
､

確
か

に

P

王
一

-
.

叫

の

釈
義
の

形
式
を

と
っ

て

は
い

る
が

､

そ

の

叙
述
の

内
容
や

範
囲
は

単
な
る

釈
義
を

越
え

た

も

の

で
､

法

文
】

e

肖

は

た

ん

な

る

素
材
の

地

位
s

e

n

ゎ
四

日
賢
2
1
一

覧

に

し
か

な

い

｡

単
行
論
の

独
白
の

体
系
と
か

､

法
源
に

つ

い

て

の
一

貫
し

た

従
属
性
と
い

う
点
も
二

次
的
な

も
の

で

あ

り
､

必

ず
し

も

決
め

手

に

な
る

も

の

で

は

な
い

｡

し

か

し
バ

ル

ト
ル

ス

の

二
､

三

の

単
行

論
は

華
腰
な

構
成
を

示
し

て

い

る
｡

例
え

ば
t

岩
O
t

毘

宏
r
e

p

岩
S

･

巴
i

賀
∈

ヨ
(

報
復
)

で

は
一

〇
の

主
題
に

分
割
さ

れ

て

お

り
､

最

初
に

主
題
を

提
示
し

て
､

そ

れ

ぞ

れ
の

主
題
を

扱
っ

て

い

る

が
､

主

題
は

と

き
に

個
別
的
な

問
題

へ

さ

ら

に

再
分
割
さ
れ

て

お

り
､

そ

れ

ら

は

β

亡

罵
S

已
O

d
i

s

p
亡
t

p
t

P

の

シ
ュ

ー

マ

に

ょ
っ

て

展
開

さ

れ
て

ゆ

く
｡

主
題
と

副
次
的
問
題
の

区
分
は

､

バ

ル

ト
ル

ス

以

外
の

単
行

論
､

チ

ヌ

ス

や
パ

ル

ド

ス

さ

ら
に

そ

れ

以

後
の

法
学
者

の

も
の

に

も

み

ら

れ
る

｡

問
題
点
を

た

だ

区

分
し

て

ゆ

く

も
の

も

し

ば

し

ば

み

ら

れ
る

｡

こ

れ

は
パ

ル

ド

ス

に

み

ら

れ

る

が
､

最
初

に

す
べ

て

の

問
題
を

挙
げ

､

逐
一

叙
述
を

し

て

ゆ

く
｡

し

た
が

っ

て
､

体
系
的
構
成
は

し

ば

し
ば

単
行
論
に

み

ら
れ

る

も

の

の
､

必

ず
と
い

う
わ

け

で

は

な
い

｡

た
だ

し
､

こ

こ

で

の

体
系
と
い

う
の

は
､

形
式
上
の

素
材
分

類
な
の

で

あ
っ

て
､

体
系
的
な

考
察
が

み

ら
れ

る

わ

け
で

は

な
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

分
類
が

な

さ

れ

た

の

は
､

特
定
の

素
材
に

つ

い

て

可

能
な

限
り
の

問
題
を

探
求
す
る

と
い

う

理

由
か

ら
で

､

こ

れ

に

よ
っ

て

形
式
上
の

完
全
性
を

期
す
も

の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

こ

う
し

て

単
行
論
に

収

録
さ

れ

た

も
の

全
体
は

､

ヽ

一

つ

の

体
系
で

は

な

く
､

問
題
点
と

事
実
と

の

関
連
に

お

け
る

素

ヽ

材
な
の

で

あ

る
｡

素
材
と

そ
れ

に

関
す
る

個
別
的
な

法
政
や

学
説

の

ま

と

め

と

実
務
上
の

問
題
を

考
慮
し

て

の

論
究
と

を

行
う
単
行

論
は

､

特
別
な

学
問
的
寄
与
を

な

す
こ

と

に

な
る

｡

(

2
)

特
殊
単

行
論

単
行
論
文
献
は

､

そ

の

な

か

で

繰
り

返
し

取
扱
わ

れ

る

特
定
の

テ

ー

マ

に

よ
っ

て

分
類
さ

れ

る
｡

a

封
建
法
稔
括

s

G

m
m
p

と
い

う
の

は
一

般
的
に

一

つ

の

大
き

な

テ
ー

マ

に

つ

い

て

の

総
括
と
い

う
意
味
に

用
い

ら
れ

る

よ

う
に

な

り
､

部
分
的
に

は
､

単
行
論
と

同
義
で

あ
っ

た
｡

単

行
論
と

構
成
や

目

標
の

点
で

異
る

も
の

は
､

ロ

ー

マ

法
源
の

章

総
合

T
ぎ
印
-

岩
m
ヨ
e

で

あ

る

が
､

こ

れ

は
こ

の

時

代
に

は

最

早
書
か

れ

る

こ

と

は

な

く
､

一

三

世
紀
に

は
､

封
建
法
総
括
が

あ

ら

わ
れ

る
｡

-

O

F
p

ロ

ロ
e
S

句

琵
○
】

亡
∽

や

H
O

∽

{

岩
.

ロ
田

計

の

も

の
､

吋

オ
c

O

邑
-

p

が

編
纂
し

後
に

ー

p

c

O

b
亡
S

d
e

河
p
く

巴
ユ
s

が

増
訂
を

行
っ

た

大
規
模
な

も

の

が

あ

る
｡

こ

の

s

ロ

m
m
p

で

は
｢

革
+

に

分
深
さ

れ

て

い

る

が
､

そ

れ
は

J

旨
【

〓
e

亡

d
O

言
m

(

封

建

法

書
)

の

各
章
に

照
応
す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

b

(

条
例
)

設
問

集

血
∈

g
S
t

訂
n
e
s

(

賢
p

t

亡
t

O
r

亡

ヨ
)

例
と

し

て

は

す
で

に

挙
げ
た

G
P
-

乙
呂.
宏

の

も

の

や

A
-

訂
r

i

c

宏
d
e

河
O
S

C
i

p

t
e

の

類
似
の

書
が

あ

る
｡

後
者
は

普
遍
法

単

行

論
の

一

つ

｢

条
例
に

関
す
る

註
解
書
四

巻
+

と

し

て

公

刊
さ

れ
､

二

つ

折
り

版
一

七

〇
頁
に

及
ぶ

大
き

な

も

の

で

あ

る
｡

全
体
が

一

■7

八

七

の

設

問
に

区

分
さ

れ
､

条
例
適
用
に

つ

い

て

の

無
数
の

問

.
甜
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題
が

扱
わ
れ

て

い

る
｡

他
の

設
問
集
と

し
て

は
ロ

ー

マ

法
渡
の

短
い

問
題
や

法
文
を

集
め

た

s

5
.

g

已
賀

i

p

が

あ

る
｡

e

訴
訟
法
文
献

法
漁
へ

の

従
属
性
が

限
定
さ

れ

て

い

た

個

別
の

法
分
野
で

､

法
律
学
の

区

分
が

最
初
に

な

さ

れ

た

の

は

訴

訟
法
の

領
域
で

あ

る
｡

す
で

に

註
釈
学
派
の

時
代
に

､

法
源
が

ば

ら

ば

ら

で

あ
っ

た
た

め

と

実
務
上
の

必

要
か

ら
､

訴
訟
規

則

と
い

う
特
殊
な

総
括
的
著
述
が

な

さ

れ

て

い

る
｡

一

三

世
紀
末

に

デ
ュ

ラ
ン

テ
ィ

ス

が

こ

の

種
の

要
覧
を

あ

ら

わ

し
､

後
世
に

標
準
的
な

∽

勺
e

C

已
亡

m

F
d

山

c

邑
e

と

し

て

改
訂
さ

れ

た

(

一

五

六
三

年
バ

ー

ゼ

ル

版
､

一

六
一

二

年
フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

版
)

｡

こ

れ

は

四

巻
､

そ
れ

は

さ

ら
に

部
､

章
と
い

う

具
合
に

区

分
さ

れ
て

い

る
｡

章
は

一

つ

の

統
一

性
を

有
し
て

い

て

単
行
論
と

な

っ

て

い

る
｡

第
四

巻
に

は

無
数
の

実
務
上
の

方
式
が

収
録
さ

れ

て

い

る
｡

こ

こ

で

前
稿
で

記
し

た

｢

註
解
+

只
O

m
m
e

n
t

胃

と

｢

単
行
論
+

と

の

関
係
に

触
れ

る

こ

と

に

す
る

｡

総
合
的
な

叙
述
と

し

て

の

註
解
と

単

行
論
を

区

別
す

る

の

は

容
易
で

あ
る

が
､

大
き
な

｢

註
解
+

の

個
別
部

分
と

の

区

別
は

困
難
で

あ

る
｡

例

え

ば

口
許

宏

の

t

岩
O

t

監
亡
S

n

b

岩
C

C
2
S

S
i

0

2 .

b

岳

ほ

詳
細
に

記
述
さ

れ

た

｢

区

別
+

以

外
の

な
に

も
の

で

も

な
い

し
､

パ

ル

ド
ス

の

C
･

ヰ
･

-

払

(

d
e

c

O

ロ
ロ

江
t

已
p

勺
e
C

u

2 .

且

に

つ

い

て

の

註
解
と

t
r

発
t

邑
亡
∽

d
e

c

｡

ロ
S
t

i

t

已
｡

と

の

遠
い

は

僅
か

な

も
の

で

あ
る

｡

両
者
の

親
近

性
の

意
味
す

る

と
こ

ろ
は

､

両
者
の

区

別
が

困

難
な
こ

と

だ

け
で

は

な

く
､

註
解
そ
の

も
の

が

す
で

に

釈
義
と

い

う
課
題
か

ら

離
れ

て

い

た
こ

と
で

あ

る
｡

そ
し

て

個
別
的
な

素
材
を

取
扱
う

､

独
立
し

た

｢

単
行
論
+

は
､

実
務
上
の

必

要
に

よ
っ

て

刺
戟

鵬局
じ

さ

れ
た

こ

と

に

注
目

す
る

べ

き

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

方

法
に

よ
っ

て
､

近

代
的
な

､

法
漁
に

非
拘
束
的
な

法
律
学
分
化
の

基
礎
が

個
々

の

分
野

に

置
か

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

(

Ⅳ
)

辞
典

･

目

録

R
e

p
O

ユ
0

1

訂
n

こ

の

特
別
な

類
型
は

補
助

文
献

と

考
え

ら

れ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち

特
定
の

法
律
文
献
の

内
容
と
か

あ

る

法
域
あ

る

い

は

法
全
体
を

百
科
全
書
的
に

説
明

す

る

も
の

で

あ
っ

て
､

ア

ル

フ

ァ

ベ

ッ

ト

順
に

法
格
言

､

問
題
な

ど

が

短
い

脚

註
つ

き

で

配
列
さ

れ
て

い

る
｡

例
と

し

て

は
､

呂
賀
g

胃
-

t

P

告
払

出
○

芦

㌣

聖
】

乙
P

と

か

デ
ュ

ラ

ン

テ
ィ

ス

の

河
e

p
2

ユ
0
1
i

亡

m

望
-

1

e

∈

ヨ

が

挙

げ

ら
れ

る
｡

こ

の

種
の

補
助

文
献
は

そ
の

関
心

事
や

形
成
に

つ

い

て

地

域
的
に

変
化
が

み

ら
れ

る
｡

こ

の

註
解
学
派
の

時
代
は

教
会
法
や

ロ

ー

マ

法
に

関
す

る

補
助
文
献
が

発
達
し
た

｡

個
々

の

法
律
文

献
に

つ

い

て

の

目

録
は

あ

る

点
で

は

釈
義
文
献
の

な

か

に

入

る
､

つ

ま

り

法
律
文

献
の

内
容
目

録
を

作
成
す
る

こ

と

は
､

間
接
的
釈

義
を

行
う

こ

と

に

も

な

る

か

ら
で

あ
る

｡

法
全
体
に

つ

い

て

の

総
合
的
な

補
助

文
献
の

例
は

､

ロ

ー

マ

法
と

教
会
法
に

つ

い

て

の

A

冒
e

ユ
c

喜

d
e

河
O

S
C
-

監
0

の

D
訂
t
-

○

口

実
･

ど

ヨ

で
､

こ

れ

は

デ
ュ

ラ

ン

テ
ィ

ス

の

も
の

(

前
述
)

を

模
範
と

し

て

い

た
｡

様
々

の

観
点

か

ら

書
か

れ
て

い

る

が
､

こ

れ

は

ロ

ー

マ

法
･

教
会
法
そ

れ

ぞ

れ

の

立

場
か

ら

書
か

れ

た

も

の

が
､

後
年
に

接

合
さ

れ

た

た

め

ば
か

り

で

は

な
い

｡

ア

ル

ベ

リ

タ

ス

は
こ

の

書
物
が

語
句
の

解
明

を

目

途
と

す
る

と

序
文
に

記
し

て

い

る
｡

註
解
学
派
の

時
代
の

末
期
(

一

四
七

一

年
以

降
)

に

ア

ル

ベ

リ

タ

ス

の

も
の

よ

り

】▼
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ト

す
ぐ

れ

た

出
e

r
t

P
C

F

呂.
亡
S

句
F

m
p
ロ
ー

s

の

押
2

勺
e
l
t

0

1
i

亡

m

が

あ

ら

わ

れ

る
｡

こ

れ
は

一

種
の

辞
典
で

あ
っ

て
､

普
通
法
全
体
が

認
明
の

対

象
と

な
っ

て

い

る

が
､

前
置
詞
A

か

ら

N
O

岩
監
t

e
∽

ま

で

収
め

る

と
い

う

具
合
で

､

法
律
関
係
以

外
の

語
句
も

含
め

ら
れ

て

い

る
｡

こ

の

辞
典
式
の

著
作
で

興
味
深
い

こ

と

は
､

法
律
学
全
体
を

､

一

般

的
な

規
則
や

議
論
に

持
込
も

う
と

し

て

い

る

点
で

あ

る
｡

B

第
二

部
で

問
題
と

な
っ

て

い

る

の

は
､

以

上
の

よ

う
に

分
類
さ

れ

た

諸
々

の

文
献
類
型
を

､

ヨ

ー

ロ

γ

パ

法
学
は

､

註
解
学
派
の

時
代
に

も

つ

こ

と

と

な
っ

た

が
､

こ

の

ヨ

一

口

γ

パ

法
学
が

普
通
法
の

普
及
と
い

う

か

た

ち
で

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

一

円
に

拡
ま
っ

て

ゆ

き
､

そ
の

過
程
を

通
じ

て
､

文
献
類
型
に

も

変
化
を

生

じ
､

そ

の

亜
種
を

生

み

出
し

て

ゆ

く

現
象
で

あ

る
｡

註
解

学
派
の

文
献
は

､

註
釈
学
派
の

場
合
(

ワ

イ
マ

ー

ル

に

よ

る
)

と

は
い

さ

さ

か

異
り

､

形
式
面
の

み

が

分
類
の

メ

ル

ク

マ

ー

ル

と

は
な
っ

て

い

な
い

｡

す
な

わ

ち
､

文
献
の

内
容
や

対

象
と

な

る

法
素
材
も

考
慮
さ

れ

て

い

る

が
､

こ

れ
は

法
律
家
の

活
動
が

､

註
釈
学
派
の

時
代
よ

り
も

複

濃
化
し

､

取
扱
う
法
漁
も
ロ

ー

マ

法
に

限
定
さ

れ

な

く

な
っ

た

た

め
で

あ

る
｡

そ

れ

は

実
務
的
な

性
格
と

固
有
法
へ

の

考
慮
を

文
献
に

課
す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

註
解
学
派
お

よ

び
そ

れ

以

後
の

文

献
を

分
類
す
る

に

あ
た
っ

て

は
､

な

お
一

層
､

内
容
や

機
能
の

面
に

留
意
せ

ね

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

り
､

実
務
上
の

必

要
か

ら
の

卑
俗
化
に

際
し

て
､

こ

の

時
代
ま
で

に

完
成

さ

れ

て

い

た

形
式
も

変
化
を

来
た

す
の

で

あ

る
｡

全
体
と

し

て

ま

ず
四

類
型
が

示
さ

れ

る
｡

Ⅰ

普
通

法
の

実
務
家
文
献

､

Ⅱ

普
通
法
の

卑
俗
文
献

､

Ⅲ

国
有
法
の

普
通
法
に

よ

る

影
響
を

受
け
た

叙

述
､

Ⅳ

固

有
法
の

学
識
法
的
文
献

｡

(

Ⅰ
)

普
通
法
の

実
務
家
文

献

勺
1

P
打
t
i

打
e

r
-

ヤ

訂
r

芝
実

学
識
法
の

影

響
は

助

言
文
献
に

の

み

あ

ら

わ
れ

る

の

で

は

な

く
､

実
務
に

た

ず
さ

わ
る

法
曹
の

た

め
に

特
に

書
か

れ
た

も
の

も

あ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

実
務
家
用
の

文
献
に

は
二

種

類
あ
る

｡

(

1
)

訴
訟
法
文
献

訴
訟
添
専
門
の

文
献
に

は

早

期
に

訴
訟
法
と

い

う
法
領
域
に

つ

い

て

の

概
観
的
叙
述
に

お

け
る

学
問
的
な

関
心

が

み

ら
れ

る

ば

か

り

で

な

く
､

間
も

な

く

法
律
実
務

へ

の

関
心

も

示
さ

れ

る

よ

う
に

な

る
｡

多
く
の

訴
訟
迭

文

献
に

は

明

瞭
に

実

務
入

門
の

必

要
が

説
か

れ

て

い

る
｡

例

え

ば

出
○

ロ

品
已
d

p

の

S

亡

ヨ
ヨ
p

-

ロ
t

r

O
〔

F
c
t

O
r
-

p

邑
○

く
O
C

賢
O
r

亡

m

な

ど

が

そ

れ

で

あ

る
｡

こ

う
し

た

実
務
入

門
の

性
格
か

ら
､

特
殊
な

文
献
類
型
が

生

ま

れ
る

｡

そ
れ

は

∽

勺
e

C

已
亡

m

ど
d
-

c
i

巴
¢

の

第
四

巻
が

収
録
し

て

い

る

よ

う
な

方
式
集

句
O
r

m
已

賀
S

p

ヨ
ヨ
E

∈

ロ
粥

で

あ

る
｡

す

で

に
一

三

世
紀
の

前
半
に

は

河
○

守
e
几

F
s

の

〓
b
e
l

-

〓
賢
i

s

c
小

く

E
∽

や
ー

旨
e

≡

訂
r

訂

c

呂
O

n
i

c
i

(

ロ

ー

マ

法
と

教
会
法
の

訴
状
)

に

関
す
る

著
作
の

よ

う
な

も

の

が

生

ま

れ

て

い

る
｡

註

解

学

派
の

文
献
と
し

て

は
一

四

世
紀
の

初

頭
に

モ

ン

ペ

リ

エ

一

句
e

t

ロ

宏

】

告
O

b
-

の

勺

岩
C
t

訂
p

p
亡
1
①

P

(

｢

旨
①
1

E

訂
-

-

O

r

亡

m
)

が

書
か

れ
た

と
い

わ

れ

て

い

る

し
､

後
年
に

は

勺
e

t
r

宏
d
e

句
e

∃

賀
許

の

P

岩
C
t

訂
p

n

O
く
p

首
已
c
i

巴
i

s

が

あ

り
､

訴
状
方
式
が

収
録
さ

れ
､

詳
細
な

註
解
が

付
さ

れ

て

い

る

も
の

が

あ
る

｡

実
務
上

､

抗

弁
文
献
も

存
在
し

た
｡

一

三

世

紀
の

中
頃
の

宅
e

p
O

S

d
e

呂
O

n
･

t

e

已
b

巴
-

○

の

｢

旨
e

〓

喜
{
一

品
i

t

才
G
S

が

挙
げ

ら
れ

る

が
､

著
作

(リ
レ

者
自
ら

記
す
よ

う
に

､

こ

れ

は

貧
者
や

弱
者
の

利
用
に

供
す
る

も

甜
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の

で
､

訴
訟
に

お

け
る

防
禦
の

可
能
性
を

与

え

よ

う
と

し

た

も
の

で
､

二

五

項
目
に

わ
た
っ

て

抗
弁
が

解
説
き
れ

て

い

る
｡

形
式
の

点
か

ら
み

れ

ば
こ

の

類
型
は

と

く
に

変
っ

て

い

る

わ

け

で

は

な
い

｡

方
式
･

事

案
例
集
は

｢

註
解
+

の

技
術
の

一

部
で

あ

り
､

単
行
論
と

も

結
合
さ

れ

る
｡

し
か

し

な
が

ら
､

こ

の

文
献
の

も

つ

意
義
は

極
め

て

大
き
い

｡

と
い

う
の

は

こ

の

文
献
は
ヨ

一

口

ブ

パ

中
に

普
及
し
､

こ

れ

を

模
倣
し

た

も
の

が

無
数
に

あ

ら

わ

れ

て

く
る

か

ら
で

あ
る

｡

訴
状
文
献
と

し

て

は
一

二

六

三

年
頃
カ

ス

チ

ラ

で

成
立

し
た

か

の

有
名
な

句
e

言
p

ロ

d
O

巳

賀
t
-

ロ
e
N

d
e

N

甲

m
O

岩

の

呂

弓
g

邑
t

P

d
e

-

S

勺
訂

i

t

O

S
､

ド

イ

ツ

の

も
の

で

は

一

四
一

〇
年
頃
の

∽
亡

m

ヨ
p

H
e

r

ヨ

旨
2 .

P

す
な

わ

ち

勺
e
t

2
S

甘
c

O

b
ト

の

耳
g
t
小

c

P

の

抜
粋
書

S
∈

ヨ
m
む

二
旨
e

-

訂
f

O
【

m

賀
d
i

s
､

さ

ら
に

訴
訟
法
鑑

只
-

P

笥
p

i

e

鷲
-

が

あ

る
｡

抗
弁
文
献
は

､

ネ

ボ

ス

の

著
作
か

ら
の

G
e

岩
邑
岳

芦
U

n

宍
F

宏

の

抜
粋

ロ
e
f

e

ロ
S

O

r
･

i

喜
｡

(

一

四

世

紀
前
半
)

と
か

S

p
e

邑
亡

m

の

縮
小

版
と

も
い

う

ぺ

き

ー

｡

F

呂
ロ
e
m

d
e

∽
t

召
n

P

の

P

b

官
e

く

監
亡

m

は
､

訴
訟

全
般
に

つ

い

て

の

総

合

的
な

も

の

で

あ

り
､

P
-

r

訂
F

T
e

星
O
r

俗
人

法
鑑
｢

巴
e

ロ
S

p

首
e
-

(

一

五

〇

〇

年

男
も

､

や

は

り

ス

ぺ

ク

ル

ム

を

模
範
と

し

た

も
の

で

あ

る
｡

(

2
)

公
証
人

文
献

字
U
t

邑
P
t

S
-

訂
邑
宍

こ

の

文
献
は

､

読
み

書
き

の

技
術

胃
S

d
-

c
t

巴
ロ

ど
i

s

が

証

書
作
成
技
術
へ

と

発
展
し
､

そ

れ
が

法
律
的
対

象
に

適
用
さ

れ

た
こ

と

か

ら

生

ま

れ
た

も
の

で

ぁ
る

｡

こ

の

書
物
の

目
途
と

す
る

と
こ

ろ

は
､

正

し
い

方
式
を

作

成
し

こ

れ

を

収
集
す
る

こ

と

が

第
一

で
､

次
に

法
律
的
内
容
の

理

論
的
な

解
明
で

あ
っ

た
｡

一

三

世
紀
の

こ

の

文
献
の

古

典
に

相
当

J O

す

る

も
の

､

宣
邑

i

喜
∽

勺

芸
名

皇
S

巳

旨
i

号
勺

空
言

S

∂

計

P
ロ
N

O
-

P

の

著
作
が

生

ま

れ

て

い

る
｡

ロ

ラ

ン

デ
ィ

ヌ

ス

の

S

亡

m
m
P

邑
小

s

ロ

｡
t

邑
琵

は
､

一

〇
章
に

わ
た
っ

て

契
約

､

遺

書
､

訴
訟
の

方
式
や

謄
本
や

証
書
の

再
発
行
な

ど
に

つ

い

て

説
明

を

含
ん

で

い

る
｡

こ

の

公
証
人

文
献
の

普
及

､

ま
た

模
倣
書
の

出

現
な

ど

の

状

況
は

､

訴
訟
法
文
献
の

場
合
と

よ

く

似
て

い

る
｡

(

Ⅱ
)

普
通
法
の

卑
俗

文

献

ゴ
ー

ー

g

2
ユ

蒼

邑
喜

N

ロ

m

習
m
e

訂
b
ロ

知
｡

｡

F
t

ド

イ

ツ

の

よ

う
に

此

較
的
遅
く

法
律
学
に

接
し

､

大

学

法

学
部
の

成
立

も

遅
れ

た

よ

う
な

国
々

で

は
､

学
識
法
に

つ

い

て

の

入

門
書
が

書
か

れ

て

い

る
｡

例
え

ば
一

五

世

紀
に

は
､

E
O

ぎ
s

‥
雷
e

苧

已

講
義
法
と
い

っ

た

法
漁
に

つ

い

て

の

講
義
入

門
が

あ

る

が
､

こ

れ

は

法
政
の

分
類
や

重

要
な

諸
概
念
の

解
説
や

省
略
記
号
の

索
引
な

ど
を

収
録
し

て

い

る
｡

こ

れ

は

事
案
集
や

草
総
合
な

ど

の

性
格
を

備

ぇ

て

い

る
｡

一

五

世
紀
末
に

か

け
て

ド

イ
ツ

で

は
ロ

ー

マ

法
大
全
の

小

事
案
集

C

監
亡
S

b

詔
く
e

S

と

か
､

個
々

の

革
や

法
文
の

内
容
に

つ

い

て

の

簡
潔
な

説
明
を

集
め

た

S

G

ヨ
m

邑
e

P

な

ど

が

あ

る
｡

革

総
合
の

グ

ル

ー

プ

に

属

す
る

も

の

と

し

て
､

S

巨
山

喜

S
y

ロ
e

m
P

の

E

名
○

∽

E
O
ロ
e
S

S
-

言
d
2
C
-

p

邑
i

O

ロ
e
S

-
i

-

已
O

r

己

m

已
r
-

宏

宅
0

ど
r

訂

が

あ

り
､

こ

れ

は

章
の

順
序
に

従
っ

て

ロ

ー

マ

法
と

は

教

会

法
原
典
に

密
着
し

な
が

ら
､

個
々

の

法
素
材
に

つ

い

て

の

簡
略
な

説

明

を

与
え
よ

う
と

し
て

お

り
､

∽
e

b

邑
i

賀

野

邑
に

も

類

似
の

著
が

あ
る

｡

入

門
書
の

形
式
を

と

る

も

の

で

特
に

興
味
深
い

も
の

に
､

ア

ル

フ

●
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ァ

ベ

ッ

ト

式
の

法
律
百

科
全
書
及

び

こ

れ

の

系
統
に

属
す
る

も

の
､

句
-

○

岩
∽

､

河
e

p
e

ユ
○

ユ
G

ヨ
.

く
O
C

p

ぎ
E

賀
ど
s

が

あ

る
｡

こ

の

種
の

ド

イ

ツ

の

文
献
と

し

て

す

で

に
一

三

世

紀
末
に

出
来
た

ー

O

F

巴
昌

く
･

E
r
叫

u

ユ

の

T

旨
已
P

已
r

訂
s

β

亡
e

訂
ユ
∽

､

一

四

世
紀

前

半
の

､

H
e
r

ヨ
p

n
ロ

く
.

S
c

F

ロ
ム

b
S
C

F
e

の

H

ロ
t

コ
)

d

亡
C
t

O

r

ど

m
､

-

○

払
O
C

亡
S

の

く
O

C

p

J

已
寛
F
s

亡
{
H

㌢
s

モ
ー

e

ど
r

i

∽

(

一

四
五

二

年

頃
)

が

あ

り
､

リ
ュ

ー

ジ

ュ

の

法
律
家

l

e

巴
-

計

エ
O
C

胃
m

(

一

四

世

紀
前

半
)

の

ヨ
0

1
e

∽

亡
t
l

訂
s

β
亡
e

訂

盗

も
こ

の

ジ
ャ

ン

ル

に

入
る

｡

こ

の

時
代
の

末
期
に

市
民

法
辞
典
を

､

ス

ペ

イ
ン

の

文
法
学
者
で

あ

り

辞

典
一
編

集
家
で

あ

る

A
①
-

ど
s

A
n
t

O
ロ

ど
s

Z
e

訂
i

s

s

e

ロ
S

訂

が

編
纂
す

る
｡

こ

れ

ほ

法
律
学
的
と
い

う
よ

り

言
語
学
的
立
場
よ

り

の

説
明
が

な

さ

れ

て

い

て
､

法
律
学
的
な

価
値
は

低
い

が
､

そ

れ

で

も

非
常
に

多
く
の

版
数
を

重

ね

た

の

で

あ
っ

た
｡

(

Ⅲ
)

法
事

声
e
c

F
t
s

F
r

c

F
①
1

学
識
法
の

普
及
期
に

は

非
常
に

多
く

の

固
有
慣
習
法
に

つ

い

て

の

私
的
な

記
述
が

あ

ら

わ
れ

た
｡

こ

う
し

た

法
書
は

､

中
世
に

あ
っ

て

は

法
源
と

法
文
献
と
の

曖
昧
な

接
線
上

に

あ
っ

た
｡

そ
の

多
く
の

も

の

は
､

成
立

当
初
か

ら
､

半
有
権
的
性

蒋
を

も
つ

か
､

あ

る

い

は

急
速
に

一

般
的
に

承
認
さ
れ

た

迭
漁
と

し

て

の

性

椅
を

獲
得
す
る

こ

と

に

な

る
｡

こ

の

点

を

等
閑
に

付
し

て

は

な

ら

な
い

｡

形
式
か

ら
い

え

ば
､

法
事
は

給
括
的
叙
述
と
い

う
意
味

で

の

S

ロ

m
m
p

で

あ

る
｡

一

連
の

重

要
な

法
書
で

は
､

ロ

ー

マ

法
･

教
会
法
の

影
響
は

さ

ほ

ど

多
く

な

く
､

そ
の

影
響
の

よ
っ

て

来
た

る

と
こ

ろ

や

影

響
力
を

確

定
す
る

の

は

困
難
で

あ
る

｡

こ

の

グ

ル

ー

プ

に

属
す

る

も
の

と

し
て

は
､

サ

ク

セ

ン

シ

ュ

ピ

ー

ゲ
ル

､

シ

ュ

プ
ア

ー

ベ

ン

シ

ュ

ピ

ー

ゲ
ル

､

小

皇
帝
法
(

フ

ラ

ン

ケ
ン

シ

ュ

ピ

ー

ゲ
ル

)

を

挙
げ

る

こ

と
が

出
来

る

が
､

こ

れ

ら
の

も

の

は

学

識
法
の

明

白
な

影
響
を

受
け

る

に

は

な

に

ぶ

ん

に

も

成
立

が

早
す

ぎ

た

と
い

え
る

｡

一

四

世
紀
末
の

ア

イ
ゼ

ナ
ッ

ハ

の

法
苔
に

は
､

｢

設
問
+

の

形
式
で

一

連
の

項
目

が

収

録
さ

れ
て

い

る
｡

ロ

ー

マ

法
の

影

響
が

少
い

例
と

し

て

は
､

ポ

ー

マ

ノ

ワ

ー

ル

田
2

p

ヨ
2
-

○

首

の

C
O

亡
t

亡

ヨ
e

n

b

ロ
e

甲
く

已
s

訂

(

-

N

00

○

-
∞

山

)

も

あ
る

｡

七

〇
辛
か

ら

構
成
さ

れ

て

い

る

が
､

こ

の

著
作
の

中
に

ロ

ー

マ

法
源
や

学
識
法
文
献
か

ら
の

影
響
を

確
実
に

証
明

す
る

こ

と

は

ま

ず
困

難
で

あ

る
｡

一

三

世
紀
か

ら
一

五

世

紀
に

か

け
て

編
纂
さ

れ

た

フ

ラ
ン

ド
ル

地

方
の

慣
習
法
書
も

､

全
く
ロ

ー

マ

法
･

教
会
法
の

影
響
を

受
け
て

い

な
い

｡

早
期
維
受
の

明

瞭
な

痕
跡
を

残
し

て

い

る

の

は
一

二

世
紀
末
か

ら

二
二

世
紀
に

か

け

て

の

ス

ペ

イ
ン

に

お

け
る

無
数
の

都
市
法
書
で

あ
る

｡

こ

れ

ら
は

現
行
慣
習
法
の

成
文
化
で

あ

る

が
､

こ

の

法
書
で

は

普
及
し
っ

つ

あ
っ

た

学
識
法
に

対

し

て

固
有

法
が

固
定
さ

れ
､

保
全
さ
る

ぺ

き

も
の

と

さ

れ

た

が
､

し

ば

し

ば

成

文
化
の

作
業
は

､

法
律
家
に

ま
か

さ

れ
､

彼
等
は

法
律
学
的
な

範
疇

や

叙
述
形
式
を

用
い

､

か

つ

固
有
法
の

不

備
を

学
識
法
で

補
っ

た
の

で

あ
っ

た
｡

第
二

の

グ

ル

ー

プ

と

し

て
､

学
識
法
の

影
響
を

強
く

受
け

､

固
有

法
と

学
識
法
の

総
合
を

も

た

ら

し

た

も

の

が

あ

る
｡

プ

ラ

ク

ト

ン

出

岩
C
t

O

n

の

有
名
な

せ

者

D
e

-

e

思
b

宏
e
t

0

0
S

己
e
t

亡
d

呂.
i

ロ
亡
∽

A
ロ
･

g
-

-

p

2

ほ

こ

の

例
で

あ

る
｡

ロ

ー

マ

法
の

影
響
は

草
の

構

成
と

か
､

ィ

･⊥

術
語
や

叙
述
の

技
術

す

な

わ

ち

賢
か

2 .

t
i

O

n
e
S

-

d

賢
F
c
t
-

○

ロ
e

研
-

即
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d
-

く

賢
○

莞
S

.

β
ロ

P
e

∽

江
〇

ロ
e
S

と

い

っ

た

形
式
上
の

問
題
に

と

ど

ま

ら

ず
､

法
素
材
の

面
で

も
､

市
民

法
大
全
や

学
説
か

ら
の

文
章
の

借

用
や

変
形
と
い

っ

た

こ

と

が

み

ら
れ

る
｡

同
じ

時
代
つ

ま

り

二
二

世

紀
の

中

頃
に

成
立

し
た

オ

ル

レ

ア

ン

の

J
-

J

才
r

e
s

d
e

-

O
S

t

訂
e

e
t

n

ゎ

勺
-

e
{

と

E
t

P
b
-

訂
s

e

ヨ
e

n
t
S

d
e

∽

巴
n
t

r
O

已
s

は

と

も
に

､

古
法
政
に

依
拠
し
た

慣
習
法
集
と

国
王

法
を

含
み

､

ロ

ー

マ

法
･

教

会
法
を

利
用
し
て

い

る
｡

こ

れ

ら
に

は

明
ら

か

に

オ

ル

レ

ア

ン

大
学

法
学
部
の

影

響
が

み

ら
れ

る
｡

学
識
法
の

利
用
は

原
典
法
文
の

挿
入

と

か

慣
習
法
の

あ
る

法
文
を
ロ

ー

マ

法
や

教
会
法
で

論

拠
づ

け
る

と

い

っ

た

点
に

み

ら

れ
る

｡

同
時
代
の

ス

ペ

イ
ン

で

は
､

｢
O

C
O

已

や

｢

勅
法

集
+

C
O

d
e

パ

の

引

用
を

行
っ

て

い

る

⊂
旨
r
e

d
e

-

O
S

C
O
S
t

己

ヨ
S

計

T
O

ユ
O

S

p

(
-

N

3
)

が

編

纂
さ

れ

た

し
､

ス

コ

ッ

ト

ラ
ン

ド
の

法
発
展
に

は
､

学
識
法
の

強
い

影
響
が

あ
っ

た
｡

一

四

世

紀
初
頭
ス

コ

γ

ト

ラ
ン

ド

法
を

収
録
し

た

P
e

g
i

p

m

冨
且
e

s

t

p
t

e

m

が
こ

れ

を

示

し
て

い

る
｡

ハ

ン

ガ

リ

ア

の

T
ユ
p

罵
t
i

t

亡

m

も

そ

の

後
の

法
発
展
に

重

大
な

意
味
を

も
つ

も

の

で

あ

る

が
､

特
に

教
会
法

か

ら

の

明

白
な

影
響
が

み

ら
れ

る
｡

(

Ⅳ
)

固
有
法
の

学
識
法
的
文
献

G
e
-

e

F

ユ
e

E
t
e

岩
t

弓
N

亡

m
p

罵
t

r

打

已

胃
e

n

河
e
c

F
t

ロ

ー

マ

法
学
者
が

大
学
で

研
究
し
て

い

た

法
は

､

実
務
上
の

現
行
法
で

は

な

か
っ

た
｡

し

か

し

註
解
学
派
の

時
代
や

そ

れ

以

降
は

､

現
行
固
有
法
の

論
究
が

必

須
の

も
の

と

な

り
､

研
究
の

重

点
が

こ

れ

に

移
さ

れ

て

ゆ

く
｡

そ

れ

は
一

つ

は

学
識
法
文
献
の

枠

覿
の

な
か

で
､

特
殊
な

法
源
論

･

解
釈
論
に

よ

る

か
､

あ
る

い

は

法

律
実
務
上
の

数
多
く
の

ケ

ー

ス

の

論
述
に

ょ
っ

て

行
わ
れ

､

ま

た
ベ

つ

に

固
有
法
の

学
識
法
的
文
献
を

成
立

せ

し

め
る

こ

と
に

な
っ

た
｡

こ

の

文
献
類
型
は

､

固
有
法
の

同
化
や

普
通
法
と
の

融
合
の

た

め

の

用
具
と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

た
プ
ロ

セ

ス

は

当
然
イ

タ
リ

ア

で

最
も

早
期
に

あ

ら
わ

れ
､

非
ロ

ー

マ

法
的
な
ロ

ム

パ

ル

ダ
や

封
建

法
署
が

普
通
法
の

法
源
に

結
局
は

覿
み

入

れ

ら

れ
る

こ

と
に

な
る

｡

こ

の

文
献
類
型
は

､

す
べ

て

の

国
々

の

法
律
文
献
の

要
素
な

の

で

あ

り
､

こ

れ
に

よ
っ

て

学
識
法
の

影
響
が

有
効
な

も
の

と

な
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

文
献
が

三

つ

の

グ
ル

ー

プ
に

分
類
す

る
こ

と
が

出
来
る

｡

(

一

)

区

別
対

照
文
献

､

(

二
)

単

行
論
文
献
(

三
)

釈

義

文

献
で

あ
る

｡

(

1
)

区

別
対

照
文
献

じ
ふ

欝
岩
n
t

訂

邑
t

e
r

邑
弓

こ

れ
は
ロ

ー

マ

法
と

固
有
法
の

差
異
を

対

象
と

す

る

も
の

で
､

こ

の

Ⅳ
の

う

ち
で

は

非
常
に

数
多
く
み

ら

れ

る

も
の

で

あ
る

｡

相
異
点
の

総
合
や

論

述
も

あ

る
｡

A
ロ
d

岩
p
S

d
e

せ
賀
已
○

の

ロ

ム

パ

ル

ダ
に

関
す
る

も

の

は
､

ロ
ー

評
言
ロ
t

ぎ
e

-

n
t

e
【

ど
∽

河
O

m
p

ロ
O

r

亡

ヨ

e

t

J
O

コ

甲

○

訂
r

争
U

2
m

と

呼
ば
れ

て

い

る
｡

こ

の

著
者
は

三

九

単
に

わ

た

っ

て
､

二

つ

の

法
の

重

要
な

差
異
に

つ

い

て

簡
単
な

説
明
を

行
っ

て

い

る
｡

ス

ペ

イ
ン

で

は
､

か

な

り

後
年
に

カ

ス

テ

ラ

法
と

普
通

法
を

比

較
対

照
し

た

田

望
-

t

賢
p

く

≡
巴
O
b
O

∽

の

書
物
が

あ

る
｡

(

2
)

固
有
法
に

関
す
る

単
行
論
文

献
G
e

訂
F

ユ
e

呂
○

ロ
○

笥
P

ワ
F

訂
n

N

6

m

勺

寛
t

芹
已
駕
r
e

C

F
t

固
有
法
の

学
識
法
の

立

場
か

ら

の

論

述
は

特
に

実
務
の

た

め
の

訴
訟
法
論
の

形
で

み

ら
れ

る
｡

学
識
法

の

影
響
は

､

法
の

内
容
に

お

け
る

よ

り

も

む
し

ろ
､

方
法
論
や

形

式
面
で

み

ら

れ

る

の

で

あ

り
､

ド

イ

ツ

の

文

献

と

し

て

ほ

ま

ず

うヱβ
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】

O

F
p
n

ロ

く
O

n

出

宍
F

が
一

三
三

五

年
頃
編

纂
し

た

R
小

c

F
t
s
t

e
-

g

r
P
ロ

d
r
e

c

F
t
s

(

勺

岩
C

e
S

S

岳

㌢

已
c

㌻
)

が

挙
げ
ら

れ

る
｡

こ

れ

は

訴
訟
手
続
を

､

訴
訟

･

抗
弁
文
献
を

模
範
と

し

な

が

ら

個
々

の

訴

や

弁
論
な

ど
の

説
明
で

叙
述
し
て

い

る
｡

フ

ラ
ン

ス

の

も

の

と

し

て

は
パ

ル

ル

マ

ン

の

弁

護
士
で

あ
っ

た

G
已
】
-

e

害
ヨ
e

O
亡

官
e

已
】

の

∽
t
叶

F
∽

C

亡

ユ

発

句

告
-

巴
日
e

n
t
}

(

-

ヒ
○

)

は

学
識
法
の

強
い

影

響
を

受
け
て

い

る
｡

ス

ペ

イ
ン

に

も

同
様
な

も
の

が

あ
る

｡

(

3
)

固
有
法
の

釈
義
文

献

E

嬰
U

g

e
t
i

s

c

F
e

｢

誉
【

巳
宍
N

亡

m

勺

苧

当
F

打

已
宅
【
の

C

F
t

こ

の

グ

ル

ー

プ

は

最
も

広
汎
に

わ
た

り

ま
た

最
も

重

要
で

あ
る

｡

最
初
の

隆
盛
期
は

ナ
ポ

リ

法
学
派
の

時
代
で

､

ま

ず
フ

リ

ー

ド

リ

ア

ヒ

二

世
の

立

迭
に

関
す

る

諸
註
釈
が

あ

る
｡

ま

た
一

三

世
紀
に

は
ロ

ム

パ

ル

ダ

や

封
建
法

書
誌
釈
が

あ

ら

わ
れ

る
｡

他

国
か

ら

拾
う
と

､

一

四

世
紀
の

ヨ

ハ

ン

フ

ォ

ン

ブ

ッ

フ

の

ザ

ク

セ

ン

シ

ュ

ピ

ー

ゲ
ル

註
釈
や

一

五

世

紀
末
の
ハ

ム

ブ
ル

ク

都
市

法
の

J
P

ロ
g
e

ロ

訂
c

打

の

註
釈
が

あ

る
｡

ブ

ッ

フ

は

区

別
論
の

手

法
に

よ
っ

て

類
似
点
の

総
括
や

法
漁
の

調

和
を

行
い

､

ま
た

部
分

的
に

ロ

ー

マ

法
･

教
会
法
の

法
涙
を

付
加
し

て
､

ザ

ク

セ

ン

シ

ュ

ピ

ー

ゲ

ル

の

法
文
を

解
明

し
て

い

る

が
､

学
問
的
水
準
は

イ

タ
リ

ア

の

も

の

に

及
ぶ
べ

く

も

な
か
っ

た
｡

法
律
学
的
に

み

て
､

ラ

ン

ゲ
ン

ペ

ッ

ク

の

仕
事
の

方
が

す

ぐ
れ

て

い

る
｡

彼
は

註
解
す

る

に

あ

た
っ

て
､

註
釈
付
ザ

ク

セ

ン

シ

ュ

ピ

ー

ゲ

ル

と

学
識
法
と
に

依

拠
し

て

お

り
､

都
市
法
と
ロ

ー

マ

法
を

対

照
し

､

法
学
文
献
の

引

用
も

行
っ

て

い

る
｡

フ

ラ

ン

ス

で

は

E
t
む

旨
-

訂
m
e

n
t

s

n

b

∽

巴

已

｢
○

已
s

の

註
釈

書
が

あ

る

し
､

ス

ペ

イ
ン

で

も

句
亡
e

岩

田
e

巴

(

-

N

治
､

訟
)

や

S

訂
t

e

勺

賀
t

己
監
(

-

N

詮
-
巴
)

の

註
釈
が

あ

り
､

最
後
に

ー

?

F
p

n
ロ
e

∽

｢
O

p
e
N

d
e

P
巴

g
i

O
S

河
∈

E
O

∽

の

｢
2

y
2
S

d
e

T
O

岩

(

-

旨
N

)

の

註
解
(

一

五
一

八

年
)

が

生

ま
れ

る
｡

こ

の

註

解
は

当
時
の

ス

ペ

イ
ン

法
学
の

高
い

水
準
を

示

し
て

い

る
｡

す
な

わ

ち

す
べ

て

の

個
々

の

法
規
に

註
解
が

付
さ

れ
､

註
解
は

節
に

分
け

ら

れ
て

お

り
､

単
行
論
の

よ

う
に

な
っ

て

い

る
｡

註
解
や

チ

メ

ス
､

バ

ル

ト

ル

ス
､

パ

ル

ド

ス

さ

ら

に

教
会
法
文
献
も

引
用
さ

れ

て

い

る
｡

そ
し

て

注
目
す
べ

き
こ

と

は
､

こ

の

立
法

J
e

七

d
S

a
e

T
O

r

O

自
体
が

ロ

ー

マ

法
渡
を

引

用
し

そ

し

て
バ

ル

ト

ル

ス

な

ど
の

学
説

も

引
用
し

て

お

り
､

従
っ

て

ロ

ー

マ

法
的
註
解
を

行
う
の

に

都
合

が

よ

か
っ

た

こ

と

で

あ

る
｡

(

一

橋
大

学

助

教

授
)
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