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【
解
答
例
】 

ロ
ー
マ
法
の
学
説
に
従
え
ば
、
権
利
の
公
平
な
分
配
が
正
義
で

あ
る
。
こ
の
正
義
を
、
他
人
を
害
さ
な
い
と
い
う
条
件
の
下
で
誠

実
に
行
う
こ
と
が
善
で
あ
り
衡
平
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
法
を
定
め

た
も
の
が
法
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
正
義
を
行
う
た
め
に
法

が
あ
る
の
だ
か
ら
、
た
と
え
過
酷
で
あ
っ
て
も
、
法
律
の
適
用
は

正
義
の
尊
重
と
両
立
す
る
。 

 

た
と
え
ば
、
現
行
民
法
に
は
「
父
親
の
死
後
に
懐
胎
し
た
子
と

の
親
子
関
係
」
の
規
定
は
な
い
。
民
法
成
立
時
に
、
冷
凍
保
存
し

た
精
子
を
用
い
た
体
外
受
精
と
い
う
技
術
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

そ
の
た
め
、
当
事
者
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
権
利
を
分
配
す
べ
き
か

の
判
断
が
難
し
く
、
個
々
の
事
案
に
と
っ
て
法
律
は
一
見
過
酷
に

み
え
る
。
だ
が
こ
う
し
た
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
正
義
と
い
う
「
恒

常
不
変
の
意
思
」
に
基
づ
く
法
的
解
釈
に
よ
っ
て
審
理
・
判
断
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
と
き
の
判
決
が
判
例
と
し

て
蓄
積
さ
れ
、
次
の
事
案
の
判
断
基
準
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

法
は
柔
軟
性
と
創
造
性
に
よ
っ
て
過
酷
さ
を
乗
り
越
え
、
正
義
を

実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
権
利
の
公
平
な
分
配
が
正
義
だ
と
し
て
も
、
そ
の
分

配
の
仕
方
の
多
様
さ
ゆ
え
に
、
法
律
の
適
用
と
正
義
の
尊
重
の
両

立
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
由
至
上
主
義
の

正

義

は

個

人

の

自

由

で

あ

る

が

、

リ

ベ

ラ

リ

ズ

ム

の

正

義
は

平

等
・
公
正
・
公
平
で
あ
り
、
前
者
は
小
さ
な
政
府
を
、
後
者
は
福

祉
社
会
を
求
め
る
。
つ
ま
り
、
何
を
基
準
に
「
各
人
の
も
の
」
を

分
配
す
る
の
か
が
異
な
る
た
め
、
必
然
的
に
法
も
い
ず
れ
か
の
正

義
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
ら
に
、
法
は
個
人
の
信
じ
る
正
義
と
も
対
立
す
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
徴
兵
拒
否
だ
。
戦
争
を
否
定
し
敵
兵
を

殺
す
こ
と
を
拒
絶
し
て
徴
兵
に
応
じ
な
い
者
は
、
国
家
の
法
に
背

い
た
と
し
て
投
獄
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
個
人
は
、
「
悪
法
も
法
」

と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
、
過
酷
な
法
律
に
反
発
し
て
「
人
間
と

し
て
正
し
い
こ
と
を
行
う
権
利
」
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

法
律
の
適
用
に
お
い
て
は
必
ず
こ
う
し
た
軋
轢
や
衝
突
が
生
じ
る
。

こ
の
場
合
も
、
法
律
の
適
用
は
正
義
の
尊
重
と
両
立
不
可
能
と
な

る
。 


