
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
�

庄

子

良

男

訳

オ
ッ
ト
ー
・
ギ
ー
ル
ケ
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
「
ド
イ
ツ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
史
」
一
八
六
八
年
（D

as
deutsche

G
enossenschaftsrecht,von

D
r.O

tto
G
ierke,G

erichtsassessor
und

D
ozenten

der
R
echte

an
der

U
niversität

B
erlin.

E
rster

B
and.R

echtsgeschichte
der

deutschen
G
enossenschaft.B

erlin,W
eidm

annsche
B
uchhandlung.１８６８

.

【
表
紙
Ｓ
・
�
】）。

オ
ッ
ト
ー
・
ギ
ー
ル
ケ
『
ド
イ
ツ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
史
』（R

echtsgeschichte
der

deutschen
G
enossenschaft

von
O
tto

G
ierke.B

erlin,W
eidm

annsche
B
uchhandlung.１８６８

.

【
表
紙
Ｓ
・
�
】）。

ゲ
オ
ル
ク
・
ベ
ー
ゼ
ラ
ー
に
尊
敬
を
も
っ
て
捧
げ
る
（G

eorg
B
eseler

in
V
erehrung

gew
idm

et.

）

【
表
紙
Ｓ
・
�
】
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ま
え
が
き
（V

o
rw
o
rt

）【
Ｓ
・
�
】

こ
の
作
品
が
自
ら
に
設
定
す
る
課
題
は
、
序
文
（E

inleitung

）
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
計
画
と
区
分
に
関
し
て
そ
こ
に
付
加

さ
れ
た
指
摘
か
ら
、
本
巻
が
よ
う
や
く
こ
の
課
題
の
半
分
だ
け
を
解
決
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
直
ち
に
明
ら
か
と
な
る
。

�
ド
イ
ツ
団
体
〔
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
〕
法
史
�
に
は
、
第
二
巻
に
お
い
て
�
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
的
性
質
�
に

関
す
る
研
究
が
続
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
�
社
団
（K

örperschaft

）
概
念
の
歴
史
�
が
特
別
に
研
究
さ
れ
、

第
二
章
に
お
い
て
�
現
行
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
�
が
分
析
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
の
意
図
に
反
し
て
、
著
者
は
、
こ
こ
に
第
一
巻
を
切
り
離
し
て
世
に
送
る
。
著
者
は
、
本
巻
が
は
じ
め
の
計
画
に
お
い
て

存
し
た
よ
り
も
さ
ら
に
多
く
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
完
結
し
た
全
体
と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
こ
の
こ
と
を
な
し
え
た

の
で
あ
る
。
と
く
に
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
形
態
の
歴
史
的
な
発
展
過
程
の
叙
述
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
現
代
に
よ
っ
て

そ
れ
ら
に
与
え
ら
れ
た
法
形
態
を
と
お
し
て
よ
り
完
全
な
決
着
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
一
般
社
団
法
の
取
り
扱
い
は
、
そ
の
実

定
的＝

法
的
構
成
に
従
っ
て
完
全
に
第
二
部
〔
第
二
巻
〕
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
て
、
個
々
の
種
類
の
社
団
に
関
す

る
現
代
の
特
別
の
諸
法
律
の
内
容
に
よ
り
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
、
す
で
に
本
巻
に
お
い
て
も
こ
れ
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
こ
と
と
結
び
つ
い
た
本
巻
の
均
衡
の
取
れ
な
い
膨
張
へ
の
顧
慮
は
、〈
現
代
の
結
合
運
動
が
す
べ
て
の
そ
の
分
枝
に
お
い
て

《
歴
史
的
な
生
成
の
絶
え
間
な
い
潮
流
に
お
け
る
生
き
生
き
と
し
た
大
波
と
し
て
》
完
全
に
観
察
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
を
無
条
件
に
要

求
し
た
〉
作
品
の
内
的
経
済
へ
の
顧
慮
の
前
に
は
、
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
素
材
の
豊
か
さ
と
意
味
を
考
慮
す
る
者
に

と
っ
て
は
、
選
択
さ
れ
た
枠
は
、
広
す
ぎ
る
よ
り
も
む
し
ろ
狭
す
ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

切
り
離
さ
れ
た
こ
の
巻
の
公
表
に
対
立
し
た
か
も
し
れ
な
い
の
は
、
こ
こ
で
提
出
さ
れ
た
多
数
の
主
張
が
そ
の
証
拠
を
、
ま
た
、
こ
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こ
で
用
い
ら
れ
た
最
も
重
要
な
諸
概
念
が
そ
の
法
律
的
な
厳
密
化
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
叙
述
の
基
本
的
観
方
が
そ
れ
ら
の
内
的
な
基

礎
づ
け
と
外
的
な
正
当
化
と
を
、
第
二
巻
に
は
じ
め
て
期
待
し
て
い
る
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
著
者
は
、
序
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

よ
う
に
、
素
材
を
歴
史
的
お
よ
び
法
律
的
な
観
察
方
法
と
取
扱
方
法
の
差
異
に
従
っ
て
区
分
し
た
。
著
者
は
、
大
規
模
な
歴
史
的
運
動

の
叙
述
は
、
体
系
化
と
教
義
化
を
と
お
し
て
真
実
を
失
う
に
違
い
な
い
、
―
―
他
方
、
も
し
自
ら
の
中
で
完
成
さ
れ
た
法
の
確
固
た
る

論
理
的
な
構
造
物
の
た
め
に
、
流
動
す
る
歴
史
的
諸
関
係
に
対
し
ま
だ
形
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
素
材
の
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味
が
付

与
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
法
律
の
諸
概
念
は
明
確
さ
に
つ
い
て
損
傷
を
被
る
、
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の

法
律
制
度
の
歴
史
像
と
法
律
像
が
外
形
的
に
区
分
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
両
者
が
結
合
し
て
は
じ
め
て
完
全
な
全
体
像

を
生
み
出
す
こ
と
、
反
対
に
、
こ
れ
ら
の
像
の
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
自
身
だ
け
の
た
め
に
考
察
さ
れ
る
と
き
は
、
一
面
的
に
み
え
る
に
違

い
な
い
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
と
く
に
法
律
的
な
読
者
は
、
補
充
さ
れ
る
べ
き
像
の
欠
缺
を
一
時
的
に
は

感
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
た
ぶ
ん
ま
ず
最
初
に
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
、
何
ゆ
え
に
そ
れ
が
読
者
と
本
来
関

係
し
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
完
全
な
も
の
を
提
供
す
る
惧
れ
が
著
者
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
著
者
は
、
こ
の
作
品

の
終
結
と
公
表
を
そ
も
そ
も
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
設
定
さ
れ
た
ご
と
き
課
題
の
解
決
の

た
め
に
個
人
が
寄
与
で
き
る
こ
と
は
、
断
片
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
仕
事
の
多
く
の
瑕
疵
を
、
著
者
は
、
そ
れ
ゆ
え
個
々
の

点
に
お
い
て
意
識
し
て
い
る
。
む
し
ろ
著
者
は
、
作
品
の
計
画
全
体
に
つ
い
て
よ
り
も
こ
れ
ら
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
識
者
の
校
閲
を
希

望
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
課
題
の
困
難
さ
を
評
価
す
る
人
は
、
叙
述
の
不
完
全
性
に
関
し
て
は
よ
り
寛
大
な
判
断
に
傾
く
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ひ
と
は
、
い
っ
た
い
何
が
著
者
を
し
て
、
不
十
分
で
試
練
を
得
て
い
な
い
力
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
な
冒
険
に
赴
く
こ
と
を
正
当

づ
け
る
か
、
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
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事
実
、
我
々
の
高
度
に
高
め
ら
れ
た
学
問
的
な
分
業
の
時
代
に
お
い
て
は
、
本
研
究
の
対
象
の
よ
う
に
、
そ
の
対
象
が
内
容
と
範
囲

に
つ
い
て
非
常
に
拡
大
し
、
そ
し
て
、
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
領
域
へ
と
枝
分
か
れ
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
仕
事
は
、
す
で
に
そ
れ

自
体
、
冒
険
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
冒
険
は
、
総
括
的
な
準
備
作
業
が
欠
け
て
お
り
、
多
く
の
個
々
の
部
分
に
と
っ
て
手
元
に

あ
る
特
別
の
準
備
作
業
が
十
分
で
な
い
一
方
で
、
至
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
汲
み
つ
く
す
こ
と
を
計
画
す
る
だ
け
で
も
不
遜
で
あ
ろ
う

大
量
の
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
圧
倒
的
な
原
典
資
料
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
の
も
と
で

著
者
が
、
そ
の
課
題
を
一
定
の
恣
意
的
な
枠
を
と
お
し
て
外
的
に
限
界
づ
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
し
う
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
目
標
の
全
面
的
な
放
棄
な
し
に
は
、
著
者
は
、
こ
の
限
界
を
力
の
分
散
の
あ
ら
ゆ
る
危
険
が
そ
れ
に
よ
っ
て
避
け

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
ほ
ど
に
狭
く
引
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
著
者
は
、
例
え
ば
、
法
発
展
の
、
全
体
的
な
文
化
発
展
と
の
関
連
を
必

ず
し
も
全
く
度
外
視
し
て
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
外
国
の
ル
ー
ツ
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
の
ル
ー
ツ
か
ら
隣
国

に
お
い
て
、
成
長
し
た
法
の
比
較
法
的
引
用
を
全
く
無
視
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
著
者
は
、
と
り
わ
け
そ
の
素
材
を
法
律
学

の
一
定
の
専
門
区
分
の
中
へ
と
箱
詰
め
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
は
じ
め
か
ら
、
公
法
と
私
法
の
鋭
い

区
別
が
す
べ
て
の
体
系
の
基
礎
を
構
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
全
て
の
法
の
一
体
性
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
自
身
同
一
の
制
度

と
し
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
公
法
お
よ
び
私
法
を
と
お
し
て
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
著
者
に
と
っ
て

は
、
社
団
概
念
（K

örperschaftsbegriff

）
の
完
成
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
全
差
異
の
発
生
史
は
始
ま
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
、

著
者
に
と
っ
て
は
、
現
在
に
つ
い
て
も
ま
た
、
総
体
人
格
（G

esam
m
tpersönlichkeit

）
の
概
念
が
統
一
的
な
、
法
全
体
に
と
っ
て

共
通
の
概
念
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
著
者
に
と
っ
て
は
、
私
法
に
基
づ
い
て
の
み
存
在
す
る
法
人
（juristische

P
er-

son

）
と
私
法
の
た
め
に
存
在
す
る
法
人
と
を
切
り
離
す
こ
と
は
、
通
説
の
社
団
理
論
の
根
本
的
な
誤
り
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
著
者
は
、
さ
ら
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
超
え
て
、
対
立
す
る
原
理
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
た
諸
団
体
へ
と
視
線
を
向
け
ざ
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る
を
得
な
か
っ
た
。
同
時
に
、
著
者
は
、
い
や
し
く
も
著
者
が
そ
の
〈
国
家
よ
り
も
古
く
、
国
家
を
す
ら
生
み
出
し
、
そ
し
て
、
極
め

て
し
ば
し
ば
こ
の
こ
と
は
争
わ
れ
て
い
る
が
、
国
家
の
内
部
に
お
い
て
も
ま
た
、
日
々
な
お
創
造
的
に
活
動
し
続
け
て
い
る
、
あ
の
諸

力
の
本
質
の
認
識
の
た
め
に
一
つ
の
寄
与
を
行
う
と
い
う
〉
目
標
に
接
近
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
市
町
村
お
よ
び
国
家
の
そ
の
さ

ま
ざ
ま
な
発
展
段
階
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
諸
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
し
こ
れ
ら
の
事
情
の
も
と
で
〈
完
全
に
満
足
な
そ
の
実
現
は
た
ぶ
ん
一
人
の
人
間
の
一
生
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
〉
現
在
の
仕
事

の
引
き
受
け
が
、
す
で
に
そ
れ
自
体
冒
険
と
思
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
著
者
が
こ
の
素
材
を
最
初
の
大
き
な
仕
事
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
は
、

不
遜
と
み
な
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
は
あ
る
弁
解
が
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
計
画
を
起
草
す
る
た
め
に
、
大
胆
さ
と
空
想
力
で
十
分
な
の
は
、
最
初
の
仕
事
に
お
い
て
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
た

ん
描
か
れ
た
計
画
を
、
し
か
し
、
力
が
ま
さ
に
及
ぶ
限
り
、
著
者
の
総
力
の
投
入
の
も
と
に
最
後
ま
で
遂
行
す
る
こ
と
を
著
者
に
決
心

さ
せ
た
の
は
、
自
己
の
能
力
の
過
大
評
価
で
も
、
悪
し
く
乱
用
さ
れ
た
一
貫
性
で
も
な
く
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
何
ら
か

の
獲
得
物
が
、
学
問
の
た
め
に
現
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
確
信
で
あ
っ
た
。
真
面
目
な
努
力
は
、
全
く
成
果
が
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま

る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
十
分
に
報
わ
れ
る
成
果
は
、
著
者
に
と
っ
て
す
で
に
、
こ
の
第
一
巻
を
と
お
し
て
ド
イ
ツ
の
法
お
よ
び
組
織

の
発
展
の
非
常
に
重
要
な
〈
ま
さ
に
そ
の
発
展
の
中
に
創
造
的
な
民
族
の
力
が
最
も
豊
富
な
豊
か
さ
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
国
家
史
お
よ
び
法
史
に
よ
っ
て
半
ば
沈
黙
を
も
っ
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
て
お
り
、
半
ば
退
歩
お
よ
び
没
落
と
し
て

烙
印
を
押
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
〉
側
面
へ
の
力
強
い
指
摘
が
、
ま
ず
最
初
に
著
者
自
身
に
成
功
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
、

そ
れ
以
上
に
、〈
団
体
形
成
に
向
け
ら
れ
た
現
在
の
運
動
が
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
き
わ
め
て
古
い
そ
し
て
き
わ
め
て
固
有
の
財
産
物
と
関

連
す
る
こ
と
の
認
識
に
寄
与
し
、
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
の
将
来
の
た
め
の
最
も
確
固
と
し
た
保
証
の
一
つ
が
再
生
し
た
今
日
の
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
促
進
す
る
と
い
う
〉
希
望
を
も
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
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の
仕
事
は
直
接
実
際
的
な
効
用
を
も
ま
た
欠
か
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
巻
は
、
私
の
見
込
み
で
は
、
半
年
の
経
過
後
に
続
く
で
あ
ろ
う
。
作
品
全
体
の
た
め
の
事
項
索
引
と
原
典
目
録
は
、
第
二
巻
と

と
も
に
提
供
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ベ
ル
リ
ン
、
一
八
六
八
年
七
月

オ
ッ
ト
ー
・
ギ
ー
ル
ケ

【
以
上V

orw
ort

終
わ
り
】

序

文
【S

.
1

】

�.

人
間
が
何
で
あ
る
か
は
、
人
間
と
人
間
の
結
合
に
負
っ
て
い
る
。
同
時
代
に
生
き
る
人
々
の
力
を
高
め
る
の
み
な
ら
ず
、
と
り

わ
け
個
人
の
人
格
を
超
え
て
存
続
す
る
そ
の
存
在
を
と
お
し
て
、
過
去
の
世
代
を
来
る
べ
き
世
代
と
結
び
つ
け
も
す
る
、
結
合
体（A

s-

sociationen

）
を
創
造
す
る
と
い
う
可
能
性
は
、
我
々
に
発
展
の
可
能
性
、
歴
史
の
可
能
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

世
界
史
の
進
歩
が
恒
常
的
に
自
ら
を
実
現
す
る
よ
う
に
、
絶
え
ず
よ
り
大
き
な
そ
し
て
よ
り
包
括
的
な
範
囲
に
お
い
て
、
全
て
の
人

間
の
存
在
の
関
連
と
そ
の
多
彩
な
多
様
性
に
お
け
る
統
一
性
と
を
、
外
的
な
現
象
と
有
効
性
へ
と
も
た
ら
し
て
い
る
あ
の
有
機
的
な
諸

団
体
の
堂
々
た
る
建
築
物
は
、
絶
え
ず
上
昇
す
る
ア
ー
チ
に
お
い
て
高
め
ら
れ
て
い
る
。
婚
姻
（E

he

）
と
い
う
、
個
人
の
生
命
を
超

え
て
は
存
続
し
な
い
結
合
の
最
高
の
も
の
か
ら
、
家
族
（F

am
ilien

）、
氏
族
（G

eschlechter

）、
部
族
（Stäm

m
e

）
お
よ
び
民
族

（V
ölkerschaften

）、
地
方
団
体
（
市
町
村
、
ゲ
マ
イ
ン
デG

em
einden

）、
国
家
（Staaten

）
お
よ
び
国
家
団
体
（Staatenverb

ände

）
が
、
豊
か
な
段
階
に
お
い
て
成
長
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
遠
い
将
来
に
お
い
て
い
ち
ど
全
人
類
が
唯
一

の
組
織
さ
れ
た
共
同
団
体
（G

em
einw

esen

）
へ
と
結
合
し
、
そ
し
て
、
人
類
全
体
が
そ
の
構
成
員
を
一
つ
の
大
き
な
全
体
に
包
含

す
る
と
い
う
事
実
に
目
に
見
え
る
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
以
外
の
限
界
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
一
見
し
て
乗
り
越
え
が
た
い
多
様
性
か
ら
統
一
性
へ
の
こ
の
発
展
は
、
社
会
の
進
歩
の
一
つ
の
側
面
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
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全
て
の
精
神
生
活
、
全
て
の
人
間
的
な
特
権
は
、
統
一
性
の
思
想
だ
け
が
唯
一
排
他
的
に
勝
利
し
た
な
ら
ば
、
硬
直
し
て
そ
の
中
に
沈

没
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
力
と
同
じ
必
然
性
を
も
っ
て
対
抗
す
る
思
想
が
道
を
切
り
開
く
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
あ
ら

ゆ
る
集
結
し
た
統
一
性
の
中
に
存
在
し
続
け
る
多
様
性
の
思
想
、
一
般
性
の
中
に
生
き
続
け
る
特
別
性
の
思
想
、
―
―
よ
り
高
度
な
統

一
性
に
お
い
て
合
一
し
て
流
出
す
る
、
下
は
個
別
の
個
人
に
至
る
ま
で
の
よ
り
小
さ
な
全
て
の
統
一
性
の
権
利
と
独
立
の
思
想
、
―
―

す
な
わ
ち
、
自
由
の
思
想
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
偉
大
な
原
理
の
闘
い
が
、
歴
史
に
お
け
る
最
も
力
強
い
運
動
の
ひ
と
つ
を
決
定
し
て
い
る
。
時
代
、
国
民
、
教
育
お

よ
び
全
て
の
そ
の
他
の
具
体
的
な
諸
関
係
に
適
合
す
る
形
式
に
お
け
る
そ
の
宥
和
は
、
民
族
の
幸
福
で
あ
り
、
一
方
ま
た
は
他
方
の
一

面
的
な
優
越
、
両
者
の
領
域
の
不
平
等
ま
た
は
不
適
切
な
分
配
は
、
民
族
の
不
幸
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
、
統
一
性
の
上
に
自

由
を
忘
れ
た
す
べ
て
の
あ
の
輝
け
る
世
界
帝
国
が
崩
壊
し
た
の
と
全
く
同
様
に
、
構
成
員
の
独
立
性
を
よ
り
高
い
全
体
の
た
め
に
制
限

す
る
こ
と
を
理
解
し
な
か
っ
た
い
か
な
る
民
族
も
、
歴
史
の
潮
流
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
全
て
の
時
代
そ
し
て
全
て
の
国
々
に
お
い
て
、
我
々
は
、
美
し
い
調
和
か
ら
、
…
…
達
成
し
が
た
い
理
想
を
求
め
る
彼
ら

の
概
念
か
ら
で
は
な
く
、
可
能
で
到
達
し
う
る
も
の
か
ら
さ
え
、
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
一
つ
の
状
態
を
見
る
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
当
然

で
あ
る
！
。
な
ぜ
な
ら
平
和
的
で
恒
常
的
な
全
体
の
中
で
人
類
が
そ
の
目
的
を
履
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
！
。
す
べ
て

の
生
と
同
様
に
、
全
て
の
歴
史
は
闘
争
で
あ
り
、
そ
し
て
、
闘
争
は
、
そ
の
直
接
の
成
果
に
お
い
て
調
和
に
導
く
こ
と
は
稀
で
あ
り
、

よ
り
し
ば
し
ば
敗
者
の
抑
圧
と
勝
者
の
暴
虐
に
導
く
。
そ
れ
は
、
諸
個
人
や
諸
民
族
の
闘
争
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
理
念
の
闘
争
に

お
い
て
も
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
思
想
が
歴
史
の
闘
技
場
に
登
場
す
る
と
、
そ
れ
は
青
春
の
力
に
お
い
て
成
長
す
る
。
す
で
に
子

供
の
中
に
彼
ら
の
終
生
の
敵
を
予
感
す
る
そ
れ
ま
で
世
界
を
支
配
し
て
き
た
旧
思
想
の
側
か
ら
の
す
べ
て
の
敵
対
が
、
彼
を
力
づ
け
、

そ
し
て
、
彼
を
闘
い
に
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
闘
い
は
拡
大
し
、
そ
し
て
、
別
の
領
域
へ
と
力
強
く
及
ん
で
ゆ
く
。
公
然
た
る
決
裂
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に
至
り
、
勝
利
と
敗
北
が
交
代
す
る
。
し
か
し
、
最
後
に
は
、
将
来
が
そ
れ
に
属
し
て
い
る
思
想
が
決
定
的
に
勝
利
を
収
め
る
。
そ
し

て
、
い
ま
や
、
そ
の
思
想
は
、
い
つ
の
日
か
新
た
に
生
ま
れ
る
理
念
、
す
な
わ
ち
、
た
ぶ
ん
そ
の
思
想
が
か
つ
て
打
倒
し
た
理
念
の
子

供
た
ち
が
、
類
似
の
運
命
を
そ
の
思
想
の
た
め
に
用
意
す
る
ま
で
、
社
会
に
対
し
て
し
ば
し
ば
仮
借
な
い
暴
政
を
も
っ
て
支
配
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
た
い
て
い
の
場
合
、
範
囲
ま
た
は
内
容
に
従
っ
て
拡
大
さ
れ
た
新
た
に
形
成
さ
れ
る
統
一
性
が
、
そ
の
下
位

に
配
列
さ
れ
た
統
一
性
に
対
す
る
鋭
い
対
立
に
お
い
て
登
場
し
、
そ
し
て
、
制
限
す
る
こ
と
の
み
が
賢
明
で
あ
る
諸
形
態
を
完
全
に
抑

圧
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
逆
に
、
し
ば
し
ば
一
般
公
衆
に
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
自
由
は
、
そ
れ
〔
新
た
な
統
一
性
〕
が
個
人
主
義

へ
と
赴
こ
う
と
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
〔
一
般
公
衆
〕
が
必
然
的
に
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
も
ま
た
、
拒
む
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
歩
み
寄
る
和
解
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
容
易
に
、
新
た
な
統
一
性
の
上
で
長
い
間
占
め
ら
れ
た
自
由
が
没
落
し
て
ゆ

く
か
、
ま
た
は
、
新
た
な
自
由
が
古
く
基
礎
づ
け
ら
れ
た
統
一
性
を
解
消
さ
せ
る
。
い
つ
で
も
、
も
し
至
る
と
こ
ろ
で
ま
だ
発
展
能
力

が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
打
ち
倒
さ
れ
た
原
理
が
新
た
な
内
容
で
自
ら
を
満
た
し
、
新
た
な
闘
争
が
勃
発
す
る
ま
で
で
は
あ
る
が
。

し
か
し
、
時
代
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
熱
望
さ
れ
た
調
和
の
達
成
へ
の
見
込
み
を
増
大
さ
せ
る
、
成
長
す

る
知
性
、
民
族
の
意
識
と
い
う
新
た
な
因
子
が
付
け
加
わ
る
。
個
々
の
人
間
よ
り
も
遅
れ
て
、
国
民
は
、
自
己
意
識
に
目
覚
め
る
。
し

か
し
そ
れ
が
起
き
る
と
、
次
第
し
だ
い
に
、
以
前
は
不
確
か
な
衝
動
か
ら
生
じ
た
も
の
、
洞
察
に
満
ち
た
行
為
の
結
果
、
お
よ
び
、
運

動
が
、
対
立
す
る
諸
要
素
の
正
確
な
認
識
、
そ
れ
を
通
し
て
必
然
的
に
高
め
ら
れ
た
忍
耐
、
そ
し
て
、
成
長
す
る
共
同
精
神
に
即
し
て
、

尺
度
と
目
標
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

歴
史
が
そ
れ
に
言
及
す
る
全
て
の
民
族
の
う
ち
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
ほ
ど
に
は
、
い
か
な
る
民
族
も
描
き
出
さ
れ
た
対
立
を
そ
れ
ほ
ど

深
く
そ
し
て
力
強
く
把
握
し
て
き
て
お
ら
ず
、
い
か
な
る
民
族
も
そ
の
最
も
内
的
な
性
質
に
従
っ
て
、
二
つ
の
思
想
の
実
現
の
た
め
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
そ
の
最
終
的
な
宥
和
の
た
め
に
適
切
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
、
あ
た
か
も
こ
の
民
族
だ
け
が
、
同
時
に
一
致
し
か
つ
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自
由
で
あ
る
国
家
を
創
造
す
る
使
命
を
与
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
諸
民
族
は
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ら
に
流
れ

る
ゲ
ル
マ
ン
の
血
の
断
片
を
も
っ
て
ゲ
ル
マ
ン
の
特
異
性
の
断
片
を
承
継
し
、
ま
た
は
、
ゲ
ル
マ
ン
精
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
諸
制

度
を
借
用
し
た
限
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
に
参
加
し
た
か
の
よ
う
に
、
み
え
る
の
で
あ
る
。

普
遍
性
へ
の
傾
向
に
お
い
て
お
よ
び
国
家
的
組
織
の
能
力
に
お
い
て
い
か
な
る
他
の
民
族
に
も
劣
ら
ず
、
大
多
数
の
自
由
へ
の
愛
を

有
す
る
諸
民
族
に
も
優
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
は
、
彼
ら
が
そ
れ
を
と
お
し
て
自
由
の
観
念
に
特
別
の
内
容
を
与
え
、
そ
し
て
統
一

性
の
観
念
に
確
乎
た
る
基
礎
を
与
え
た
一
つ
の
天
分
―
―
す
な
わ
ち
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
形
成
の
天
分
、
を
全
て
の
民
族
に
先

立
っ
て
有
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
古
代
の
諸
民
族
も
、
今
日
の
ゲ
ル
マ
ン
以
外
の
諸
民
族
も
ま
た
、
最
高
の
一
般
性
と
個
人
と
の
間
に

多
様
な
段
階
を
な
す
自
然
的
お
よ
び
任
意
的
な
諸
団
体
を
知
っ
て
い
た
し
、
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
決
し
て
隔
た
ら
ず
に

比
較
し
う
る
の
は
、
団
体
生
活
に
つ
い
て
の
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
愛
、
彼
ら
の
家
族
意
識
、
地
方
団
体
意
識
そ
し
て
部
族
意
識
、〈
国

家
の
す
べ
て
の
よ
り
狭
い
構
成
部
分
に
固
有
の
独
立
し
た
生
命
を
保
証
す
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
し
て
し
か
も
、《
人
間
の
存
在
の
そ

れ
ぞ
れ
の
目
的
の
た
め
に
、
民
族
の
力
の
ま
だ
結
合
さ
れ
て
い
な
い
諸
要
素
か
ら
、
生
命
に
満
ち
た
、
上
か
ら
鼓
舞
さ
れ
た
の
で
は
な

く
内
部
か
ら
活
動
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
見
渡
し
き
れ
な
い
豊
か
さ
に
お
い
て
創
造
す
る
た
め
の
》
力
を
ま
だ
十
分
に
過
剰
に

保
持
し
て
い
る
〉
あ
の
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
ゲ
ル
マ
ン
の
結
合
精
神
を
も
っ
て
す
る
自
由
な
結
合
へ
の
、
彼
ら
の
能
力
と
彼
ら
の
喜
び
、

で
あ
る
。

一
般
性
に
対
し
て
特
殊
性
と
し
て
現
れ
る
、
こ
れ
ら
の
よ
り
狭
い
共
同
団
体
（G

em
einw

esen

）
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、

そ
の
構
成
員
に
対
し
て
は
し
か
し
そ
れ
自
体
一
般
性
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
つ
の
大
き
な
そ
し
て
包
括
的
な
国
家
統
一
体
を

〈
活
動
す
る
市
民
的
自
由
と
自
己
管
理
を
も
っ
て
〉
結
合
す
る
可
能
性
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
欠
く
こ
と
が
、
非
常
に
多
く
の

ラ
テ
ン
系
諸
民
族
を
市
民
的
自
由
に
つ
い
て
妨
げ
て
い
る
主
た
る
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
存
在
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
と
ア
メ
リ
カ
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の
自
由
の
最
も
確
か
な
保
証
で
あ
る
。
我
々
ド
イ
ツ
民
族
は
、〈
そ
れ
が
普
遍
性
へ
と
そ
し
て
個
人
の
自
由
へ
と
駆
り
立
て
、
そ
し
て
、

両
者
を
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
意
識
を
と
お
し
て
宥
和
す
る
〉
あ
の
ゲ
ル
マ
ン
の
基
本
的
見
地
を
そ
の
姉
妹
国
民
た
ち
よ
り

も
さ
ら
に
深
く
形
成
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
た
ぶ
ん
そ
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
国
民
た
ち
よ
り
も
長
く
か
つ
重
く
対
立

の
も
と
で
苦
し
ん
で
き
て
い
る
。
少
し
前
に
は
、〈
個
別
の
諸
国
家
に
お
い
て
は
、
誇
張
さ
れ
た
国
家
統
一
体
の
前
に
、
地
方
団
体
お

よ
び
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
自
由
は
、
哀
れ
む
べ
き
外
観
に
沈
ん
で
い
た
一
方
で
は
〉、
ひ
と
は
、
統
一
体
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ

で
は
、
構
成
員
た
ち
の
独
立
性
は
陰
鬱
な
勝
利
を
祝
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
我
々
の
時
代
の
力
強
い
進
歩
は
、
ド
イ
ツ

民
族
が
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
そ
の
目
標
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
て
の
組
織
の
中
で

最
も
遅
れ
た
組
織
が
最
も
完
全
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
我
々
に
希
望
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
を
歴
史
の

始
ま
り
か
ら
特
徴
づ
け
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
宿
命
的
な
交
替
か
ら
圧
倒
的
勝
利
を
博
し
て
再
び
出
現
し
た
、
あ
の
力
は
、
す
な
わ
ち
、

創
造
的
な
結
合
力
は
、
い
か
な
る
民
族
よ
り
も
今
日
の
ド
イ
ツ
民
族
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
生
き
づ
き
そ
し
て
活
動
し
て
い
る
。

�.

そ
の
よ
う
に
結
合
体
の
存
在
が
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
現
在
お
よ
び
将
来
の
ド
イ
ツ
の
生
活
に
と
っ
て
最
大
の
意
味
を
有
す
る

と
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
領
域
の
比
較
的
小
さ
い
部
分
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
よ
り
立
ち
入
っ
た
研
究
に
服
さ
せ
る
こ
と
は
、
確
か
に

労
苦
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
下
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
団
体
法
に
割
当
て
ら
れ
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
考
察
さ
れ

る
領
域
は
、
結
合
一
般
の
領
域
に
対
し
て
、
お
よ
そ
以
下
の
限
界
を
と
お
し
て
区
分
さ
れ
る
。

�

ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
「
法
」、
し
た
が
っ
て
た
だ
そ
の
法
律
的
側
面
だ
け
が
詳
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
に

法
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
結
合
体
が
、
何
ら
か
の
他
の
領
域
に
お
け
る
よ
り
以
上
に
外
国
の
影
響
に
よ
っ
て
危
険
に
曝
さ
れ
て
お
り
、

そ
し
て
、
今
日
も
な
お
、
ま
さ
に
こ
こ
で
、
ゲ
ル
マ
ン
の
法
理
念
が
、
い
く
つ
か
の
そ
れ
ら
の
奪
わ
れ
た
地
位
の
再
獲
得
を
求
め
る
頑

固
な
闘
争
に
お
い
て
、
闘
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
ま
だ
、
法
律
家
の
大
多
数
に
よ
っ
て
、
国
民
法
（nationales

R
echt

）
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に
対
し
て
独
立
の
統
一
体
へ
と
発
展
し
た
諸
団
体
の
あ
ら
ゆ
る
独
特
の
解
釈
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
な
お
今
日
、

理
論
と
実
務
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
は
、
ロ
ー
マ
人
の
社
団
―
―
良
く
分
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
古
代

ロ
ー
マ
の
社
団
で
は
な
く
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
に
お
い
て
影
法
師
と
な
る
ま
で
に
全
て
の
独
立
性
を
奪
わ
れ
た
社
団
―
―
の
囚
人
服
に

押
し
込
ま
れ
て
い
る
。
重
要
な
は
じ
ま
り
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
を
自
ら
の
た
め
に
自
ら
再
構
成
す
る

た
め
に
、
卓
越
し
た
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
側
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
ド
イ
ツ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法

思
想
と
そ
の
変
遷
を
歴
史
全
体
を
と
お
し
て
追
跡
し
、
他
方
で
は
、
公
法
な
ら
び
に
私
法
と
い
う
、
そ
れ
〔
法
思
想
〕
に
よ
っ
て
極
め

て
等
し
く
把
握
さ
れ
形
成
さ
れ
た
二
つ
の
領
域
に
お
い
て
、
法
思
想
を
追
求
し
た
広
範
な
研
究
は
、
ま
だ
欠
け
て
い
る
。
―
―
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
的
側
面
と
並
ん
で
、
そ
の
文
化
史
的
、
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
倫
理
的
側
面
は
、
も
ち
ろ
ん
素
通
り
さ
れ
え
な

い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
、
い
つ
で
も
た
だ
、
こ
の
こ
と
が
法
形
成
の
理
解
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
、
ま
た

は
、
法
生
活
と
全
体
的
な
文
化
生
活
と
の
間
に
存
在
す
る
解
き
が
た
い
関
連
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り
で
の
み
、
顧
慮
さ

れ
る
。

�

「
ド
イ
ツ
」
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
は
、
そ
れ
自
体
、
ド
イ
ツ
以
外
の
土
地
に
応
用
さ
れ
た
法
形
成
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

そ
れ
自
体
外
国
の
根
か
ら
生
じ
て
き
た
諸
団
体
、
と
く
に
そ
の
豊
か
な
社
団
的
な
制
度
を
伴
う
教
会
、
ま
た
は
、
ロ
ー
マ
の
制
度
の
単

な
る
模
倣
物
も
、
排
除
す
る
。
血
縁
の
諸
国
民
に
お
け
る
類
似
の
法
形
成
物
の
比
較
的
な
引
用
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
と
し
て

有
益
で
あ
り
、
―
―
他
国
の
、
と
く
に
教
会
法
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
の
理
念
の
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
影
響
の
正
確
な

考
慮
は
、〈
ド
イ
ツ
精
神
か
ら
、
ま
さ
に
こ
の
領
域
で
そ
し
て
ま
さ
に
法
律
学
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
独
立
の
思
想
体
系
に
つ
い
て
の

所
有
物
の
返
還
請
求
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
自
由
と
ド
イ
ツ
の
自
治
と
い
う
、
ド
イ
ツ
の
法
形
成
と
国
家
形
成
の
最

も
本
質
的
な
基
礎
の
ひ
と
つ
の
記
録
と
い
う
〉
仕
事
の
主
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
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�

ド
イ
ツ
の
結
合
体
一
般
の
法
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
法
が
、
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
最
も

狭
い
か
つ
技
術
的
な
意
味
に
お
い
て
、�
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
�
は
、
こ
の
表
現
を
技
術
的
用
語
と
し
て
は
じ
め
に
再
び
採
用
へ
と

も
た
ら
し
た
ベ
ー
ゼ
ラ
ー
（B

eseler

）
に
よ
っ
て
も
ま
た
生
じ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
な
結
合
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
法
的
な

社
団
（K

örperschaft

）、
す
な
わ
ち
、
独
立
の
法
人
格
を
有
す
る
社
団
（V

erein

）
が
理
解
さ
れ
る
。
広
い
意
味
に
お
い
て
は
、
地

方
団
体
お
よ
び
国
家
自
身
が
、
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
の
も
と
に
属
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
、
同
時
に
、

テ
ー
マ
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
本
質
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
テ
ー
マ
外
の
も
の
と
な
る
。
ま
さ
に
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
、
し
か
し
国
家
と
地
方
団
体
は
、
一
方
で
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
理
念
の
強
化
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ

ら
の
対
立
の
強
化
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
上
、
時
代
方
向
に
従
っ
て
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
い
に
お
い
て
、
自
己

の
中
に
、〈
そ
の
ほ
と
ん
ど
完
全
な
抑
制
が
、
例
え
ば
ま
さ
に
前
世
紀
〔
十
八
世
紀
〕
を
特
徴
づ
け
、
―
―
そ
の
再
生
が
わ
れ
わ
れ
の

時
代
〔
十
九
世
紀
〕
の
変
遷
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
要
素
を
保
存
し
か
つ
形
成
し
続
け
て
き

て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
と
地
方
団
体
と
は
、
二
重
の
点
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
発
生
史
に
関
し
て
も
、
そ

れ
ら
の
内
的
構
造
に
関
し
て
も
、
叙
述
の
範
囲
に
入
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
構
成
員
を
超
え
る
独
立
の
社
団
人
格
（V

ereinspers

önlichkeit

）
を
も
た
ら
さ
な
い
社
団
ま
た
は
権
利
団
体
（R

echtsgem
einschaften

）
は
、
完
全
に
排
除
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
問

題
と
な
る
場
所
が
、
た
だ
ま
さ
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
み
で
あ
る
。

�

個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
「
シ
ャ
フ
テ
ン
」
法
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
「
シ
ャ
フ
ト
」
法
が
、
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
歴
史
の
す
べ
て
の
部
門
に
お
け
る
よ
う
に
、
法
史
お
よ
び
組
織
史
に
お
い
て
も
ま
た
、
真
に
留
ま
る
も
の
お
よ
び
本
質
的
な
る

も
の
は
、
展
開
さ
れ
る
理
念
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
事
実
的
な
る
も
の
お
よ
び
素
材
的
な
る
も
の
は
、
た
だ
そ
れ
ら
の
徴
表
で
あ

り
認
識
の
源
泉
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
研
究
の
本
来
の
対
象
を
構
成
す
る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
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の
法
理
念
の
発
展
と
今
日
的
形
態
で
あ
ろ
う
。
可
能
な
限
り
、
し
か
し
、
こ
の
理
念
は
、
そ
の
諸
分
枝
に
お
い
て
も
ま
た
追
求
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
一
般
的
な
る
も
の
が
、
至
る
と
こ
ろ
で
特
殊
的
な
る
も
の
に
お
い
て
探
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�.

ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
は
、
そ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
た
限
界
の
内
部
で
、
い
ま
や
、
し
か
し
、
完
全
に
、
そ
し
て

そ
れ
ゆ
え
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
法
と
し
て
も
、
生
成
さ
れ
た
る
法
と
し
て
も
、
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の
法
状
態
は
、
た

だ
包
括
的
な
歴
史
的
叙
述
か
ら
の
み
完
全
に
把
握
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
逆
に
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
歴
史
は
、
今
日

の
運
動
が
我
々
に
知
ら
れ
た
そ
の
最
後
の
部
分
と
し
て
観
察
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
お
お
よ
そ
理
解
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
合
目
的

性
の
理
由
か
ら
、
す
べ
て
の
素
材
は
、
必
ず
し
も
単
純
に
�
歴
史
�
と
�
現
行
法
�
に
分
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
取
扱
方
法

と
法
律
的
取
扱
方
法
に
従
う
い
く
ら
か
別
の
区
分
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
第
一
部
は
、�
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
法
史
�
に
つ
い
て
、
第
二
部
は
、�
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
的
性
質
�
に
つ
い
て
、
取
り
扱
う
で
あ
ろ
う
。
第
一

部
に
お
い
て
は
、
叙
述
が
重
き
を
な
し
、
第
二
部
に
お
い
て
は
、
研
究
が
重
き
を
な
す
。
第
一
部
に
お
い
て
は
、
大
き
な
歴
史
的
発
展

の
最
終
段
階
と
し
て
の
現
在
の
状
態
が
現
れ
、
第
二
部
に
お
い
て
は
、
今
日
の
現
行
の
法
概
念
の
形
成
場
所
と
し
て
の
歴
史
的
発
展
が

現
れ
る
。
第
一
部
に
お
い
て
は
、
法
律
的
構
成
の
細
部
の
問
題
は
詳
細
な
詳
論
に
は
服
さ
せ
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
引
用

が
不
可
欠
で
あ
る
限
り
で
、
第
二
部
の
結
論
が
指
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
広
範
な
層
に
及
ぶ
証
明
を
と
お
し
て
中
断
さ
れ
な
い
、

ド
イ
ツ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
の
全
体
像
が
現
れ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
第
二
部
に
お
い
て
は
、
逆
に
、
法
律
的
な
推
論
が
事
実
的
な

る
も
の
と
素
材
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
な
い
た
め
に
、
第
一
部
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
基
礎
が
、
前
提
と
さ
れ
る
。
各
部
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
〈
他
方
を
、
例
え
ば
第
三
者
の
研
究
と
似
た
方
法
に
お
い
て
、
た
だ
補
充
の
た
め
に
の
み
用
い
る
〉
独
立
し
た
全
体

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
長
所
は
、〈
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
の
避
け
が
た
い
繰
り
返
し
と
、
法
律
的
な
核
心
問
題
を
外
的
な
装
置
か
ら
あ
る
種

切
り
離
す
こ
と
に
お
い
て
存
在
す
る
〉
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
短
所
を
凌
駕
し
て
い
る
。
第
一
部
は
、
外
的
な
モ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
分
け
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ら
れ
、
第
二
部
は
、
内
的
な
モ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
。
第
一
部
は
、
一
般
的
な
時
代
像
か
ら
出
発
し
、
そ
の
中
で
、
各
時
期

に
従
っ
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
の
外
的
お
よ
び
内
的
な
運
命
を
、
法
と
国
家
に
お
い
て
原
資
料
に
従
っ
て
叙
述
す
る
こ
と
を

試
み
る
。
第
二
部
は
、
唯
一
の
根
本
問
題
か
ら
出
発
し
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
再
び
自
ら
を
先
鋭
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、〔
そ
の

問
題
と
は
、〕
結
合
し
た
一
つ
の
多
数
性
（V

ielheit

）
の
中
に
存
在
す
る
独
立
の
法
的
統
一
体
（R

echtseinheit

）
の
た
め
の
思
考

形
式
の
問
題
、
あ
る
い
は
、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
団
体
の
観
念
的
な
法
人
格
（ideale

R
echtspersönlichkeit

）
の
本
質
（
国
法

上
の
人
格
（staatsrechtliche

P
ersönlichkeit

）
と
法
人
（juristische

P
erson

））
の
問
題
、
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
人

格
の
存
在
が
、
団
体
（V

erein

）
を
�
社
団
（K

örperschaft

）�
と
な
し
、
そ
し
て
、
社
団
を
そ
の
他
の
団
体
か
ら
区
別
す
る
ゆ
え

に
、�
社
団
の
概
念
�
は
、
そ
れ
の
研
究
が
第
二
部
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
時
代
お
よ
び
制
度
に
従
う
こ
の
概
念
の
漸

次
的
な
発
展
を
、
第
二
部
の
最
初
の
章
が
取
り
扱
う
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
民
族
が
自
ら
の
た
め
に
創
造
し
た
古
法
に

つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
族
の
意
識
に
お
け
る
社
団
概
念
の
形
成
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
法
律
学
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
時
代
と

領
域
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
社
団
理
論
の
解
釈
学
史
（D

ogm
engeschichte

）
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
上
で
、
現
行
の
諸
理
論
と
現
行
の
法
体
系
が
比
較
さ
れ
、
そ
の
法
律
的
な
内
容
が
説
明
さ
れ
、
そ
し
て
、

最
後
に
、
そ
の
実
際
的
な
有
用
性
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
国
民
的
な
基
礎
に
基
づ
く
体
系
を
、
理
論

と
実
務
に
お
い
て
い
ま
な
お
常
に
支
配
し
て
い
る
〈
豊
か
な
ド
イ
ツ
の
結
合
体
制
度
を
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
諸
形
式
と
諸
概
念
に
押
し

込
め
よ
う
と
す
る
〉
体
系
の
代
わ
り
に
設
定
す
る
試
み
が
、
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

社
団
概
念
の
理
解
の
た
め
に
、
も
ち
ろ
ん
至
る
と
こ
ろ
で
隣
接
す
る
法
概
念
と
の
そ
の
概
念
の
関
係
、
と
り
わ
け
、
一
方
で
は
、
そ

の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
け
る
法
的
共
同
体
（R

echtsgem
einschaft

）
の
概
念
と
の
関
係
が
、
他
方
で
は
、
国
家
概
念
と
の

関
係
が
、
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
も
ま
た
、
い
く
つ
か
の
解
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明
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

�.

こ
こ
に
、
ま
ず
最
初
に
、〈
第
一
に
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
独
立
し
た
法
史
と
、
自
治
の
基
礎
と
し
て
の
ド
イ

ツ
の
国
家
形
成
と
法
形
成
一
般
へ
の
そ
の
影
響
と
を
、
少
な
く
と
も
大
筋
に
お
い
て
提
供
し
、
第
二
に
、
第
二
部
の
特
殊
な
詳
論
の
た

め
の
基
礎
を
獲
得
す
る
と
い
う
〉
そ
れ
ゆ
え
二
重
の
目
的
を
有
す
る
、
第
一
部
が
続
く
。
ま
ず
最
初
に
、
時
代
区
分
が
確
定
さ
れ
、
そ

し
て
、
そ
の
上
で
、
個
々
の
時
期
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
史
へ
と
移
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
以
上
、
序

文
、
終
わ
り
。S.7

】

第
一
部

ド
イ
ツ
団
体
〔
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
〕
法
史

第
一
章

時
代
区
分

現
実
の
歴
史
は
、
絶
え
ず
流
れ
て
行
く
、
時
代
を
知
ら
な
い
潮
流
で
あ
る
。
―
―
ど
こ
か
の
民
族
に
お
け
る
以
上
に
、
我
々
の
民
族

に
お
い
て
は
、
法
律
生
活
の
多
様
性
は
、
場
所
的
お
よ
び
時
代
的
な
差
異
を
条
件
づ
け
、
し
ば
し
ば
全
く
異
な
る
発
展
を
生
み
出
し
、

し
ば
し
ば
少
な
く
と
も
古
い
世
紀
と
新
し
い
世
紀
の
境
界
を
数
世
紀
ほ
ど
移
動
さ
せ
て
き
た
。
時
代
を
と
り
わ
け
支
配
す
る
理
念
の
産

物
と
並
ん
で
、
ど
こ
よ
り
も
多
く
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
永
い
間
古
い
観
方
の
生
み
出
し
た
も
の
が
生
命
力
を
も
っ
て
生
き

続
け
て
き
て
い
る
が
、
将
来
に
お
い
て
は
じ
め
て
支
配
へ
と
決
定
さ
れ
た
原
則
の
芽
は
、
す
で
に
豊
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
が
ド
イ
ツ
の
法
発
展
全
体
を
そ
こ
に
お
い
て
支
配
し
て
い
る
〈
人
間
の
結
合
の
〉
基
本
形
態
に
関
し
て
概
観
す

る
な
ら
ば
、〈
歴
史
的
観
察
に
と
っ
て
必
ず
し
も
十
分
に
不
可
欠
で
は
な
い
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
技
巧
的
で
あ
る
そ
の
よ
う
な
補

助
手
段
の
恣
意
性
と
不
完
全
性
と
を
留
保
し
て
で
は
あ
る
が
〉、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
の
主
要
な
転
換
点
を
記
す
一
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定
の
区
切
り
が
当
然
に
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
が
特
有
の
組
織
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
そ
し
て
、

そ
れ
ゆ
え
、
時
代
の
特
徴
的
な
団
体
形
態
と
し
て
の
独
特
の
団
体
形
態
を
も
ま
た
、
よ
り
狭
い
範
囲
に
お
い
て
お
よ
び
よ
り
広
い
範
囲

に
お
い
て
、
上
は
と
り
わ
け
国
家
に
至
る
ま
で
展
開
し
た
と
こ
ろ
の
、
諸
「
時
期
」
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
時
期
の
も
の
に
、
五
つ
が
あ
る
。

�.

そ
の
時
期
の
「
第
一
」
は
、
最
古
の
歴
史
的
情
報
か
ら
、
カ
ー
ル
大
帝
の
戴
冠
ま
で
及
ぶ
（
八
〇
〇
年
）。
こ
の
一
千
年
の
時

代
の
最
初
と
最
後
の
状
態
は
相
互
に
共
有
し
て
い
る
も
の
が
極
め
て
少
な
い
の
で
、
そ
の
時
代
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
代
に
お

い
て
は
ゲ
ル
マ
ン
的
法
意
識
が
す
べ
て
の
人
間
的
結
合
に
つ
い
て
の
圧
倒
的
に
「
家
父
長
的
」
理
解
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い

う
限
り
で
、
総
括
さ
れ
る
。
ま
た
、
も
と
も
と
の
「
民
族
の
自
由
（V

olksfreiheit

）」
と
い
う
原
理
は
、
ま
だ
こ
の
時
期
の
終
わ
り

に
は
、
少
な
く
と
も
理
念
上
は
、
少
な
く
と
も
公
的
生
活
の
基
礎
で
も
あ
る
一
方
、
も
ち
ろ
ん
「
支
配
と
奉
仕
」
と
い
う
対
立
す
る
原

理
は
、
す
で
に
も
っ
ぱ
ら
創
造
的
な
新
た
な
形
成
の
源
泉
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
全
期
間
を
と
お
し
て
、
す
べ
て
の

結
合
体
の
基
本
形
態
は
、
自
然
的
な
集
団
帰
属
に
基
づ
く
人
的
な
平
和
団
体
お
よ
び
法
的
団
体
と
し
て
す
べ
て
の
権
利
を
全
体
へ
と
移

し
て
い
る
〈
家
父
長
的
な
民
族
自
由
に
対
応
す
る
古
代
法
の
自
由
な
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
か
ら
、
こ
れ

に
対
し
て
は
、
一
者
が
す
べ
て
の
者
の
た
め
の
紐
帯
（B

and

）
で
あ
る
人
間
の
共
同
体
（G

em
einschaft

）
と
い
う
そ
れ
と
対
立
す

る
形
態
が
、
家
父
長
的
、
人
的
な
形
成
に
お
け
る
「
支
配
団
体
」（herrschaftlicher

V
erband

）
と
し
て
対
立
し
、
こ
れ
を
制
し
が

た
い
発
展
に
お
い
て
絶
え
ず
よ
り
多
く
圧
迫
す
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
仲
間
団
体
）
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
団
体
）
の
闘
争

と
、
人
格
性
（P

ersönlichkeit

）
と
い
う
古
い
原
理
と
す
べ
て
の
団
体
の
物
的
性
（D

inglichkeit

）
の
闘
争
が
交
差
す
る
。
―
―
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
物
的
な
地
方
団
体
（G

em
einde

）
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
領
主
支
配
（
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
トG

rund-

herrschaft

）
と
な
り
、
そ
し
て
、
す
で
に
こ
の
時
期
の
終
わ
り
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
家
父
長
的
な
組
織
原
理
は
、
概
念
に
お
い
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て
、
領
主
的
な
法
解
釈
お
よ
び
国
家
解
釈
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�.

一
二
〇
〇
年
ま
で
及
ぶ
「
第
二
の
時
期
」
に
お
い
て
は
、
支
配
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
、
物
的
性
は
人
格
性
に
、
確
定
的

に
勝
利
す
る
。「
家
父
長
的
」
お
よ
び
「
封
建
的
」
組
織
原
理
は
、
国
民
の
生
活
を
支
配
す
る
。
主
人
と
従
者
の
力
強
い
構
造
は
、
教

会
と
国
家
に
お
い
て
高
く
聳
え
立
ち
、
そ
し
て
、
天
上
の
神
に
自
ら
結
び
つ
き
、
あ
ら
ゆ
る
支
配
関
係
と
あ
ら
ゆ
る
従
者
関
係
は
、
し

か
し
、
物
的
な
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
領
主
的
な
も
の
と
な
る
。
よ
り
下
位
の
地
位
に
お
い
て
の
み
、
そ
し
て
、
せ
い
ぜ
い
時
代
の
大
き
な

運
動
か
ら
排
除
さ
れ
た
地
方
に
お
い
て
の
み
、
古
い
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
よ
り
高
い
意
味
に
お
い
て
自
ら
を
保
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
精
神
に
お
い
て
団
体
思
想
は
、
き
わ
め
て
力
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
中

へ
と
自
ら
浸
透
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
改
変
し
、
し
か
る
後
に
解
消
さ
せ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
第
二
期
を
特
徴
づ
け
る
新
し
い
団
体
形

態
と
し
て
、〈
団
体
の
も
と
も
と
の
統
一
体
を
代
表
す
る
主
人
が
独
自
の
総
体
権
（G

esam
m
trecht

）
を
発
展
さ
せ
る
〉「
従
属
的
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
ま
た
は
「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
が
成
立
す
る
。
す
で
に
、
し
か
し
、
そ
の
時
期
の
終
わ

り
に
、
最
終
的
に
封
建
国
家
を
粉
々
に
砕
く
よ
り
若
く
よ
り
強
力
な
原
理
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
古
い
、
た
だ
自
然
的
な
基
礎
を
目
指

す
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
代
わ
り
に
、
意
欲
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
生
み
出
し
、
諸
都
市
に
お
い
て
は
し
か
し
自
由
な
意

思
の
合
致
を
自
然
的
な
基
礎
と
結
合
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
同
時
に
、
最
古
の
地
方
団
体
と
最
古
の
国
家
を
ド
イ
ツ
の
大
地

の
上
に
出
現
さ
せ
る
、
自
由
な
結
合
（freie

V
ereinigung,

盟
約E

inung

）
の
原
理
で
あ
る
。

�.
中
世
と
と
も
に
直
ち
に
終
わ
る
「
第
三
期
に
お
い
て
」
は
、
封
建
国
家
と
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
支
え
を
失
っ
て
崩
壊
す
る
一
方
で
、

下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
「
選
択
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
に
お
い
て
す
べ
て
の
領
域
で
最
も
す
ば
ら
し
い
組
織
を
創
造
す
る
の

は
、「
盟
約
」
の
原
理
で
あ
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
共
同
体
は
、
連
合
的
方
法
で
絶
え
ず
よ
り

高
い
サ
ー
ク
ル
へ
と
集
合
す
る
。
―
―
そ
れ
ら
は
、〈
逆
に
物
権
の
獲
得
さ
れ
た
独
立
性
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
〉、
人
格
性
の
解
放
を
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徹
底
的
に
用
意
す
る
。
―
―
そ
れ
ら
は
、
公
法
と
私
法
の
区
別
に
導
く
。
―
―
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
国
家
、
地
方
団
体
お
よ
び
社
団

と
し
て
の
観
念
的
な
総
体
人
格
の
概
念
を
生
み
出
す
。
―
―
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
、
下
か
ら
上
に
、
自
由
な
合
意
を
と
お
し
て
ド
イ
ツ

の
総
体
国
家
（G

esam
m
tstaat

）
を
建
設
す
る
の
に
成
功
す
る
。
―
―
し
か
し
た
だ
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
！
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
仕
事
の

完
成
の
た
め
に
は
、
こ
の
時
期
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
も
ま
た
、
力
を
自
己
の
中
に
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ

れ
を
た
だ
急
激
に
の
み
形
成
し
た
階
級
制
度
の
枠
を
打
破
し
、
諸
階
級
と
り
わ
け
農
民
階
級
を
そ
の
中
に
引
き
込
む
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
結
局
い
っ
た
ん
確
定
さ
れ
た
諸
形
態
の
中
で
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
は
、
硬
直
し
始
め
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

に
し
て
、
諸
階
級
の
平
準
化
、
都
市
と
領
邦
の
融
合
、
そ
し
て
、
よ
り
大
き
な
集
中
さ
れ
た
国
家
統
一
体
へ
と
働
い
て
ゆ
く
、
新
た
な

力
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
領
主
支
配
を
領
土
国
家
に
改
変
し
、
自
ら
を
近
代
の
国
家
理
念
の
唯
一
の
担
い
手

に
高
め
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
は
、
領
邦
主
権
（L

andeshoheit

）
で
あ
る
。

�.

一
八
〇
六
年
ま
で
の
「
第
四
期
」
に
お
い
て
は
、
領
邦
主
権
と
、
領
邦
主
権
か
ら
継
受
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
の
助
け
に
よ
っ
て
発

展
し
た
「
官
庁
支
配
」（O

brigkeit

）
の
原
理
と
の
、
確
定
的
な
勝
利
が
完
成
さ
れ
る
。
官
庁
支
配
の
国
家
思
想
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る

警
察
国
家
お
よ
び
後
見
国
家
が
発
展
し
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
は
、
特
権
を
与
え
ら
れ
た
社
団
制
度
（K

orporationsw
esen

）

へ
と
転
換
し
、
そ
し
て
こ
れ
は
、
自
ら
が
自
ら
を
た
だ
単
に
私
的
な
基
礎
の
上
へ
と
設
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
公
法
（
公
的
権

利öffentliches
R
echt

）
へ
の
更
な
る
参
加
を
求
め
る
請
求
権
を
断
念
す
る
。
も
は
や
一
般
性
の
構
成
部
分
と
し
て
で
は
な
く
、
特
権

に
対
応
す
る
義
務
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
な
い
特
権
を
与
え
ら
れ
た
特
別
性
と
し
て
自
ら
を
感
じ
る
、
こ
れ
ら
の
社
団
（K

orpora-

tionen

）
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
屈
服
さ
せ
ま
た
は
破
壊
す
る
統
一
的
な
国
家
権
力
は
、
必
然
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に

よ
っ
て
真
っ
先
に
、
古
い
自
由
と
自
治
は
、
否
定
さ
れ
る
。
国
家
は
、
民
族
の
外
に
そ
し
て
民
族
を
超
え
て
登
場
し
、
公
法
的
な
意
義

を
持
と
う
と
す
る
も
の
は
、
た
だ
国
家
の
営
造
物
と
し
て
、
国
家
の
一
部
と
し
て
の
み
存
続
し
う
る
。「
従
属
的
な
私
法
的
社
団
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（abhängige
P
rivatrechts＝

K
orporationen

）」
―
―
こ
の
時
代
の
特
徴
的
な
社
団
形
態
―
―
は
、
死
滅
し
た
公
的
意
味
を
生
き

永
ら
え
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶
対
的
国
家
と
絶
対
的
な
個
人
性
と
は
、
時
代
の
標
語
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
古

い
団
体
の
解
散
と
と
も
に
、
領
邦
主
権
は
、
同
時
に
、
公
的
権
利
の
特
権
と
不
平
等
を
粉
砕
し
、
そ
し
て
、
臣
民
（U

ntertanen

）

の
概
念
に
お
い
て
法
律
の
前
で
の
す
べ
て
の
人
々
の
平
等
を
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
歴
史
上
は
じ
め
て
す
べ
て
の
人
々
の
個
人
的
自
由

を
、
創
造
し
た
。
そ
れ
と
ま
ず
真
っ
先
に
市
民
的
自
由
が
結
合
さ
れ
な
か
っ
た
限
り
で
、
ド
イ
ツ
人
男
性
の
古
い
政
治
的
自
由
権
は
、

情
け
容
赦
な
く
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
移
行
は
、
我
々
の
世
紀
〔
十
九
世
紀
〕
に
お
い
て
階
級
的
自
由
に
代
わ
っ
て
登
場
す
る
す
べ
て
の

人
々
の
市
民
的
自
由
の
た
め
に
、
土
台
を
用
意
す
る
の
に
不
可
欠
で
あ
る
。

�.

わ
れ
わ
れ
は
〈
そ
こ
か
ら
我
々
が
一
般
の
国
家
市
民
と
代
議
制
国
家
の
思
想
に
お
い
て
原
初
の
諸
対
立
の
融
和
を
期
待
す
る
〉

「
第
五
期
」
の
始
め
に
よ
う
や
く
立
っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
は
こ
れ
ま
で
極
め
て
短
い
と
は
い
え
、
す
で
に
我
々
は
、
そ
の
時
期
に
お

い
て
は
、
本
来
的
に
形
成
的
な
原
理
は
そ
の
近
代
的
な
姿
に
お
け
る
「
自
由
な
結
合
体
」（freie

A
ssoziation

）
で
あ
り
か
つ
あ
る
で

あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
期
を
と
お
し
て
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
は
、
永
い
死
ん
だ
よ
う
な
ま
ど
ろ

み
の
後
に
力
強
い
生
命
に
目
覚
め
、
そ
の
完
成
を
見
出
し
て
き
て
い
る
。
い
か
な
る
階
級
的
な
桎
梏
に
よ
っ
て
も
も
は
や
束
縛
さ
れ
ず
、

い
か
な
る
排
他
性
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
ず
、
無
限
に
し
な
や
か
で
、
形
態
に
お
い
て
分
け
う
る
、
最
も
高
い
目
的
に
も
、
最
も
僅
か

な
目
的
に
も
、
最
も
包
括
的
な
目
的
の
た
め
に
も
、
最
も
個
別
の
目
的
に
も
、
等
し
く
適
合
さ
れ
て
、
ロ
ー
マ
の
法
概
念
の
い
く
つ
か

の
特
徴
を
と
お
し
て
豊
か
に
さ
れ
て
、
理
論
と
実
務
が
そ
の
中
へ
と
押
し
込
め
る
こ
と
に
骨
を
折
っ
て
き
て
い
る
狭
い
ロ
ー
マ
の
型
を

永
い
あ
い
だ
嘲
弄
し
て
、
―
―
ド
イ
ツ
法
の
再
び
誕
生
し
た
〈
新
た
な
共
同
体
の
諸
形
態
の
見
渡
し
き
れ
な
い
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
て

き
て
い
る
〉
原
初
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
観
念
は
、
古
い
内
容
を
し
か
し
新
し
い
内
容
を
も
っ
て
満
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
観

念
は
、
ド
イ
ツ
の
地
方
団
体
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
国
家
の
〈
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
基
礎
へ
遡
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
お
よ
び
、
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そ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
の
再
生
を
と
お
し
て
の
み
、
そ
れ
ら
の
従
来
の
進
歩
を
遂
行
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
将

来
の
進
歩
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
〉
変
化
に
関
与
し
て
い
る
。
そ
の
観
念
は
、
公
的
生
活
お
よ
び
私
的
生
活
の
す
べ
て
の
領
域
を
把
握

し
そ
し
て
新
た
に
形
成
す
る
自
由
な
団
体
制
度
の
た
め
の
、
も
っ
ぱ
ら
の
創
造
の
女
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
由
な
団
体
制
度
は
、

す
で
に
非
常
に
偉
大
な
も
の
を
も
た
ら
し
て
き
て
い
る
と
し
て
も
、
よ
り
偉
大
な
も
の
を
さ
ら
に
近
い
将
来
お
よ
び
遠
い
将
来
に
お
い

て
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

【
以
上
、
第
一
章
、
終
わ
り
。
第
一
章
に
は
、
注
は
な
い
。】

第
一
期

八
〇
〇
年
ま
で

第
二
章

序

論

歴
史
へ
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
登
場
の
際
に
、
彼
ら
は
、
す
で
に
永
い
間
、
我
々
が
今
日
も
な
お
粗
野
な
諸
部
族
の
も
と
で
観
察
す
る
共

同
団
体
（G

em
einw

esen

）
の
あ
の
原
初
状
態
を
克
服
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
疑
い
な
く
我
々
の
民
族
に
お
い
て
も
ま
た
、
何
ら
か

の
時
代
に
お
い
て
、
唯
一
の
組
織
さ
れ
た
、
そ
し
て
、
そ
の
関
連
の
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
諸
団
体
で
あ
る
、
家
族
的
結
合
体
は
、
そ
こ

に
お
い
て
血
縁
関
係
の
き
ず
な
（B

and

）
と
は
別
の
き
ず
な
が
個
々
人
を
ま
と
め
る
、
よ
り
大
き
な
共
同
体
に
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ

る
。�

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
諸
団
体
に
お
い
て
は
、
す
で
に
、
そ
れ
ら
の
人
的
な
組
織
に
関
し
て
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
組
織
発
展
全
体

を
二
つ
に
区
分
す
る
、
二
つ
の
大
き
な
対
立
、
す
な
わ
ち
、「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
と
「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
の
対
立
が
主
張
さ
れ

た
。
両
者
の
対
立
は
、
す
で
に
家
族
に
お
い
て
予
め
形
成
さ
れ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
家
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

「
家
族
共
同
体
」（häusliche

G
em

einschaft

）、
お
よ
び
、
さ
ら
な
る
家
族
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
「
氏
族
」（G

eschlecht

）
と
い
う
、
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二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
に
、
後
者
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
、
組
織
さ
れ

た
。
二
つ
の
団
体
の
拡
大
と
模
写
か
ら
、
一
方
で
は
、
よ
り
高
次
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
団
体
）
が
成
長
し
、
他
方
で
は
、
よ
り
高

次
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
仲
間
団
体
）
が
成
長
し
た
。
家
族
的
な
保
護
支
配
団
体
（Schutzherrschaft

）
は
、
平
民
団
体
（K

lien-

telverband

）
へ
と
、
半
自
由
民
（H

örige

）
を
超
え
て
拡
大
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
真
に
公
的
な
意
味
を
、
そ
れ
が
臣
従
関
係

（G
efolgschaften

）
に
お
い
て
、
貴
族
（E

dle

）
お
よ
び
自
由
民
（F

reie

）
を
も
ま
た
捉
え
る
こ
と
を
と
お
し
て
獲
得
し
て
い
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
政
治
的
な
組
織
は
、
徹
底
し
て
、
さ
ら
に
氏
族
（G

eschlechter

）
の
拡
大
に
、
す
な
わ
ち
、
民
族
団

体
（V

ölkerschaften

）
お
よ
び
そ
の
部
分
団
体
（A

btheilungen

）
に
お
け
る
自
由
人
た
ち
（freie

M
änner

）
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
に
、
基
づ
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
団
体
の
中
に
、
氏
族
の
組
織
が
存
続
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
し
か
し
決
し
て
、
例
え
ば
、

単
に
拡
大
さ
れ
た
氏
族
、
ま
た
は
、
全
く
技
巧
的
な
氏
族
で
は
な
か
っ
た
。
血
縁
の
友
誼
関
係
（B

lutfreundschaft

）
の
思
想
の
代

わ
り
に
、
む
し
ろ
部
族
の
友
誼
関
係
お
よ
び
民
族
の
友
誼
関
係
の
思
想
が
登
場
し
、
そ
し
て
、
独
特
の
人
的
な
法
律
関
係
と
し
て
、
団

体
の
接
着
剤
を
構
成
し
た
。
し
か
し
部
族
お
よ
び
民
族
の
地
方
団
体
（
市
町
村G

em
einden

）
は
、
家
族
結
合
の
思
想
を
氏
族
か
ら

奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
は
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
〔
家
族
結
合
の
思
想
〕
が
そ
れ
ら
〔
部
族
や
民
族
の
地
方
団
体
〕
に

も
適
用
可
能
で
あ
っ
た
限
り
で
併
せ
て
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
か
し
「
人
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」（P

ersönliche

G
enossenschaft

）
の
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
ま
や
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
の
下
に
氏
族
団
体
、
家
族
団

体
お
よ
び
民
族
団
体
が
入
る
類
概
念
に
帰
着
し
た
。

こ
の
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
本
質
は
、
こ
の
研
究
の
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
般
的

な
特
徴
づ
け
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
帰
属
に
基
づ
く
〈
そ
れ
自
ら
の
中
に
特
別
の
「
平
和
」
と
特
別
の
「
権
利
」
を
生

み
出
す
〉
人
的
共
同
体
（persönliche

G
em

einschaft

）
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
構
成
員
た
る
地
位
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（
構
成
員
権M

itgliedschaft

）
は
「
自
由
」
で
あ
る
。
自
由
は
、
し
か
し
、
た
だ
平
和
と
権
利
、
お
よ
び
、
そ
こ
に
お
い
て
総
体
（
団

体
全
体G

esam
theit

）
ま
た
は
構
成
員
を
と
お
し
て
与
え
ら
れ
る
保
護
に
つ
い
て
の
関
与
に
お
い
て
、
た
だ
受
動
的
で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
か
、
そ
れ
と
も
、
総
体
の
平
和
お
よ
び
総
体
の
権
利
の
完
全
な
担
い
手
た
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
対
内
的
お
よ
び
対
外
的

な
共
同
行
使
に
お
い
て
、
積
極
的
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。
前
者
は
、「
保
護
仲
間
」（Schutzgenossen

）
の
自
由
で
あ
り
、
後
者
は

「
完
全
仲
間
」（V

ollgenossen

）
の
自
由
で
あ
る
。
完
全
仲
間
は
、
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
た
め
に
生
ま
れ
た
、
そ
し
て
、

武
器
を
も
っ
て
戦
う
能
力
の
あ
る
男
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
し
か
し
―
―
彼
ら
が
仲
間
（G

enossen

）
で
あ
る
限
り
で
―
―
相
互

に
完
全
に
平
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
完
全
仲
間
の
総
体
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
ゆ
え
、

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
と
権
利
の
源
泉
で
あ
り
、
保
有
者
で
あ
り
、
か
つ
、
保
護
者
で
あ
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、

こ
れ
ら
の
平
和
と
権
利
が
破
ら
れ
た
場
合
、「
復
讐
」（R

ache

）
を
行
い
、「
贖
罪
」（Sühne

）
を
受
け
取
る
。
破
約
に
対
し
て
は
、

対
外
的
に
は
「
常
備
軍
」（H

eer

）
と
し
て
、
対
内
的
に
は
「
裁
判
所
」（G

ericht

）
と
し
て
防
衛
す
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、

そ
の
力
ま
た
は
そ
の
権
利
に
よ
っ
て
何
か
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
仲
間
を
選
ぶ
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
人
と
同
様
に
、
そ
う
し

て
あ
ら
ゆ
る
仲
間
の
占
有
を
保
護
す
る
。
法
的
統
一
体
と
し
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
帰
属
す
る
平
和
、
権
利
お
よ
び
財
産
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
総
体
に
属
す
る
。
総
体
の
一
員
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
仲
間
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
等
し
い
権
利
と
等
し
い
義
務
を
負
担
す
る
。

し
か
し
、
だ
れ
も
そ
れ
を
自
己
の
た
め
に
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
へ
と
分
散
し
た
統
一
性
を
現
象
へ
と
も
た
ら
す
す

べ
て
の
人
々
の
集
会
の
み
が
そ
れ
に
つ
い
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
し
か
し
、
ひ
と

が
お
そ
ら
く
考
え
て
き
た
よ
う
に
、
た
ん
な
る
平
和
団
体
お
よ
び
法
的
団
体
（F

riedens＝
und

R
echtsverein

）
で
は
な
く
、
そ
れ

は
全
人
間
を
把
握
す
る
。
そ
れ
は
等
し
い
力
を
も
っ
て
生
活
の
全
側
面
を
包
含
し
、
そ
し
て
同
時
に
宗
教
的
、
社
交
的
、
道
徳
的
、
経

済
的
結
合
を
基
礎
づ
け
る
。
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ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
時
代
の
経
過
の
中
で
結
合
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
、

一
人
の
主
人
が
頂
点
に
登
場
し
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
、
従
者
た
ち
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
発
展
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は

二
つ
の
原
理
の
内
的
宥
和
に
は
至
ら
ず
、
一
方
ま
た
は
他
方
が
勝
利
し
つ
つ
、
交
替
で
前
面
に
登
場
す
る
。
我
々
が
真
っ
先
に
論
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
一
〇
〇
〇
年
の
期
間
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
絶
え
ざ
る
進
歩
を
含
ん
で
お
り
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
た
だ
下
位
の
そ
し
て
狭
い
地
域
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
時
代
の
最
後
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
闘
争
と
は
、
し
か
し
、
そ
の
結
果
が
ド
イ
ツ
の
結
合
体
制
度
の
形
成
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ず
影
響
力
を
有
し
た
、
別
の
闘
争
が

交
差
し
て
い
る
。

�

そ
れ
は
、
あ
の
よ
り
最
近
の
、
し
か
し
少
な
か
ら
ず
影
響
力
の
あ
る
「
人
的
」
権
利
と
「
物
的
」
権
利
の
対
立
と
い
う
闘
争
で

あ
る
。
す
で
に
そ
れ
ら
の
歴
史
的
登
場
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
は
、
牧
畜
、
狩
猟
そ
し
て
唯
一
の
生
計
の
源
泉
の
た

め
に
戦
争
を
行
う
、
原
始
的
な
経
済
状
態
を
克
服
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
も
は
や
遊
牧
民
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
ほ
と
ん
ど
す

で
に
�
固
定
し
た
も
の
〔
住
居
〕�
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
す
で
に
か
な
り
完
成
さ
れ
た
農
業
に
お
い
て
そ
れ
で
も
や
は
り
〈
定

住
す
る
か
、
ま
た
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
も
別
の
場
所
で
の
確
か
な
住
居
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
準
備
学
校
と
し
て
役
立
つ
べ

き
〉
確
か
な
保
証
を
有
す
る
、
住
居
を
獲
得
し
て
い
た
。
か
つ
て
の
そ
れ
だ
け
で
意
味
の
あ
る
人
的
関
連
と
並
ん
で
、
結
合
体
と
い
う

全
く
新
た
な
因
子
、
す
な
わ
ち
、
団
体
と
そ
の
構
成
員
の
関
係
が
、
根
本
的
な
基
礎
と
し
て
登
場
し
た
。
始
め
は
牧
畜
と
狩
猟
の
意
味

が
農
業
の
意
味
に
優
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
組
織
に
お
け
る
人
的
な
諸
要
素
も
ま
た
優
っ
た
。
反
対
の
関
係
が
登
場
し
て
く
る
と
、
同
じ
程

度
に
お
い
て
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
法
は
、
そ
れ
が
出
会
っ
た
土
地
ま
た
は
地
域
の
中
へ
と
そ
の
基
礎
を
置
き
換
え
る
こ
と
に
傾
き
、

そ
し
て
、
物
的
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
つ
い
に
、〈
最
初
は
た
だ
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
人
的
結
合
の
結
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
〉
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隣
接
す
る
居
住
、
農
業
共
同
体
、
お
よ
び
、
土
地
所
有
の
分
配
が
、
人
的
結
合
を
条
件
づ
け
そ
し
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
変
化
は
、
非
常
に
緩
慢
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
変
化
は
、
地
方
団
体
（
市
町
村
）
の
狭
い

範
囲
に
お
い
て
始
ま
り
、
た
だ
極
め
て
漸
次
的
に
民
族
の
頂
点
に
至
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
。
そ
の
一
〇
〇
〇
年
の
期
間
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
全
時
期
は
、
ま
だ
、〈
も
ち
ろ
ん
我
々
が
そ
こ
に
、
そ
の
最
初
に
登
場
す
る
か
、
終
わ
り
に
登
場
す
る
か
に
従
っ
て
法
外
に

異
な
る
程
度
に
お
い
て
、
人
的
要
素
、
ま
た
は
、
空
間
的＝

物
的
要
素
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
〉
過
渡
期
で
あ
る
。
し
か
し
つ
ね
に
二

つ
の
対
立
は
、
た
だ
外
形
的
に
混
在
し
て
い
る
の
み
で
内
部
的
に
は
融
合
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
―
―
発
展
の
対
象
は
、
我
々
の

今
日
の
地
方
団
体
（
市
町
村
）
組
織
お
よ
び
国
家
組
織
に
お
け
る
よ
う
に
、
場
所
的
地
方
団
体
と
領
邦
国
家
を
と
お
し
て
の
人
的
原
理

と
物
的
原
理
の
宥
和
で
は
な
く
、
他
方
の
原
理
を
と
お
し
て
の
一
方
の
原
理
の
駆
逐
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
対
立
の
顧
慮
の
も
と
で
は
、
第
一
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
、
そ
し
て
第
二
に
は
、
―
―
そ
れ
が
後
者
に
変
化
を
及

ぼ
す
作
用
を
す
る
限
り
で
―
―
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
を
観
察
す
る
こ
と
、
し
か
し
、
両
者
を
、
そ
の
純
粋
に
人
的
な
形
成
に
お
い
て
、

そ
し
て
そ
の
上
で
そ
の
物
化
に
お
い
て
、
眼
中
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
い
ま
や
真
っ
先
に
我
々
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

【
以
上
、
第
二
章
、
終
わ
り
。
第
二
章
に
は
、
注
は
な
い
】

Ａ.

古
代
法
の
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

�.

人
的
な
団
体
と
し
て

第
三
章

最
古
の
法
の
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

す
べ
て
の
人
間
的
結
合
の
最
古
の
も
の
で
あ
る
家
族
（F

am
ilie

）
は
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
理
念
に
先
史
時
代

に
お
い
て
存
在
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
し
て
は
、
同
じ
家
族
の
中
で
、
そ
れ
よ
り
も
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も
っ
と
古
く
、
そ
し
て
、
も
っ
と
神
聖
に
、
す
で
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
が
対
立
し
て
い
た
。
狭
義
に
お
け
る
家
族
、
す
な
わ
ち
、

「
家
」（H

aus

）、
家
族
共
同
体
（häusliche

G
em

einschaft

）
と
、
広
義
に
お
け
る
家
族
、
す
な
わ
ち
、「
氏
族
」（G

eschlecht

）、

ジ
ッ
ペ
（
血
族Sippe

）
ま
た
は
マ
ー
ク
シ
ャ
フ
ト
（
親
戚M

agschaft

）
は
、〈
あ
る
程
度
す
べ
て
の
将
来
の
組
織
対
立
の
典
型
と
み

な
さ
れ

（
２
）

う
る
〉
二
つ
の
徹
底
し
て
異
な
っ
て
組
織
さ
れ
た
家
族
の
グ
ル
ー
プ
で
あ

（
１
）

っ
た
。

�

ド
イ
ツ
の
家
は
、
す
べ
て
の
時
代
に
、
そ
し
て
す
べ
て
の
民
族
に
お
け
る
よ
う
に
、
徹
底
し
て
「
統
一
的
」（einheitlich

）

に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
家
長
（H

ausherr

）
だ
け
が
、
団
体
に
お
い
て
妥
当
す
る
平
和
と
権
利
の
源
泉
で
あ
り
、
保
有
者
で
あ
り
、

保
護
者
で
あ
り
、
彼
は
、
も
っ
ぱ
ら
団
体
の
統
一
性
を
代
表
す
る
。
彼
の
家
長
権
（m

un

（
３
）

dium

）
に
よ
り
、
彼
は
、
家
族
構
成
員

（H
ausangehörigen

）
を
対
外
的
に
―
―
民
族
、
軍
隊
、
裁

（
４
）

判
所
に
お
い
て
―
―
代
表
し
そ
し
て
保
護
す
る
。
彼
は
、
そ
れ
ら
の
者

を
対
内
的
に
、
家
族
共
同
体
か
ら
発
す
る
力
が
及
ぶ
限

（
５
）

り
で
、
支
配
す
る
。
彼
は
「
主
人
」
で
あ
り
、
他
の
者
は
彼
に
「
奉
仕
す

（
６
）

」
る
。

家
の
裁
判
権
（G

erichtsbar

（
７
）

keit

）、
家
の
祭
祀
権
（häusliches

P
rieste

（
８
）

ram
t

）、
帰
責
ま
た
は
危
急
の
場
合
に
お
い
て
譲
渡
を
と

お
し
て
実
現
可
能
な
人
に
つ
い
て
の

（
９
）

権
利
は
、
彼
の
も
と
に
あ
り
、
彼
の
も
と
に
の
み
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
私
法
的
な
関
係
に
お
い

て
、
彼
は
、
彼
の
手
中
に
、〈
そ
れ
に
つ
い
て
彼
に
占
有
、
享
受
、
管
理
お
よ
び
す
べ
て
の
本
来
的
な
処
分
権
が
帰
属
す
る
〉
統
一
的

な
集
合
体
（M

asse

）
と
し
て
の
家
の
総
財
産
を
合
一

（
１０
）

す
る
。

こ
の
家
族
共
同
体
は
、
ま
ず
第
一
に
女
と
子
供
を
狙
っ
て
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
し
か
し
、
拡
張
の
能
力
が
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
の
拡
張
を
、
事
実
、
非
自
由
人
お
よ
び
従
者
の
グ
ル
ー
プ
を
と
お
し
て
経
験
し
て
い
る
。
最
後
に
は
、
家
長
の
死
亡
の
際
に
お
け
る

後
見
的
家
長
権
を
と
お
し
て
の
家
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
譲
渡
が
、
非
独
立
者
、
す
な
わ
ち
、
自
己
防
衛
の
能
力
の
な
い
家
族
構
成
員
が

残
さ
れ
る
場
所
で
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
以
上
に
は
、
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
は
、
家
族
に
お
け
る
家
団
体
（H

ausverband

）
を
拡
大
し

な
い
。
な
る
ほ
ど
、
家
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（H

ausherrschaft

）
を
い
つ
で
も
た
だ
息
子
た
ち
の
一
人
の
み
に
相
続
さ
せ
、
そ
し
て
、
そ
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の
よ
う
に
し
て
氏
族
を
、
拡
張
さ
れ
た
家
と
し
て
氏
族
長
の
も
と
に
、
部
族
を
拡
張
さ
れ
た
氏
族
と
し
て
部
族
長
の
も
と
に
、
民
族
全

体
を
大
家
族
制
度
と
し
て
民
族
長
の
も
と
に
、
構
成
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
は
、
事
実
、
ひ

と
つ
の
氏
族
組
織
お
よ
び
首
領
組
織
（G

eschlechter＝
und

H
äuptlings＝

V
erfassung

）
を
構
成
し
た
民
族
に
お
い
て
起
き
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
は
、
違
う
こ
と
を
考
え
た
。
長
子
相
続
権
（E

rstgeburtsrecht

）
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
は
知
ら

れ
て
お

（
１１
）

ら
ず
、
そ
し
て
、
成
年
に
達
し
か
つ
武
器
を
も
っ
て
闘
う
能
力
の
あ
る
兄
弟
た
ち
は
、
相
互
に
平
等
で
、
各
人
が
独
立
し
た
家

長
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
相
互
の
間
に
し
か
し
彼
ら
は
も
は
や
家
を
構
成
せ
ず
、
総
体
権
（G

esam
m
tberechtigung

）
に
基
づ
く

一
つ
の
団
体
を
構
成
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
な
る
諸
世
代
に
継
続
し
た
。
個
々
の
家
父
で
は
な
く
、〈
一
つ
の
共
同
体
の
部
族
父

（Stam
m
vater

）
を
想
起
さ
せ
る
〉
す
べ
て
の
家
父
た
ち
の
総
体
が
、
そ
の
総
体
権
の
相
続
人
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し

て
氏
族
団
体
お
よ
び
そ
の
拡
張
団
体
の
た
め
に
、
自
由
な
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
」
組
織
が
現
れ
た
。

�

そ
れ
ゆ
え
最
古
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
「
氏
族
の
組
織
」
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
や
も
ち
ろ
ん
、
た
だ

僅
か
な
情
報
の
み
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
個
々
の
親
類
の
権
利
と
義
務
に
関
す
る
原
典
資
料
は
、
豊
か
に
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、

一
つ
の
法
的
な
全
体
と
し
て
の
親
類
の
概
念
の
組
織
に
関
す
る
原
典
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
保
持
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ

れ
わ
れ
が
認
識
す
る
限
り
、
ジ
ッ
ペ
は
、
何
ら
か
の
時
代
に
平
和
と
権
利
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
、
社
団
的
な
形
成
を
も
っ

た
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
空
間
的
な
地
方
団
体
お
よ
び
公
的
権
力
の
形
成
と
と
も
に
よ
う
や
く
、
次
第
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
発
展
の
過
程
は
、
氏
族
の
意
味
が
次
第
に
多
く
公
法
か
ら
私
法
へ
と
遡
り
、
そ
の
氏
族
の
総
組
織
が
、

し
か
し
、
個
々
人
の
個
々
人
に
対
す
る
多
層
的
な
段
階
を
も
つ
権
利
と
義
務
の
複
合
を
と
お
し
て
代
替
さ
れ
る
と
い
う
過
程
で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
こ
の
解
消
的
な
方
向
で
の
漸
次
的
な
発
展
が
、
我
々
に
、
以
前
に
は
何
が
存
在
し
た
か
と
い
う
こ
と
へ
の
帰
納
的
推
論
を
許
す

の
で
あ
る
。
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「
外
部
」
的
に
は
、
ま
ず
最
初
に
、
な
る
ほ
ど
す
で
に
カ
エ
サ
ル
と
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
は
、
ジ
ッ
ペ
が
か
つ
て
地
方
団
体
お
よ

び
民
族
の
芽
を
自
ら
の
中
に
担
う
唯
一
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
一
連
の
そ
れ
と
並
ん
で
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
超
え
て
発
展
し
た
諸
団
体
に
お

い
て
、
民
族
団
体
（V

olkskörper

）
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
重
要
な
構
成
部
分
の
地
位
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
だ
際
立
っ

た
政
治
的
意
義
を
有
し
て
い
た
。
氏
族
に
従
っ
て
民
族
軍
隊
（V

olksheer

）
が
編
成

（
１２
）

さ
れ
、
氏
族
に
従
っ
て
ひ
と
は
土
地
を
分
配

（
１３
）

し
た
。
民
族
法
に
お
い
て
も
ま
た
、
ま
だ
明
ら
か
に
二
三
の
箇
所
は
、
両
者
に
つ
い
て
想
起
さ
せ
て

（
１４
）

い
る
。
し
か
り
マ
ー
ゲ
ン
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
親
戚
仲
間
、M

agengenossenschaft

）
が
長
い
間
特
別
の
安
定
性
を
持
ち
続
け
た
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
い

（
１５
）

て
は
、
さ
ら
に
は
る
か
に
後
に
、〈
公
的
権
力
は
、
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
親
戚
の
総
体
（G

esam
m
theit

der
M

agen

）
を
個
々
人

の
違
法
行
為
（V

ergehen

）
に
つ
い
て
責
任
あ
り
と
宣
言
し
、
そ
れ
に
土
地
を
も
た
な
い
親
戚
の
た
め
の
保
護
者
（Schutzherr

（hla^ford

））
の
探
索
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
の
者
の
た
め
の
人
的
な
保
証
の
引
受
を
命
じ
、
そ
し
て
、
犯
罪
者
た
る
仲
間
を
裁
判
所
に

差
し
出
す
こ
と
を
そ
れ
に
要
求
す
る
こ
と
に
よ

（
１６
）

っ
て
〉、
公
的
権
力
が
氏
族
を
政
治
的
統
一
体
と
し
て
共
同
団
体
〔
国
家
〕
の
建
設
に

お
い
て
用
い
る
こ
と
を
試
み
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
非
常
に
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
す
で
に
氏
族
が
解
体
に
お

い
て
把
握
さ
れ
た
か
は
、
ひ
と
が
や
が
て
、
こ
の
自
然
的
基
礎
を
技
巧
的
な
も
の
を
と
お
し
て
代
替
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
の

（
１７
）

中
に
、
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
な
お
、
そ
の
他
の
諸
部
族
に
お
い
て
は
、
民
族
法
の
時
代
に
ジ
ッ
ペ
の
公
的
機
能
は
消
失
し
、
そ
し

て
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
お
け
る
よ
う
に
、
た
だ
個
々
の
隔
離
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
の
み
、
氏
族
は
、
た
だ
民
族
組
織
の
基
礎
と

し
て
自
ら
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
独
特
の
形
成
お
よ
び
継
続
的
形
成
を
す
る
こ
と
が
で

（
１８
）

き
た
。

か
な
り
永
い
間
、
ジ
ッ
ペ
の
社
団
的
な
閉
鎖
性
は
、
他
の
同
種
の
団
体
に
対
す
る
関
係
で
維
持
さ
れ
た
。
ず
っ
と
以
前
に
民
族
平
和

と
民
族
法
か
ら
公
的
権
力
が
展
開
さ
れ
た
と
き
も
ま
た
、
氏
族
は
、
他
の
氏
族
に
対
す
る
関
係
で
、
自
ら
を
小
規
模
な
国
家
と
み
な
し
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た
。
ジ
ッ
ペ
が
す
べ
て
の
仲
間
を
包
含
す
る
平
和
の
共
同
維
持
の
た
め
の
保
護
団
体
お
よ
び
攻
守
団
体
（Schutz＝

undT
rutzver-

bindung

）
で

（
１９
）

あ
り
、
こ
の
平
和
が
破
ら
れ
る
と
き
は
、
総
体
（G

esam
m
theit

）
に
復
讐
（R

ache

）
と
回
復
（H

erstellung

）
が

義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
原
始
的
観
念
は
、
後
の
時
代
ま
で
、
法
律
に
お
い
て
よ
り
も
道
徳
お
よ
び
慣
習
に
お
い
て
も
っ
と
長
く
続
い

た
。
形
式
的
な
戦
争
と
平
和
条
約
締
結
は
、
最
も
遅
れ
た
中
世
に
至
る
ま
で
、
ジ
ッ
ペ
間
に
存
在
し
た
。
し
か
し
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
統
一
体
の
解
消
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
明
白
に
生
じ
た
。
も
と
も
と
は
公
然
と
す
べ
て
の
仲
間
の
総
体
は
、
氏
族
そ
の
も
の
、

平
和
の
担
い
手
で
あ
り
、
主
人
で
あ
り
、
そ
し
て
、
復
讐
者
で
あ
っ
た
。
ジ
ッ
ペ
「
全
体
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
構
成
員
に
つ
い
て

平
和
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
闘
技
場
に
登
場
し
、
血
讐
（B

lutrache

）
を
実
行
し
、
緩
和
さ
れ
た
観
方
の
も
と
に
お
い
て
は
、
贖

罪
金
（Sühne

）
を
受
け
取

（
２０
）

っ
た
。
ジ
ッ
ペ
「
全
体
」
は
、
逆
に
、
構
成
員
が
仲
間
に
と
ど
ま
る
限
り
こ
の
者
を
保
護
し
、
そ
し
て
、

ジ
ッ
ペ
自
身
が
〈
そ
の
ジ
ッ
ペ
が
そ
の
構
成
員
か
ら
不
可
分
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
〉
他
の
ジ
ッ
ペ
か
ら
、
そ
の
構
成
員
の
犯
行
に
つ

い
て
責
任
あ
り
と
さ
れ
る
と

（
２１
）

き
は
、
ジ
ッ
ペ
は
仲
間
の
た
め
に
防

（
２２
）

衛
し
、
仲
間
と
共
に
課
さ
れ
た
罰
金
（B

u�
e

）
を
支

（
２３
）

払
い
、
裁
判

所
に
お
い
て
彼
を
援
助

（
２４
）

す
る
。
比
較
的
古
い
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
諸
法
律
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
本
質
的
な
変
化
は
生
じ
て

い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ま
だ
、
親
等
の
差
な
し
に
「
す
べ
て
の
」
の
違
法
行
為
（W

agen

）
の
場
合
に
、
復
讐
義
務
お
よ
び
フ
ェ
ー

デ
権
（
私
闘
権F

ehderecht

）、
殺
人
賠
償
金
（W

ergeld

）、
宣
誓
補
助
お
よ
び
そ
の
他
の
保
護
が
存
在
し
て

（
２５
）

い
る
。
十
世
紀
半
ば
、

エ
ト
ム
ン
ト
王
の
法
律
（K

önig
E
dm

unds
G
esetz

）
が
、
殺
害
者
（T

odtschläger

）
の
親
戚
団
体
（M

agenschaft

）
を
被
害

者
の
親
戚
団
体
の
復
讐
か
ら
〈
前
者
が
殺
害
者
の
こ
と
を
受
け
入
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
〉
免
除
し
た
と
き
、
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
人
の

個
々
人
に
対
す
る
関
係
で
は
な
く
親
戚
団
体
と
親
戚
団
体
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
止
揚
さ
れ
た
支
払
義
務
と
殺
人

賠
償
金
の
受
領
権
は
総
体
に
帰
属
さ
せ
ら

（
２６
）

れ
た
。
そ
し
て
、
個
々
の
親
戚
（M

age

）
が
、
全
氏
族
が
管
理
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
侵

害
す
る
と
き
は
、
当
該
親
戚
は
、
責
任
を
自
分
ひ
と
り
だ
け
で
負
担

（
２７
）

し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
は
す
べ
て
の
人
々
の
も
と
で
保
護
団
体
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の
効
果
を
恐
れ
た
ゆ
え
に
、
捉
え
ら
れ
た
盗
人
の
「
す
べ
て
の
」
親
戚
も
ま
た
、
古
い
規
約
（Satzung

）
に
従
っ
て
復
讐
断
念
誓
約

（U
rfehde

）
を
宣
誓
す
べ
き
で
あ

（
２８
）

っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
、
十
二
世
紀
に
起
草
さ
れ
た
、
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
お
そ
ら
く
よ

り
古
い
法
の
み
を
引
用
す
る
私
的
な
仕
事
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
ヘ
ン
リ
ク
ス
一
世
の
諸
法
律
（leges

H
enrici

I

）
に
お
い
て
は
、
親

戚
団
体
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
統
一
性
は
、
鋭
く
現
れ
て

（
２９
）

お
り
、
そ
し
て
、
殺
人
賠
償
金
事
件
に
お
い
て
は
、〈
氏
族
全
体
が

平
和
を
欠
く
と
み
な
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
確
か
な
証
拠
と
し
て
〉、
つ
ね
に
殺
害
者
の
す
べ
て
の
親
類
が
、
ば
ら
ば
ら
に
で
は
な
く
共

同
で
、
破
ら
れ
た
平
和
の
贖
罪
に
つ
い
て
協
議
し
て
よ
か

（
３０
）

っ
た
と
い
う
助
言
が
、
明
白
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
―
―
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ

ア
法
を
別
と
す

（
３１
）

れ
ば
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
法
に
最
も
近
い
の
は
、
ザ
ー
ル
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
、

お
よ
び
、
ザ
ク
セ
ン
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
至
る
と
こ
ろ
に
、
復
讐
と
保
護
の
場
合
に
、
す
な
わ
ち
罰
金
の
受
領
と
支
払
の
場
合
に
、

プ
ロ
ピ
ン
ク
イ
（
親
類
・
親
友propincui
）
が
一
般
に
関
与
し
て
現
れ
て

（
３２
）

い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
法
に
お

け
る
よ
う
に
、
す
で
に
、
親
等
の
近
さ
に
よ
る
権
利
と
義
務
の
段
階
づ
け
を
と
お
し
て
の
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
弱
体
化
が
示

さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
平
和
破
壊
が
ま
ず
最
初
に
家
の
平
和
を
そ
し
て
そ
の
上
で
氏
族
の
平
和
を
侵
害
す
る
の
で
、
も
し
最

も
近
い
復
讐
が
家
の
構
成
員
ま
た
は
そ
の
代
表
者
に
課
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
殺
人
賠
償
金
か
ら
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
の

も
と
に
先
取
権
（praecipuum

）
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
、
た
だ
家
族
の
古
い
二
重
の
編
成
に
の
み
対
応
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
先
取
権
は
、
た
だ
最
も
近
い
家
を
承
継
す
る
親
族
に
、
す
な
わ
ち
、
ザ
リ
エ
ル
族
の
法
に
よ
れ
ば
、
た
だ
息
子
た
ち
（Söhnen

）

に
の
み
帰
属

（
３３
）

す
る
。
し
か
し
ジ
ッ
ペ
の
解
体
は
、
こ
の
罰
金
に
対
し
て
氏
族
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
罰
金
が
次
第
し
だ
い
に
後
退

し
て
行
き
、
や
が
て
親
戚
の
中
で
の
最
も
近
い
親
等
に
制
限

（
３４
）

さ
れ
、
そ
し
て
、
最
後
に
は
、
全
く
失
わ
れ
た
こ
と
の
中
に
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
方
法
で
、
最
終
的
に
、
殺
人
賠
償
金
は
最
も
近
い
相
続
人
「
そ
の
も
の
に
」
相
続
法
に
よ
っ
て
当
然
帰
属
す
る
よ
う
に
見
え

る
こ
と
に
帰
着
す
る
こ
と
が
で

（
３５
）

き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
平
和
の
破
壊
の
た
め
の
贖
罪
金
と

駿河台法学 第２３巻第１号（２００９）１０９



い
う
古
い
観
念
が
そ
れ
を
も
っ
て
確
定
的
に
放
棄
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
逆
に
、〈
ひ
と
は
、
殺
人
賠
償
金
を
家
族
罰
金

お
よ
び
氏
族
罰
金
へ
と
解
体
し
、
そ
の
う
ち
の
前
者
を
犯
行
者
自
身
と
彼
の
最
も
近
い
親
類
に
課
し
、
後
者
は
親
類
一
般
か
ら
取
り
立

て
ら
れ
る
の
み
な

（
３７
）

ら
ず
、
氏
族
罰
金
そ
の
も
の
を
制
限
し
ま
た
は
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
ひ
と
は
時
お
り
復
讐
を
殺
害
者
の
親

類
の
一
定
数
に
制

（
３６
）

限
し
、
そ
し
て
、
対
応
す
る
方
法
に
お
い
て
殺
人
賠
償
金
の
た
め
の
責
任
を
修
正
し
た
。
た
だ
補
充
的
に
の
み
、
確

か
な
順
序
に
お
い
て
そ
し
て
特
別
の
形
式
の
遵
守
の
も
と
に
、
親
類
た
ち
は
、
ザ
ー
ル
フ
ラ
ン
ケ
ン
に
お
い
て
は
、
責
任
を
負

（
３８
）

っ
た
。

リ
プ
ア
リ
ア
族
、
ア
レ
マ
ン
族
、
そ
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
族
の
法
律
は
、
フ
ェ
ー
デ
関
係
お
よ
び
殺
人
賠
償
金
関
係
に
つ
い
て
の
親
戚
の

参
加
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
か
な
る
痕
跡
も
も
は
や
含
ん
で
い
な
い
。
そ
し
て
、
ブ
ル
グ
ン
ド
族
の
民
族
法
に
お
い
て
は
、
明
示
的

に
―
―
明
ら
か
に
以
前
の
慣
習
の
変
化
に
お
い
て
―
―
殺
害
者
の
親
類
は
す
べ
て
の
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
て

（
３９
）

い
る
。

し
か
し
対
外
的
の
み
な
ら
ず
対
内
的
に
も
ま
た
、
か
つ
て
氏
族
は
、〈
個
々
人
を
最
も
緊
密
な
人
的
な
絆
お
よ
び
無
制
限
な
相
互
の

誠
実
と
支
持
と
い
う
聖
な
る
義
務
を
と
お
し
て
結
び
付
け
、
し
か
し
総
体
と
し
て
は
、
重
要
な
権
限
と
義
務
を
構
成
員
に
対
す
る
関
係

で
行
使
し
た
〉
自
律
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
。
氏
族
は
、
仲
間
に
対
す
る
関
係
で
も
ま
た
、
団
体
の
平
和
、
権
利
お
よ

び
道
徳
を
保
持
し
た
、
す
べ
て
の
家
父
の
集
合
体
（V

ersam
m
lung

）
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
そ
れ
は
、
か
つ
て
は
、
個
々
の
家
父

の
家
仲
間
に
対
す
る
裁
判
権
を
す
ら
〈
も
ち
ろ
ん
必
ず
し
も
詳
細
に
は
探
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
方
法
に
お
い
て
〉
制
限

（
４１
）

し
た
家
族

裁
判
所
（F

am
iliengericht

）
を
構
成

（
４０
）

し
た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
（R

echtspflege

）
の
こ
の
最
古
の
形
態
の
残
余
は
、

ま
だ
民
族
法
（V

olksrechte

）
を
含
ん
で

（
４２
）

い
る
。
そ
し
て
、
親
類
は
親
類
を
相
手
と
し
て
裁
判
所
に
出
頭
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
仲

間
の
も
と
に
贖
罪
金
と
平
和
の
回
復
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
観
方
は
、
長
い
間
保
持
さ

（
４３
）

れ
た
。
氏
族
全
体
に
は
、
さ
ら

に
、
自
ら
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
仲
間
に
対
す
る
保
護
が
、
責
務
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
古
の
時
代
に
お
け
る
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク

セ
ン
に
お
い
て
は
、
未
成
年
者
お
よ
び
夫
を
失
っ
た
夫
人
た
ち
に
対
す
る
家
長
権
（m

undium

）
は
仲
間
の
総
体
（G

esam
m
theit
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der
G
enossen

）
に
帰
属
し
、「
仲
間
の
総
体
」
は
、
そ
の
家
長
権
を
ま
ず
個
別
の
―
―
そ
し
て
そ
れ
も
お
そ
ら
く
最
も
近
い
―
―
親

戚
に
譲
り
渡
し
、
そ
の
上
で
上
位
の
後
見
的
な
監
督
を
保
持

（
４４
）

し
た
。
氏
族
仲
間
の
女
性
が
結
婚
し
た
と
き
は
、
親
戚
全
部
が
出
席
し
、

forspreca
〔
誓
約
〕
を
と
お
し
て
諸
条
件
を
確
定
し
、
そ
し
て
、
そ
の
履
行
の
た
め
の
担
保
の
設
定
を
要
求

（
４５
）

し
た
。
結
婚
し
た
婦
人

を
も
ま
た
、
親
戚
全
体
は
、
他
氏
族
の
夫
に
対
し
て
保
護
し
、
も
し
夫
が
彼
女
と
と
も
に
外
国
に
引
越
し
た
場
合
、
良
い
取
扱
を
保
証

さ
せ
、
そ
し
て
、
従
来
の
範
囲
に
お
い
て
夫
人
の
も
し
か
す
る
と
あ
る
か
も
し
れ
な
い
落
ち
度
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
約
束

（
４６
）

し
た
。
親
戚
全
体
は
、
窮
乏
し
た
仲
間
の
こ
と
を
受
け

（
４７
）

入
れ
、
彼
の
武
器
を
保
管
し
、
そ
し
て
、
監
獄
へ
の
拘
禁
の
間
、
彼
に
食
事
を

与
え
、
自
己
の
危
険
に
お
い
て
か
つ
彼
の
将
来
の
態
度
の
保
証
の
も
と
に
彼
を
監
禁
か
ら
解
放

（
４８
）

し
た
。
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
関
係
に
お

い
て
は
、
し
か
し
、
そ
の
他
の
民
族
法
に
よ
れ
ば
、
統
一
的
な
組
織
は
、
す
で
に
解
消
さ
れ
て
い
た
。
家
長
権
の
承
継
は
、
法
律
上
当

然
に
、
相
続
法
に
よ
り
、
最
も
近
い
剣
親
（Schw

ertm
agen

）
の
も
の
と
な
り
、
し
か
し
上
級
後
見
（O

bervorm
undschaft

）
は
、

王
に
帰
し
た
。
そ
し
て
、
ま
だ
ム
ン
ド
ア
ル
ド
（m

undoald

）
と
な
ら
ぶ
他
の
親
類
の
協
力
に
つ
い
て
の
散
在
す
る
示
唆
の
み
が
、

野
蛮
法
（leges

barbarorum

）
の
中
に
見
出
さ

（
４９
）

れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
べ
て
の
そ
の
他
の
関
係
に
お
け
る
保
護
と
扶
助
は
、
個
々
人

に
対
す
る
個
々
人
の
義
務
と
な
っ
た
。

法
の
統
一
体
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
的
、
宗
教
的
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最
近
の
時
代
に
至
る
ま
で
同
一
に
留
ま
っ
た
こ
と
で
あ

る
が
、
社
交
的
な
共
同
体
で
も
ま
た
、
ジ
ッ
ペ
は
あ
っ
た
の
で

（
５０
）

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
の
仲
間
た
ち
の
集
会
（V

er-

sam
m
lung

der
G
enossen

）
は
、
し
か
し
、〈
そ
れ
は
、
個
々
の
家
父
に
相
談
し
そ
し
て
制
限
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
も
と
も
と

は
、
婚
約
、
婚
姻
締
結
と
離
婚
、
子
の
取
り
上
げ
と
死
者
の
葬
式
に
つ
い
て
、
民
族
共
同
体
（V

olksgem
einde

）
の
案
件
に
つ
い
て

民
族
共
同
体
が
あ
っ
た
〔
相
談
し
制
限
し
た
〕
の
と
同
一
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
疑
い
な
く
、
か
つ
て
は
、
法
的
意
味
を
も
ま

た
有
し
て
い
た
の
で

（
５１
）

あ
る
。
し
か
し
古
い
諸
団
体
の
解
体
と
と
も
に
、
法
に
と
っ
て
の
こ
れ
ら
の
氏
族
集
会
の
価
値
は
消
滅
し
、
そ
れ
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は
、
た
だ
道
徳
的
意
味
と
事
実
的
意
味
に
お
い
て
の
み
保
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

氏
族
は
、
疑
い
な
く
、
そ
の
統
一
体
に
お
い
て「
財
産
能
力
」を
も
ま
た
有
し
た
。
一
部
分
は
共
同
目
的
に
、
一
部
分
は
共
通
に
個
々

人
の
目
的
に
役
立
っ
た
、
氏
族
財
産
（G

eschlechtsverm
ögen

）
は
、
お
そ
ら
く
か
な
り
古
い
時
代
に
は
存
在
し
た
。
聖
な
る
器
具
、

家
畜
、
武
器
は
、
不
可
分
の
合
手
的
占
有
（G

esam
m
tbesitz

）
の
中
に
存
在

（
５２
）

し
た
。
土
地
（G

rund
und

B
oden

）
に
つ
い
て
の
総

有
（G

esam
m
teigentum

）
は
、
氏
族
の
移
住
に
際
し
て
成
立

（
５３
）

し
た
。
こ
の
氏
族
所
有
権
は
、
共
同
体
財
産
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
ジ
ッ
ペ
の
い
わ
ゆ
る
総
有
、
す
な
わ
ち
、〈
相
続
権
の
源
泉
で
あ
り
、
相
続
財
産
と
部
族
財
産
の
拘
束
性
の
源
泉

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
〉
個
々
人
の
す
べ
て
の
不
動
的
財
産
を
包
含
す
る
独
特
の
総
体
権
（G

esam
m
trecht

）
と
は
、
暗
示
さ
れ
た
氏

族
財
産
は
、
何
ら
関
係
が
な
い
。
親
類
で
あ
る
こ
と
（V

erw
andtschaft

）
の
す
べ
て
の
財
産
法
的
効
果
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
、

扶
養
債
務
（A

lim
entationsverbindlichkeit

）
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
氏
族
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
組
織
か
ら
で
は
な
く
、
家

の
法
律
関
係
か
ら
生
じ
た
。
こ
こ
に
相
続
権
が
根
ざ
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
相
続
権
の
源
泉
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
共
同
所
有

権
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
氏
族
全
体
の
か
つ
て
の
相
続
権
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
し
か

し
、
財
産
に
対
す
る
父
の
支
配
を
息
子
た
ち
が
承
継
し
、
息
子
の
欠
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
し
か
し
更
な
る
親
類
が
、
彼
ら
の
「
現

在
の
」
法
共
同
体
お
よ
び
生
活
共
同
体
の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
相
続
人
お
よ
び
被
相
続
人
の
た
め
の
出
発
点
で
あ
っ
た
共
通
の
部
族
父

（Stam
m
vater

）、
一
つ
の
家
族
共
同
体
へ
の
視
点
に
お
い
て
、
相
続
資
格
あ
り
と
さ
れ
た
。
相
続
権
と
殺
人
賠
償
金
と
の
関
連
は
、

何
ら
原
始
的
な
も
の
で
は
な
く
、
後
代
の
形
成
物
な
の
で

（
５４
）

あ
る
。
し
か
し
、
譲
渡
の
場
合
に
お
け
る
同
意
権
と
ネ
ー
エ
ル
レ
ヒ
ト
（
物

権
的
取
得
権N
äherrecht

）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
す
で
に
「
ベ
ー
ゼ
ラ
ー
」（B

eseler

）
は
、
相
続
契
約
に
お
い
て
、
そ
れ
は
後
の
法

形
成
の
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
全
期
間
の
間
、
対
外
的
お
よ
び
対
内
的
な
ジ
ッ
ペ
の
法
律
関
係
の
発
展
が
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そ
の
か
つ
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
の
漸
次
的
な
解
体
に
お
い
て
存
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
す
れ
ば
、
古
い
ジ
ッ

ペ
の
社
団
的
な
閉
鎖
性
の
承
認
を
支
え
る
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
モ
メ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ラ
テ
ン
語
の
転
用
で

あ
るparentilla
（
親
族
関
係
）、cognatio

（
親
類
関
係
）、genealogia

（
家
系
）、gens

（
種
族
）
な
ど
の
基
礎
に
存
す
る
語
で
す

で
に
非
常
に
古
い
集
合
的
名
称
で
あ
る
、
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
フ
ァ
ー
ラ
（fara

）、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
のsibsceaft,

sibscipe,

m
aegdh,m

aegsib
お
よ
びm

aegburgh

が
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
結
合
の
古
い
非
解
消
性
が
、
し
か

も
と
く
に
〈
後
に
ジ
ッ
ペ
か
ら
の
絶
縁
が
一
定
の
形
式
の
も
と
で
可
能
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の
絶
縁
は
明
白
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

か
ら
の
脱
退
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
〉
と
い
う
事
情
が
、
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
り
わ
け
、
サ
リ
カ
法
典
（lex

Salica

）

のde
parentilla

〔
親
族
関
係
に
つ
い
て
〕
の
タ
イ
ト
ル
の
中
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
へ
の
そ
れ
の
譲
渡
に
お
い
て
は
、
明
示
的
に
す
ら
、

社
会
か
ら
の
（de

societate

）
離
脱
が
問
題
と
さ
れ
て

（
５５
）

い
る
。
明
ら
か
に
十
分
に
、
氏
族
仲
間
の
合
意
が
宣
誓
を
と
お
し
て
強
化
さ

れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
示

（
５６
）

す
る
あ
の
示
唆
は
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
後
の
宣
誓
に
よ
る
義
兄
弟
化
が
す
で
に
あ
ら
か
じ

め
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
か
な
り
古
い
時
代
に
は
、
一
定
の
親
等
へ
の
ジ
ッ
ペ
の
制

限
は
決
し
て
問
題
と
は
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
後
に
な
っ
て
初
め
て
必
ず
し
も
コ
ン
ス
タ
ン
ト
で
は
な
い
方
法
に
お
い
て
登

場
し
て
い
る
こ
と
で

（
５７
）

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
氏
族
が
社
団
的
な
統
一
体
を
構
成
し
た
限
り
で
は
、
ひ
と
は
、
た
だ
一
つ
の
氏
族
に
の
み
所

属
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
は
、
し
か
し
、
親
等
に
よ
る
正
確
な
親
類
の
測
定
は
調
和
し
な
か
っ
た
。
事
実
的

な
状
態
、
生
活
そ
の
も
の
が
、
誰
が
い
か
な
る
ジ
ッ
ペ
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
決
定
し
、
生
じ
た
疑
い
の
際
に
は
、
自
己
の
意
思
と
仲

間
の
承
認
が
決
定
し
、
枝
分
か
れ
と
分
裂
の
場
合
に
は
、
異
な
る
氏
族
の
境
界
が
決
定
し
た
。
最
後
に
、
ま
さ
に
我
々
に
と
っ
て
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
呼
び
名
の
た
め
に
最
も
周
知
し
て
い
る
像
〔
概
念B

ild
〕
―
―
す
な
わ
ち
、
人
間
の
団
体
（K

örper

）
と

い
う
像
―
―
は
、
最
古
の
民
族
観
（V

olksanschauung

）
に
お
い
て
、
家
族
的
結
合
の
た
め
に
慣
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
偶
然
で
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は
（
５８
）

な
い
。

と
こ
ろ
で
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
古
い
ジ
ッ
ペ
が
真
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
最
も
単
純
な
事
情

の
も
と
に
お
い
て
す
ら
、
あ
る
組
織
（O

rganisation

）
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
我
々
は
、
ジ
ッ
ペ
に
お
け
る
仲
間
の
関
係
、

審
議
と
決
議
、
集
会
、
理
事
会
組
織
、
対
外
的
代
表
、
共
同
負
担
の
賦
課
と
共
同
所
有
権
の
利
用
、
を
決
定
す
る
諸
原
則
に
つ
い
て
は
、

何
も
知
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、
蓋
然
性
に
支
え
ら
れ
た
推
定
か
ら
、
小
さ
な
組
織
に
お
け
る
内
部
的
な
氏
族
組
織
が
自
由
な

民
族
共
同
体
の
組
織
の
模
範
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
総
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
統
一
体
の
、
選
択
さ
れ
た
権
利
の
、
裁
判
官
お
よ
び
指

導
者
の
、
保
護
仲
間
の
グ
ル
ー
プ
と
並
ぶ
す
べ
て
の
完
全
仲
間
の
平
等
性
な
ど
の
、
諸
原
理
は
、
こ
こ
に
お
い
て
最
初
に
外
形
的
な
姿

を
獲
得
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
を
設
定
し
う
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
ジ
ッ
ペ
の
中
に
大
き
な
グ
ル
ー
プ
と
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
が
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
親
類
の
総
体
と
家
と
の
中
間
に
、
何
ら
か
の
時
代
に

有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
氏
族
団
体
が
存
在
し
た
か
ど

（
５９
）

う
か
、
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
、
以
前
か
ら
そ
の
中
で
そ
れ
以
上
に
は
分
類
さ
れ
な

い
単
純
な
ジ
ッ
ペ
を
超
え
る
と
氏
族
の
友
誼
は
止
み
、
そ
し
て
、
部
族
の
友
誼
（Stam

m
esfreundschaft

）
ま
た
は
民
族
の
友
誼

（V
olksfreundschaft

）
が
開
始
し
た
の
か
ど
う
か
は
、
完
全
に
未
解
決
の
ま
ま
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

家
族
意
識
が
ど
こ
か
の
民
族
に
お
け
る
よ
り
も
、
よ
り
深
く
か
つ
内
的
で
あ
っ
た
し
そ
し
て
あ
り
続
け
て
き
た
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の

も
と
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
氏
族
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
が
比
較
的
早
期
に
解
消
さ
れ
、
た
だ
私
法
に
お
い
て
の
み

影
響
力
を
持
続
し
、
そ
し
て
、
私
法
に
お
い
て
も
ま
た
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
ジ
ッ
ペ
の
通
用
を
、
む
し
ろ
個
々
の
親
類
の
権
利
お

よ
び
義
務
ほ
ど
に
は
招
来
し
な
か

（
６０
）

っ
た
と
い
う
、
最
初
の
一
瞥
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
現
象
を
惹
起
せ
ん
が
た
め
に
は
、
一
連
の
異
な

る
諸
事
情
が
、
共
同
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
都
市
を
知
ら
な
い
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
広
大
な
地
域
へ
の
分
散
、
氏
族
の
個
々
の

分
枝
の
別
の
場
所
へ
の
移
住
、
服
従
関
係
と
占
領
軍
へ
の
多
く
の
人
々
の
加
入
は
、
ジ
ッ
ペ
の
〈
当
時
極
め
て
速
や
か
に
あ
ら
ゆ
る
関
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連
を
解
消
し
た
に
違
い
な
い
〉
空
間
的
な
分
離
を
も
た
ら
し
た
。
同
一
の
事
情
は
、〈
技
巧
的
な
シ
ス
テ
ム
が
、
自
然
的
な
団
体
を
補

充
せ
ず
か
つ
均
衡
に
お
い
て
保
持
せ
ず
、
そ
し
て
、
も
は
や
存
在
し
な
い
か
ま
た
は
証
明
し
が
た
い
血
縁
団
体
（B

lutverw
andt-

schaft

）
と
い
う
「
擬
制
」（F

iktion

）
を
狭
い
グ
ル
ー
プ
に
も
広
い
グ
ル
ー
プ
に
も
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
〉
親
戚
団
体
の
不

揃
い
の
成
長
と
結
び
つ
い
て
、
こ
の
親
戚
団
体
を
し
て
、
長
い
間
に
は
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
組
織
状
態
の
基
礎
と
し
て
役
立
つ
能
力
を

失
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
し
か
し
、
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
に
は
、
北
海
で
の
特
別
の
諸
関
係
を
別
と
す
れ
ば
、

知
ら
れ
て
き
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
よ
り
狭
い
範
囲
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
親
類
団
体
で
足
り
た
が
、
よ
り
大
き
な
親
類
団
体
の

た
め
に
は
、
人
的
な
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
が
、
完
全
な
純
粋
性
に
お
い
て
家
族
グ

ル
ー
プ
（F

am
ilienkreis

）
に
特
有
の
制
度
の
援
用
な
し
に
形
成
さ
れ
た
。
移
住
し
た
氏
族
は
、
同
じ
モ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
も
は

や
氏
族
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
所
に
お
い
て
、
技
巧
的
な
構
成
の
試
み
な
し
に
、
血
縁
団
体
の
理
念
を
も
ま
た
放
棄
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
だ
、
い
ま
や
隣
人
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
ま
た
は
地
方
団
体
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
現
れ
た
人
的
な
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
思
想
の
み
を
保
持
し
た
。
短
く
い
え
ば
、
か
つ
て
自
然
の
氏
族
が
共
同
体
（G

em
einw

esen

）
の
基
礎
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
時
の
時
代
か
に
、
ユ
ダ
ヤ
、
ア
フ
ガ
ン
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
諸
氏
族
、
ギ
リ
シ
ャ
の
フ
ュ
ー

レ
ン
（
部
族P

hylen

）
ま
た
は
ロ
ー
マ
の
種
族
（gentes

）
と
同
様
に
、
技
巧
的
な
氏
族
団
体
が
民
族
の
編
成
を
決
定
し
た
と
い
う

こ
と
、
ロ
ー
マ
の
自
権
者
養
子
縁
組
（A

rrogation

）
と
他
権
者
養
子
縁
組
（A

doption

）
の
意
味
を
有
す
る
法
律
制
度
が
、
こ
の

よ
う
な
組
織
に
お
い
て
は
そ
れ
が
不
可
欠
で
あ
る
よ

（
６１
）

う
に
、
存
在
し
た
と
い
う

（
６２
）

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
証
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
氏
族

の
早
期
の
解
体
は
、
さ
ら
に
、
確
か
に
特
殊
ゲ
ル
マ
ン
的
な
婦
人
に
対
す
る
尊
敬
と
関
連
す
る
、
と
き
お
り
夫
人
の
親
類

（
６３
）

関
係
の
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
単
な
る
親
族
関
係
（A

ffin

（
６４
）

ität

）
の
、
ひ
い
き
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
注
目
す
べ
き
顧
慮
を
と
お
し
て
、
促
進
さ
れ
た
に
違

い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ジ
ッ
ペ
の
閉
鎖
性
が
破
壊
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、〈
ひ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
親
類
団
体
グ
ル
ー
プ
に
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同
時
に
所
属
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
最
後
に
は
、
家
族
団
体
は
相
互
に
干
渉
し
て
、
親
類
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
も
は
や
実
在

せ
ず
、
た
だ
親
類
だ
け
が
実
在
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
〉、
と
い
う
解
釈
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
で

（
６５
）

あ
る
。
結
局
、

強
化
さ
れ
た
公
的
権
力
は
、
自
ら
そ
の
意
の
ま
ま
に
な
る
手
段
を
も
っ
て
、〈
そ
の
公
的
権
力
に
と
っ
て
危
険
な
こ
と
に
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
ほ
と
ん
ど
国
家
の
中
の
国
家
と
し
て
現
れ
る
〉
ジ
ッ
ペ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
に
向
か
っ
て
干
渉
す
る
。
そ
れ
は
、

確
か
に
、
公
的
権
力
は
、
必
ず
し
も
意
図
な
し
に
で
は
な
く
、
慣
習
法
と
し
て
ま
だ
長
い
間
継
続
的
に
存
在
し
た
と
こ
ろ
の
多
く
の
も

の
を
記
録
し
な
い
ま
ま
に

（
６６
）

さ
せ
、
生
活
上
ま
だ
完
全
な
力
に
お
い
て
作
用
し
て
い
る
多
く
の
諸
制
度
を
承
認
せ
ず
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら

を
制
限
し
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
積
極
的
な
方
法
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
よ
う
に
、
公
的
権
力
に
と
り
、
ま
だ
よ
り
多

く
統
一
的
に
組
織
さ
れ
た
氏
族
に
よ
っ
て
さ
ら
に
重
大
な
危
険
が
脅
威
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
し
ば
し
ば
生
じ
た
の
で

（
６７
）

あ
る
。
そ
の
よ

う
に
し
て
、
そ
の
最
後
の
段
階
を
た
だ
い
ま
な
お
我
々
が
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ
っ
く
り
と
し
た
解
体
の
中
で
、
氏
族
の
原
初
的

な
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
ド
イ
ツ
法
か
ら
姿
を
消
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
決
し
て
再
び

戻
っ
て
く
る
こ
と
が
な
い
こ
と
の
た
め
に
、
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
全
く
別
の
意
味
に
お
い
て
の
み
、
中
世
の
終
わ
り
に
高
貴

な
貴
族
の
家
（das

hochadlige
H
aus

）
が
新
た
に
団
結
し
て
、
広
義
の
家
族
に
一
定
の
法
的
な
組
織
と
法
人
格
の
可
能
性
を
与
え

よ
う
と
試
み
る
べ
く
、
新
た
に
社
団
的
に
集
結

（
６８
）

し
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
比
較
的
新
し
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
ジ
ッ
ペ
の
芽
か

ら
生
じ
て
い
る
と
い
う
暗
い
意
識
は
、
民
族
の
中
に
保
持
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
な
る
親
類
団
体
グ
ル
ー
プ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る

の
と
同
じ
根
か
ら
、
部
族
と
民
族
の
た
め
の
大
部
分
の
語
が
由
来
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
国
民
性
の
も
と
も
と
の
源
泉
と
し
て
の
家
族

へ
と
、
す
べ
て
の
民
族
学
的
な
伝
説
が
導
い
て
い
る
。
最
古
の
平
等
な
仲
間
た
ち
は
、
自
由
な
真
実
の
兄
弟
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
、

自
由
に
結
ば
れ
そ
し
て
誓
約
さ
れ
た
兄
弟
の
契
り
（B

ruderbund

）
と
い
う
思
想
は
、
後
に
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制

度
の
よ
り
高
い
そ
し
て
よ
り
豊
か
な
段
階
の
た
め
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
三
章
、
終
わ
り
】
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【
第
三
章
の
注
】

注（
１
）

そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
明
確
な
解
釈
の
不
利
な
こ
と
に
、
用
語
法
に
よ
り
混
同
さ
れ
て
い
る
。
確
定
的
に
す
で
に
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
（T

aci-

tus
）
は
、
ド
ム
ス
（
家dom

us,

『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章
、
第
十
五
章G

erm
.
c.

13.
15.

）
ま
た
は
フ
ァ
ミ
リ
ア
（
家
族F

am
ilia,

第
三
十
二
章c.32

）
を
プ
ロ
ピ
ン
ク
イ
（
親
類propinqui,

第
十
九
章c.19

ほ
か
）
か
ら
区
別
し
て
い
る
。
前
も
っ
て
父
（pater

）
の
敵

対
と
友
情
（inim

icitiae
et

am
icitiae

）
は
家
族
構
成
員
に
と
っ
て
拘
束
的
、
親
類
の
そ
れ
は
親
戚
（M

agen

）
に
と
っ
て
拘
束
的
と
し

て
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
た
後
に
、
一
般
的
に
、「
そ
し
て
そ
れ
は
家
の
全
体
に
満
足
を
回
復
す
る
」（recipitque

satisfactionem

universa
dom

us

）
と
第
二
十
一
章c.21

に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
正
確
で
は
な
い
。

注（
２
）

こ
の
こ
と
は
、
家
族
関
係
か
ら
の
国
家
的
状
態
の
導
出
の
際
に
、
通
常
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
。
た
い
て
い
の
場
合
、
ひ
と
は
、
た
だ
家

庭
の
権
力
に
つ
い
て
の
み
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
ヴ
ァ
ッ
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ルW

ackernagel,
F
am

ilienrecht
und

F
a-

m
ilienleben

in
Schreibers

T
aschenb.f.G

esch.u.A
lterth.in

Süddeutschland
B
d.5,1846

は
、
何
ら
か
の
ジ
ッ
ペ
の
団
体
を

顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
家
」
の
叙
述
だ
け
を
描
い
て
い
る
。
―
―
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
ゲ
ル
マ
ン
の
国
家
原
理
を
「
こ
の
」
家

族
の
模
倣
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
そ
れ
は
、〈
ヴ
ァ
ッ
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ルS.264

が
、�
ゲ
ル
マ
ン
の
家
族
に
お
い
て
は
、
た

だ
一
人
の
み
が
権
利
者
で
あ
り
、
そ
し
て
、
他
の
人
々
は
す
べ
て
こ
の
一
人
に
従
属
し
て
い
る
。
―
―
男
と
父
は
主
人
と
し
て
命
令
し
、

所
有
者
と
し
て
処
分
し
た
�
と
要
約
し
、
―
―
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、�
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
も
と

で
も
ま
た
、
家
族
は
、
国
家
制
度
全
体
の
模
範
で
あ
っ
た
�
と
続
け
る
場
合
に
〉、
な
る
ほ
ど
専
制
君
主
的
な
政
府
形
態
を
説
明
で
き
る

が
、
し
か
し
自
由
な
ゲ
ル
マ
ン
的
組
織
形
態
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
―
―
同
じ
誤
り
を
、
ベ
ー
ル
（B

aehr,
R
echtsstaat

S.

21.
22,

）
は
、
彼
が
国
家
的
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
至
る
と
こ
ろ
で
た
だ
家
族
の
父
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
か
ら
の
み
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

犯
し
て
い
る
。

注（
３
）

家
長
権
（M

undium

）
の
一
般
的
意
味
を
ヴ
ァ
イ
ツ
（W

aitz,V
erfassungsgesch.I.S.55

）
と
リ
ー
フ
ェ
（R

ive,G
eschichte

der

deut.
V
orm

undschaft
I.S.

IX
.
223.

）
は
、
争
っ
て
い
る
。
し
か
し
十
分
な
理
由
な
し
に
。V

gl.
G
rim

m
,
R
.A

.S.
447.

K
raut,

V
or-
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m
undschaft.W

alter,R
.G
.§

474.n.4.H
illebrand,R

.G
.§

.49.Z
öpfl,R

.G
.§

８３
.

注（
４
）

Z
öpfl１

.c.§
.37.n.3.7.8.§

.83.n.6.
注（
５
）

そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
、
ポ
テ
ス
タ
ス
（
家
父
権potestas

）
に
つ
い
て
も
ま
た
、
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、L

uitprand.
c.

101.
L
udov.

P
ii
leg.L

ang.c.29.

注（
６
）

W
ackernagel

1.c.S.264.278.311.T
ac.G

erm
.c.15.c.25.

注（
７
）

T
ac.

G
erm

.
c.

19.
Z
öpfl

§
80.

n.
6.

§
82.

W
ackernagel

S.
272.

273.

生
と
死
に
つ
い
て
さ
え
も
。
さ
ら
に
ロ
タ
ー
ル
（E

d.

R
othar.

c.
166

）
に
お
い
て
は
、「
無
実
の
妻
」（uxor

im
m
erens

）
の
殺
害
の
み
が
債
務
（Schuld

）
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、

「
私
は
し
か
し
無
実
で
な
い
妻
を
殺
し
た
」（occidi
sed

non
im

m
erentem

）
と
い
う
宣
誓
は
公
訴
を
免
れ
さ
せ
る
。
―
―
裁
判
権
の

残
り
、
す
な
わ
ち
、
懲
戒
権
（Z

ü chtigungsrecht

）。

注（
８
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
章
（T

ac.G
erm

.c.10.

）

注（
９
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
年
代
記
』T

ac.A
nn.

IV
,
72.

L
.
Saxon.

65.

な
お
、
十
五
世
紀
に
お
け
る
痕
跡
―
―W

ackernagel
S.

272

―275.

し

か
し
後
者
が
権
利
を
所
有
権
（E

igenthum

）
と
し
て
、
夫
人
と
子
供
を
非
自
由
人
と
し
て
、
女
を
物
（Sache

）（
そ
れ
ゆ
え
に
「das

」

W
eib

）
と
し
て
特
徴
づ
け
る
場
合
、
彼
は
行
き
過
ぎ
て
い
る
。
一
定
の
場
合
へ
の
制
限
、
親
類
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈

を
排
除
す
る
。

注（
１０
）

Schröder,G
esch.des

ehelichen
G
üterrechts

I.S.126
f.

注（
１１
）

T
ac.G

erm
.c.20.L

.A
lam

.88.L
.B

ajuv.１４
,8.Schulze,D

as
R
echt

der
E
rstgeburt.L

eipz.1851.S.196
f.

注（
１２
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』T

ac.G
erm

.c.7.

カ
エ
サ
ル
『
ガ
リ
ア
戦
記
』C

aesar
de

b.G
.I,51.

注（
１３
）

C
aesar

de
b.G

.V
I,22.

第
七
章
以
下
を
参
照
せ
よ
。

注（
１４
）

L
.
A
lam

.
P
actus

II,
48：

相
続
人
の
血
統
に
（in

heres
generationes

）。M
erkel

b.
P
ertz

leges
III.

S.
15.

n.
55.

植
民
に
関

し
てl.A

lam
.37

u.unten
§

8.
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注（
１５
）

K
em

ble,
the

Saxons
I.S.

228

―236.

彼
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
氏
族
に
指
示
す
る
意
味
に
お
い
て
行
き
す
ぎ
て
い
る
。

Schm
id

in
H
erm

es
X
X
X
II.

S.
247

f.

そ
し
て
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
語
の
諸
法
律
に
つ
い
て
の
語
彙
、m

aegdh,
F
ehderecht

（
フ
ェ
ー
デ
権
、
私
闘
権
）,E

ideshülfe

（
宣
誓
補
助
）
に
お
け
る
二
三
の
変
更
を
伴
っ
て
。K

.
M

aurer,
M

ünch.
krit.

U
ebersch.

I.

S.52
f.

注（
１６
）

A
ethelstans

G
es.

（a.925

―940

）b.Schm
id

II.c.2.S.132：

�
そ
し
て
我
々
は
、〈
そ
の
何
び
と
も
権
利
を
持
ち
得
な
い
〉
主
人
な

き
人
々
に
関
し
て
、
ひ
と
は
、
親
戚
団
体
（M

agenschaft

）
に
対
し
て
〈
彼
に
故
郷
を
与
え
る
こ
と
、
そ
し
て
、
彼
に
一
人
の
主
人
を

民
族
立
法
集
会
（V

olksgem
ote

）
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
〉
を
要
求
す
べ
き
こ
と
を
、
決
定
し
た
。�V

gl.
c.

8.
ib.

und
1.

H
enr.

8.

§
4.

―
殺
人
者
の
た
め
の
責
任
に
つ
い
て
は
、A

lfreds
G
es.

c.
27.

S.
86.

A
ethelbert

c.
23.

親
戚
を
裁
判
所
の
前
に
立
た
せ
る
と
い

う
債
務
は
、
一
般
的
な
保
証
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
っ
て
初
め
て
中
絶
し
た
。Schm

id,G
lossar

S.628.

注（
１７
）

以
下
、
第
二
十
六
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
１８
）

以
下
、
第
三
十
八
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
１９
）
「
ジ
ッ
ペ
」（Sippe

）
と
い
う
語
は
、
同
時
に
「
平
和
」（F

riede

）
と
「
契
約
」（V

ertrag

）
を
意
味
す
る
。G

raff,D
iutiska

V
I.S.

65.
G
rim

m
,
R
.A

.S.
467.

K
uhn,

Z
.f.

vergl.
Sprachw

iss.
IV

.
S.

370.

そ
れ
ゆ
えF

reund

（
友
）
ま
た
はam

icus

（
友
）
は
、
同
時

に
�
親
類verw
andt

�
を
意
味
す
る
。
今
日
も
な
お
�
血
の
友
�（B

lutfreund

）。

注（
２０
）

T
ac.

G
erm

.
C
.
21：

�
普
遍
家
族
�（universa

dom
us

）。
異
説
、K

raut,
V
orm

.
I.S.

11.
n.

6.
31f.

168.

復
讐
義
務
（R

ache-

pflicht

）
は
、
被
殺
害
者
に
関
す
る
後
見
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
先
ず
第
一
に
、
後
見
の
使
命
を
有
す
る
親
類
だ
け
に
課
さ
れ
る
。
よ
り
正

当
に
、R

ogge,G
erichtsw

esen
S.13,W

ilda,Strafr.S.172.173.
は
、
直
近
の
親
類
を
直
近
の
権
利
者
お
よ
び
直
近
の
義
務
者
と
設

定
す
る
が
、
し
か
し
彼
と
「
と
も
に
」
そ
し
て
彼
と
「
並
ん
で
」
そ
の
他
の
親
戚
（M

agen

）
も
ま
た
、
権
利
者
で
か
つ
義
務
者
で
あ
る

と
設
定
し
て
い
る
。

注（
２１
）

K
em

ble,Saxons
I.S.235

お
よ
び
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
べ
ー
オ
ウ
ル
フ
（B

eovulf

）
の
箇
所
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
違
法
行
為
（V

er-
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gehen

）
の
場
合
に
は
、
民
族
権
は
親
戚
団
体
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
か
ら
失
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（folcrihtes

sceal
dhaere

m
aegburge

m
onne

aeghw
yle

idel
hw

eorfan

）。
―W

alter,R
.G
.§

468.W
ilda,Strafr.S.172

f.
注（
２２
）

Siegel,G
erichtsverfahren

I.S.124.
注（
２３
）

G
rim

m
,R

.A
.S.662.W

ilda,Strafr.S.370.K
östlin,Z

.f.D
.R
.X

IV
.
S.

375
f.

W
aitz,

I.S.
70.

こ
の
責
任
の
基
礎
に
関
し
て
は
、

多
く
争
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
と
き
は
フ
ェ
ー
デ
（F

ehde

敵
対
）
ま
た
は
復
讐
に
対
す
る
防
衛
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
殺
人
賠
償
金
（W

er-

geld

）
を
求
め
る
権
利
の
相
関
概
念
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
い
わ
ゆ
る
総
体
の
保
証
（G

esam
m
tbürgschaft

）
の
流
出
と
し
て
、
そ
れ

は
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
拡
張
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
保
護
義
務
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

注（
２４
）

と
く
に
宣
誓
補
助
者
を
と
お
し
て
。K

raut,V
orm

.I.S.28.n.3.G
em

einer,über
E
ideshülfe

und
E
ideshelfer

S.18
f.W

aitz,

I.S.412.Z
ö pfl

§
.129a.V

gl.1.G
rim

oaldi
7.

宣
誓
補
助
（E

ideshü lfe

）
も
ま
た
、
個
々
の
親
類
法
（V

erw
andtenrecht

）
か
ら
は
、

殺
人
賠
償
金
、
復
讐
な
ど
の
よ
う
に
、
導
出
さ
れ
ず
、
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz
S.

75

が
適
切
に
言
う
よ
う
に
、�
か
な
り
古
い
時
代
に
お
い
て

は
、
家
族
は
、
自
己
の
中
に
結
合
し
た
全
体
と
し
て
現
れ
る
よ
り
も
、
共
同
体
の
中
で
行
動
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。�
そ
れ
は
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
統
一
体
の
諸
結
果
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、〈
以
前
は
、
は
る
か

に
広
く
及
び
、
そ
し
て
、
告
発
の
共
同
の
遂
行
に
す
ら
及
ぶ
こ
と
が
で
き
た
〉
裁
判
上
の
保
護
義
務
の
た
だ
一
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
い
。

W
aitz

S.73.Schm
id,G

lossar

（forädh
）S.627.

注（
２５
）

G
es.Ine’s

（vor
690

）b.Schm
id

S.30.c.23;S.56.c.74.C
nuts

S.256.c.
5.

§
2.

L
eg.

H
enr.

64.
§

4.,
70.

§
5.

A
nh.

II.

5１
.G

lossar
S.571.

注（
２６
）

G
es.

E
dm

unds
II.

c.１
f.

S.
172.

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、c.

1
pr.

thaet
eal

seo^
m
aegdh

sy
unfah.

art.
4.

V
ergleich

w
idh

tha
m
aegdhe.art.7.betan

w
idh

m
aegdhe.

注（
２７
）

G
es.E

dm
unds

l.c.c.l.§
2.

注（
２８
）

G
es.Ine’s

c.21.28pr.35pr.
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注（
２９
）

L
eg.H

enr.S.440f.,c.75.§
3.4.6

―10.c.17.§
18.c.8.§

4.c.83.§
1.6.c.90.§

6.

注（
３０
）

c.
88.

§
17

ib.：

そ
し
て
す
べ
て
の
人
々
に
お
い
て
贖
罪
金
は
、〈
殺
害
者
の
両
親
た
ち
に
平
和
を
同
時
に
例
外
な
く
作
ら
ん
が
た
め

に
〉
よ
り
良
い
も
の
で
あ
る
（et

in
om

ni
w
eregildo

m
elius

est,
ut

parentes
hom

icidae
pacem

sim
ul

faciant
singillatĺ m

.

）。

注（
３１
）

こ
こ
で
は
、
関
連
は
、
一
部
分
も
っ
と
強
い
。W

ilda,Strafr.S.172
f.380

f.

注（
３２
）

例
え
ば
、l.

Sax.
18.

II.
5：

殺
さ
れ
た
者
の
近
親
者
た
ち
に
よ
っ
て
…
…
要
求
さ
れ
る
（vindicetur

…
…a

propinquis
occisi.

）。

L
.
F
ris.

I.
§

7.
§

10：

彼
の
主
人
と
殺
さ
れ
た
者
の
近
親
者
た
ち
に
よ
っ
て
（dom

ino
suo

et
propinquis

occisi

）。T
it.

15.

ま
た
、

tit.
2.

§
2.

3.
5.

6.
7.

8
に
お
い
て
も
、
つ
ね
に
、
殺
害
者
は
、
彼
が
近
親
者
た
ち
に
贖
罪
す
る
ま
で
は
、faidosus

（
敵
視
さ
れ
る
者
）

に
と
ど
ま
る
か
、
ま
た
は
、
殺
さ
れ
た
者
の
近
親
者
た
ち
の
敵
対
（inim

icitias
propinquorum

occisi

）
を
担
う
べ
き
で
あ
る
（
彼
ら

と
和
解
す
る
ま
で
は
、
ま
た
は
、
彼
ら
の
友
好
を
得
る
ま
で
はdonec

se
cum

eis
reconciliet,

oder
eorum

am
icitiam

adipisca-

tur

）。
後
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
法
に
お
い
て
も
ま
た
、
親
等
の
制
限
な
し
に
、〈
彼
自
身
の
血
族
を
見
捨
て
ず
、
彼
に
首
と
平
和
喪
失
の

解
決
の
た
め
に
罰
金
の
た
め
の
醵
金
を
と
お
し
て
味
方
す
る
と
い
う
〉
血
の
友
（B

lutsfreunde

）
の
義
務
が
登
場
し
て
い
る
。v.

R
ich-

thofen,fries.R
squ.S.24

ec.

注（
３３
）

L
.
Sal.

65.
W

aitz,
das

alte
R
echt

S.
113.

―
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
「
首
の
捕
獲
」（H

alsfang

）
で
あ
る
。

Schm
id,

G
lossar

h.v.

―
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
の
も
と
で
は
、
そ
れ
が
本
来
の
殺
人
賠
償
金
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
な
る
親
類
に
対
し
て

は
た
だ
三
分
の
一
だ
け
が
帰
す
る
の
に
対
し
て
。
―
後
に
�m

entele

�
と
し
て
か
な
り
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
分
配
さ
れ
て
い
るL

.

F
ris.I.1.

。v.R
ichthofen,fries.R

sq.S.410,altfries.W
örterbuch

v.m
entele.

―
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
お
い
て
は
、
類
似
す
る

の
は
、die

bane

。M
ichelsen,dithm

ars.R
sq.S.288.

注（
３４
）

L
.Sal.65.L

.F
ris.I.1：

彼
の
最
も
近
い
近
親
者
た
ち
に
向
け
て
（ad

propinquos
ejus

proxim
os

）。

注（
３５
）

た
だ
家
族
罰
金
（F

am
ilienbu�

e

）
は
や
っ
と
―
―
殺
人
賠
償
金
の
三
分
の
二
を
―
―
とl.F

ris.
l.c.

は
、�
殺
さ
れ
た
者
の
相
続
人
に

ad
heredem

occidi

�
与
え
る
べ
し
と
決
定
し
て
い
る
。
一
般
に
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
法
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
は
、
殺
人
賠
償
金
を
求
め
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る
権
利
を
相
続
権
の
流
出
と
み
な
し
て
い
る
。L

.
T
huring.

V
I,

5：

誰
に
土
地
の
遺
産
が
帰
属
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
者
に
向
け
て
…
…

最
も
近
い
者
の
復
讐
お
よ
び
人
々
の
支
払
〔
？
〕
が
帰
す
る
べ
き
で
あ
る
（A

d
quem

cunque
hereditas

terrae
pervenerit,ad

illum

…
…ultio

proxim
i
et

solutio
leudis

debet
pertinere.

）。G
aupp,

das
alte

G
es.

der
T
hüringer

S.
360.

大
胆
に
も
、W

ilda,

Strafr.S.396.n.3

は
、
そ
の
箇
所
を
責
任
に
つ
い
て
も
解
釈
し
て
い
る
。E

d.R
othar.c.１６２

,

そ
こ
で
は
、
嫡
子
と
並
ぶ
自
然
の
兄
弟

の
殺
人
賠
償
金
へ
の
参
加
が
、
明
ら
か
に
、
彼
ら
が
し
か
し
共
同
相
続
人
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
特
別
の
説
明
を
必
要
と
す
る
異
例
と
み
な

さ
れ
て
い
る
。
き
わ
め
て
適
切
に
、
そ
の
場
合
、
後
者
は
、〈
こ
の
こ
と
が
、
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
敵
視
、
す
な
わ
ち
、
和
解
さ
れ
る
べ

き
敵
対
（propter

faidam
deponendam

i.e.
inim

icitiam
pacificandam

）
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
こ
と
〉
へ
の
指
摘
を
と
お
し

て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

注（
３６
）

L
.
Sax.

c.
18

（II.
5

）：

彼
お
よ
び
彼
の
そ
の
他
の
七
人
の
血
縁
者
に
お
い
て
、
そ
れ
は
法
律
的
に
要
求
さ
れ
る
（vindicetur

in
illo

et
aliis

septem
consanguineis

ejus.

）。
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
け
る
類
似
の
こ
と
に
関
し
て
、l.H

enr.C
.70.§

9.88.§
11.K

.

M
aurer,U

ebersch.I
S.57f.

こ
こ
で
は
、
後
に
、
ジ
ッ
ペ
間
の
度
重
な
る
殺
害
の
場
合
に
は
、
個
々
人
の
価
値
に
よ
る
形
式
的
な
貸
借

対
照
表
が
作
ら
れ
、
そ
し
て
、
血
ま
た
は
金
銭
を
も
っ
て
す
る
差
額
が
報
復
さ
れ
た
。

注（
３７
）

ヴ
ィ
ル
ダ
の
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
事
情
に
関
す
る
詳
論W

ilda’s
S.

372f.

、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
事
情
に
関
す
る
詳
論S.

386f.

を

参
照
せ
よ
。L

.Sax.II.6.

を
も
ま
た
。

注（
３８
）

土
塊
投
げ
に
つ
い
て
（T

it.de
chrenecruda

）。W
aitz,das

alte
R
echt

S.176f.W
ilda,S.390.

注（
３９
）

L
.B

urgund.II.6.

注（
４０
）

K
raut,V

orm
.I.S.30.U

nger,G
erichtsverf.S.80.Z

öpfl
§

80.

注（
４１
）

こ
の
こ
と
を
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
九
章
（T

ac.G
erm

.c.１９
.

）
が
暗
示
し
て
い
る
。

注（
４２
）

E
d.R

othar.189,193,221.L
.B

urg.
tit.

35.
§

3：

こ
の
よ
う
に
娘
の
両
親
は
彼
の
親
を
お
そ
ら
く
は
罰
す
る
こ
と
を
欲
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
（quod

si
parentes

puellae
parentem

suam
punire

fortasse
voluerint.

）。L
uitpr.c.24.
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注（
４３
）

W
aitz

I.S.69.

こ
の
こ
と
は
、
や
が
て
す
べ
て
の
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
基
本
的
特
徴
と
な
る
。

注（
４４
）

G
es.

H
lodhaeres

and
E
adrices

aus
der

zw
eiten

H
älfte

des
7.

Jahrh.
§

6.
S.

10.

に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
。V

gl.
G
es.

Ine’s
c.38.

上
級
後
見
（Ü

bervorm
undschaft

）
に
つ
い
て
は
、Schm

id,G
lossar

S.627.L
eg.H

enr.c.70.§
18.S.471：

彼
ら

は
、
後
見
人
た
ち
と
世
話
人
た
ち
の
下
に
、
両
親
の
適
法
な
監
督
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
（sub

tutoribus
et

actoribus
sint

in
par-

entum
legitim

a
custodia

saisiti.

）。F
ries.

E
m
siger

R
echt

§
7b.

R
ichthofen

S.
196：

後
見
人
は
財
産
を
計
算
の
た
め
に
提
供

す
べ
き
で
あ
る
（m

yt
der

m
enen

vrunde
raet

）。K
.M

aurer,U
ebersch.I.S.54.n.2.

注（
４５
）

Schm
id,A

nh.V
I.1.3.5.6.

注（
４６
）

Schm
id,A

nh.V
I.７

.L
.H

enr.70.§
12.G

lossar
S.627.628.

注（
４７
）

K
.M

aurer,U
ebersch.I.S.54.

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
氏
族
の
特
別
に
形
成
さ
れ
た
扶
養
義
務
。

注（
４８
）

G
es.A

elfreds

（871

―901

）.c.1.§
2.S.68;A

ethelstans
II.1.§

3.6.V
I.1.§

4;9;12.§
1
u.2.

注（
４９
）

L
.
Sax.

V
II.

§
4.

寡
婦
を
娶
る
こ
と
を
欲
す
る
者
は
、
彼
女
の
購
買
代
金
を
後
見
人
に
、〔
す
な
わ
ち
〕
こ
の
こ
と
に
向
け
て
同
意
す

る
彼
女
の
親
類
に
、
与
え
る
（Q

ui
viduam

ducere
velit,offerat

tutori
pretium

em
tionis

ejus,consentientibus
ad

hoc
pro-

pinquis
ejus.

）。L
uitpr.c.127.c.22.E

d.R
oth.c.202

ec.

注（
５０
）

W
ilda,G

ildenw
esen

S.4f.T
ac.G

erm
.c.22.A

nn.I.c.1.H
ist.IV

.c.1.

注（
５１
）

T
ac.G

erm
.c.18.19.L

.Sal.em
end.tit.70.Schm

id
S.627.W

ilda
1.c.W

ackernagel
1.c.S.３０１

f.

異
説
、E

ichhorn,R
.G
.

§
54.G

rim
m
,
R
.A

.S.
433,

は
、
結
婚
（V

erm
ählung

）
を
民
族
集
会
〔
の
権
限
〕
へ
と
置
く
。
武
装
化
（W

ehrhaftm
achung

）
は
、

そ
れ
が
民
族
仲
間
の
た
め
に
す
る
ゆ
え
に
、
い
つ
で
も
民
会
に
属
し
た
。W

aitz
I.S.57.

注（
５２
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
一
章
（T

ac.G
erm

.c.21
）
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
満
足
は
、
た
と
え
後
で
分
配
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
家
畜
に
お
い
て
生
じ
た
よ
う
に
見
え
る
。

注（
５３
）

以
下
、
第
七
章
、
第
八
章
を
参
照
せ
よ
。
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注（
５４
）

異
説
、E

ichhorn,R
.G
.§

19.G
em

einer,C
entenen

S.43.

注（
５５
）

L
eg.H

enr.I.c.38.§
13.S.484.

注（
５６
）
�E

idam

（
女
婿
）��Schw

ägerschaft

（
義
兄
弟
、
姻
戚
関
係
）�
と
い
う
名
称
は
、
そ
の
側
で
仲
間
の
宣
誓
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

（Schw
urgenossenschaft

）
を
前
提
と
す
る
採
用
宣
誓
（A

ufnahm
eeid

）
に
関
連
さ
せ
て
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、l.H

enr.

l.c.
に
従
っ
て
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
脱
退
の
場
合
に
は
、
喪
失
宣
誓
（L

os＝
schw

ören

）
が
行
わ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
誰
か
が
…
親
族
関
係
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
欲
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
そ
と
の
も
の
と
宣
誓
す
る
と
き
は
、

彼
は
、
遺
産
か
ら
の
団
体
と
そ
の
す
べ
て
の
計
算
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
。
も
し
さ
ら
に
そ
の
後
に
誓
っ
て
否
認
さ
れ
た
彼
の
両
親
の
だ
れ

か
が
云
々
」（si

quis
…de

parentela
se

velit
tollere

et
eam

forisjuraverit,et
de

societate
ex

hereditate
et

tota
illius

se

ratione
separet;si

postea
aliquis

de
parentibus

suis
abjuratis

etc.

）。
サ
リ
カ
法
典
（l.Salica

）
に
お
い
て
も
、
二
三
の
人
々

は
、「
誓
約
に
基
づ
い
て
、
彼
ら
の
遺
産
と
す
べ
て
の
計
算
を
失
う
こ
と
」（quod

se
juram

ento

（
手
稿
に
よ
れ
ば
し
か
しde

jura-

m
ento

）et
hereditatem

et
totam

rationem
illorum

tollat.

）
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
同
様
に
宣
誓
に
よ
る
断
念
を
見
出
そ
う
と
し

て
い
る
。Siegel,G

erichtsv.I.S.184.

し
か
り
。
他
の
人
々
（
例
え
ば
、W

aitz,das
alte

R
echt

S.114.V
erf.I.S.74.

）
は
、jura-

m
entum

（
誓
約
）
の
も
と
に
宣
誓
補
助
の
権
利
と
義
務
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
り
蓋
然
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、jura-

m
ento

〔juram
entum

の
奪
格
〕
は
、
英
語
の
論
評
に
お
い
て
そ
れ
に
対
応
す
るsocietate

（
組
合
〔societas

の
奪
格
〕）
と
同
じ
意
味

で
あ
り
、
そ
し
て
、
例
え
ば
後
のconjuratio

（
盟
約
）
の
よ
う
に
、
―
―
す
な
わ
ち
、
氏
族
の
―
―
宣
誓
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（E

id-

genossenschaft

）
を
意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。G

em
einer,C

entenen
S.30

も
ま
た
、
採
用
宣
誓
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。

注（
５７
）

一
定
の
親
等
へ
の
制
限
に
関
す
る
最
古
の
情
報
を
含
ん
で
い
る
の
は
、l.

Sal.
tit.

de
reipus.

で
あ
る
。
―
―W

aitz
I.

75.
G
rim

m
,

R
.A

.S.462f.Sachse,
V
orstudien

S.
462.

ツ
ェ
プ
フ
ルZ

öpfl
§

86.
X
II

お
よ
び
多
く
の
そ
の
他
の
人
々
は
、
な
る
ほ
ど
そ
の
後
の
親

等
の
制
限
を
一
般
の
基
数
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
が
、
し
か
し
論
証
し
て
い
な
い
。Siegel,

die
germ

an.
V
erw

andt-

schaftsberechn.
m
it

bes.
B
ez.

auf
die

E
rbfolge

S.
41.

は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
彼
が
も
と
も
と
の
計
算
を
無
限
へ
と
仮
定
し
て
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い
る
場
合
に
、
行
き
過
ぎ
て
い
る
。
現
実
の
生
活
共
同
体
、
血
縁
の
近
親
性
、
空
間
的
な
共
同
滞
在
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

注（
５８
）

Sachsensp.I.3.§
3.Schw

abensp.c.3.

し
か
り
。
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
と
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
の
膝
（
ひ
ざ
）
に
よ
る
計
算
、
ア
ン

ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
首
つ
か
み
（H

alsfang

）
は
、
類
似
の
観
方
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。Schm

id,G
lossar

v.cneo^w
.R

ich-

thofen,W
örterb.v.K

ni,knia,kniling.L
eo,V

orlesungen
I.S.183.

注（
５９
）

カ
エ
サ
ル
と
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
お
い
て
四
重
の
構
造
―
―
家
族
（F

am
ilien

）、
親
族
関
係
（P

arentelen

）、
ジ
ッ
ペ
（Sippen

）、
そ
し

て
、
い
く
か
の
ジ
ッ
ペ
の
団
体
（V

ereine
m
ehrerer

Sippen

）
―
―
を
見
出
そ
う
と
す
る
！
ゲ
マ
イ
ナ
ー
（G

em
einer,

C
entenen,

bes.S.15f.

）
の
仮
定
は
、
非
常
に
恣
意
的
で
あ
る
。

注（
６０
）

ゲ
ル
マ
ン
人
の
も
と
で
の
氏
族
組
織
ま
た
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
組
織
に
関
す
る
有
名
な
争
い
は
、
さ
ら
に
〈
こ
の
形
成
の
時
代
と
個
々
の
移

行
段
階
の
問
い
を
別
と
し
て
〉
人
格
に
基
づ
く
諸
団
体
か
ら
、
土
地
と
地
盤
に
基
づ
く
諸
団
体
へ
の
発
展
の
進
行
が
確
定
す
る
場
合
に
は
、

主
と
し
て
二
つ
の
問
題
に
集
約
さ
れ
る
。

ａ.

ど
こ
ま
で
広
範
に
、
家
族
か
ら
生
じ
た
「
よ
り
大
き
な
」
団
体
に
お
い
て
、
家
族
の
理
念
と
そ
れ
に
よ
っ
て
家
族
の
法
律
制
度
が
変
更

さ
れ
ず
に
保
持
さ
れ
た
の
か
？
。

ｂ.

ど
こ
ま
で
広
範
に
、
諸
氏
族
が
そ
の
定
住
後
、
家
族
の
思
想
と
組
織
を
、
そ
れ
ら
が
「
事
実
的
に
」
も
は
や
氏
族
で
は
な
か
っ
た
場
合

「
に
も
」
ま
た
、
な
お
保
持
し
た
か
？
。

両
者
の
点
に
お
い
て
、
私
の
考
え
で
は
、
答
え
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
む
ろ
ん
彼
ら
の
最
古
の
部

族
団
体
な
ら
び
に
彼
ら
の
最
古
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
氏
族
た
ち
か
ら
発
展
さ
せ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
模
範
か
ら
形
成
し
た
と
い
う
こ
と
、

し
か
し
、
彼
ら
は
新
た
な
諸
団
体
の
中
へ
と
家
族
の
理
念
の
集
合
さ
れ
た
内
容
を
で
は
な
く
、〈
氏
族
の
本
質
と
は
結
び
つ
か
ず
、
た
だ

一
般
的
な
適
用
の
能
力
を
有
し
た
〉
も
の
「
だ
け
」
を
家
族
の
理
念
か
ら
引
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、

一
語
に
集
約
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
で
あ
っ
た
。

注（
６１
）

N
iebuhr,röm

.G
esch.I.317f.P

uchta,Instit.I.126f.M
om

m
sen,röm

.G
esch.I.S.53.
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注（
６２
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
自
然
的
な
親
類
団
体
の
技
巧
的
な
賠
償
に
つ
い
て
は
何
も
知
っ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
族
のA

ffatom
ie

は
、
ど
う

見
て
も
養
子
で
は
な
い
。
そ
の
効
果
は
財
産
だ
け
に
関
し
た
か
ら
で
あ
る
。B

eseler,
E
rbvertr.

I.S.96

―107.

そ
れ
は
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル

ド
のT

hinx

と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。B

eseler
l.c.S.108f.

注（
６３
）

T
ac.G

erm
.c.20.W

ackernagel,l.c.S.301.W
aitz

I.S.62.Schrö der,ehel.G
üterr.I.S.56.f.114.

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
法
に

お
い
て
は
、
父
系
の
親
戚
（Schw

ertm
agen

）
の
権
利
と
義
務
は
、
母
方
の
親
戚
（Spillm

agen

）
の
そ
れ
に
対
し
て
、
三
分
の
二
対

三
分
の
一
の
割
合
で
あ
っ
た
。G

es.A
ethelstans

II.c.11.L
.H

enr.I.74.§
2.

イ
ネ
法
典
（G

es.Ines
76

）
に
よ
れ
ば
、
代
父
母
の

顧
慮
〔
が
あ
る
〕。

注（
６４
）

T
ac.G

erm
.c.20.

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
股
従
（A

ffinen

）
の
数
が
名
声
を
高
め
る
の
で
あ
る
。

注（
６５
）

外
戚
（K

ognation
）
の
顧
慮
は
、
た
ん
に
私
法
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
公
法
的
な
関
係
（
フ
ェ
ー
デ
〔
敵
対
〕、
保
護
、

拘
束
）
に
お
い
て
も
ま
た
、
本
来
の
氏
族
組
織
と
完
全
に
調
和
し
な
か
っ
た
。
妻
が
、
彼
女
が
夫
の
ジ
ッ
ペ
に
入
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

夫
自
身
が
彼
の
妻
の
親
類
グ
ル
ー
プ
に
結
び
つ
い
た
と
み
な
さ
れ
る
と
き
は
、
本
来
の
ジ
ッ
ペ
か
ら
さ
ら
に
そ
の
後
も
保
護
仲
間
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
氏
族
（G

eschlechter

）
の
、
ロ
ー
マ
の
種
族
（
一
門gentes

）
か
ら
の
差
異
の
た
め
の
著

し
い
証
言
で
あ
る
。

注（
６６
）

こ
こ
か
ら
、
一
部
分
、
わ
れ
わ
れ
が
ジ
ッ
ペ
の
集
会
、
裁
判
所
、
決
議
に
つ
い
て
情
報
を
も
た
な
い
こ
と
が
、
説
明
さ
れ
る
。

注（
６７
）

例
え
ば
、G

es.A
ethelstans

III.6.IV
.3.S.148.150

を
参
照
せ
よ
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
婦
人
た
ち
、
子
供
た
ち
お
よ
び
土
地
以
外

の
す
べ
て
の
財
産
と
と
も
に
、
強
大
な
マ
ー
ク
シ
ャ
フ
ト
（M

agschaften

血
族
団
体
）
が
、
追
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。V

I.c.8.§
2.3.

S.
164.

―
す
べ
て
の
敵
対
権
（F

ehderecht

）
の
制
限
は
こ
れ
に
属
す
る
。Schm

id,
G
lossar

S
.
626.K

.
M

aurer,
U
eberschau

I.S
.59.60.

注（
６８
）

以
下
、
第
三
十
九
章
を
参
照
。

【
以
上
、
第
三
章
の
注
、
完
。
以
下
「
第
四
章

民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
に
続
く
】
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第
四
章

民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

氏
族
の
拡
大
、
分
枝
お
よ
び
結
合
か
ら
の
諸
部
族
、
諸
民
族
お
よ
び
諸
国
民
の
成
立
は
、
歴
史
前
の
時
代
の
闇
の
中
に
陥
っ
て
い
る
。

長
い
間
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
諸
団
体
は
、
歴
史
的
な
自
然
的
な
統
一
体
と
し
て
存
在
し
、
取
り
扱
わ
れ
て
き
て
お
り
、〈
そ
れ
ら

が
自
ら
そ
れ
ら
の
統
一
体
の
こ
と
を
意
識
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
法
と
組
織
に
お
い
て
外
的
な
形
を
付
与
す
る
以
前
に
〉
た
ぶ
ん
外

部
か
ら
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
。

我
々
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
の
民
族
の
歴
史
に
お
い
て
過
去
に
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
我
々
は
、
最
終
の
そ
し

て
最
高
度
の
組
織
さ
れ
た
法
的
団
体
よ
り
も
よ
り
小
さ
な
民
族
部
分
を
ま
ず
見
出
す
の
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
は
、
そ
れ
を
超
え
て
及

ぶ
範
囲
に
お
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
共
同
団
体
性
（Z

usam
m
engehörigkeit

）
に
つ
い
て
の
伝
説
的
な
想
起
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

カ
エ
サ
ル
（C

äsar

）
と
タ
キ
ト
ゥ
ス
（T

acitus

）
の
報
告
は
、
彼
ら
の
時
代
に
は
、〈
例
え
ば
王
国
が
す
で
に
か
な
り
大
き
な
集

団
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
は
な
い
場
所
で
は
〉、
原
則
と
し
て
、
よ
う
や
く
極
め
て
僅
か
に
し
か
広
範
な
民
族
共
同
体
が
法
的
に
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
組
織
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
認
識
さ
せ
る
。
自
由
な
、
王
の
い
な
い
、
最
も
古
い
状
態
に
ま
だ
非
常
に
近

い
諸

（
１
）

部
族
に
お
い
て
は
、「
民
族
団
体
」（V

ölkerschaft

）
ま
た
は
「
民
族
地
方
団
体
」（V

olksgem
einde

）
は
、〈
ロ
ー
マ
人
の
見

方
に
よ
れ
ば
キ
ヴ
ィ
タ
ス
（
都
市
国
家civ

（
３
）

itas

）
が
、
す
な
わ
ち
、
主
権
を
有
す
る
国
家
的
な
共
同
団
体
が
、
そ
こ
に
具
体
化
し
た
〉、

ほ
ぼ
後
の
ガ
ウ
地
方
団
体
（G

augem
ei

（
２
）

nden

）
の
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
民
族
団
体
は
、
と
こ
ろ
で
、〈
こ

れ
ら
の
概
念
が
ま
だ
完
全
に
疎
遠
な
も
の
で
あ
っ
た
〉
そ
の
時
代
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、�
国
家
（Staaten

）�
ま
た
は

�
共
同
団
体
（G

em
einw

esen

）�
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
自
身
の
上
に
い
か
な
る
主
人
も
い
か
な
る
よ
り
上
級
の

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
も
知
ら
な
い
「
自
由
人
た
ち
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
そ
の
よ
う
な
民
族
団
体
は
、
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す
で
に
一
定
の
地
域
、「
ラ
ン
ト
」
を
所
有
し
て

（
４
）

い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
人
的
に
結
合
し
た
統
一
体
と
し
て
の
占
有
獲
得
前
に
す
で

に
実
在
し
て
い
た
よ

（
５
）

う
に
、
そ
れ
は
、
現
在
も
ま
た
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
そ
の
民
族
団
体
が
居
住
す
る
空
間
を
と
お
し
て
制
限
さ

れ
て
い
な
い
。
民
族
団
体
は
、
そ
れ
が
婦
人
と
子
供
と
と
も
に
遠
く
の
地
へ
と
移
動
す
る
場
合
に
、
そ
れ
自
身
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
は

一
つ
の
民
族
地
方
団
体
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
「
ラ
ン
ト
」
地
方
団
体
（L

andesgem
e

（
６
）

inde

）
で
は
な
い
。
そ
の
概
念
と
そ
の
名
称

は
、
そ
れ
ゆ
え
、
古
代
の
市
民
地
方
団
体
（B

ürgergem
einden

）
に
お
け
る
よ
う
に
、
故
郷
の
城
壁
に
結
び
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

近
世
に
お
け
る
国
家
お
よ
び
民
族
に
お
け
る
よ
う
に
、
一
定
の
地
域
と
不
可
分
的
に
密
着
し
て
も
い

（
７
）

な
い
。
他
方
で
は
、
し
か
し
、
民

族
団
体
は
、
そ
の
法
的
な
本
質
上
、
た
ん
に
拡
大
さ
れ
た
氏
族
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
共
通
の
血
統
の
思
い
出
が
伝
説

の
中
に
生
き
続
け
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
こ
れ
は
い
か
な
る
方
法
に
お
い
て
も
、
団
体
の
組
織
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
か

な
る
特
殊
家
族
法
的
な
制
度
を
も
、
民
族
団
体
は
、
氏
族
か
ら
引
き
出
し
て
き
て
い
な
い
。
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
思
想
だ
け

を
、
そ
れ
は
、
洗
練
さ
れ
か
つ
一
般
化
さ
れ
た
姿
に
お
い
て
継
続
し
て
い
る
。
人
的
な
血
の
友
誼
（B

lutfreundschaft

）
の
代
わ
り

に
、
人
的
な
民
族
の
友
誼
が
、
そ
れ
を
束
ね
る
紐
帯
で
あ
る
。

�

自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
、
民
族
団
体
（V

ölkerschaft

）
は
、
そ
の
仲
間
た
ち
の
総
体
に
お
い
て
可
視
的
と
な

る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
構
成
員
の
地
位
は
、
自
由
（F

reiheit

）
で
あ
る
。
し
か
し
自
由
は
、〈
た
だ
受
動
的
に
総
体

の
法
と
平
和
に
参
加
す
る
だ
け
で
あ
る
〉
保
護
仲
間
の
自
由
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
完
全
仲
間
（V

ollgenossen

）
の
平
和
、
す
な
わ

ち
、
民
族
の
法
お
よ
び
民
族
の
平
和
の
担
い
手
、
守
護
者
お
よ
び
復
讐
者
た
ち
の
自
由
で
あ
り
う
る
。
完
全
仲
間
は
、
民
族
に
生
ま
れ

た
す
べ
て
の
戦
闘
能
力
あ
る
男
子
（M

änner

）
で
あ
る
。
招
集
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
固
有
の
法
に
基
づ
い
て
自
己
決
定
の
た
め
に
規

則
的
な
時
期
に
集
合
す
る
「
彼
ら
」
の
集
会
は
、
民
族
の
具
体
的
な
統
一
体
で

（
８
）

あ
る
。

と
り
わ
け
、
民
族
団
体
は
、
平
和
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
民
族
の
平
和
」
の
所
有
者
で
あ
る
。
民
族
の
平
和
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を
、
民
族
団
体
は
、
対
「
外
」
的
に
は
、
敵
対
の
代
わ
り
に
登
場
す
る
〈
総
体
が
そ
れ
を
決
定
し
遂
行

（
９
）

す
る
〉
戦
争
を
と
お
し
て
守
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
民
族
と
軍
隊
は
同
一
概
念
で

（
１０
）

あ
り
、
そ
の
区
分
は
そ
れ
ら
の
指
導
者
た
ち
と
符

（
１１
）

合
し
、
民
族
集
会
は
、
そ
れ

が
同
時
に
軍
隊
集
会
で
あ
る
ゆ
え
に
武
装
し
て
行

（
１２
）

わ
れ
、
そ
し
て
、
兵
役
適
格
性
（K

riegstüchtigkeit

）
と
戦
闘
能
力
（W

af-

fenfähigkeit

）
は
、
完
全
仲
間
の
権
利
（das

volle
G
enossenrecht

）
の
不
可
欠
の
条
件
を
構
成

（
１３
）

し
た
。「
対
内
的
」
に
は
、
民
族

団
体
は
、
民
族
の
平
和
を
裁
判
所
と
し
て
保
護
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
お
し
て
裁
判
所
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

（G
erichtsgenossenschaft

）、
お
よ
び
、
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（R

echtsgenossenschaft

）
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
に
、
民
族
集
会
は
、
そ
の
法
―
―
民
族
法
（V

olksrecht

）
―
―
を
、
自
生
的
に
伝
承
さ
れ
た
法
と
し
て
で
あ

れ
、
意
識
的
に
創
ら
れ
た
選
ば
れ
た
法
と
し
て
で

（
１４
）

あ
れ
、
自
ら
自
己
の
た
め
に
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
、
し
か
し
ま

た
、
こ
の
法
を
、
そ
れ
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
場
所
で
見
出
し
、
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
場
所
で
そ
れ
を
造
り
だ

（
１５
）

し
た
。
と
り
わ
け
、

民
族
団
体
は
、
そ
れ
ゆ
え
、〈
民
族
団
体
が
、
最
初
は
た
ぶ
ん
民
族
団
体
の
関
与
な
し
に
登
場
し
た
《
家
の
平
和
お
よ
び
氏
族
の
平
和

の
破
壊
を
少
な
く
と
も
比
較
的
僅
か
な
諸
場
合
に
お
い
て
財
産
的
罰
金
を
と
お
し
て
贖
罪
し
そ
し
て
贖
罪
さ
せ
る
と
い
う
》
法
慣
習

（R
echtssitte

）
を
、
民
族
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
秩
序
づ
け
ら
れ
た
私
的
罰
金
の
体
系
の
中
に
持
ち
込
み
、
い
っ
た
ん
受
領
さ
れ

た
罰
金
の
贖
罪
効
を
保
証
し
、
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
支
払
の
み
な
ら
ず
、
支
払
の
受
領
さ
え
を
も
強
制
す
る
こ
と
に

（
１６
）

よ
っ
て
〉、
そ
の
中
に
結
合
し
て
い
る
氏
族
の
敵
対
を
、
制
限
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
平
和
に
お
い

て
お
よ
び
そ
の
平
和
と
と
も
に
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
む
民
族
の
平
和
が
破
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
民
族
の
平
和
は
、
違
法

行
為
者
（M

issethäter

）
か
ら
、
も
し
彼
が
さ
ら
に
そ
の
後
も
彼
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
共
同
の
平
和
に
つ
い
て
の
共
同
仲
間
（M

it-

genosse

）、
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
っ
て
侮
蔑
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
権
利
保
護
に
つ
い
て
の
共
同
仲
間
で
あ
ろ
う
と
す

る
場
合
に
は
、〈
彼
も
ま
た
民
族
の
平
和
を
贖
罪
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
家
族
罰
金
お
よ
び
氏
族
罰
金
と
並
ん
で
、
平
和
金
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（F
riedensgeld

）
―
―
フ
レ
ー
ド
ゥ
ス
（fredus

）
ま
た
は
フ
レ
ー
ト
（fretho

）
―
―
を
総
体
に
対
し
て
支
払
う
こ
と
を
〉
要
求

（
１７
）

す
る
。
そ
れ
と
並
ん
で
、
そ
れ
が
直
接
に
総
体
ま
た
は
総
体
に
よ
っ
て
畏
敬
さ
れ
る
神
々
に
向
け
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、「
た
だ
」
民

族
の
平
和
だ
け
を
破
る
行
為
も
ま
た
、
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
民
族
だ
け
が
贖
罪
を
受
領
す
る
。

平
和
の
破
壊
（F

riedensbruch

）
が
非
常
に
重
大
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
非
常
に
侮
辱
的
で
あ
る
た
め
に
、
贖
罪
が
不
可
能
と

見
え
る
と
き
は
、「
平
和
喪
失
」（F

riedlosigkeit

）、
す
な
わ
ち
、
民
族
の
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
の
排
除
が
生
ず
る
。
し

か
し
そ
れ
以
上
に
は
、
最
古
の
法
は
、
通
常
は
及
ば
ず
、
同
法
は
、
誰
か
が
平
和
喪
失
者
を
傷
つ
け
ま
た
は
殺
害
す
る
か
ど
う
か
は
偶

然
に
任
せ
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
か
つ
て
の
仲
間
に
逃
亡
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
命
令
す
ら
行
っ
て
い
る
。
た
だ
〈
総
体
自
体
の

存
在
が
問
わ
れ
る
か
、
ま
た
は
、
傷
つ
け
ら
れ
た
神
々
が
血
の
犠
牲
を
通
し
て
の
み
宥
め
ら
れ
う
る
〉
僅
か
な
場
合
に
お
い
て
の
み
、

民
族
ま
た
は
そ
の
代
表
者
は
、
死
刑
判
決
を
宣
告
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
行
さ
せ
る
の
で

（
１８
）

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど

本
来
の
判
決
で
は

（
１９
）

な
く
、
総
体
ま
た
は
そ
の
領
主
ま
た
は
聖
職
者
は
、
た
だ
、
あ
ら
ゆ
る
者
が
罰
金
な
し
に
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と

だ
け
を
実
施
す
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
民
族
仲
間
か
ら
民
族
の
敵
と
な
っ
た
平
和
喪
失
者
を
、
戦
争
の
捕
虜
と
な
っ
た
権
利
喪
失
者

た
る
敵
と
同
様
に
、
殺
害
し
ま
た
は
犠
牲
に
す
る
の
で
あ
る
。
平
和
喪
失
は
、
最
初
は
、
違
法
行
為
者
が
罰
金
を
支
払
う
財
産
が
な

か
っ
た
場
合
に
も
ま
た
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
時
代
と
と
も
に
、
罰
金
に
は
、
別
の
平
和
の
贖
罪
（F

rie-

denssühne

）
が
代
替
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
公
的
な
刑
罰
な
の
で

（
２０
）

あ
る
。
も
と
も
と
は
、
た
だ
代
用
物
に
過
ぎ
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
は
、
次
第
し
だ
い
に
無
条
件
に
罰
と
し
て
課
さ
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
、
ゲ
ル
マ
ン
的
刑
罰
の
最
古
の
そ
し
て
最
深
の
観

念
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
に
、〈
キ
リ
ス
ト
教
神
学
観
、
フ
ラ
ン
ク
族
の
支
配
観
、
お
よ
び
ロ
ー
マ
的
帝
国
観
が
協
働
し
て
、
こ
の
観

念
を
駆
逐
す
る
に
至
る

（
２１
）

ま
で
は
〉、
そ
れ
は
、
な
お
も
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
の
破
壊
に
対
す
る
贖
罪
に
と
ど
ま
っ
た
。

し
か
し
民
族
団
体
は
、
平
和
共
同
団
体
お
よ
び
法
的
共
同
団
体
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
生
活
の
最
重
要
の
諸
利
益
の
た
め
の
ゲ
ノ
ッ
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セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
集
会
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
共
同
の
案
件
が
審
議
さ
れ
か
つ
決
定
さ
れ
、
選
挙
が
行

（
２２
）

わ
れ
、
構

成
員
が
受
け
入
れ
ら

（
２３
）

れ
た
。
そ
れ
は
、
国
民
的
な
聖
職
者
階
級
と
国
民
的
な
祭
式
を
伴
う
道
徳
的
か
つ
宗
教
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
で

（
２４
）

あ
る
。
彼
ら
の
集
会
は
、
同
時
に
、
犠
牲
と
祝
祭
的
な
宴
会
の
た
め
の
集
会
で
あ
り
、
そ
し
て
、
神
々
の
特
別
の
保
護
の
も
と
に

あ
（
２５
）

っ
た
。
よ
り
高
次
の
聖
な
る
平
和
が
集
ま
っ
た
民
族
を
包

（
２６
）

含
し
、
神
の
代
理
人
が
自
ら
平
和
を
宣
告
し
、
そ
し
て
、
平
和
を
維

（
２７
）

持
し
、

そ
し
て
、
そ
の
破
壊
の
際
に
は
、
神
々
の
命
令
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
刑
罰
が
課
さ
れ
た
。
こ
の
裁
判
所
の
平
和
（
集
会
の
平
和

D
ingfriede

）
は
、
最
古
の
特
別
平
和
（Sonderfriede

）
で
あ
り
、
す
べ
て
の
そ
の
他
の
平
和
の
模
範
で
あ
り
、
時
に
つ
い
て
も
場

所
に
つ
い
て
も
、
集
合
し
た
民
族
そ
の
も
の
に
つ
い

（
２８
）

て
も
、
責
任
を
負
わ
せ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
の
平
和
は
、〈
そ
の
平
和
の
主
人
お

よ
び
保
護
者
で
あ
る
民
族
団
体
の
た
め
に
、
こ
の
民
族
団
体
が
そ
の
権
力
の
充
実
に
お
い
て
現
れ
る
と
こ
ろ
で
登
場
す
る
〉
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
平
和
を
高
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
自
由
な
民
族
仲
間
を
集
会
へ
の
道
に
お
い
て
す
ら
、
そ
し
て
、

故
郷
へ
の
帰
還
の
道
に
お
い
て
す
ら
も
、
保
護

（
２９
）

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
軍
隊
の
平
和
（H

eerfriede

）
と
し
て
、
ま
さ
に
武
装

し
た
民
族
に
ほ
か
な
ら
な
い
軍
隊
に
帰
属
す
る
の
で

（
３０
）

あ
る
。

最
後
に
、
最
古
の
民
族
団
体
の
一
定
の
経
済
的
意
味
も
ま
た
、
否
認
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
総
体
と
し
て
不
動
産
の
所
有

権
お
よ
び
動
産
の
所
有
権
を
有
し
た
の
み
な

（
３１
）

ら
ず
、
そ
れ
は
、
移
住
や
土
地
分
配
の
際
に
お
い
て
も
ま
た
、
適
切
な
影
響
力
を
行
使
し
、

後
に
は
、
土
地
に
対
す
る
最
上
級
の
支
配
権
を
行
使

（
３２
）

し
た
。

�

こ
の
よ
う
に
自
由
な
民
族
中
間
の
集
合
し
た
総
体
（G

esam
m
theit

）
が
、
民
族
の
平
和
、
民
族
の
法
、
民
族
の
権
力
の
担
い

手
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
総
体
は
、
必
ず
し
も
常
に
一
緒
に
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
し
て
、
一
緒
に
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
ま
た
、

そ
の
統
一
体
の
対
外
的
対
内
的
な
代
表
者
、
す
な
わ
ち
、
臨
時
的
に
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
で
仲
間
た
ち
を
招
集
す
る
一
人
の
第
一
級
の

仲
間
を
、
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
総
体
は
、
そ
れ
が
一
緒
に
い
る
場
合
に
も
、
総
体
を
指
揮
し
、
軍
隊
を
戦
争
の
た
め
に
そ
し
て
戦
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争
に
お
い
て
導
き
、
民
族
の
決
定
を
準
備
し
そ
し
て
実
行
し
、
裁
判
所
に
裁
判
官
と
し
て
立
つ
、
一
人
の
指
導
者
を
必
要
と
す
る
。
す

べ
て
の
こ
れ
ら
の
権
限
を
包
括
す
る
軍
隊
指
導
者
お
よ
び
裁
判
官
の
職
務
を
、
総
体
は
、
選
挙
を
と
お
し
て
、
最
も
高
貴
な
そ
し
て
最

善
の
仲
間
に
与
え
る
。
仲
間
の
中
の
第
一
人
者
と
し
て
、
指
導
者
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
個
々
の
民
族
部
分
の
頂
点
に
立
つ
が
、

―
―
し
か
し
彼
ら
は
、
民
族
を
超
え
て
あ
る
い
は
民
族
の
外
に
出
る
こ
と
は

（
３３
）

な
い
。
戦
争
に
お
い
て
は
つ
ね
に
将
軍
（H

erzog

）
の

選
挙
を
と
お
し
て
、
時
に
は
お
そ
ら
く
平
和
時
に
お
い
て
も
民
族
団
体
の
領
主
の
昇
格
を
と
お
し
て
、
そ
の
こ
と
が
生
ず
る
よ
う
に
、

個
々
の
民
族
部
分
の
領
主
（F

ürst

）
の
上
に
、
民
族
全
体
の
第
一
人
者
が
任
命
さ
れ
る
と
き
は
、
ま
ず
最
初
に
職
務
の
概
念
と
本
質

で
は
な
く
、
職
務
の
拡
張
に
関
し
て
変
更
が
な
さ

（
３４
）

れ
る
。
こ
の
職
務
は
、
し
か
し
、
民
族
集
会
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
〈
そ
れ
ゆ
え
に

撤
回
さ
れ
う
る
〉
代
理
権
で
あ
り
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
で
は
、
不
可
侵
の
権
利
を
与
え
る
。
裁
判
官
と
し
て
、
軍
隊
指
導
者
と
し

て
、
領
主
は
、
し
か
し
、
例
え
ば
、
今
日
の
意
味
に
お
い
て
〈
そ
れ
を
通
し
て
民
族
が
統
一
体
と
し
て
自
ら
登
場
す
る
〉
民
族
の
「
機

関
」（O

rgan

）
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
個
人
と
し
て
の
彼
に
譲
り
渡
さ
れ
た
権
力
と
権
限
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

彼
が
保
有
す
る
公
法
的
な
職
務
で
は
な
く
、
私
法
上
の
委
任
（M

andat

）
で
あ
る
。
民
族
は
、
民
族
の
権
利
の
行
使
を
、
彼
と
は
異

な
る
権
利
主
体
に
与
え
続
け
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
民
族
の
統
一
体
の
最
上
級
の
機
関
を
創
造
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で

（
３５
）

あ
る
。

�

そ
の
よ
う
に
し
て
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
も
と
で
国
家
の
地
位
を
代
理
し
た
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
民
族
の
す
べ
て
の

自
由
で
か
つ
戦
闘
力
の
あ
る
男
子
た
ち
の
総
計
と
同
一
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
そ
れ
を
と
お
し
て
代
理
さ
れ
た
そ
の
家
長
権
を

有
す
る
人
々
（
保
護
仲
間Schutzgenossen

）
を
同
時
に
代
表
し
た
。
仲
間
権
（G

enossenrecht

）
は
「
自
由
」（F

reiheit

）
で
あ

り
、
自
由
の
概
念
と
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
は
、
極
め
て
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
後
々
ま
で
同
じ
名
前
（
例
え

ば
、F

ranci,
A
lam

anni

）
が
民
族
全
体
と
自
由
民
の
地
位
を
指
し
た
。
す
べ
て
の
自
由
民
は
、
仲
間
と
し
て
そ
れ
自
体
同
じ
く
権
利

を
有
し
、
同
じ
く
義
務
を
有
し
た
。
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
者
は
、
同
じ
部
分
と
し
て
、
民
族
自
由
と
民
族
権
（V

olksrecht

）
の
共
同
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担
い
手
、
共
同
保
持
者
、
共
同
防
衛
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

す
べ
て
の
そ
の
他
の
人
々
は
、
最
も
近
い
部
族
の
人
々
で
あ
っ
て
も
、
仲
間
で
な
い
者
（U

ngenossen

）
で
あ
り
、
民
族
の
平
和

と
民
族
権
を
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
他
の
者
（F

rem
de

）
は
無
権
利
（rechtlos

）
で
あ
っ
た
。
彼

の
民
族
と
自
己
の
民
族
の
間
に
友
誼
関
係
が
存
在
す
る
限
り
で
は
、
ひ
と
は
、
他
の
者
の
権
利
を
尊
重
し
そ
し
て
保
護
し
た
の
で
あ
り
、

国
内
に
来
た
他
国
人
を
神
々
と
民
族
地
方
団
体
の
特
別
の
保
護
の
も
と
に
置
き
、
彼
に
彼
の
民
族
権
の
欠
缺
を
補
充
す
る
聖
な
る
賓
客

権
（G

astrecht

）
を
与

（
３６
）

え
た
。
彼
が
敵
と
な
っ
た
と
き
は
、
別
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
は
、
ひ
と
は
、
か
れ
を
殺
し
、
財
産
を
剥
奪

し
、
あ
る
い
は
、
奴
隷
（K

necht
）
と
し
て
確
保
し
そ
し
て
使
役
し
た
。
無
権
利
で
、
民
族
外
人
（V

olksfrem
der

）
と
し
て
、
奴

隷
は
民
族
の
中
で
生
活
し
た
。
ま
た
、
彼
は
、
も
と
も
と
一
度
も
保
護
仲
間
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
い
か
な
る
保
護
を
も
、
彼
に

対
し
て
、
民
族
法
は
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
主
人
だ
け
を
、
彼
に
つ
い
て
の
主
人
の
占
有
に
お
い
て
保
護
し
た
の
で
あ
る
。

反
対
に
、
主
人
は
、
彼
の
家
畜
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
非
自
由
民
（U

nfreien

）
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
奴
隷
だ
け
が
こ
の
運
命
に
陥
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
子
孫
全
員
が
こ
の
運
命
を
分
か
ち
持
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
す
べ
て

が
民
族
外
で
あ
り
、
無
権
利
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
売
買
、
刑
罰
奴
隷
と
債
務
奴
隷
（Straf＝

und
Schuldknechtschaft

）、
投

降
者
（Selbstergebung

）
な
ど
が
こ
れ
に
加
わ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
絶
え
ず
増
大
す
る
非
自
由
民
、
す
な
わ
ち
、
無
権

利
の
人
々
が
成
立
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
構
成
員
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

に
お
け
る
階
級
で
も
な
く
、
階
級
の
対
立
物
で
あ

（
３７
）

っ
た
。

と
こ
ろ
で
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
何
ら
か
の
時
代
に
至
る
ま
で
階
級
概
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
前
歴
史
的
時
代

に
お
い
て
、
こ
の
諸
関
係
は
、
変
形
し
始
め
て
い
た
。
自
由
民
の
上
に
貴
族
の
階
級
が
、
そ
れ
ら
の
下
に
奴
隷
の
階
級
が
成
立
し
て
い

た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
も
、
構
造
の
中
で
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
古
い
統
一
的
な
民
族
ゲ
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ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
、
階
級
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
そ
れ
を
解
体
す
る
こ
と
の
萌
芽
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。

ａ.

ゲ
ル
マ
ン
的
心
情
の
中
に
、
血
に
よ
っ
て
身
体
と
魂
の
特
質
が
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
が
深
く
根
付
い
て
い
た
。
高
く
尊
敬

さ
れ
る
ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
優
れ
た
人
々
、
正
義
の
裁
判
官
た
ち
、
勇
敢
な
軍
隊
指
導
者
た
ち
の
後
裔
で
あ
り
、
そ
し
て
、
逆
に
、

伝
説
に
よ
っ
て
神
々
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
高
貴
な
出
自
を
と
お
し
て
の
人
的
な
特
徴
を
喜
ん
で
表
明
し
た
。
喜
ん
で
、
民
族
は
、
そ
の

裁
判
官
た
ち
と
軍
隊
指
導
者
た
ち
を
民
族
を
光
栄
豊
か
に
指
揮
し
た
人
々
の
息
子
た
ち
か
ら
採
用
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
中
に
有
用
な

人
が
見
出
さ
れ
な
い
場
合
に
初
め
て
、
―
―
そ
の
時
代
の
単
純
な
要
求
の
ゆ
え
に
確
か
に
稀
な
場
合
で
は
あ
る
が
―
―
そ
の
他
の
民
族

仲
間
の
間
を
見
回
し
た
の
で
あ
る
。
直
接
の
相
互
作
用
に
お
い
て
、
新
た
な
職
務
が
、
新
た
な
栄
誉
の
機
会
、
新
た
な
権
力
、
新
た
な

光
栄
を
、
家
族
に
与
え
た
。
登
場
し
た
占
有
の
不
平
等
性
と
と
も
に
、
富
が
権
力
と
な
り
、
そ
し
て
、
権
力
か
ら
よ
り
大
き
な
富
が
結

果
し
た
。
占
有
も
ま
た
、
し
か
し
、
氏
族
の
な
か
で
相
続
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
必
然
的
に
、
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
自
由
な
民
族
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
、〈
民
族
の
「
第
一
人
者
」
と
し
て
、
民
族
に
裁
判
官
た
ち
お
よ
び
軍
隊
指
導
者
た
ち
、
た
ぶ
ん
聖
職
者

た
ち
を
与
え
、
高
い
名
声
を
享
受
し
、
そ
れ
ら
の
出
自
に
伝
説
が
特
別
の
光
輝
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
ら
に
優
位
と
名
誉
が
帰
属
さ
せ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
氏
族
が
形
成
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
高
貴
で
、
す
な
わ
ち
民
族
氏
族
的
に
高
貴
で
あ
っ

た
の
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
自
体
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
民
が
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ひ
と
は
、
個
々
の
氏
族
を
高
貴
な
も
の
と
見
た
。

ひ
と
は
、
最
後
に
、
さ
ら
に
民
族
の
第
一
級
の
氏
族
た
ち
だ
け
を
特
別
に
高
貴
な
も
の
、
卓
越
に
よ
る
氏
族
（geschlechtigκατα

εζοχην

）

と
み
な
し
た
。
権
利
の
優
遇
（R

echtsvorzü
ge

）
は
、
そ
れ
と
最
初
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
が
、
た
だ
、
よ
り
高
い
名
誉
と
と
り
わ

け
支
配
の
能
力
を
与
え
た
の
は
、
貴
族
の
み
で
あ
っ
た
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
は
、
一
定
の
限
界
が
高
貴
な
人
々
と
た
だ
自
由
な
氏

族
た
ち
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
前
者
が
よ
り
多
く
後
者
が
よ
り
少
な
く
、
勇
敢
で
あ
る
か
ま
た
は
雄
弁

で
あ
る
よ
う
に
、
前
者
は
よ
り
多
く
後
者
は
よ
り
少
な
く
、
貴
族
的
と
呼
ば
れ
た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
は
、
そ
れ
ゆ
え
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そ
れ
に
よ
っ
て
は
破
壊
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
時
代
の
経
過
の
中
で
階
級
的
な
結
束
が
登
場
す
る
。
氏
族
た
ち
の
閉
じ
ら
れ
た
数
が
自
ら
を
た
だ
そ
れ
だ
け
が
高
貴
で
あ
る

と
確
定
し
、
も
は
や
新
た
な
氏
族
は
、
暗
所
か
ら
同
じ
光
輝
に
出
世
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伝
統
を
と
お
し
て
事
実
的
な
長
所
か
ら

公
法
的
お
よ
び
私
法
的
な
諸
特
権
が
成
長
し
、
貴
族
が
、
最
後
に
、
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
内
部
で
、
特
別
の
固
有
の
階
級
法

を
発
展
さ
せ
る
階
級
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
り
、
そ
し
て
、
古
い
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
一
つ
の
統
一
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
か
ら
二
つ
の
構
成
部
分
を
も
つ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
し
か
し
、
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
基
礎
は
、
存
続
し
て
い
る
。
高
貴
な
人
々
と
自
由
民
は
、
そ
れ
ら
が
民
族
仲
間
で
あ
る
限
り
で
、
平
等
で
あ
り
、

そ
し
て
、
前
者
は
、
た
だ
そ
の
上
に
の
み
、〈
彼
ら
に
民
族
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
よ
り
高
い
名
誉
、
彼
ら
に
民
族
法
そ
の
も
の

を
と
お
し
て
保
障
さ
れ
る
特
別
の
法
領
域
の
結
果
に
お
い
て
〉
階
級
仲
間
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

国
王
の
氏
族
だ
け
が
永
続
的
に
古
い
意
味
に
お
け
る
貴
族
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
他
の
貴
族
は
、
し
か
し
、
そ
の
長
所
が
王

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
名
誉
に
基
づ
い
た
臣
下
貴
族
（D

ienstadel

）
の
概
念
の
中
で
没
落
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
古
い
「
民
族

貴
族
」（V

olksadel

）（
い
わ
ゆ
る
原
初
貴
族U

radel

）
が
、
王
権
（K

önigthum

）
に
屈
服
し
た
と
き
に
初
め
て
、
貴
族
の
観
念
は
、

共
同
体
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
基
礎
の
観
念
に
対
す
る
直
接
の
対
立
の
中
へ
と
登
場
し
た
の
で

（
３８
）

あ
る
。

ｂ.

そ
の
よ
う
に
貴
族
が
自
由
民
の
上
に
登
場
し
た
一
方
、
他
方
で
は
、
無
権
利
の
状
態
か
ら
、
非
自
由
民
の
個
々
の
階
級
が
、
自

由
と
非
自
由
の
間
の
中
間
状
態
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
お
い
て
現
れ
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
よ
り
少
な
い
権
利
を
有
す
る
仲

間
と
し
て
、
民
族
団
体
の
中
へ
と
登
場

（
３９
）

し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
解
放
（F

reilassung

）
を
と
お
し
て
可
能
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
は
じ
め
は
保
護
仲
間
の
た
め
に
の
み
行
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
被
解
放
者
は
、
主
人
の
家
父
長
権
の
中
に
と
ど
ま

（
４０
）

っ
た
。
し
か
し
、

民
族
地
方
団
体
（V

olksgem
einde

）
が
、
そ
し
て
、
王
の
支
配
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
は
王
が
、
家
父
長
権
を
承
継
す
る
こ
と
は
、
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可
能
で
あ

（
４１
）

っ
た
。
そ
の
場
合
、
被
解
放
者
は
、
も
は
や
た
ん
に
個
々
の
仲
間
た
ち
（G
enossen

）
の
仲
介
を
通
し
て
の
み
で
は
な
く
、

直
接
に
も
、
民
族
に
属
す
る
。
い
ま
や
非
常
に
類
似
し
た
関
係
へ
と
、
す
で
に
早
い
時
期
に
お
い
て
、
と
く
に
し
か
し
征
服
や
領
土
獲

得
の
結
果
に
お
い
て
、
勝
利
し
た
民
族
が
土
地
の
耕
作
者
を
無
権
利
者
と
は
せ
ず
、
従
者
た
る
保
護
仲
間
の
階
級
と
し
て
自
ら
の
中
に

取
り
込
ん
だ
場
合
に
、
諸
民
族
の
か
な
り
大
き
な
断
片
が
登
場
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
推
測
す
る
に
、
ま
ず
最
初
に
、
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
の

名
称
で
呼

（
４３
）

ば
れ
、
そ
し
て
、
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
に
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
〈
彼
ら
が
完
全
な
仲
間
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、

民
族
法
の
保
護
の
下
に
立
つ
こ
と
〉
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
、
奴
隷
（H

örige

）
と
半
自
由
民
（H

albfreien

）
の
あ
の
多
数
の

（
４２
）

階
級

が
成
立
し
た
。
よ
り
少
な
い
権
利
を
有
す
る
仲
間
と
し
て
、
彼
ら
は
、
武
器
権
お
よ
び
敵
対
権
、
家
族
権
、
お
よ
び
、
財
産
権
を
も
つ

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
政
治
的
権
利
を
彼
ら
は
持
た
ず
、
彼
ら
は
、
真
正
の
財
産
を
も
つ
能
力
が
な
く
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
〈
そ
の

家
父
長
権m

undium

の
中
に

（
４４
）

属
し
、
そ
し
て
、
そ
の
人
の
家
団
体
（H

ausverband

）
に
属
し
、
そ
の
人
と
と
も
に
戦
争
に
行
き
、

そ
の
人
に
彼
ら
が
役
務
と
租
税
を
給
付
し
た
と
こ
ろ
の
〉
一
人
の
「
主
人
」
を
も
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
し
か
し
、
個
々

の
仲
間
が
個
々
の
半
自
由
民
（L

iten

）
の
主
人
で
は
な
く
、
民
族
の
全
体
が
半
自
由
民
階
級
全
体
の
主
人
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
、
あ

る
い
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
も
、
個
々
人
の
支
配
が
、
半
自
由
民
を
、
民
族
団
体
に
対
す
る
同
時
の
直
接
の
参
加
か
ら
、
個
々
の

関
係
の
た
め
に
排
除
し
な
い
こ
と
が
、
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ま
で
は
、
個
々
の
家
団
体
の
拡
張
、
そ
し
て
し
た

が
っ
て
間
接
的
な
仲
間
の
拡
張
の
み
が
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
被
制
限
権
利
者
、
被
制
限
自
由
民
と
い
う
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
、
階
級
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
民
族
の
中
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。
民
族
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
単
一
的
な

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
二
階
層
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
、
あ
る
い
は
、
貴
族
が
存
在
し
て
い
た
と
き
は
、
三
つ
の
階
層
の
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
す
な
わ
ち
、
我
々
に
こ
の
こ
と
が
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
階
層
の
種
族
（tripar-

tita
gens

）
と
な
っ
た
の
で

（
４５
）

あ
る
。
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類
似
し
な
い
で
は
な
い
地
位
へ
と
、
ロ
ー
マ
の
地
に
移
住
し
た
民
族
団
体
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
自
由
な
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
、
も
た
ら

さ
（
４６
）

れ
た
。
ど
こ
で
も
、
東
ゴ
ー
ト
族
や
ブ
ル
グ
ン
ド
族
に
お
い
て
す
ら
、
ひ
と
は
、
彼
ら
を
、
自
由
な
ゲ
ル
マ
ン
人
の
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
へ
と
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
ゴ
ー
ト
人
と
ロ
ー
マ
人
を
ひ
と
つ
の
民
族
に
融
合
さ
せ
る
と
い
う
テ
オ
ド
リ
ッ
ク

（T
heodorich

）
の
試
み
は
、
孤
立
し
て
存
在
す
る
。
一
般
に
、
征
服
民
族
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
自
己
の
法
に
従
っ

て
生
き
る
自
己
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
た
だ
そ
れ
と
並
ん
で
、
彼
ら
と

結
び
付
け
ら
れ
た
が
し
か
し
広
義
の
意
味
に
お
い
て
は
じ
め
て
民
族
に
属
す
る
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
ロ
ー
マ
人
の

全
体
に
対
す
る
保
護
支
配
を
引
き
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ど
こ
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
民
族
の
総
体
の
代

わ
り
に
、
や
が
て
そ
の
後
、
王
が
登
場
し
、
そ
し
て
、
固
有
の
法
に
基
づ
い
て
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
の
保
護
主
人
（Schutzherr

）
と

な
（
４７
）

っ
た
。

と
こ
ろ
で
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
自
由
民
の
本
来
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
彼
ら
に
数
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
が
ら
を
め
ぐ
っ

て
優
る
保
護
被
結
合
者
た
ち（Schutzverbundenen
）の
グ
ル
ー
プ
を
自
ら
と
並
ん
で
有
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
明
ら
か
に
古
い
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
本
質
は
完
全
に
変
化
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
し
て
、
次
第
に
よ
り
多
く
、
そ
れ
が
民
族
の
す
べ
て
の
制
度
の
基
礎
で
あ

る
と
い
う
観
念
は
、
支
持
し
が
た
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
真
実
に
は
、
そ
れ
は
、
も
は
や
民
族
で
は
な
く
、

民
族
の
断
片
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
自
ら
階
級
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
民
族
全
体
を
包
含
す
る

法
形
成
お
よ
び
組
織
形
成
を
、
王
た
ち
が
そ
の
担
い
手
と
な
る
と
い
う
別
の
原
理
に
ゆ
だ
ね
た
か
ら
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
四
章
、
終
わ
り
】
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【
第
四
章
の
注
】

注（
１
）

君
主
政
体
の
組
織
を
ゲ
ル
マ
ン
人
の
最
古
の
そ
し
て
一
般
的
な
組
織
形
態
と
し
て
説
明
し
、
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
自
由
な
組
織
を
、
国

王
の
家
族
の
構
成
員
の
間
の
分
配
を
と
お
し
て
の
小
地
方
王
の
支
配
へ
の
分
散
に
還
元
す
る
、
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ン（W

ittm
ann,das

altger-

〜

m
anische

K
onigth.

M
ünchen

1854

）
の
試
み
は
、
同
様
に
、
保
持
さ
れ
て
き
た
情
報
と
は
一
致
せ
ず
、
内
的
に
も
基
礎
づ
け
ら
れ
な

い
。

注（
２
）

ヴ
ァ
イ
ツ
（W

aitz

）
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、
民
族
団
体
（V

ölkerschaft

）
と
い
う
名
称
は
、
最
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
ダ
ー
ン

（D
ahn

）
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
が
よ
り
大
き
な
民
族
統
一
体
を
考
え
る
�
部
族
（Stam

m

）�
と
い
う
。�
ガ
ウ
地
方
団
体
（G

auge-

m
einde

）�
は
、
ガ
ウ
が
ま
だ
ラ
ン
ト
（
領
邦L

and

）
で
あ
っ
た
時
代
に
つ
い
て
、
ガ
ウ
が
独
立
の
地
域
を
も
ま
た
指
称
し
え
た
こ
と
が

証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
場
合
に
の
み
、
適
切
で
あ
る
。
古
い
著
者
た
ち
は
、
原
則
と
し
てgens

（
種
族
）
と
言
っ
て
お
り
、
ゲ
ル
マ
ン
人

は
、
お
そ
ら
く
�thiod
�、
ま
た
は
、
た
ん
に
�die

L
eute

（
人
々
）�
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
よ
り
大
き
な
民
族
統

一
体
と
よ
り
小
さ
な
民
族
統
一
体
の
た
め
の
呼
び
名
は
、
今
日
も
ま
だ
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
動
揺
し
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
一
度
、
す
べ
て
の
ゲ
ル
マ
ン
人
を
も
ま
た
合
わ
せ
てgens

と
呼
び
、
そ
し
て
、natio

（
国
民
）、populus

（
民
衆
）
な

ど
を
同
様
に
不
確
定
的
に
用
い
て
い
る
。

注（
３
）

T
ac.G

erm
.c.3.8.10.12.13.14.15.19.25.30.37.41.43.44.A

nn.I,37.X
III,57.C

f.C
aesar

V
I,23.

注（
４
）

W
eiske,G

rundlagen
S.6f.

�G
au

（
ガ
ウ
、
地
方
）�
は
、�pagus

（
地
方
）�
と
同
様
に
、
お
そ
ら
く
は
、
い
つ
で
も
た
だ
地
方
の

一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

注（
５
）

異
説
、W
aitz

I.146.

注（
６
）
�L

andesgem
einde

�（
ラ
ン
ト
地
方
団
体
）
とZ

öpfl
§

31
は
い
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
は
、�
最
初
か
ら
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

の
理
念
を
そ
れ
の
本
来
的
基
礎
と
し
て
�
認
め
て
い
る
。

注（
７
）

全
く
誤
っ
てW

aitz,
l.c.

は
、�
結
合
の
「
基
礎
」
と
し
て
、
共
同
の
移
民
と
移
住
は
、
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
と
い
う
。
基
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礎
は
、
た
だ
時
代
的
に
よ
り
早
い
こ
と
の
み
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
移
民
と
移
住
の
「
以
前
」
に
は
、
結
合
は
存
在
「
し
な
か
っ
た
」

の
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
と
は
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
？
。
偶
然
の
邂
逅
か
？
。
そ
れ
と
も
、
移
住
の
「
目
的
」
を
も
つ

熟
考
さ
れ
た
集
合
な
の
か
？
。

注（
８
）

T
ac.G

erm
.c.11

―13:concilium

（
集
会
）。
―T

hing
oder

ding,G
rim

m
,R

.A
.S.747,v.R

ichthofen,fries.W
örterb.h.v.

―

m
all,G

rim
m

S.746.M
üllenhof,das

alte
R
echt

ec.S.289

―gem
ot

（bei
den

A
ngelsachsen,Schm

id,G
lossar

h.v.

）―w
arf

（fries.,
v.

R
ichthofen

h.v.

）
―
は
、
す
べ
て
、
集
会
を
も
、
集
め
ら
れ
た
人
々
の
総
体
を
も
、
審
議
の
内
容
を
も
、
指
称
す
る
。
は

る
か
に
遠
く
遡
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
多
く
要
求
さ
れ
な
い
事
柄
の
数
は
、
要
求
さ
れ
る
事
柄
と
の
割
合
に
お
け
る
よ
り
も
絶
対
的
に
、
多

く
な
る
。W

aitz,I.S.318.

注（
９
）

C
aesar,de

b.G
.V

I,23.W
aitz

I
336.337.

直
接
に
集
会
場
（M

alstätte

）
か
ら
、
し
ば
し
ば
民
族
集
会
が
、
決
議
さ
れ
た
戦
争
の

軍
勢
と
し
て
出
発
し
た
。

注（
１０
）

G
rim

m
,R

.A
.292.293f.P

hilipps,
D
.G
.I.

412.
D
ahn,

die
K
önige

der
G
erm

anen
I.

21.
W

aitz
I.

149.
n.

3.
L
eg.

G
rim

ow
.

P
rol.

―U
rk.b.M

eichelbeck,
hist.

F
ris.

I.
320.

「
土
地
と
名
づ
け
ら
れ
た
場
所
に
お
け
る
バ
ヴ
ァ
リ
ア
族
の
人
々
の
軍
隊
に
お
い
て
」

（in
exercitu

B
ajovariorum

in
locis

nom
inatis

ein
G
rundstück

）
と
す
ら
〔
書
か
れ
て
い
る
〕。

注（
１１
）

W
aitz

I.373f.

注（
１２
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
一
章
。T

ac.G
erm

.c.11.

注（
１３
）

T
ac.

G
erm

.
c.

13：

「
こ
れ
に
先
立
ち
（
武
装
化
の
前
に
）
家
の
部
分
が
、
後
に
共
和
国
の
部
分
が
考
慮
さ
れ
る
。」（ante

hoc

（vor

der
W

ehrhaftm
achung

）dom
us

pars
videntur,

m
ox

reipublicae.

）
―
土
地
所
有
と
の
兵
役
義
務
の
関
連
は
、
後
の
時
代
の
起

源
の
も
の
で
あ
る
。R

oth,B
eneficialw

esen
S.47f.

異
説
、
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz

お
よ
び
大
部
分
の
人
々
。

注（
１４
）

Z
öpfl

§
31.IV

.

注（
１５
）

T
ac.G

erm
.c.12.G

rim
m
,R

.A
.S.745f.W

aitz
I.332f.
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注（
１６
）

こ
れ
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
以
下
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
と
く
にG

rim
m
,R

.A
.S.

62２
f.

W
ilda,

Strafr.
S.

224f.
und

K
östlin,

das

germ
an.Strafrecht

i.d.Z
.f.D

.R
.X

IV
.S.367f.

を
参
照
せ
よ
。

注（
１７
）

確
か
に
、
罰
金
（fredum

）
は
、
国
家
が
当
事
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
�
仲
裁
者
（arbitrator

）�
と
し
て
の
そ
の
労
苦
に
対
し
て
関

係
さ
せ
た�
計
算（renum

eration

）�で
あ
る
と
す
る
、
ケ
ン
ブ
ル
の
解
釈（K

em
ble,Saxons

I.S.270

）。
こ
れ
と
反
対
に
、K

.M
aurer,

U
ebersch.III.S.32,N

ote.

―
を
参
照
せ
よ
。
ヴ
ィ
ル
ダW

ilda,Strafr.

は
、�
違
法
行
為
を
と
お
し
て
失
わ
れ
た
平
和
に
再
び
参
加
し
、

そ
し
て
、
そ
れ
を
と
お
し
て
自
ら
に
権
利
を
取
得
さ
せ
、
法
律
的
に
規
定
さ
れ
た
罰
金
を
と
お
し
て
彼
の
相
手
方
を
宥
和
す
る
た
め
�
の

手
段
と
し
て
、
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
贖
罪
概
念
の
単
な
る
一
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
後
期
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
法

は
、
多
く
の
説
明
を
与
え
て
い
る
。
ひ
と
は
、
民
族
に
対
す
る
罰
金
―
―tha

liodon

―
―to

fretha

に
つ
い
て
の
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

例
え
ば
、v.R

ichthofen,R
squ.S.34.35.63.64.65.115

（C
m
erka

tha
liodon

to
fretha

and
thet

urjeld
tha

frionde

）115.

116.
117.

121

（thera
lioda

fretho
and

thes
frana

bon

）128.
157.

159.
176.

177.
180.

411.
456.

472.

あ
る
い
は
、
平
和
がin

tha
m
ena

lande

に
お
い
て
贖
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
箇
所
―
―S.384.

474.

し
か
し
こ
こ
で
刑
罰
の
理
念
が
支
配
す
る
こ
と
を
、
例
え
ば

S.62

が
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
平
和
の
贖
罪
が
な
け
れ
ば
民
衆
に
よ
っ
て
債
務
が
負
担
さ
れ
る
。」（nulla

poena
pacis

debetur

populo

）。
罰
金
（B

u�
e

）
は
、
グ
リ
ム
（G

rim
m
,
R
.A

.S.
680

）
が
認
め
る
よ
う
な
公
法
的
な
刑
罰
の
「
対
立
物
」
で
は
な
く
、
そ
の

「
萌
芽
」
で
あ
る
。

注（
１８
）

T
ac.G

erm
.c.

12.
W

aitz
I.S.

394f.

神
性
と
の
関
係
お
よ
び
犠
牲
と
し
て
の
解
釈
に
関
し
て
は
、W

ilda,
Strafr.

S.
155.

W
aitz

I.

S.395.396.

周
知
の
よ
う
に
、d.l.F

ris.add.12
im

m
olatur

diis.

（「
そ
れ
は
神
々
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
」）
は
、
直
接
に
述
べ
て
い

る
。

注（
１９
）

な
ぜ
な
ら
権
利
喪
失
（R

echtslosigkeit

）
の
結
果
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
法
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
事
実
的
な
も
の
で
も
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
敵
の
殺
害
は
、
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
意
思
の
流
出
で
あ
り
、
殺
害
権
（T

ödtungsrecht

）
の

流
出
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
、
厳
格
に
言
え
ば
、
平
和
喪
失
者
に
お
い
て
も
ま
た
、
殺
害
権
に
つ
い
て
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
た
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だ
殺
害
の
罰
金
な
き
こ
と
（B

u�
elosigkeit

）
に
つ
い
て
の
み
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ゲ
ル
マ
ン
的
刑
罰
の
源
泉
を
こ
こ
に
求
め
る
者
は
、

そ
れ
を
民
族
法
の
「
中
」
に
で
は
な
く
、「
外
」
に
お
き
違
え
た
の
で
あ
る
。

注（
２０
）

ま
だ
一
二
〇
〇
年
頃
に
は
、16.fries.K

üre

に
お
い
て
、
言
わ
れ
て
い
る
。
―R

ichthofen
S.22:alle

F
risa

m
ugun

hiara
feitha

m
ith

tha
fia

ca^pja.

そ
の
場
合
、
例
外
が
示
さ
れ
て
お
り
、
罰
金
を
支
払
う
こ
と
の
無
能
力
の
ゆ
え
に
、
彼
の
首
を
も
っ
て
（m

yt

synen
halse

）
罰
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、thenna

jelde
hi

alle

liuden
te

thonke
thi

ther
hougat,

―
別
の
手
稿
に
お
い
て
は
、efne

jelt
alle

thi
ther

hongat,

―
ラ
テ
ン
語
で
は
、「
彼
が
罪
を
負

う
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
彼
が
正
当
に
支
払
う
ゆ
え
に
」（quia

ille
aeque

solvet
om

ni
populo

qui
pendet.

）、
―
ニ
ー
ダ
ー

ザ
ク
セ
ン
で
は
、w

ent
he

betaelt
geliken

allen
luden

de
hanghet.

。D
ies

〔
日
、
審
判
の
日
〕
は
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
刑
罰
理

念
で
あ
る
！
。
吊
る
さ
れ
る
者
は
、
民
族
全
体
に
対
し
て
民
族
平
和
の
贖
罪
を
支
払
う
！
。

注（
２１
）

キ
リ
ス
ト
教
神
学
的
に
は
、
悔
悟
と
改
善
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
的
に
は
、
宮
廷
法
と
服
役
法
（H

of＝
und

D
ienstrecht

）、
そ
れ
ゆ
え
、

生
命
刑
と
身
体
刑
。
ロ
ー
マ
法
的
に
は
、
官
憲
に
よ
る
刑
罰
権
力
。

注（
２２
）

T
ac.G

erm
.c.12.22.

注（
２３
）

W
aitz,I.331.

と
く
に
武
装
化
。

注（
２４
）

T
ac.G

erm
.c.10.

…
…sacerdos

civitatis

（
市
民
全
体
の
司
祭
）。

注（
２５
）

W
ilda,

G
ildenw

esen
S.

10.

そ
れ
ゆ
え
聖
林
に
お
い
て
、
ま
た
は
、
神
々
の
尊
崇
に
捧
げ
ら
れ
た
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
。

G
rim

m
,R

.A
.S.793f.L

andau,T
erritorien

S.370.

注（
２６
）

と
く
にW

ilda,Strafr.S.233f.

―12.fries.K
üre

S.20:thingfrethe
den

conventen
der

m
eenheyt.

注（
２７
）

T
ac.G

erm
.c.11.

注（
２８
）

W
ilda,

Strafr.
S.

234：

�
民
族
が
集
合
し
た
場
所
に
、
神
は
近
く
居
ま
す
。�
正
当
に
も
、
ヴ
ィ
ル
ダ
は
、
平
和
を
場
所
と
は
独
立
し

た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
が
、
し
か
し
不
当
に
も
、�
平
和
が
帰
属
し
た
の
は
、
む
し
ろ
集
会
の
期
間
を
通
し
て
決
定
さ
れ
た
「
時
間
」
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で
あ
っ
た
。�
と
述
べ
、
そ
し
て
、
裁
判
所
の
平
和
（D

ingfriede

）
を
高
度
の
祝
祭
期
間
の
も
と
も
と
の
平
和
か
ら
導
い
て
い
る
（S.233

）。

彼
は
、
と
く
に
彼
がS.238

で
軍
隊
平
和
（H

eerfriede

）
の
同
じ
基
礎
を
主
張
す
る
場
合
に
、
自
ら
と
矛
盾
し
て
い
る
。
場
所
と
時
間

と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
間
接
的
に
は
じ
め
て
、
よ
り
高
度
に
平
和
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注（
２９
）

L
.
F
ris.

add.
I.

c.
1.

G
es.

C
nuts

Schm
id

II.
82.

R
üstringer

K
üren

§
4

（fretho
to

tha
thinge

and
fretho

fon
tha

thinge
）,F

ivelgoer
K
üren

§
5.8.

（de
w
arffrede

des
w
arves

）,F
redew

older
K
üren

§
10

b.R
ichthofen

S.110.284f.378.

注（
３０
）

T
ac.G

erm
.c.7.L

.Sal.em
end.64.§

I.L
.Sax.5.1.

L
.F

ris.17.1.L
.A

lam
.26.L

.B
ajuv.2.4.§

1.G
es.C

nuts
II.61.L

.

H
enr.

I.
13.

§
8.

10.
§

1.
12.

§
3.

F
ries.

K
üren

b.
R
ichthofen

S.
20.

70.

―G
rim

m
,
R
.A

.S.
751.

W
ilda,

Strafr.
230.

234.

W
aitz

I.326.

注（
３１
）

前
者
は
、
民
族
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
（
第
七
章
以
下
を
参
照
せ
よ
）、
後
者
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
れ
ば
、
キ
ヴ
ィ
タ
ス
（
市
民
全
体civi-

tas

）
に
―
―
あ
る
い
は
、
公
的
に
（
従
っ
て
共
同
の
手
段
か
ら
）
養
育
さ
れ
る
馬
に
、
帰
属
す
る
罰
金
に
つ
い
て
（an

equi,qui
publice

（also
aus

G
em

einm
itteln

）aluntur.

）。

注（
３２
）

以
下
、
第
七
章
以
下
を
参
照
せ
よ
。

注（
３３
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
のprinceps

〔
支
配
者
、
君
主
〕
の
本
質
に
つ
い
て
の
無
数
の
見
解
の
差
異
。
と
く
にW

aitz,
F
orsch.

z.D
.
G
esch.

II.

〜

385f.
V
erf.

I.
220f.

G
aupp,

A
nsiedl.

S.
114.

K
.
M

aurer,
A
del

S.
9f.

L
andau,

T
err.

S.
245.

D
ahn

l.c.I.
76.

K
opke,

K
önigthum

bei
den

G
othen

S.17f.R
oth,B

eneficial＝
w
esen

S.8f.B
ethm

ann＝
H
ollw

eg,die
G
erm

anen
vor

der
V
ölker-

w
and.S.61.L

eo,V
orles.I.163f.T

hudichum
,der

altdeutsche
Staat

S.14
ec.

ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
（E

ichhorn

）
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

（Savigny

）
は
そ
れ
ら
を
貴
族
（A

del

）
と
同
一
視
し
、
他
の
人
々
は
そ
れ
ら
を
従
士
の
主
君
（G

efolgsherr

）
と
同
一
視
し
、
他
の

人
々
は
そ
れ
ら
を
王
た
ち
と
本
質
的
に
同
列
に
お
い
て
い
る
が
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
従
う
限
り
、
村
々
（pagi

）
の
選
ば
れ
た
長
（princeps

）

は
、
後
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
の
ゴ
ー
〔
最
小
地
方
行
政
区
〕
の
代
表
た
ち
（G

ovorstände

）
と
同
様
に
、
現
代
的
に
言
え
ば
、
君
主
国

的
な
政
府
で
は
な
く
、
共
和
国
的
な
政
府
（O

brigkeit

）
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
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注（
３４
）

平
和
に
お
け
る
総
体
の
指
導
者
（G

esam
m
tfürst

）
の
存
在
に
賛
成
、K
öpke

S.15.23,W
aitz

I.242,

―
反
対
、W

eiske,G
runudl.

S.64.R
oth

S.3.B
ethm

ann＝
H
ollw

eg
S.50.K

.M
aurer,U

ebersch.II.433.T
hudichum

S.22.38.53.D
ahn

I.S.9.

―V
gl.

C
aesar

de
b.G

.V
I,23

u.T
ac.G

erm
.c.10

（
市
民
の
長princeps

civitatis

）,A
nn.

II,
7.

88.
X
I,

16

（
カ
ッ
テ
ィ
ー
族
の
長prin-

ceps
C
hattorum

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、princeps

civitatis

は
、
た
と
え
国
王
の
前
段
階
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ン

（W
ittm

ann
）
が
意
図
す
る
よ
う
に
、
ま
だ
王
で
は
な
か
っ
た
。

注（
３５
）

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
。

注（
３６
）

T
ac.G

erm
.c.21.L

.B
urg.38,1.2.6.C

ap.I.d.a.802.V
.d.803.c.16.G

rim
m
,R

.A
.S.399.M

aurer,E
inl.S.165f.

―
賓
客
権

（G
astrecht

）
の
後
世
の
残
余
（
若
干
の
果
実
を
も
ぎ
取
り
―
―l.

R
othar

c.
303

―
―
若
干
の
魚
を
捕
え
、
彼
の
動
物
に
道
で
草
を
食

べ
さ
せ
、
木
を
彼
の
食
器
の
修
繕
の
た
め
に
切
る
な
ど
の
、
旅
行
者
の
権
利
）
に
関
し
て
、G

rim
m
,l.c.S.400f.M

aurer,E
inl.S.165f.

M
arkenv.S.193.D

orfv.I.S.330f.

注（
３７
）

T
ac.G

erm
.c.24.25.K

indlinger,G
eschichte

der
H
örigkeit.E

ichhorn,
R
.G
.
§

15.
G
rim

m
,
R
.A

.S.
301.

K
em

ble
I.

185.

G
aupp,A

nsiedl.S.1f.W
aitz

I
182f.Z

öpfl
§

24f.K
.M

aurer,krit.U
ebersch.I.405f.M

aurer,F
ronh.I.S.6

f.

注（
３８
）

周
知
の
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
原
始
貴
族
（U

radel

）
の
起
源
と
本
質
の
問
題
は
、
非
常
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
の
も
の
を

参
照
せ
よ
。Savigny,

V
erm

.
Schr.

B
d.

4.
K
.
M

aurer,über
das

W
esen

des
ältesten

A
dels,

bes.
S.

4

―19.
E
ichhorn,

R
.G
.

§
14.P

hillips,D
.G
.I.111.R

.G
.§

34.L
andau,T

err.S.332f.L
öher,Z

.f.vaterl.G
esch.B

d.13.S.77f.T
hudichum

,Staat
S.

76f.Z
öpfl

§
7.G

aupp,A
nsiedl.115.G

rim
m
,R

.A
.261f.W

ittm
ann

l.c.96f.K
em

ble
I.122f.W

aitz
I.118f.W

alter,R
.G
.§

9.Schulte,R
.G
.§

12.
D
aniels,

R
.G
.I.S.

325f.

あ
る
い
は
、
ひ
と
は
、
真
の
誕
生
の
状
態
を
原
始
貴
族
の
中
に
、
し
か
し
な
が
ら
特
権

を
証
明
し
う
る
こ
と
な
し
に
、
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
形
容
矛
盾
（contradictio

in
adjecto

）
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ひ
と

は
、
彼
に
刑
法
と
婚
姻
法
に
お
け
る
特
権
を
、
す
で
に
、
証
明
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
最
古
の
時
代
に
お
く
か
、
ま
た
は
、
政
治
的
特
権

と
し
て
王
権
（K

önigthum

）
に
つ
い
て
の
唯
一
の
能
力
を
お
く
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
場
合
、
自
由
な
国
家
に
お
け
る
貴
族
を
全
く
特
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徴
づ
け
な
い
の
で
あ
る
。
王
族
に
貴
族
を
制
限
す
る
こ
と
、
従
者
と
貴
族
を
同
一
視
す
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
功
労
に
よ
る
貴
族
（D

ien-

stadel

）
の
み
が
存
在
す
る
か
、
ま
た
は
、
逆
に
、
貴
族
を
王
侯
（G

efolgsherr

）
と
同
一
視
す
る
こ
と
、
司
祭
職
と
の
結
合
、
部
族
の

差
異
、
か
な
り
の
大
土
地
占
有
、
―
そ
れ
ら
す
べ
て
は
、
主
張
さ
れ
、
そ
し
て
、
反
駁
さ
れ
て
き
て
い
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
と
っ

て
は
少
な
く
と
も
、
貴
族
と
し
て
、「
階
級
」
の
た
め
で
は
な
く
、
高
く
評
価
さ
れ
る
「
特
性
」
の
た
め
に
、
説
明
す
る
こ
と
以
外
の
何

か
は
、
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
物
語
る
の
は
、
完
成
さ
れ
た
貴
族
階
級
の
存
在
の
た
め
に
何
ら
確
証
さ
れ
る
も
の
が
提

出
さ
れ
な
い
一
方
で
、
い
か
に
し
て
古
い
時
代
に
お
い
て
人
的
な
、
計
り
う
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
に
お
い
て
存
在
す
る
特
性
と
し
て
の

貴
族
が
問
題
と
な
る
か
の
、
種
類
と
方
法
で
あ
る
。『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
一
章G

erm
.
c.

11.

は
、
年
齢
、
戦
場
で
の
名
声
、
雄
弁
は
、

貴
族
と
同
種
的
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
特
性
は
、prout

を
も
っ
て
計
り
う
る
も
の
と
称
さ
れ
て
い
る
。c.

13
ib.

に

お
い
て
は
、
老
人
と
新
た
な
貴
族
は
、「
際
立
っ
た
卓
越
性
ま
た
は
父
の
偉
大
な
る
価
値
」（insignis

nobilitas
aut

m
agna

patrum

m
erita.

）。H
ist.

IV
,
12：

「
民
衆
の
中
の
最
も
卓
越
し
た
人
々
」（nobilissim

i
popularium

）。Ib.
IV

,
55.：

「
王
た
ち
の
他
の
人
々
の

以
前
に
は
、
卓
越
性
と
勢
力
で
も
っ
て
、
彼
の
家
門
が
、
そ
し
て
平
和
と
戦
争
に
秀
で
た
血
統
が
」（nobilitate

opibusque
ante

alios

regium
illi

genus
et

pace
belloque

clara
origo.

）。G
regor

T
ur.II,9：

「
第
一
等
の
家
族
か
ら
、
そ
し
て
、
私
が
判
断
す
る
に
、

よ
り
優
れ
た
彼
ら
の
家
族
か
ら
」（de

prim
a
et

ut
ita

dico
nobiliori

suorum
fam

ilia.

）。Jordanis
c.29：

「
第
二
の
卓
越
性
」（se-

cunda
nobilitas

）。
最
後
に
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
、�
彼
ら
は
、
指
揮
官
を
勇
敢
さ
か
ら
、
王
た
ち
を
貴
族
（
卓
越
性
）か
ら
、
決
定
す
る
�（du-

ces
ex

virtute
reges

ex
nobilitate

sum
unt

）
に
お
い
て
は
、
貴
族
「
か
ら
」
と
翻
訳
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、ex

virtute

（
勇
敢
さ

か
ら
）
と
の
同
列
化
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
高
貴
な
血
統
を
顧
慮
し
て
、
貴
族
「
に
従
っ
て
」
と
翻
訳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
つ
で
も
こ
こ
で
は
、
高
貴
な
血
統
が
長
所
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
貴
族
た
る
氏
族
の
閉
じ
ら
れ
た
数
は
問
題
で
は
な
い
。
さ
ら
に

こ
の
解
釈
と
、〈
王
制
が
成
立
し
た
場
所
で
は
、
貴
族
の
概
念
が
し
ば
し
ば
、
た
だ
そ
こ
か
ら
の
み
真
の
民
族
支
配
者
が
生
じ
た
ゆ
え
に
、

王
族
に
制
限
さ
れ
た
が
、
し
か
し
い
つ
で
も
、
ひ
と
は
、
民
族
が
そ
の
指
導
者
た
ち
を
僅
か
な
氏
族
か
ら
と
っ
た
ゆ
え
に
、
古
い
貴
族
の

名
を
も
っ
て
制
限
し
た
こ
と
〉、〈
逆
に
、
ま
さ
に
よ
り
長
く
維
持
さ
れ
た
自
由
な
組
織
の
も
と
で
は
、
―
―
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
や
ザ
ク
セ
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ン
に
お
け
る
よ
う
に
―
―
貴
族
は
、
も
っ
と
も
決
定
的
に
階
級
と
し
て
完
結
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
〉
と
は
、
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
原
始
貴
族
の
起
源
が
、
民
族
に
よ
っ
て
自
由
意
思
で
高
く
尊
敬
さ
れ
る
人
々
の
子
孫
へ
と
導
か
れ
る
官
職
へ
の
選
挙
に
お
い
て

存
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
承
認
は
、
た
だ
、
も
と
も
と
僅
か
な
、
次
第
に
成
長
す
る
貴
族
の
意
味
だ
け
を
説
明
し
て
い
る
。
民
主
的

な
組
織
か
ら
の
世
襲
貴
族
（G

eschlechtsadel

）
の
成
長
の
た
め
の
類
推
は
、
す
べ
て
の
時
代
と
諸
民
族
の
多
数
の
都
市
の
歴
史
が
提
供

し
て
い
る
。

注（
３９
）

V
gl.bes.E

ichhorn
§

49
u.Z

.f.geschichtl.R
echtsw

iss.1,S.158
f.G

aupp,A
nsiedl.S.166

f.W
aitz

I.S.173
f.K

em
ble

I.

185
f.M

aurer,F
ronh.I.12

―112.K
.M

aurer,A
del

S.22.28.33.46.57

―73.103.110.114.129
f.U

ebersch.I.419
f.B

lunt-

schli,Staats＝
u.R

echtsgesch.v.Z
ürich

I.S.42
f.Z

öpfl
§

10.G
rim

m
,R

.A
.S.300

f.

注（
４０
）

被
解
放
者
は
「
積
極
的
な
」
自
由
権
を
獲
得
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、T

ac.G
erm

.c.25.

の
言
葉
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
被
解
放

者
た
ち
は
、
奴
隷
た
ち
以
上
に
重
き
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
れ
に
多
少
は
家
に
い
る
と
き
に
重
き
を
な
す
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、

決
し
て
市
民
生
活
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。」（liberti

non
m
ultum

supra
servos

sunt,raro
aliquid

m
om

entum
in

dom
o,

nunquam
in

civitate

。）。

注（
４１
）

そ
の
よ
う
な
被
解
放
者
は
、『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
五
章
に
よ
れ
ば
、
と
き
お
り
王
の
服
務
に
お
い
て
自
由
民
や
貴
族
以
上
に
高

位
に
登
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

注（
４２
）

G
rim

m
,
R
.A

.S.
331

f.
E
ichhorn

§
51.

そ
れ
が
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
す
で
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
、
争
わ
れ
て
い
る
。
ガ
ウ

プ
（G
aupp

）、
ツ
ェ
プ
フ
ル
（Z

öpfl

）、
お
よ
び
ヴ
ァ
ル
タ
ー
（W

alter

）
は
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。

注（
４３
）

L
iten

〔
リ
ー
テ
ン
、
不
完
全
自
由
人
の
一
種
〕、

L
aten,L

azzen,aldiones,P
arleute,L

iberti,frilaz

な
ど
と
し
て
。

注（
４４
）

M
aurer,F

ronh.I.S.22
f.,

そ
こ
で
は
、
家
長
権
を
争
うW

aitz
I.S.177

が
反
駁
さ
れ
て
い
る
。

注（
４５
）

H
ucbald

vita
L
ebuini.SS.II.S.361.

注（
４６
）

V
gl.bes.G

aupp,A
nsiedlungen.E

ichhorn
§

25a.Savigny,G
esch.des

r.R
.im

M
.A

.I.254
f.P

hillips,D
.G
.S.404

f.Z
öpfl
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§
11.W

aitz
II.24.177

f.M
aurer,F

ronh.I.S.70
f.

注（
４７
）

保
護
奴
隷
（Schutzhörige

）
と
し
て
、
ロ
ー
マ
人
は
、
フ
ラ
ン
ク
人
や
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
た
ち
に
関
し
て
、
リ
ー
テ
ン
と
等
し
い
殺

人
賠
償
金
を
有
し
た
。
ロ
ー
マ
人
と
ゲ
ル
マ
ン
人
の
間
の
婚
姻
禁
止
は
、
も
と
も
と
西
ゴ
ー
ト
人
の
も
と
で
妥
当
し
た
。
リ
プ
ア
リ
ア
人
、

ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
、
ブ
ル
グ
ン
ド
人
の
も
と
で
の
婚
姻
は
、
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
完
全
に
自
由
な
ゲ
ル
マ
ン
的
財
産
は
存
せ
ず
、
そ
し

て
、
そ
れ
ゆ
え
土
地
税
を
、
名
望
あ
る
ロ
ー
マ
の
土
地
所
有
者
た
ち
の
財
産
も
ま
た
、
課
さ
れ
た
。

【
以
上
、
第
四
章
の
注
、
終
わ
り
。

以
下
、「
第
五
章

民
族
地
方
団
体
の
部
分
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
に
続
く
。】

第
五
章

民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
地
方
団
体
）
の
部
分
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

い
か
な
る
時
代
に
も
、
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
非
組
織
の
全
体
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
ジ
ッ
ペ
（Sippe

）
が
、

そ
し
て
移
住
以
後
は
マ
ル
ク
地
方
団
体
（M

arkgem
einde

）
が
、
も
っ
と
も
狭
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
、
存
在
し
た
。
こ

の
最
も
狭
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
総
体
（G

esam
m
theit

）
と
の
間
に
は
、
し
か
し
〈
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
組

織
さ
れ
、
そ
し
て
、
全
体
組
織
の
基
礎
を
構
成
し
た
〉
中
間
的
な
諸
団
体
が
存
在
し
た
。

�

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
部
族
に
お
い
て
は
、
指
摘
さ
れ
た
箇
所
は
、
本
質
上
の
み
な
ら
ず
、
名
称
上
も
ま
た
、〈
よ

り
大
き
な
諸
民
族
の
成
立
後
も
ま
た
つ
ね
に
重
要
な
民
族
の
構
成
部
分
を
構
成
し
た
〉
そ
れ
に
つ
り
あ
う
組
織
、
す
な
わ
ち
、「
百
人

組
」（H

undertschaft

）
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
カ
エ
サ
ル
と
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
、
容
易
に
分
か
り

や
す
い
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
言
及
さ

（
１
）

れ
て
、
百
人
組
は
、
後
に
、
至
る
と
こ
ろ
で
非
常
な
古
代
に
遡
る
方
法
に
お
い
て
、
範
囲
と
大

き
さ
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
同
じ
意
味
で
登
場
し
て

（
２
）

い
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、
地
方
（G

ebiet

）
―
―
タ
キ
ト
ゥ
ス
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の
村
（p

（
３
）

agus

）
―
―
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
お
け
る
す
べ
て
の
生
活
関
係
の
物
化
（V

erdinglichung

）
が
下

か
ら
上
に
向
か
っ
て
始
ま
り
、
ラ
ン
ト
が
民
族
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
り
以
上
に
す
で
に
内
的
に
そ
の
〔
ゲ
ル
マ
ン
人
の
〕
概
念
と
結

び
つ
け
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
す
で
に
民
族
移
動
後
は
〈
現
在
、
百
人
組
の
名
称
す
ら
、
先
ず
は
ラ
ン
ト
部
分
を
指
称
し
、
そ
し
て
、

間
接
的
に
は
じ
め
て
そ
れ
に
属
す
る
人
々
の
総
体
を
指
称

（
４
）

す
る
ほ
ど
に
〉
き
わ
め
て
非
常
に
ゲ
ル
マ
ン
人
を
条
件
づ
け
、
そ
し
て
、
決

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
地
理
的
な
地
区
（B

e

（
５
）

zirk

）
へ
の
ラ
ン
ト
の
区
分
で
は
な
く
、
民
族
の
原
初

的
な
編
成
が
、
こ
れ
ら
の
諸
団
体
の
源
泉
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。〈
さ
ら
に
お
そ
ら
く
タ
キ
ト
ゥ
ス
が
考
え
る
よ

（
６
）

う
に
タ
キ

ト
ゥ
ス
の
時
代
の
み
な
ら
ず
、
最
初
か
ら
も
ま
た
、
概
念
と
し
て
よ
り
以
上
の
名
称
で
あ
り
、
そ
し
て
、
個
々
人
と
仲
間
全
体
の
間
の

確
定
し
が
た
い
大
き
な
多
様
性
を
表
現
す
べ
き
で
あ

（
７
）

っ
た
〉
数
の
名
称
、
民
族
の
移
動
に
お
い
て
も
ま
た
百
人
組
に
よ
っ
て
軍
隊
と
裁

判
所
を
編
成
し
た
こ
と
、
我
々
が
〈
し
ば
し
ば
移
住
が
前
も
っ
て
す
で
に
結
合
さ
れ
た
百
人
組
が
基
礎
に
な
っ
た

（
８
）

こ
と
〉
に
つ
い
て
有

す
る
一
定
の
徴
表
、
―
―
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
百
人
組
が
か
つ
て
純
粋
に
「
人
的
な
」
基
礎
を
有
す
る
原
初
的
な
平
和
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

百
人
組
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
、
民
族
団
体
（V

ölkerschaft

）
の
形
成
前
の
氏
族
の
拡
大
か
ら
成
立
し
た
の
か
、
そ

れ
と
も
形
成
後
の
氏
族
の
拡
大
か
ら
成
立
し
た
の
か
、
逆
に
、
か
つ
て
た
だ
ジ
ッ
ペ
に
分
散
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
民
族
団
体
の
編
成

か
ら
成
立
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
後
者
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
的
な
分
枝
と
分
離
を
と
お
し
て
成
立
し
た
の
か
ど
う
か
、
そ

れ
と
も
、
む
し
ろ
軍
隊
と
集
会
の
た
め
の
人
々
の
意
識
的
な
区
分
を
と
お
し
て
成
立
し
た
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、

確
実
性
を
も
っ
て
は
答
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
〔
百
人
組
〕
が
い
か
な
る
時
代
に
も
恣
意
的
で
機
械
的
な
数
え
分
け
に

基
づ
い
た
の
で
は
な
く
、
有
機
的
な
固
有
の
生
命
を
与
え
ら
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
い
う
蓋
然
性
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
い
ま
や
血
の
友
誼
関
係
（B

lutfreundschaft

）
の
紐
帯
（B

and

）
か
ら
民
族
友
誼
関
係
の
紐
帯
と
な
っ
た
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の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
民
族
友
誼
関
係
の
紐
帯
を
狭
め
る
こ
と
か
ら
部
族
友
誼
関
係
の
紐
帯
と
な
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
〔
百
人
組
〕
が
我
々
に
歴
史
の
中
で
最
初
に
出
会
う
と
き
、
そ
れ
は
、
よ
り
高
い
総
体
（G

esam
-

m
theit

）
の
意
思
と
指
令
か
ら
で
は
な
く
、
自
己
自
身
か
ら
、
そ
の
実
存
、
そ
の
結
合
、
そ
の
平
和
お
よ
び
そ
の
法
を
創
造
す
る
固
有

の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
民
族
団
体
全
体
の
共
同
の
案
件
の
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
た
だ

総
合
体
（G

esam
m
tkörper

）
の
従
属
的
構
成
部
分
と
し
て
の
み
現
れ
る
。
た
ん
な
る
連
盟
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（B

undes-

genossenschaft
）
で
は
な
く
、
民
族
の
一
体
性
が
、
そ
れ
ら
を
結
合
へ
と
強
い
る
の
で

（
９
）

あ
り
、
そ
れ
ら
固
有
の
案
件
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ら
は
、
対
自
的
に
全
体
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
組
織
は
民
族
組
織
を
小
規
模
に
繰
り
返
す
も
の
で
あ
り
、
行
政
地
区
で
は
な
く
、
平

和
お
よ
び
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
。
百
人
組
も
ま
た
、〈
よ
り
大
き
な
集
会
の
忠
実
な
模
写
で
あ
り
、
た
だ
よ
り
し
ば
し

ば
集
合

（
１０
）

す
る
〉
す
べ
て
の
完
全
仲
間
（V

ollgenossen

）
の
集
会
に
お
い
て
現
れ
、
日
常
生
活
の
こ
と
が
ら
と
よ
り
立
ち
入
っ
て
取
り

組
み
、
こ
れ
に
対
し
て
一
般
的
な
案
件
、
す
な
わ
ち
、
非
常
に
重
要
な
法
律
問
題
、
平
和
喪
失
宣
告
お
よ
び
死
刑

（
１１
）

判
決
、
民
族
全
体
に

関
係
す
る
非
訟
的
な
裁
判
権
、
百
人
組
（C

entenen

）
相
互
間
の
争
訟
な
ど
は
、
大
規
模
な
民
族
集
会
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
グ
ル
ー
プ
の
た
め
に
は
、
百
人
組
が
自
ら
そ
の
法
を
作
り
、
そ
し
て
、
維
持
し
た
。
す
べ
て
の
案
件
の
中
で
、
民
族
全
体
に
で
は

な
く
、
た
だ
そ
れ
に
の
み
関
係
す
る
案
件
を
、
そ
れ
は
、
完
全
に
独
立
に
審
議
す
る
。
そ
の
裁
判
的
意
義
は
拡
張
さ
れ
、
そ
の
仲
間
相

互
間
の
す
べ
て
の
訴
訟
、
軽
微
な
違
反
行
為
、
そ
し
て
、
た
だ
家
族
の
事
情
ま
た
は
土
地
の
占
有
の
み
を
変
更
す
る
法
律
的
行
為
は
、

推
測
す
る
に
百
人
組
の
前
に
属
し
た
の
で

（
１２
）

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
は
、
本
来
の
「
裁
判
所
」
と
思
わ
れ
た
の
で

（
１３
）

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
同
様
に
、
百
人
組
は
、
そ
の
代
表
者
（V

orstand

）
を
選
ん
で
い
る
が
、
し
か
し

す
で
に
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
よ
り
大
き
な
集
会
に
お
い
て
そ
の
監
視
と
確
証
の
も
と
に
で

（
１４
）

あ
る
。
こ
の
代
表
者
は
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
指
導
者
（F

ürst

）、
集
会
の
指
揮
者
、
決
議
の
執
行
者
で
あ
り
、
と
り
わ
け
し
か
し
、〈
法
の
発
見
と
裁
判
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高
権
が
総
体
に
あ
る
の
に
対

（
１５
）

し
て
〉
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
感
覚
に
お
け
る
裁
判
官
で
あ
る
。
彼
は
、
百
人
組
を
召
喚
し
、
そ
れ
を
集
会
お

よ
び
軍
隊
に
導
く
の
で
あ
り
、
軍
隊
に
お
い
て
は
、
そ
の
指
揮
官
で
あ
る
。
彼
は
、
し
か
し
百
人
組
を
対
外
的
に
代
表
し
、
そ
れ
ゆ
え

民
族
団
体
の
百
人
組
指
導
者
た
ち
の
総
体
は
、
共
同
の
集
会
に
お
い
て
、
共
和
政
体
的
な
評
議
員
団
と
し
て
、
重
要
で
な
い
業
務
を
処

理
し
、
よ
り
重
要
な
業
務
を
あ
ら
か
じ
め
審
議
し
、
そ
し
て
、
民
族
集
会
の
た
め
に
用
意

（
１６
）

す
る
。
百
人
組
に
従
っ
て
、
集
会
と
軍
隊
は

秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
百
人
組
に
従
っ
て
、
ラ
ン
ト
が
分
配
さ
れ
、
居
住
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
百
人
組
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
移
住
と
同
時
に
、

マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
お
よ
び
経
済
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
な
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
が
後
の
時
代
に
至
る
ま
で
と
き
お
り
保
持
し
て
い
る
意
義
で

（
１７
）

あ
る
。
全
体
と
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
百
人
組
ま
た
は
そ
れ
に
対
応
す
る
ゴ
ー

（go

）
は
、
生
け
る
部
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
氏
族
た
ち
の
上
に
立
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
次
第
に
場
所
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
上
の
地

区
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
な
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
永
い
間
、
よ
り
大
き
な
民
族
形
成
お
よ
び
帝
国
形
成
に
お
い
て

も
ま
た
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
独
立
し
た
立
場
に
お
い
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

�

百
人
組
の
よ
り
狭
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
編
入
は
、
ジ
ッ
ペ
お
よ
び
場
所
ゲ
マ
イ
ン
デ
以
外
で
は
、
証
明
で
き
な
い
。

よ
り
古
い
時
代
に
お
い
て
は
、
百
人
組
と
農
民
団
体
（B

auerschaft

）
の
間
の
十
分
の
一
組
（Z

ehntschaft

）
は
存
在
せ
ず
、
農
民

団
体
も
自
ら
十
分
の
一
組
の
概
念
の
も
と
に
入
ら
ず
、
移
住
以
前
は
全
く
人
的
な
十
分
の
一
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

（Z
ehntgenossenschaft

）
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
人
は
、
後
に
は
、
行
政
的
な
方
法
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

か
ら
、
十
人
団
（Z

ehnm
änner＝

V
ereine

）
を
構
成
し
、
あ
る
い
は
、
百
人
組
を
領
土
的
に
〈
ひ
と
が
あ
の
十
分
の
一
組
の
類
推

に
従
っ
て
名
づ
け
た
〉
地
区
に
分
け
、
あ
る
い
は
、
軍
隊
と
裁
判
所
に
お
い
て
百
金
財
産
家
（C

entenare

）
の
下
級
役
人
を
デ
カ
ー

ネ
（D

ekane

）
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
民
族
か
ら
自
ら
生
じ
た
、
そ
し
て
、
百
人
組
の
区
分
と
同
様
に
そ
の
編
成
を
決
定
す
る
、
こ

の
種
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
形
成
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
決
し
て
な
い
。
後
に
バ
ラ
バ
ラ
に
村
々
お
よ
び
農
民
団
体
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が
、
そ
も
そ
も
百
人
組
と
の
関
係
に
お
い
て
十
分
の
一
組
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ

（
１８
）

と
も
、
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。

�

同
様
に
、
百
人
組
と
民
族
団
体
の
間
に
も
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ゴ
ー
ト
人
の
下
で
登
場
す
る
よ

（
１９
）

う
な
特
別
の
指
導
者
た
ち
の
も
と
で
の
、
五
百
人
隊
お
よ
び
千
人
隊
へ
の
軍
隊
の
行
政
的
区
分
、
お
よ
び
、
ラ
ン
ト
の
そ
の
後
の
地
区

区
分
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
徹
底
し
て
対
立
す
る
原
理
か
ら
流
出
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
内
的
に
も
外
的
に
も
、
百
人
組
と
の

類
似
性
を
持
っ
て
い
な
い
。
民
族
団
体
内
部
で
の
個
々
の
百
人
組
相
互
の
よ
り
近
い
関
係
は
、
登
場
し
た
か
も
し
れ
な

（
２０
）

い
が
、
し
か
し

独
立
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
統
一
体
は
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
は
、
ど
こ
で
も
発
展
し
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
し
か
し
、
よ

り
大
き
な
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
の
民
族
団
体
の
拡
大
の
結
果
に
お
い
て
、
い
ま
や
古
い
民
族
団
体
が
自
ら
民
族
の
部
分
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
と
な
る
、
と
い
う
と
り
わ
け
重
要
な
変
化
が
登
場
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」（
地
方
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
トG

augenossenschaft

）、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
ス
キ
ー
ル
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（Scirg.

）、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
フ
ィ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（F

y

（
２１
）

lkg.

）
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。〈
狭
い
人
的
結
合
に
基
づ
く
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
し
か
し

勿
論
す
で
に
一
定
の
地
域
と
結
び
つ
い
た
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
、
ガ
ウ
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
独
立
の
政
治
的
、
法
的
、
裁
判

的
そ
し
て
慣
習
的
な
意
味
を
保
持
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
一
般
的
な
案
件
を
、
民
族
全
体
に
、
そ
し
て
そ
の
代
表
者
で

あ
る
王
に
、
与
え
た
。
ガ
ウ
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
全
体
に
留
ま
り
、
そ
し
て
同
時
に
、
よ
り
大
き
な
全
体
の

構
成
部
分
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
第
に
多
く
、
そ
の
後
、
こ
の
後
者
の
側
面
が
優
勢
と
な
り
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
意
味
が

後
退
し
た
の
で
、
ひ
と
は
、
そ
れ
を
も
は
や
成
長
し
た
構
成
部
分
と
し
て
で
は
な
く
、
ラ
ン
ト
と
民
族
の
作
ら
れ
た
区
分
と
し
て
、
み

な
し
た
。
い
ま
や
ひ
と
は
、
類
似
の
諸
団
体
を
上
か
ら
、〈
古
い
民
族
団
体
の
限
界
と
ラ
ン
ト
制
度
の
限
界
に
注
目
す
る
こ
と
な
く
、

あ
る
い
は
、
必
ず
し
も
至
る
と
こ
ろ
で
注
目
す
る
こ
と
な
く
〉
組
織
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

は
、〈
必
ず
し
も
全
部
的
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
本
質
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
次
第
に
多
く
決
定
的
な
モ
メ
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ン
ト
と
し
て
〉、
行
政
地
区
の
観
念
を
形
成
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
ま
や
、
こ
の
種
の
発
展
の
前

提
条
件
で
あ
っ
た
、
民
族
団
体
の
拡
大
が
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
以
上
、
第
五
章
、
終
わ
り
】

【
第
五
章
の
注
】

注（
１
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
二
章T

ac.G
erm

.c.12.centeni
com

ites

〔
百
人
の
仲
間
〕
は
、Savigny

I.256.W
eiske,

G
rundl.

S.
8.

Sachsse
S.

12.
v.

Sybel
S.

73.
T
hudichum

S.
30

f.
W

aitz
I.

154

に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
正
当
に
百
人
組
（H

un-

dertschaft

）
そ
の
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
がL

andau,T
err.S.310

と
と
も
に
、C

entenare

〔
百
金
財
産
家
？
〕
を
そ

の
も
と
に
理
解
す
る
場
合
に
、
ひ
と
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
誤
解
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
―
―V

gl.
G
erm

.
c.

6.

―
―
。
非
常
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
に
、
ス
エ
ー
ビ
ー
族
（Sueven

）
の100

ガ
ウ
―
―C

aesar
I.

37.
IV

.
1.

―
―
お
よ
び
セ
ム
ノ
ー
ネ
ー

ス
族
（Sem

nonen

）〔
の
百
ガ
ウ
〕
―
―G

erm
.c.39.

―
―
は
、
百
人
組
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。G

rim
m
,R

.A
.S.532.L

andau
l.c.S.

191.W
aitz

S.158.

マ
ウ
ラ
ーM

aurer,E
inl.S.46

は
、
そ
れ
ら
を
村
々
と
み
な
し
て
い
る
。

注（
２
）

フ
ラ
ン
ク
族
に
お
け
る
ケ
ン
テ
ナ
ー
エC

entenae
。
―
―W

aitz,
das

alte
R
.S.

134.
V
erf.

II.
26.

274
f.,

Z
öpfl

S.
425

は
、
そ
れ

を
古
い
時
代
の
ロ
ワ
ー
ル
河
辺
り
の
地
方
と
判
断
し
て
い
る
。
ア
ラ
マ
ン
族
の
フ
ン
タ
リ
ーhuntari

der
A
lam

annen

―
―G

rim
m
,
R
.

A
.S.532.

低
地
ラ
イ
ン
のH

undschaften

―
―L

acom
bl.,A

rch.I.209
f.G

rim
m
,R

.A
.S.756

und
in

B
aiern

―
―L

andau,T
err.

S.
191.

ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
るH

undari
u.

H
erad

―
―G

rim
m
,
R
.A

.S.
533.

W
aitz

I.
150.

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
け
る

H
undrede

resp.w
aepengetake

―
―K

.M
aurer,U

ebersch.I.73
―80.Schm

id,G
lossar

S.613.614.

ザ
ク
セ
ン
人
と
フ
リ
ー
ス

ラ
ン
ト
人
に
お
い
て
は
、
ガ
ー
（ga

）
ま
た
は
ゴ
ー
（go

）
に
対
応
す
る
。
低
地
ラ
イ
ン
で
は
、L

andau
S.191

に
よ
れ
ば
、die

F
eesten,

南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
はpagellus

und
bara

が
同
列
に
お
か
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
―
―V

gl.
auch

T
hudichum

,
G
au＝

und

M
arkv.S.9

f.

注（
３
）

W
eiske,G

rundl.S.6
f.
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注（
４
）

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
法
律
、
と
く
に
し
か
し
証
書
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
。b.
K
em

ble,
C
od.

diplom
.,

そ
こ
で
は
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
つ
ね
に
、
裁
判
集
会
（G

erichtsversam
m
lung

）
も
ま
た
、hundred

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、C

onst.

de
hundredis

pr.u.c.3
b.Schm

id
S.182.c.8.S.441

―
―
あ
る
い
は
、
仲
間
の
総
体
、
例
え
ば
、const.cit.c.

2.
3.

5
f.S.

184.

c.
51.

§
1.

S.
457.

そ
れ
ゆ
え
後
に
は
、
ま
た
至
る
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
にC

entene,
Z
ent,

H
undschaft

〔
百
人
組
〕
な
ど
が
、
無
差
別

に
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
も
人
々
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ラ
コ
ン
ブ
ルL

acom
bl.

A
rchiv.

I.
276

に
お
け
る
一
三
二
二

年
の
証
書：
「
百
人
組
と
い
わ
れ
る
人
々
の
集
会
」（congregatio

hom
inum

dicta
H
undschaft

）、v.
1164

b.
G
ünther,

C
od.

R
heno

―M
os.I,381：

ギ
ュ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
一
六
四
年
の
証
書
「
彼
ら
の
フ
ン
ナ
ー
リ
ア
の
人
々
」（hom

ines
de

sua
hunnaria

）。

注（
５
）

こ
の
こ
と
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
、
な
お
、Schm

id,
G
lossar

S.
613

は
、
認
め
て
い
る
。
そ
れ
を
と
お
し
て
、
そ
の
場
合
、

ひ
と
が
地
方
を
一
〇
〇
ま
た
は
約
一
〇
〇
フ
ー
フ
ェ
ン
（H

ufen

）
に
従
っ
て
決
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
的
な
困
難
が

生
ず
る
。

注（
６
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
六
章

G
erm

.c.6.

注（
７
）

そ
の
説
明
を
幾
人
か
の
人
々
が
全
く
放
棄
し
て
い
る
（
例
え
ばP

hillips,
A
ngels.

G
esch.

S.
82

）
数
の
名
称
の
意
味
は
、
非
常
に
争

わ
れ
て
い
る
。
平
和
の
保
障
の
た
め
の
技
巧
的
な
諸
団
体
（L

eo,
R
ectitud.

S.
176

f.

）
あ
る
い
は
、
一
〇
〇
フ
ー
フ
ェ
ン
の
地
区

（G
rim

m
,R

.A
.S.533

f.

）
を
そ
の
中
に
見
る
諸
見
解
は
、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
（E

ichhorn
§

23

）
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
ツ
以
来
反
駁
さ
れ
て
い

る
。
移
住
を
と
お
し
て
領
土
的
と
な
っ
た
も
と
も
と
の
人
的
な
民
族
部
分
と
軍
隊
部
分
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
（K

.

M
aurer

のU
ebersch.

I.S.
79.

80.

の
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
す
で
に
民
族
移
動
の
前
に
領
土
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

民
族
移
動
に
お
い
て
は
、
し
か
し
再
び
そ
の
人
的
な
基
礎
の
意
識
に
目
覚
め
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
。）、
ひ
と
は
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、

さ
ら
に
ほ
と
ん
ど
一
般
的
に
、
も
と
も
と
真
に
対
応
す
る
数
の
関
係
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
こ
と
は
、
あ
の
内
的
な
矛

盾
に
導
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz
I.S.165.

に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
、
百
人
組
は
�「
民
族
生
活
」

が
そ
の
上
に
始
め
か
ら
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
基
礎
で
あ
る
�
と
言
う
命
題
―
―
と
、�
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
作
ら
れ
た
何
も
の
か
、
機
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械
的
な
何
も
の
か
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
定
の
目
的
の
た
め
の
」
民
族
お
よ
び
国
家
の
部
分
で
あ
る
�
と
言
う
命
題
、
と
い
う
二
つ
の

命
題
の
間
の
矛
盾
で
あ
る
。
百
人
組
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（H

undertschaftsgenossenschaft

）
も
ま
た
、
―
―
少
な
く
と
も
上
か

ら
―
―
「
作
ら
れ
た
」（gem

acht

）
も
の
で
は
な
く
、「
な
っ
た
」（gew

orden

）
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
の
形
成
に
お
い
て
、

氏
族
の
上
に
、
そ
し
て
、
民
族
の
下
に
、
成
立
し
た
構
成
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
氏
族
に
対
し
て
は
氏
族
団
体
と
し
て
行
動
し
、
民
族

に
対
し
て
は
部
族
団
体
と
し
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
名
称
を
し
か
し
そ
れ
ら
に
付
与
し
た
の
は
、
個
々
の
氏
族
の
特
別
の
名
称
と
自
由

民
の
全
体
の
た
め
の
名
称
と
の
間
で
、
不
確
定
の
た
だ
大
体
で
計
測
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
多
数
性
（V

ielheit

）
を
、
最
も

適
切
に
数
の
名
称
（Z

ahlnam
e

）
を
も
っ
て
名
づ
け
る
も
の
と
信
じ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
名
称
は
、
自
然
民
族
（N

aturvölker

）

の
意
味
に
お
い
て
、
不
変
の
数
〔
を
表
現
す
る
〕
よ
り
も
、
よ
り
多
く
正
確
な
数
字
〔
を
示
す
こ
と
〕
の
断
念
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

注（
８
）

第
七
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
９
）

た
ん
に
連
邦
的
に
の
み
結
合
し
た
共
同
団
体
と
し
て
、
ゲ
マ
イ
ナ
ー
は
、C

entenen

を
説
明
し
て
い
る
。

注（
１０
）

ザ
ー
ル
フ
ラ
ン
ケ
ン
族
に
お
い
て
は
、
毎
週
。W

aitz,
das

alte
R
echt

S.
144.

ア
ラ
マ
ン
族
の
も
と
で
は
、
毎
週
、「
平
和
が
乏
し

い
時
も
、
し
か
し
よ
り
良
い
時
も
、
十
四
夜
後
に
集
会
は
す
べ
て
の
百
人
組
に
お
い
て
行
わ
れ
る
」（quando

pax
parva

est;
quando

autem
m
elior

est,post
14

noctis
conventus

fiat
in

om
ni

centina.

）。L
.A

lam
.H

loth.36.

類
似
し
て
、L

.B
ajuv.II,14.

は
、

月
ご
と
、
ま
た
は
、
半
月
ご
と
に
。
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
は
、
四
週
間
ご
と
に
、Schm

id
S.613.

注（
１１
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章T

ac.G
erm

.c.13.

注（
１２
）

W
aitz

S.333.;das
salische

R
echt

S.144
f.

―
―
権
限
の
限
界
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
そ
も
そ
も
正
確
に
引
か
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
探
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
のhundredes

―gem
ot

は
、
訴
訟
的
裁
判
管
轄
（G

es.E
dgars

I,

7.C
nuts

II,19,W
ilh.I,44

）
な
ら
び
に
非
訟
的
裁
判
管
轄
（G

es.E
dgars

IV
,3.5.8.10.A

nh.X
I

）
を
行
使
し
た
。
こ
こ
で
は
、

し
か
し
、
百
人
組
（hundred

）
の
独
特
の
警
察
的
意
味
、
す
な
わ
ち
、
盗
人
を
追
跡
し
、
構
成
員
た
ち
を
裁
判
所
の
前
に
置
く
こ
と
に
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責
任
を
負
う
と
い
う
義
務
（G

es.E
dg.I,5.C

nut
II,20.H

enr.8
§

2.W
ilh.I,22.III,3

）
が
、
加
わ
っ
た
。

注（
１３
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
二
章T

ac.G
erm

.c.12.
注（
１４
）

そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
、Sybel

S.78,
T
hudichum

,
Staat

S.
7

und
A
ndere

G
erm

.
c.

12.

。
異
説
、
全
民
族
の
選
挙
を
認
め

る
、W

aitz
S.252

お
よ
び
、
彼
と
と
も
に
大
多
数
の
人
々
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
す
で
に
、
ガ
ウ
伯
爵
（
地
方
裁
判
所
長
官

G
augrafen

）
お
よ
び
ツ
ェ
ン
ト
伯
爵
（
地
方
刑
事
裁
判
官C

entgrafen

）
に
関
す
る
そ
の
後
の
国
王
の
指
名
権
の
ル
ー
ツ
が
認
識
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
１５
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
二
章T

ac.
G
erm

.
c.

12.

。
正
当
に
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ーSavigny

I.S.
256

は
、
こ
こ
で
す
で
に
、

後
に
至
る
と
こ
ろ
で
生
じ
て
く
る
裁
判
官
職
（R

ichteram
t

）
と
判
決
発
見
（U

rteilfindung

）
の
分
離
を
見
出
し
て
い
る
。
裁
判
官
職

は
、
君
主
た
ち
の
判
決
を
下
す
こ
と
（jura

reddere

）
に
存
す
る
。
百
人
組
集
会
は
、
そ
れ
自
ら
は
、�
会
議
と
決
議
�（consilium

et

auctoritas

）
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
会
議
は
、
判
決
発
見
を
示
唆
し
（so

G
em

einer,
C
entenen

S.
88

f.

）、
決
議
は
、
し
か
し
（
そ

こ
にG

em
einer

は
、
判
決
の
執
行
の
際
の
共
働
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。）、〈
当
時
は
ま
だ
ゲ
マ
イ
ン
デ
そ
の
も
の
に
帰
属
し
、
そ
し

て
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
王
制
を
と
お
し
て
初
め
て
奪
わ
れ
た
〉
裁
判
所
高
権
（G

erichtshoheit

）
を
指
示
し
て
い
る
。

注（
１６
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
一
章T

ac.
G
erm

.
c.

11.

類
似
の
諸
関
係
は
、
後
に
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
お
い
て
、
お
よ
び
、

一
部
分
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
に
お
い
て
〔
存
す
る
〕。

注（
１７
）

第
七
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
１８
）

V
gl.bes.W

eiske,G
rundl.S.15

f.v.Sybel
S.33.L

acom
ble.,A

rchiv
S.222.Sachsse,G

rundl.S.240
f.

L
andau,

T
err.

S.193
f.

と
く
に
、
し
か
し
、W

aitz
I.167.424

f.II.273.417.

民
族
構
成
の
最
古
の
基
礎
と
し
て
の
十
人
組
（Z

ehntschaften

）
の

構
造
に
お
い
て
最
も
広
範
に
、L

andau

は
、
及
ん
で
い
る
。

注（
１９
）

L
.W

isigoth.II.1.26.IX
,2.1.

ガ
ウ
（G

au

）
は
千
人
組
（T

ausendschaft

）
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
、
ラ
ン
ダ
ウ
（L

andau,T
err.

S.300

）
は
主
張
し
て
い
る
。
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注（
２０
）

So
W

aitz
I.S.167.

注（
２１
）

V
gl.W

aitz
I.S.142

―145.K
em

ble
I.S.77

f.K
.M

aurer,U
ebersch.I.S.82

f.Island
S.1

f. “
F
ylk ”

と
い
う
名
称
は
、
ま
だ
民

族
団
体
（V

ölkerschaft

）
を
意
味
し
、Scir

は
、
こ
れ
に
対
し
て
―
―
そ
れ
は
い
ず
れ
に
せ
よ
後
の
名
称
で
あ
る
が
―
―
、
お
そ
ら
く

ガ
ウ
と
同
様
に
、「
部
分
」
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
意
味
す
る
。
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
古
い
民
族
団
体
は
、
相
互
に
た
だ

連
邦
的
に
の
み
結
合
し
た
独
立
の
ラ
ン
ト
地
方
団
体
（L
andesgem

einde

）
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。

【
以
上
、
ギ
ー
ル
ケ
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
・
第
五
章
の
注
、
終
わ
り
。
原
著
四
十
五
頁
。

以
下
、「
第
六
章

諸
部
族
お
よ
び
諸
民
族
へ
の
民
族
団
体
の
拡
大
、
連
盟
、
王
国
、
帝
国
」
に
続
く
。】

第
六
章

諸
部
族
お
よ
び
諸
民
族
へ
の
民
族
団
体
の
拡
大
、
連
盟
、
王
国
、
帝
国

そ
の
よ
う
に
し
て
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
最
古
の
組
織
が
自
由
民
た
ち
の
よ
り
狭
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
よ
り
広
い
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
基
づ
い
た
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
の
最
も
内
的
な
性
質
上
、
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
よ
り
高
度
の
包
括
的

な
法
的
諸
団
体
へ
の
民
族
の
更
な
る
発
展
に
、
そ
れ
の
み
で
ま
た
は
た
だ
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
枠
組
み
と

し
て
役
立
つ
の
に
適
切
で
は
な
か
っ
た
。

古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
完
全
仲
間
の
総
計
か
ら
区
別
さ
れ
た
統
一
体
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
国
家
ま

た
は
共
同
団
体
（G

em
einw

esen

）
と
い
う
概
念
は
、
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
人
々
へ
と
、
統
一
体
は
分
散
さ
れ
て
い

た
。
す
べ
て
の
人
々
が
集
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
し
て
そ
の
場
合
に
の
み
、
こ
の
統
一
体
は
、
意
欲
し
そ
し
て
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
集
会
が
、
そ
れ
が
軍
隊
と
し
て
で
あ
れ
、
裁
判
所
と
し
て
で
あ
れ
、
直
接
的
に
感
覚
的
に
知
覚
し
う
る
方
法

に
お
い
て
、
全
体
的
存
在
と
し
て
決
議
し
ま
た
は
行
動
し
た
と
き
は
、
民
族
が
意
欲
し
ま
た
は
行
動
し
た
の
で
あ
っ
た
。
民
族
の
上
に
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法
律
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
す
べ
て
の
人
々
の
中
に
活
き
て
い
る
民
族
法
の
み
が
民
族
の
生
活
を
規
定
し
た
。
す
べ
て
の
仲
間
た
ち
の
総

体
に
内
在
し
て
い
た
の
は
、
共
同
体
に
由
来
す
る
平
和
、
権
力
、
財
産
で
あ
っ
た
。

我
々
の
民
族
よ
り
も
ず
っ
と
早
期
に
、
古
代
〔
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
〕
は
、
国
家
概
念
に
到
達
し
た
。
し
か
し
、
古
代
に
よ
っ
て
驚

嘆
す
べ
く
早
期
に
完
成
さ
れ
た
抽
象
概
念
は
一
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
理
想
的
で
は
あ
る
が
し
か
し
専
制
君
主
的
な
国
家
の

統
一
性
に
お
け
る
、
す
べ
て
の
個
々
人
の
権
利
の
没
落
へ
と
導
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
国
家
お
よ
び
ロ
ー
マ
の
国
家
も
ま
た
、
完
全
な
権

利
を
有
す
る
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
〔B

ürgerm
einde？

〕
の
総
意
の
中
に
根
を
下
ろ
し
て
い
た
。
し
か
し
ひ
と
た
び
基
礎
づ
け
ら
れ
る

と
、
法
は
法
律
と
し
て
、
公
的
権
力
は
全
能
の
権
威
を
伴
う
国
家
権
力
（im

perium

）
と
し
て
、
市
民
に
対
立
し
て
独
立
に
登
場
し
、

そ
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
上
に
か
つ
外
に
、
超
越
的
国
家
と
い
う
観
念
的
な
概
念
が
成
立
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
具
体
化
さ
れ
た
一
般

性
の
前
に
あ
ら
ゆ
る
個
別
性
を
し
て
意
思
を
持
た
ず
に
自
ら
に
屈
服
す
る
こ
と
を
強
制
し
た
。
思
想
の
大
胆
さ
、
強
力
で
輝
か
し
い
諸

形
式
、
形
成
の
驚
嘆
に
値
す
る
迅
速
性
、
そ
し
て
、
厳
格
な
首
尾
一
貫
性
が
、
こ
の
国
家
理
念
を
特
徴
づ
け
て
お
り
、
そ
の
最
も
素
晴

ら
し
い
開
花
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
国
家
理
念
は
、
非
常
に
高
く
そ
れ
が
「
市
民
的
」
自
由
を
設
定
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
「
個
人
の
」
自
由
を
忘
れ
た
ゆ
え
に
、
一
般
的
で
継
続
的
な
自
由
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

長
い
間
ゲ
ル
マ
ン
思
想
は
、
不
明
瞭
か
つ
不
器
用
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
後
に
至
っ
て
、
そ
れ
は
漸
く
理
想
的
な
統
一
体
の
概
念

へ
と
自
ら
を
高
め
た
。
そ
の
概
念
は
、
繁
栄
す
る
成
長
を
遂
げ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
は
、
不
滅
の
力
、
強
力
な
深
さ
、
宥
和
し
そ
し
て

仲
立
ち
す
る
力
が
、
内
在
し
た
。
一
千
年
の
後
に
は
じ
め
て
、
そ
し
て
、
古
代
の
理
念
的
世
界
か
ら
汲
み
取
ら
ず
に
で
は
な
く
、
ゲ
ル

マ
ン
人
は
、
国
家
の
概
念
に
到
達
し
、
民
族
の
見
え
ざ
る
統
一
体
を
そ
の
多
数
性
ま
た
は
そ
の
主
人
か
ら
区
別
し
た
。
し
か
し
こ
の
統

一
体
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
い
ま
や
、
民
族
の
外
お
よ
び
上
に
あ
る
滑
稽
な
抽
象
概
念
で
は
な
く
、
民
族
に
内
在
し
続
け
た
の
で
、
法

的
な
形
成
に
到
達
し
た
民
族
の
人
格
性
（V

olkspersönlichkeit

）
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
国
家
の
中
に
お
け
る
個
人
の
埋
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没
で
は
な
く
、
民
族
の
最
も
完
全
で
最
も
自
由
な
発
展
が
、
市
民
的
自
由
と
個
人
の
自
由
の
調
和
的
結
合
を
と
お
し
て
拡
大
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
目
標
が
ま
だ
つ
ね
に
我
々
の
前
に
遠
く
拡
が
っ
て
い
る
こ
の
道
は
、
多
く
の
も
の
を
飲
み
込
ん
で

き
た
暗
い
道
で
あ
っ
た
。
宥
和
が
道
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
原
理
が
交
替
し
て
、
一
面
的
に
、
法
と

国
家
の
形
成
を
我
が
物
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
し
て
、
そ
の
対
立
物
の
不
完
全
性
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
最
も
美
し
い
開
花
を
も
ま
た

抑
制
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

�

先
ず
最
初
に
―
―
対
象
に
立
ち
返
ら
ん
が
た
め
に
―
―
、
突
然
始
ま
っ
た
民
族
移
動
の
時
代
に
お
い
て
古
代
法
の
自
由
な
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
地
域
的
に
よ
り
大
き
な
国
民
的
統
一
体
を
要
求
し
た
時
代
の
諸
要
求
に
満
足
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
た
だ
自
由
な
仲
間
た
ち
（freie

G
enossen

）
の
地
域
の
空
間
的
な
拡
大
お
よ
び
そ
の
数
が
、
す
べ
て
の
人
々
の
人
的
結
合
を
生

き
生
き
と
保
持
し
、
そ
し
て
、
共
同
の
案
件
へ
の
す
べ
て
の
人
々
の
現
実
の
参
加
を
可
能
に
せ
ん
が
た
め
に
、
十
分
な
ほ
ど
に
制
限
さ

れ
て
い
た
区
域
に
と
っ
て
の
み
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
実
行
可
能
で
あ
っ
た
。
民
族
団
体
は
非
常
に
増
大
さ
れ
拡
大
さ
れ
た

の
で
、
も
は
や
す
べ
て
の
人
々
の
事
実
的
な
生
活
共
同
団
体
は
存
在
せ
ず
、
規
則
的
な
民
族
集
会
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な

か
っ
た
た
め
、
民
族
団
体
は
、
ひ
と
が
そ
れ
と
は
別
に
古
い
組
織
を
固
守
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
独
立
し
た
民
族
団
体
に
分

裂
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
古
い
共
同
帰
属
性
の
意
識
を
、
そ
し
て
、
共
同
の
名
称
だ
け
で
も
留
め
よ
う
と
し
て
も
、
法

的
な
紐
帯
は
解
消
さ
れ
て
い（

１
）

た
。
た
ぶ
ん
そ
の
ゆ
え
に
、
よ
り
大
き
な
部
族
統
一
体
の
需
要
と
意
識
が
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
も
の
と

な
っ
た
と
き
に
は
、
人
は
、
少
な
く
と
も
部
族
の
神
々
の
共
通
の
祭
式
に
お
い
て
古
い
結
合
を
維
持
し
、
そ
し
て
、
古
い
神
聖
な
諸
時

代
に
古
い
神
聖
な
場
所
に
代
表
者
を
す
べ
て
の
ガ
ウ
か
ら
派
遣
し
た
の
で

（
２
）

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
供
犠
集
会
（O

pferversam
m
lung

）

に
は
、
呼
ば
れ
な
か
っ
た
民
族
も
そ
こ
に
自
由
意
思
で
合
流
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
神
に
捧
げ
ら
れ
た
よ
り
高
度
な
平
和

が
支
配
し
、
そ
の
平
和
が
、
一
時
的
に
も
う
一
度
部
族
の
す
べ
て
の
構
成
員
を
大
き
な
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
合
一
す
る
よ
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う
に
見
え
た
。
民
族
団
体
相
互
間
の
戦
争
と
フ
ェ
ー
デ
〔
敵
対
関
係
〕
は
、
そ
の
場
合
神
聖
な
期
間
の
間
、
止
ん
だ
の
で

（
３
）

あ
る
。
民
族

の
諸
部
族
を
脅
か
し
た
の
は
、
共
同
の
危
険
で
あ
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
供
犠
集
会
は
、
や
が
て
同
時
に
、
共
同
体
の
遠
征

軍
を
協
議
し
、
そ
し
て
、敵
に
対
し
て
一
致
し
て
立
つ
た
め
に
、個
々
の
民
族
団
体
の
間
の
不
和
を
調
停
す
る
こ
と
の
、機
会
を
提
供
し

た
の
で
あ

（
４
）

ろ
う
。発
展
の
継
続
の
中
で
、
そ
の
後
、
別
の
重
要
な
国
民
的
案
件
が
審
議
さ
れ
、
拡
大
さ
れ
た
代
理
権
が
代
表
委
員
に
付

与
さ
れ
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
民
族
の
す
べ
て
の
民
族
団
体
を
よ
り
高
い
統
一
体
へ
と
結
合
し
た
〈
こ
の
こ
と
が
、

も
ち
ろ
ん
必
ず
し
も
疑
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
情
報
に
従
っ
て
異
教
徒
時
代
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
の
も
と
で
、
後
に
は
し
か
し
フ

リ
ー
ス
ラ
ン
ト
の
も
と
で
問
題
と
な
っ
た
よ

（
５
）

う
に
〉
真
の
「
連
邦
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」（B

undesgenossenschaft

）
が
形
成
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
せ
い
ぜ
い
民
族
移
動
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
の
な
い
、
長
い
間
同
じ
地
域
に
定
着
す
る
諸
部
族
に
お
い
て
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
の
古
い
部
族
関
係
を
カ
オ
ス
的
に
乱
雑
に
動
揺
さ
せ
る
時
代
に
お
い
て
は
、
新
た
な
形
成
の
一
般
的
な
基

礎
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
同
盟
（B

ündnisse

）
は
、
な
る
ほ
ど
ロ
ー
マ
人
と
の
最
初
の
接
触
以
来
数
多
く
登
場
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
よ
り
多
く
散
発
的
な
大
部
分
の
場
合
は
戦
争
目
的
の
た
め
に
、
そ
こ
で
は
一
般
に
攻
守
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
一
時
的
、
そ

こ
で
は
継
続
的
な
意
図
で
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
の
人
々
の
自
由
な
発
意
の
も
と
に
、
そ
こ
で
は
覇
権
を
引
き
受
け
る
民
族
の
部
分
的
ま

た
は
全
部
的
な
強
制
に
よ
り
、
た
ん
に
近
親
の
民
族
団
体
の
み
な
ら
ず
、
他
部
族
の
民
族
団
体
も
ま
た
、
集
結
し
た
。
し
か
し
ど
こ
で

も
、
そ
う
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
方
法
で
、
ま
た
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
こ
の
方
法
の
み
で
は
、
条
約
関
係
か
ら
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
民
族
団
体
は
生
じ
な
か

（
６
）

っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
継
続
的
な
平
和
お
よ
び
継
続
的
な
定
着
性
が
欠
け
て
い
た
。
成
立

す
る
結
合
体
と
崩
壊
す
る
結
合
体
の
交
替
の
中
で
、
こ
こ
で
は
分
裂
し
、
そ
こ
で
は
相
互
に
入
り
混
じ
っ
て
現
れ
る
民
族
団
体
の
混
乱

の
中
で
、〈
時
代
の
需
要
に
し
た
が
っ
て
強
力
な
諸
帝
国
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
〉
継
続
的
な
大
き
な
民
族
統
一
体
を
作
る
た
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め
に
は
、
独
立
し
た
民
族
団
体
の
容
易
に
解
き
う
る
連
邦
条
約
よ
り
も
、
も
っ
と
固
い
紐
帯
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
紐
帯
を

準
備
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
唯
一
、
ゲ
ル
マ
ン
の
「
王
制
」（K

önigthum

）
で
あ
っ
た
。

�

「
（
７
）

王
制
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
っ
た
ん
成
立
す
る
と
、
や
が
て
、
は
じ
め
は
王
制
に
対
す
る
強
い
嫌
悪
が
支
配
し
た
に
も
か
か

わ
（
８
）

ら
ず
、
抵
抗
し
が
た
い
力
を
も
っ
て
ゲ
ル
マ
ン
民
族
を
捉
え
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
カ
エ
サ
ル
の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お

（
９
）

ら
ず
、
タ
キ
ト

（
１０
）

ゥ
ス
に
よ
れ
ば
ま
だ
例
外
で
あ
る
か
ま
た
は
民
族
の
名
声
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
〔
王
制
〕
は
次
第
し

だ
い
に
ひ
ろ

（
１１
）

が
り
、
部
族
の
願
い
と
名
誉
と

（
１２
）

な
り
、
そ
れ
が
ま
だ
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
意
識
的
に
導
入

（
１３
）

さ
れ
、
そ
し
て
、
す
で
に
民

族
移
動
の
時
代
に
至
る
ま
で
に
は
、
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
の
共
有
財
産
と
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
た
だ
ザ
ク

（
１４
）

セ
ン
と
フ

リ
ー
ス
ラ

（
１５
）

ン
ト
だ
け
が
王
制
に
対
抗
し
て
成
果
を
収
め
る
に
過
ぎ
な
い
ま
で
に
な
っ
た
。
自
由
な
組
織
に
お
い
て
も
ま
た
、
戦
争
の
継

続
の
た
め
に
民
族
の
選
挙
を
と
お
し
て
最
も
勇
敢
な
者
に
譲
渡
さ
れ
た
軍
隊
指
揮
官
の
位
（H

eerführer＝
W

ürde

）（dux,
heri-

togo

）
に
お
い
て
、
民
族
の
大
集
団
を
合
一
さ
せ
る
こ
と
の
た
め
の
手
段
が
与
え
ら

（
１６
）

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
戦
争
の
終
わ
り
と
と
も
に
、

将
軍
職
（H

erzogsam
t

）
は
終
わ
っ
た
。
王
制
は
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
平
和
に
お
い
て
も
戦
争
に
お
け
る
と
同
様
に
そ
れ
ま
で
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
強
さ
と
感
覚
的
な
生
動
性
に
お
い
て
、
統
一
体
の
思
想
を
継
続
的
に
体
現
し
た
の
で
あ
る
。

よ
り
大
き
な
民
族
集
団
を
結
集
す
る
能
力
の
中
に
、
王
制
の
成
立
と
拡
大
の
た
め
の
主
要
な
理
由
が
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
ひ

と
は
、
た
ん
に
支
配
の
外
的
な
範
囲
に
お
い
て
王
位
（K

önigsw
ürde

）
の
指
導
者
職
（F

ürstenam
t

）
か
ら
の
差
異
を
求
め
て
は

な
（
１７
）

ら
ず
、
王
制
の
成
立
を
、
至
る
と
こ
ろ
で
こ
れ
が
無
論
し
ば
し
ば
十
分
に
当
て
は
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
周
囲
に
居
住
す
る
ガ

ウ
指
導
者
た
ち
を
最
も
強
力
な
人
の
も
と
に
服
従
さ
せ
た
こ
と
に
帰
着
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

（
１８
）

ろ
う
。
量
的
な
差
異
の
み
で
は

な
く
、
質
的
な
差
異
も
ま
た
、
指
導
者
制
と
王
制
を
区
別
し
て
き
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
外
形
的
に
は
、
両

者
は
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
か
っ
た
の
で

（
１９
）

あ
り
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
ひ
と
は
、
指
導
者
（F

ürst

）
の
王
（K

önig

）
へ
の
漸
次
的
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な
変
化
に
際
し
て
、
個
々
の
場
合
に
は
、
彼
が
す
で
に
王
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
と
も
ま
だ
指
導
者
と
呼
ば
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

（
２０
）

い
か
に
、
確
信
を
持
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
由
な
組
織
と
王
の
組
織
を
力
強
く
格
闘
す
る
対
立
と
し
て
描
く
あ
の
情

報
が
異
な
る
説
明
を
な
す
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
は
っ
き
り
と
、
民
族
の
法
意
識
に
お
い
て
は
、
内
的
な
概
念
的
な
区
別

の
徴
表
が
、
生
き
て
い
た
に
違
い
な
い
。
人
は
、
こ
の
区
別
の
徴
表
を
一
定
の
氏
族
と
の
王
位
の
結
び
つ
き
の
中
に
認
め
よ
う
と
し
て

き
て

（
２１
）

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
し
か
し
な
が
ら
決
定
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
―
―
な
ぜ
な
ら
王
制
は
、
指
導
者
地
位
よ

り
も
強
く
相
続
可
能
性
に
傾
く
傾
向
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
な
が
ら
出
自
に
よ
る
こ
れ
〔
指
導
者
制
〕
に
お
い
て
も
ま

た
、
選
挙
は
氏
族
へ
の
顧
慮
を
と
お
し
て
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
逆
に
王
制
の
相
続
制
は
、
長
い
間
、
民
族
の
選
挙

を
と
お
し
て
氏
族
仲
間
の
間
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
選
挙
は
、
王
の
氏
族
が
死
に
絶
え
た
か
、
ま
た
は
追

放
さ
れ
た
場
合
に
は
、
完
全
な
自
由
へ
と
後
退
し
た
の
で

（
２２
）

あ
る
。
他
の
人
々
は
、
王
位
に
お
い
て
恒
常
的
な
軍
隊
指
揮
官
職
（H

eerf

ühre

（
２３
）

ram
t

）、
ま
た
は
、
全
民
族
を
把
握
す
る
従
者
支
配
団
体
（G

efolgsherrsc

（
２４
）

haft

）、
あ
る
い
は
、
両
者
の
独
特
な

（
２５
）

結
合
、
を
認

め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
か
し
長
い
将
軍
制
（H

erzogthum

）
ま
た
は
大
規
模
な
従
者
（G

efolge

）
が
王
位
へ
の
道
を
著
し
く
切

て

こ

り
開
い
た
の
で
、
強
い
梃
子
が
両
者
を
獲
得
さ
れ
た
支
配
の
固
定
の
た
め
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
特
徴
的
な
メ
ル
ク

マ
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
。王
制
の
本
質
を
、ま
さ
に
戦
争
の
官
職
と
の
反
対
に
お
い
て
、司
祭
の

（
２６
）

地
位
、ま
た
は
司
祭
的
裁
判
官
の

（
２７
）

地
位
か

ら
導
く
こ
と
は
、
同
様
に
一
面
的
で
あ
る
。
そ
れ
〔
王
制
〕
と
は
い
つ
で
も
戦
争
指
導
者
の
地
位
（K

riegsführerschaft

）
が
結
合

さ
れ
、
そ
し
て
、
支
配
者
た
る
力
は
、
以
前
か
ら
、
平
和
的
な
発
展
よ
り
も
よ
り
多
く
「
そ
れ
」〔
戦
争
指
導
者
た
る
地
位
〕
に
負
っ

た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
な
る
ほ
ど
以
前
か
ら
、
よ
り
強
力
な
、
そ
し
て
時
代
と
と
も
に
絶
え
ず
よ
り
強
力
と
な
っ
て
い
く
権
力
を
と

お
し
て
、
そ
し
て
、
ひ
と
り
の
人
物
に
お
い
て
多
く
の
諸
権
利
が
合
一
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
王
制
は
、
指
導
者
職
か
ら
異
な
っ
て

い
た
。
単
な
る
指
導
者
に
は
帰
属
し
な
い
か
ま
た
は
他
の
王
た
ち
に
は
欠
け
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
一
定
の
諸
権
限
を
、
し
か
し
、
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我
々
は
、
む
な
し
く
王
の
概
念
と
結
び
付
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
！
。
王
と
民
族
の
関
係
に
お
け

る
の
と
、
指
導
者
と
民
族
の
関
係
に
お
け
る
の
と
の
、
原
理
的
な
差
異
が
ゲ
ル
マ
ン
人
の
意
識
の
中
に
生
き
て
い
た
こ
と
は
、
き
わ
め

て
し
ば
し
ば
否
定
さ
れ
て
き
て

（
２８
）

い
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
自
ら
、
そ
れ
を
見
出
す
手
引
き
を
我
々
に
与
え
て
い
る
。
彼
が
、「
王
ま
た

は
市
民
に
」（regi

vel
civitati

）、
す
な
わ
ち
、
王
制
的
組
織
に
お
い
て
は
王
に
、
自
由
な
組
織
に
お
い
て
は
民
族
に
、
平
和
金（F

rie-

densgeld

）
は
帰
属
し
た
、
と
報
告
す
る
と
き
、
我
々
は
、
指
導
者
が
民
族
平
和
を
、
こ
れ
に
対
し
て
王
は
王
の
平
和
（K

önigsfrie-

den

）
を
取
り
扱
っ
た
こ
と
を
認
識
す
る
。
民
族
命
令
（V

olksbann

）
の
も
と
に
選
挙
さ
れ
た
指
導
者
は
こ
と
を
行
い
、
王
の
命
令

の
も
と
に
王
は
こ
と
を
行
う
。
王
は
、
自
己
の
名
に
お
い
て
支
配
し
、
指
導
者
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
代
理
権
に
基
づ
い
て
支
配
す
る
。

指
導
者
（F

ürst

）
が
仲
間
の
中
の
第
一
の
仲
間
と
し
て
立
っ
た
と
す
れ
ば
、
王
は
、
民
族
の
上
に
か
つ
外
に
登
場
し
、
民
族
の
対
立

物
と
な
る
。
彼
は
、
従
来
は
全
く
総
体
の
も
と
に
あ

（
２９
）

っ
た
あ
の
民
族
統
一
体
の
一
団
の
独
立
の
担
い
手
と
な
る
。
対

（
３０
）

外
的
お
よ
び
対
内

的
に
、
王
は
、
そ
の
独
自
の
生
き
た
人
格
に
お
い
て
、
国
民
的
統
一
体
に
つ
い
て
も
、
か
つ
て
の
民
族
権
に
つ
い
て
も
、
彼
に
譲
渡
さ

れ
て
い
る
限
り
で
、
代
表
す
る
。
王
の
軍
隊
命
令
（H

eerbann

）
と
王
の
裁
判
所
命
令
（G

erichtsbann

）
は
、
絶
え
ず
強
力
に
な

る
支
配
権
が
そ
こ
か
ら
発
展
す
る
こ
れ
ら
の
権
力
の
中
で
の
、
二
つ
の
最
も
卓
越
し
た
権
力
で
あ
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組

織
は
、
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
支
配
的
な
頂
点
は
、
そ
こ
か
ら
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
方
法
に
お
い
て
は
、
我
々
は
、
次
の
よ

う
に
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
民
族
は
、
も
は
や
主
権
者
（souverän

）
で
は
な
く
、
そ
の
主
権
（Souveränität

）

の
一
部
を
王
に
譲
り
渡
し
た
の
だ
と
。

も
ち
ろ
ん
最
初
は
た
だ
一
部
だ
け
で
あ
る
。
力
強
い
民
族
「
統
一
体
」
と
と
も
に
、
民
族
の
「
自
由
」
は
き
わ
め
て
十
分
に
存
続
し

う
る
も
の
で
あ

（
３１
）

っ
た
。
さ
ら
に
、
し
ば
し
ば
集
結
し
た
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
利
は
、
王
権
よ
り
も
強
か

（
３２
）

っ
た
。
王
の
選
挙
ま
た
は
そ

う
で
な
い
と
し
て
も
認
証
の
み
な
ら
ず
、
王
の

（
３３
）

廃
位
ま
た
は
再

（
３４
）

追
放
す
ら
、
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
と
平
和
に
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関
し
て
は
、
最
高
の
決
定
権
が
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
帰
属
し
て

（
３５
）

い
る
。
権
利
の
産
出
と
判
決
だ
け
は
、
ま
だ
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
発

し
て
お
り
、
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
全
体
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
選
定
、
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
、
ま
た
は
、
陪
審
判
決
は
、
ま
だ

蛮
民
法
（leges

barbarorum

）
で

（
３６
）

あ
る
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
百
人
組
は
、
ま
ず
最
初
は
、
た
ぶ
ん
ま
だ
自
ら
が
そ
の
代
表
者
た
ち

（V
orstände

）
を
選
定
し
、
そ
れ
ら
の
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
自
治
的
に
審
議
し
か
つ
決
議
し
た
。
た
だ
自
由
意
思
で
寄
付
さ
れ
た
貢

租
の
み
を
、
王
は
、
自
由
民
か
ら
要
求
し
て
も
よ
か

（
３７
）

っ
た
。
戦
利
品
に
つ
い
て
も
、
最
初
は
、
王
に
は
、
法
的
に
よ
り
大
き
な
部
分
は
、

決
し
て
当
然
に
は
帰
属
し
な
か

（
３８
）

っ
た
。
短
く
言
え
ば
、
王
の
も
と
に
そ
し
て
王
と
並
ん
で
、
ま
だ
い
つ
で
も
強
力
な
総
体
に
お
い
て
、

全
体
権
（G

esam
m
trecht

）
と
全
体
権
力
（G

esam
m
tgew

alt

）
を
も
つ
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
存
在
し
て
い
る
。
―
―
し

か
し
な
が
ら
ひ
と
た
び
独
立
の
存
在
に
到
達
す
る
と
、
王
権
（K

önigsrecht

）
は
、
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
権
利
か
ら
そ
の

一
部
を
少
し
ず
つ
自
ら
へ
と
引
き
出
し
た
。
民
族
選
挙
は
、
相
続
可
能
性
の
前
に
消

（
３９
）

滅
し
、
民
族
の
一
般
的
案
件
に
お
い
て
は
、
形
式

的
な
同
意
が
共
同
決
定
権
を
代
替
し
、
人
々
と
ラ
ン
ト
の
個
々
の
部
門
に
関
し
て
は
、
指
名
さ
れ
た
官
吏
が
登
場
し
、
王
の
裁
判
所
、

王
の
命
令
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
全
民
族
の
一
般
集
会
は
、
支
配
の
範
囲
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
そ
の

出
席
者
は
少
な
く
稀
に
な
っ
た
。
い
つ
で
も
、
し
か
し
、
や
は
り
そ
こ
で
も
ま
た
、
民
族
は
、
王
の
保
護
の
も
と
に
あ
る
特
別
の
平
和

お
よ
び
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
統
一
体
に
つ
い
て
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
王
へ
と
譲
り

渡
そ
う
と
す
る
限
り
で
は
、
そ
の
う
ち
の
何
が
し
か
は
、
そ
れ
自
身
へ
と
帰
す
る
も
の
と
し
て
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

王
制
は
、
そ
れ
が
そ
の
力
を
、
も
は
や
民
族
の
頂
点
に
あ
る
地
位
か
ら
で
は
な
く
、
民
族
か
ら
発
展
し
た
支
配
団
体
の
頂
点
に
あ
る

地
位
か
ら
汲
み
取
っ
た
と
き
、
―
―
す
な
わ
ち
、
王
が
、
従
者
、
キ
リ
ス
ト
教
会
、
征
服
さ
れ
た
諸
部
族
に
対
す
る
、
そ
の
保
護
支
配

お
よ
び
役
務
支
配
に
よ
り
、
裁
判
官
お
よ
び
指
導
者
か
ら
民
族
の
「
主
人
」
と
な
っ
た
と
き
、〔
そ
し
て
〕
そ
の
土
地
支
配
に
よ
り
、

最
終
的
に
民
族
の
王
（V

olkskönig

）
か
ら
「
地
域
」
の
主
人
（G

ebietsherr
）
と
な
っ
た
と
き
に
、
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
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の
理
念
に
真
に
否
定
的
に
作
用
し
た
の
で

（
４０
）

あ
る
。

�

民
族
王
制
の
そ
の
よ
う
な
組
織
変
更
に
と
っ
て
と
く
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
支
配
的
な
民
族
と
並
ん
で
、
他
の
民
族
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
あ
る
数
を
包
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
く
に
ロ
ー
マ
の
地
で
の
、
大
帝

国
を
設
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
の
は
、
そ
の
後
や
が
て
ま
っ
た
く
た
だ
王
だ
け
で
あ
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
、

そ
の
よ
う
な
帝
国
の
す
べ
て
の
住
民
、
す
べ
て
の
部
族
お
よ
び
す
べ
て
の
諸
地
方
を
直
接
に
結
合
し
た
で
あ
ろ
う
「
帝
国
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
」（R

eichs＝
G
enossenschaft

）
の
理
念
の
未
発
達
の
初
期
の
こ
と
が
ら
は
、
証
明
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
諸
場
合
に
お
い
て
は
、
自
ら
結
合
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
統
一
体
を
と
お
し
て
の
、
た
だ
個
々
の
民
族
の
諸
部
族
の

み
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
上
位
に
あ
る
よ
り
高
度
の
統
一
体
は
全
く
た
だ
王
を
と
お
し
て
の
み
仲
立
ち
さ
れ
、
そ
し
て
、

眺
望
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
見
方
が
圧
倒
的
に
支
配
し
た
の
で

（
４１
）

あ
る
。

【
以
上
、
第
六
章
、
終
わ
り
】

【
第
六
章
の
注
】

注（
１
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
四
十
三
章
（T

ac.G
erm

.c.
43

）：

「
多
く
の
集
族
へ
と
散
在
す
る
リ
ュ
ギ
イ
イ
族
」（L

ygiorum

nom
en

in
plures

civitates
diffusum

）。
第
四
十
四
章：
「
ス
イ
オ
ー
ネ
ス
族
の
…
諸
都
市
」（Suionum

…civitates

）。

注（
２
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
三
十
九
章
、
第
四
十
章
。

注（
３
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
四
十
章
。

注（
４
）

そ
れ
ゆ
え
た
ぶ
ん
、
カ
エ
サ
ル
『
ガ
リ
ア
戦
記
』（C

aesar
de

b.G
.IV

,19.V
I,10

）
に
お
い
て
は
、
ス
エ
ビ
ー
族
に
つ
い
て
「
彼
ら

の
慣
習
に
よ
り
集
会
で
も
た
れ
た
」（m

ore
suo

concilio
habito

）
と
み
な
さ
れ
た
戦
争
評
議
会
（K

riegsrath

）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

注（
５
）

H
ucbald,V

ita
S.L

ebuini
S.S.II.361.362

に
お
け
る
有
名
な
報
告
に
関
す
る
争
い
は
、
ま
だ
つ
ね
に
論
争
し
尽
さ
れ
て
い
な
い
。v.

Sybel
S.88.G

aupp,d.R
echt

der
alten

Sachsen
S.22.23.K

reutzler
in

den
F
orsch.z.D

.G
.B

d.V
I.S.345

f.und
gegen
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ihn
A
bel

ib.
S.

355.

を
参
照
せ
よ
。
ひ
と
が

ガ
ウ
プG

aupp,
die

älteste
R
epräsentativverfassung

の
よ
う
に
、
こ
の
点
に
、

個
々
の
部
族
か
ら
選
ば
れ
た
民
族
の
代
理
人
た
ち
の
立
法
的
お
よ
び
決
議
的
な
集
会
を
見
出
す
と
き
は
、
そ
の
承
認
は
不
可
能
性
と
隣
接

し
て
い
る
。
ひ
と
が
（
犠
牲
の
言
及
が
そ
れ
へ
の
権
限
を
与
え
るS.

361

）、
そ
こ
に
す
べ
て
の
ザ
ク
セ
ン
の
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

が
宗
教
的
代
表
団
を
派
遣
し
た
（『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
三
十
九
章
の
「
使
節
」legationes

）
マ
ル
ク
ロ
ー
〔M

arkloh

、
ウ
ェ
ー
ザ
ー

W
eser

河
畔
の
地
〕
に
お
け
る
集
会
を
原
始
的
な
供
犠
集
会
と
み
な
す
場
合
に
、
そ
し
て
、
ひ
と
が
さ
ら
に
、
こ
の
代
表
者
た
ち
が
同
時

に
個
々
の
案
件
の
審
議
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
君
主princeps

の
よ
う
に
）

よ
り
重
要
な
決
議
を
た
だ
前
も
っ
て
審
議
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
個
別
の
民
族
集
会
に
確
定
的
な
決
定
の
た
め
に
提
出
し
た
こ
と
を
、

ひ
と
が
認
め
る
場
合
に
、
そ
し
て
、
ひ
と
が
、
そ
れ
ゆ
え
全
ザ
ク
セ
ン
民
族
の
名
に
お
い
て
決
議
す
る
代
議
員
た
ち
の
部
族
集
会
の
代
わ

り
に
、
同
盟
し
た
民
族
団
体
の
代
表
者
た
ち
の
単
純
な
集
会
を
考
え
る
場
合
に
、
そ
の
箇
所
は
、
は
る
か
に
真
実
ら
し
く
な
い
も
の
で
は

な
い
。
―
―
フ
リ
ー
ス
族
に
関
し
て
は
、
以
下
第
二
十
五
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
６
）

ケ
ル
ス
キ
ー
族（C

herusker
）（T

ac.A
nn.II,45.G

erm
.c.36

）、
マ
ル
コ
マ
ン
ニ
ー
族（M

arkom
annen

）、
カ
ッ
テ
ィ
ー
族（K

at-

ten

）、
ア
ラ
マ
ン
族
（A

lam
annen

）
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
同
盟
の
例
。W

aitz
I.

343

は
、
確
か
に
正
当
に
も
、
そ
れ
ら
に
対
し
て

た
だ
民
族
法
的
な
意
義
の
み
を
付
与
し
て
い
る
。
そ
の
先
端
に
あ
る
王
制
に
し
て
始
め
て
、
諸
部
族
と
諸
民
族
を
そ
こ
か
ら
形
成
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
異
説
、Z

öpfl
§

31.I.

注（
７
）

Sybel,E
ntstehung

des
deutsch.K

önigthum
s.W

ittm
ann,das

altgerm
an.K

önigth.D
ahn,die

K
önige

der
G
erm

anen

B
d.I.u.II.K

öpke,die
A
nfänge

des
K
önigth.bei

den
G
othen.W

aitz
I.c.8.Z

öpfl
§

32.33.G
aupp,A

nsiedl.§
19.S.100

f.L
andau,T

err.S.312
f.K

em
ble

I.137
f.II.1

f.A
uch

Schulze,das
R
echt

der
E
rstgeburt

S.15

―47.

注（
８
）

T
ac.A

nn.II.88.X
I,16.

（
タ
キ
ト
ゥ
ス
『
年
代
記
』）
に
お
け
る
ア
ル
ミ
ー
ニ
ウ
ス
と
イ
タ
リ
ー
ク
ス
の
話
を
参
照
せ
よ
。W

ittm
ann

S.49,v.Sybel
S.100,L

andau
S.315,D

ahn
I.111

は
、「
王
制
を
望
む
こ
と
」（regnum

affectare

）
の
中
に
、
ガ
ウ
指
導
者
制
の

拡
大
を
求
め
る
努
力
に
つ
い
て
の
み
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
反
対
し
て
、W

aitz
I.

281.
G
aupp,

A
nsiedl.

S.
103.

T
hudichum

,
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Staat
S.68.

を
み
よ
。
―
―V

gl.T
ac.A

nn.II,44.

注（
９
）

C
aesar

I,43

は
、A

riovist

ア
リ
オ
ヴ
ィ
ス
ト
を
王
と
呼
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
ロ
ー
マ
に
よ
る
称
号
の
付
与
に
よ
る
。
彼
は
、
お
そ

ら
く
指
導
者
（H

erzog

）
で
あ
っ
た
。
異
説
、D

ahn
I.S.101

f.

注（
１０
）

マ
ル
コ
マ
ン
ニ
ー
族
、
ヘ
ル
ム
ン
ド
ゥ
ー
リ
ー
族
、
ゴ
ー
ト
族
、
ク
ァ
ー
デ
ィ
ー
族
、
お
よ
び
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ィ
ー
族
に
お
い
て
の
み
、

明
示
的
に
、
王
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。G

erm
.c.42.43.44.A

nn.II,63.X
II,29

f.

注（
１１
）

ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
、
ブ
ル
グ
ン
ド
族
、
ル
ギ
イ
族
、
ゲ
ピ
ー
ダ
エ
族
、
東
ゴ
ー
ト
族
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ガ
ー
族
―
―
お
そ
ら
く
は
バ
イ
エ
ル

ン
族
も
ま
た
、
始
め
か
ら
王
の
も
と
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

注（
１２
）

P
aulus

D
iac.I,20.27.

注（
１３
）

そ
れ
ゆ
え
西
ゴ
ー
ト
族Jordanis
c.

29.
26

H
erulern

（O
doaker

オ
ド
ア
ケ
ル
）、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
族L

angobarden

（P
aulus

D
iac.I.14

）、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ク
族
の
下
で
も
（G

regor
T
ur.II.9.G

esta
F
ranc.c.4

）。

注（
１４
）

し
か
し
、
た
だ
故
郷
に
お
い
て
の
み
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
直
ち
に
諸
王
の
も
と
に
登
場
し
て
い
る
。

注（
１５
）

一
時
的
に
は
、
フ
リ
ー
ゼ
ン
王
と
も
ま
た
呼
ば
れ
て
い
る
。

注（
１６
）

C
aesar

V
I,23.T

ac.G
erm

.c.7.H
ist.IV

,15.G
aupp,des

R
echt

der
alten

Sachsen
S.21.L

andau
S.309.

そ
の
よ
う
な
指

導
者
た
ち
は
、
キ
ン
ブ
リ
ー
族
と
テ
ウ
ト
ニ
ー
族
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
ア
リ
オ
ヴ
ィ
ス
トA

riovist

（R
oth,B

eneficialw
esen

S.24

）、

ア
ル
ミ
ー
ニ
ウ
スA

rm
inius

（L
andau

S.210

）
な
ど
。

注（
１７
）

So
Sybel,W

ittm
ann,B

ethm
ann＝

H
ollw

eg
S.56.R

oth
S.31.G

rim
m
.

注（
１８
）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
王
制
は
成
立
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
外
的
な
動
機

な
し
に
、
ま
さ
に
し
ば
し
ば
、
民
族
は
、
王
の
組
織
と
自
由
な
組
織
を
交
替
さ
せ
た
。
注
（
１３
）。

注（
１９
）

王
位
の
後
の
対
外
的
な
印
に
つ
い
て
言
え
ば
（G

rim
m
,
R
.A

.S.
239

f.
W

aitz
II.

118
f.

）
そ
れ
が
す
で
に
か
な
り
古
い
時
代
に
お
い

て
登
場
し
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
髪
飾
り
、T

ac.G
erm

.c.3

盾
の
紋
章
、T

ac.hist.IV
,15

裁
判
官
の
杖
）
は
、
指
揮
者
（F

ürsten

）
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や
指
導
者
（H

erzögen

）
に
お
い
て
も
ま
た
通
例
で
あ
っ
た
。
王
が
対
外
的
に
民
族
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
明
示
的
に
証
明
す
る

箇
所
は
、
と
く
にW

aitz
I.S.303

N
ote

1.

を
見
よ
。

注（
２０
）

と
く
に
局
外
的
な
観
察
者
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
キ
ン
ブ
リ
ー
族
と
テ
ウ
ト
ニ
ー
族
の
指
揮
者
は
、
あ
る
と
き
は
王K

önige

（rex,βασιλευζ

）
と
呼
ば
れ
、
あ
る
と
き
は
指
揮
官
と
呼
ば
れ
て
い
る
。D

ahn
I.

100
f.

A
m
m
ianus

M
arcellinus

に
よ
る
ア
ラ
マ

ン
ニ
ー
族
のreges,

reguli,
subregli

und
regales

が
、
ガ
ウ
の
首
長
お
よ
び
百
人
組
長G

auhäuptlinge
und

C
entenare

（L
andau

313

）
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
王
（W

aitz
I.

282

）
で
あ
る
か
は
、
不
確
か
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
北
欧
に
お
け
る
軍
隊
王
、

海
王
、
お
よ
び
、
重
要
で
な
い
リ
ー
ダ
ー
の
た
め
の
王
の
称
号
（L

andau
S.

313

）
は
、
王
（K

önig

）
と
い
う
語
が
、
北
欧
のdro^ttin

（
支
配
者H

errscher

）
お
よ
び
ゴ
ー
ト
族
のthiudans

（von
thiuda,V

olk

民
族
）
と
同
様
に
―
―G

rim
m
,R

.A
.229.230

―
―
決
定

さ
れ
な
い
こ
と
を
、
証
明
し
て
い
る
。

注（
２１
）

So
W

aitz,Z
öpfl,K

öpke,D
ahn,K

.M
aurer,K

em
ble

（I.143.153

）et.

注（
２２
）

W
aitz,

Sybel,
D
ahn,

W
ittm

ann,
G
rim

m
,
K
öpke

に
お
け
る
証
明
。
交
替
す
る
諸
氏
族
を
と
く
に
西
ゴ
ー
ト
族
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド

族
に
お
い
て
見
出
す
。
エ
ル
マ
ン
リ
ッ
ヒ
の
死
後
、
ま
だ
存
在
し
て
い
る
王
の
子
孫
が
未
成
年
で
あ
る
ゆ
え
に
、
王
が
別
の
氏
族
か
ら
呼

ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
最
も
決
定
的
に
真
の
相
続
可
能
性
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

注（
２３
）

So
T
hudichum

,Staat
S.62.Z

öpfl：
「
一
定
の
家
族
に
お
い
て
相
続
可
能
と
な
っ
た
軍
隊
指
導
者
制
」。

注（
２４
）

So
E
ichhorn,R

.G
.§

17.P
hillips,D

.G
.I.423.

注（
２５
）

L
eo,V

orles.I.175
f.

注（
２６
）

G
rim

m
,R

.A
.S.243.

注（
２７
）

K
em

ble
I.S.140

f.

注（
２８
）

そ
の
よ
う
に
―
―
も
ち
ろ
ん
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
前
提
か
ら
―
―G

rim
m
,
Sybel,

W
ittm

ann,
K
em

ble

（「
王
国
は
通
常
よ
り
も

大
き
な
ガ
ーga

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。」）
に
よ
っ
て
。
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注（
２９
）

K
em

ble
l.c.S.

137

は
、
次
の
よ
う
に
良
く
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
由
な
人
々
は
、
王
の
中
に
、
彼
ら
の
存
在
の
た
め
に
実
質

的
な
実
体
（substantive

body

）
と
し
て
必
要
と
考
え
る
の
と
同
じ
だ
け
多
く
、
国
民
的
な
統
一
体
（national

unity

）
を
認
識
し
て

い
る
。」
と
。

注（
３０
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
（
第
一
章
）
が
、「
か
つ
て
誰
か
あ
る
民
族
ま
た
は
王
た
ち
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
る
こ
と
」（nuper

cognitis
quibus-

dam
gentibus

ac
regibus

）
―
―
「
王
を
も
つ
民
族
団
体
と
王
を
も
た
な
い
民
族
団
体
」
と
ひ
と
は
訳
し
て
き
て
い
る
―
―
に
つ
い
て

言
っ
て
い
る
こ
と
を
も
ま
た
、
ひ
と
は
、
こ
こ
に
引
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注（
３１
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
七
章
、
第
四
十
三
章
。

注（
３２
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
一
章
に
お
い
て
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
王
をprinceps

と
同
様
に
決
定
的
に
民
族
集
会
の
下
位
に
位
置
づ
け
て
い

る
。
前
者
も
ま
た
「
命
令
す
る
力
に
よ
る
よ
り
も
む
し
ろ
説
得
す
る
こ
と
の
権
威
を
も
っ
て
」（auctoritate

suadendi
m
agis

quam

jubendi
potestate

）。V
gl.

A
nn.

X
III,

54.

「
彼
の
国
民
を
支
配
し
た
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
は
、
そ
の
限
り
で
支
配
さ
れ
る
」（qui

natio-

nem
eam

regebant
in

quantum
G
erm

ani
regnantur.

）。

注（
３３
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
コ
マ
ン
ニ
ー
族
お
よ
び
ケ
ル
ス
キ
ー
族
の
も
と
で
そ
う
で
あ
る
。
ド
ゥ
ア
ー
デ
ン
族
の
も
と
で
（D

ahn

I.S.
113

）、
ア
ラ
マ
ン
ニ
ー
族
の
も
と
で
（A

m
m
ian,

M
arcell.

X
V
I,

12.
17

）、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
族
の
も
と
で
（G

rim
m
,
R
.A

.S.
231,

zw
eite

N
ote

）、
東
ゴ
ー
ト
族
の
も
と
で
（K

öpke
S.

192
）
そ
う
で
あ
る
。G

regor.
T
ur.

III.
30.

は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ

ち
、「
確
か
に
西
ゴ
ー
ト
族
の
人
々
は
、
も
し
こ
れ
ら
の
王
た
ち
に
つ
い
て
誰
か
が
気
に
入
ら
な
い
と
き
は
、
彼
ら
は
武
器
を
も
っ
て
彼

を
追
及
し
、
そ
し
て
、
気
に
入
る
で
あ
ろ
う
心
を
も
っ
て
〔
任
意
に
〕
こ
の
王
を
彼
ら
の
た
め
に
彼
ら
が
立
て
ん
が
た
め
に
、
こ
の
厭
う

べ
き
慣
習
を
決
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。」（sum

serunt
enim

G
othi

（W
estgothen

）

hanc
detestabilem

consuetudinem
,ut

si

quis
eis

de
regibus

non
placuisset,gladio

eum
adpeterent

et
qui

libuisset
anim

o
hunc

sibi
statuerunt

regem
.

）。
北
欧

に
お
い
て
は
、
ひ
と
は
、
王
た
ち
を
、
飢
餓
の
困
窮
の
際
に
は
神
々
に
犠
牲
と
し
て
供
し
（G

rim
m
,
R
.A

.S.
232

）、
ブ
ル
グ
ン
ド
族
に

お
い
て
は
、
彼
ら
を
戦
争
の
敗
北
ま
た
は
凶
作
の
ゆ
え
に
廃
位
さ
せ
た
（A

m
m
ian.M

arc.X
X
V
III,5

）。
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注（
３４
）

そ
れ
ゆ
え
、
東
ゴ
ー
ト
族
に
お
け
る
王
の
支
配
は
、
ト
リ
ス
ム
ン
ト
（T

horism
und

）
の
死
の
際
に
四
十
年
間
放
置
さ
れ
た
（G

rim
m
,

R
.A

.S.233

）。
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
族
に
お
い
て
は
、
同
様
に
、
中
断
さ
れ
た
（W

aitz
I.286

）。

注（
３５
）

Jordanis
c.57.V

gl.c.26
u.56.A

m
m
ian.X

V
I,12.17.X

IV
,10.14.K

öpke
S.38.D

ahn
I.213.II.107.112.W

aitz
I.313.

注（
３６
）

そ
れ
ゆ
え
、l.F

ris.add.sap.c.69
u.l.A

ngel.E
t
W

arin.c.12.

に
お
け
るew

a,pactum

協
定oder

pactus

協
定
さ
れ
た
、fo-

rum
judicum

裁
判
所
（w

estgoth

。
西
ゴ
ー
ト
）、judicia

裁
判
の
名
称
。
序
言
の
報
告
は
、
王
は
た
だ
開
催
と
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
だ
け

を
与
え
る
の
み
で
あ
り
、
民
族
自
身
が
立
法
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
明
示
的
に
証
明
し
て
い
る
。Z

öpfl,
R
.O

.
§

1
f.

W
aitz

II.
S.

81
f.

注（
３７
）

T
ac.G

erm
.c.15.G

rim
m
,R

.A
.S.246.

注（
３８
）

G
rim

m
,R

.A
.S.246.

注（
３９
）

G
rim

m
,R

.A
.S.231.W

aitz
II.90

f.105
f.

注（
４０
）

以
下
、
第
十
二
章
な
い
し
第
十
四
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
４１
）

以
下
、
第
十
二
章
、
第
十
八
章
を
参
照
せ
よ
。

【
以
上
、
第
六
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
�
。
土
地
と
の
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
繋
が
り
」「
第
七
章

氏
族
、
部
族
お
よ
び
民
族
の
移
住
」
に
続
く
。】
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