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土
地
と
の
自
由
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
（
１
）

定
住

歴
史
の
始
ま
り
に
お
い
て
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
本
質
的
に
ま
だ
、
そ
の
根
が
す
べ
て
の
人
々
の
永
続
的
な
定
住
性
の

か
な
た
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
人
的
な
関
連
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
こ
の
基
礎
か
ら
従
来
、
土
地
に
対
す
る

関
係
の
顧
慮
な
し
に
、
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
（
仲
間
団
体G

enossenverband

）
の
人
的
な
基
礎
だ
け
が
問
題
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
と
き
に
や
は
り
、
す
で
に
、
そ
の
経
過
の
中
で
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
上
昇
す
る
す
べ
て
の
諸
団
体
の
物
化
が
登
場

す
る
、
あ
の
偉
大
な
発
展
の
過
程
が
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

流
浪
す
る
諸
部
族
（N

om
adische

Stäm
m
e

）
は
、
真
の
土
地
所
有
権
を
知
ら
な
い
。
大
地
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
我
々
に
と
っ

て
大
気
や
海
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
無
主
の
財
産
と
み
な
さ
れ
る
。
大
地
の
産
物
は
、
人
間
の
労
苦
な
し
に
豊
か
な
実
り
に
お
い
て

贈
ら
れ
て
、
そ
れ
を
掴
み
取
る
者
に
属
す
る
。
土
地
そ
の
も
の
は
、
そ
し
て
、
そ
の
獲
得
さ
れ
な
い
産
物
は
、
財
産
的
価
値
が
な
い
。
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部
族
ま
た
は
氏
族
は
、
地
域
を
規
則
的
に
放
浪
す
る
中
で
、
家
畜
に
草
を
食
わ
せ
、
そ
こ
に
お
い
て
狩
猟
を
し
、
魚
を
採
る
。
―
―
彼

ら
は
こ
の
地
域
を
、
他
の
諸
部
族
に
対
す
る
関
係
で
彼
ら
の
占
有
物
（B

esitzthum

）
と
み
な
し
、
そ
し
て
、
部
族
外
の
者
の
侵
入

を
防
御
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
権
利
は
、
例
え
ば
そ
の
領
地
に
つ
い
て
の
国
の
国
庫
の
所
有
権
よ
り
も
、
そ
の
領
土
に
つ
い
て

の
国
家
の
民
族
法
的
な
所
有
権
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
平
和
範
囲
お
よ
び
法
範
囲
か
ら
の
仲
間
で
な
い
者
に

対
す
る
防
御
は
、
そ
の
主
た
る
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
自
ら
の
た
め
に
大
地
に
つ
い
て
の
主
人
の
権
利
を
要
求
し
な
い
よ
う

に
、
た
と
え
彼
が
、
逆
に
、
耕
作
地
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
彼
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
土
地
に
対
す
る
関
係
で
自
由

な
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
開
始
し
た
土
地
耕
作
に
関
し
て
は
、
別
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
地
は
、
一
連
の
抑
制
し
が
た
い
自
然
力
か
ら
生
じ
、

そ
し
て
、
人
間
の
意
思
に
従
属
す
る
。
人
間
は
、
大
地
に
対
す
る
支
配
権
を
意
識
し
て
い
る
。
土
地
へ
と
人
間
は
そ
の
諸
力
を
置
き
換

え
、
そ
の
労
働
を
投
資
し
、
そ
し
て
、
改
良
さ
れ
た
土
地
（erbe

）
は
財
産
の
客
体
と
な
る
。
土
地
所
有
権
の
観
念
は
、
土
地
支
配

と
土
地
財
産
と
い
う
―
―
す
な
わ
ち
、
政
治
的
（
権
力
的
）
権
利
と
私
的
（
利
用
可
能
な
）
権
利
と
い
う
―
―
そ
の
二
重
の
そ
し
て
最

初
は
不
可
分
の
意
味
に
お
い
て
、
成
立
す
る
。
他
方
で
は
、
農
業
者
は
、
自
ら
を
流
浪
民
よ
り
も
従
属
的
で
あ
る
と
感
じ
る
。
征
服
さ

れ
た
ラ
ン
ト
は
、
逆
に
、
そ
の
幸
福
と
不
幸
を
条
件
づ
け
る
。
す
べ
て
の
諸
関
係
は
、
以
前
は
た
だ
〔
特
定
の
〕
人
格
が
決
定
し
て
い

た
場
所
で
、
次
第
に
多
く
土
地
に
つ
い
て
の
法
律
関
係
を
と
お
し
て
決
定
さ
れ
、
そ
し
て
、
最
大
で
最
重
要
な
諸
点
に
お
い
て
は
、
最

後
に
、
放
浪
民
族
の
古
い
自
由
は
、
そ
れ
が
物
的
被
拘
束
性
か
ら
純
化
さ
れ
た
姿
に
お
い
て
新
た
に
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
以
前

に
、
物
的
被
拘
束
性
の
中
で
没
落
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
発
展
の
開
始
と
終
結
の
間
に
は
、
千
年
単
位
で
数
え
ら
れ
る
べ
き
移
行
の
時
期
が
存
在
し
て
い
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
は
、
彼

ら
の
歴
史
の
開
始
に
お
い
て
は
、
ど
こ
で
も
も
は
や
純
粋
の
遊
牧
民
族
（N

om
adenvolk

）
と
し
て
は
登
場
（
２
）

せ
ず
、
農
業
の
知
識
を
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す
で
に
ア
ジ
ア
の
故
郷
か
ら
携
え
て
き
て
い
た
（
３
）

の
で
、
彼
ら
は
、
長
い
間
、
土
地
所
有
権
を
知
っ
て
（
４
）

お
り
、
彼
ら
は
居
住
地
を
基
礎
づ

け
て
い
た
。
し
か
し
ゲ
ル
マ
ン
人
の
経
済
生
活
に
お
い
て
は
、
農
業
は
、
た
だ
よ
う
や
く
極
め
て
下
位
の
役
割
の
み
を
演
じ
た
に
す
ぎ

な
い
ゆ
え
に
、〔
そ
し
て
〕
牧
畜
と
狩
猟
、
戦
争
生
活
と
放
浪
生
活
が
は
る
か
に
前
面
に
立
っ
て
い
た
ゆ
え
に
、
法
と
組
織
に
お
い
て

は
、
人
的
諸
要
素
が
、
ま
だ
徹
底
し
て
決
定
的
で
あ
り
、
た
だ
人
的
諸
要
素
を
と
お
し
て
条
件
づ
け
ら
れ
、
決
定
さ
れ
て
、
そ
の
流
出

と
し
て
の
み
、
土
地
に
つ
い
て
の
権
利
が
現
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
必
ず
し
も
す
べ
て
の
民
族
団
体
（V

ö lkerschaften

）
が
同
程
度
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
至
る

所
で
諸
関
係
は
一
様
に
発
展
し
て
き
て
い
る
。
移
住
が
ま
ず
自
ら
を
移
住
さ
せ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
由
来
す
る
と
い
う
意
味
に

お
け
る
�
最
初
の
�
移
住
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
存
在
し
が
た
く
、
い
わ
ゆ
る
「
最
初
の
」
移
住
は
、
た
だ
客
観
的
な
意
味
に
お
い

て
の
み
最
初
の
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
、
そ
こ
に
自
ら
を
定
着
さ
せ
る
諸
団
体
に
よ
っ
て
彼
ら
の
以
前
の
故
郷

の
姿
に
従
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
、
変
形
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
従
来
耕
さ
れ
て
い
な
い
土
地
ま
た
は
別
に
耕
さ
れ
て
い
た

土
地
へ
の
新
た
な
定
住
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
族
が
従
来
の
故
郷
に
お
い
て
立
っ
て
い
た
段
階
に
従
っ
て
、
地
域
交
替
の
頻
度
に

従
っ
て
、「
確
定
的
な
」
定
住
性
の
早
期
の
登
場
か
ま
た
は
遅
れ
た
登
場
か
に
従
っ
て
、
―
―
部
族
の
特
殊
性
を
完
全
に
無
視
す
る
と

し
て
も
―
―
、
諸
関
係
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
お
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
民
族
が
移
住

し
た
後
も
ま
た
、
か
つ
て
人
的
な
共
同
帰
属
性
と
い
う
唯
一
決
定
的
な
影
響
力
と
次
第
次
第
に
気
づ
か
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
地
域

帰
属
性
と
い
う
影
響
力
と
の
間
に
、
限
界
が
決
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
民
族
の
編
成
と
民
族
の
区
分
を
と
お
し
て
の
地
域
分
離

の
創
出
は
、
地
域
区
分
を
と
お
し
て
の
新
た
な
民
族
区
分
の
遅
れ
た
創
出
と
、
き
わ
め
て
多
様
な
基
準
に
従
っ
て
結
合
さ
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
あ
る
場
所
で
、
あ
る
ひ
と
つ
の
民
族
に
お
い
て
は
、〈
そ
れ
ら
が
共
通
の
地
域
を
所
有
す
る
ゆ
え
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
別
の
場
所
で
、
別
の
民
族
の
も
と
で
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は
、
そ
れ
ら
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
一
つ
の
地
域
を
占
有
し
た
と
こ
ろ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
だ
け
が
、
始
め

て
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
つ
の
ま
た
は
き
わ
め
て
僅
か
な
定
住
地
か
ら
漸
進
的
な
多
様
化
に
お
い
て
実
行
さ
れ
、
そ
し

て
、〈
娘
の
移
住
、
孫
の
移
住
、
曾
孫
の
移
住
な
ど
の
一
様
な
過
程
の
中
で
、
一
つ
の
村
落
マ
ル
ク
（D

orfm
ark

）
か
ら
よ
り
大
き
な

マ
ル
ク
そ
し
て
よ
り
小
さ
な
マ
ル
ク
、
百
人
組
、
ガ
ウ
、
諸
ラ
ン
ト
を
形
成
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
至
る
と
こ
ろ
で
繰
り
返
さ
れ
る
マ
ル
ク

の
分
離
が
至
る
と
こ
ろ
で
繰
り
返
さ
れ
る
民
族
編
成
の
最
初
の
原
因
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
通
常
の
植
民
地
形
成
と
い
う
、
ラ
ン
ダ
ウ

（L
andau

）
が
そ
れ
をT

erritorien

に
お
い
て
描
き
出
し
た
よ
う
な
発
展
に
つ
い
て
は
、
最
も
僅
か
に
し
か
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
定
住
の
形
成
と
結
果
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て
僅
か
に
し
か
同
形
式
性
が
支
配
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の

定
住
と
そ
の
最
古
の
形
成
を
決
定
し
た
原
理
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
そ
こ
か
ら
、
法
律
的
な

関
係
に
お
い
て
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
総
有
（
総
手
的
所
有
権G

esam
m
t＝
E
igenthum

）
が
、
経
済
的
な
関
係
に
お
い
て

は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
総
手
的
経
済
（G

esam
m
tw
irthschaft

）
が
発
展
（
６
）

し
た
と
こ
ろ
の
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
土

地
占
拠
」

（
５
）

（g.L
andnahm

e

）の
原
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
土
地
を
占
有
に
お
い
て
占
拠
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
そ
し
て
、

そ
の
総
有
権
（G

esam
m
trecht

）
が
土
地
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
特
別
権
の
源
泉
と
な
り
、
そ
の
総
手
的
経
済
が
そ
こ
か
ら
ゆ
っ
く

り
と
解
き
放
た
れ
る
す
べ
て
の
特
別
経
済
の
母
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
恣
意
的
に
ま
た
は
偶
然
的
に
形
成
さ

れ
た
社
団
で
は
（
７
）

な
く
、
す
べ
て
の
生
活
目
的
の
た
め
の
共
同
体
（G

em
einschaft

）
と
し
て
存
在
す
る
、
自
然
的
に
成
立
し
た
民
族

諸
団
体
、
―
―
す
な
わ
ち
、
氏
族
、
百
人
組
、
そ
し
て
、
諸
民
族
で
あ
っ
た
。
生
け
る
人
的
な
総
体
的
統
一
体
（G

esam
m
tein-

heiten

）
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
土
地
を
占
有
し
、
そ
し
て
、
土
地
の
植
民
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
固
有
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度

の
忠
実
な
似
姿
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
場
合
、
多
種
多
様
な
差
異
が
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
民
族
の
生
活
が
未
発
達
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う

所
有
権
と
経
済
処
分
は
、
大
き
な
総
体
ま
た
は
民
族
全
体
に
す
ら
帰
属
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
進
歩
し
た
状
態
が
支
配
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
小
さ
な
総
体
が
権
利
統
一
体
お
よ
び
経
済
統
一
体
と
し
て
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
民
族
の
よ
り
大

き
な
そ
し
て
よ
り
小
さ
な
構
成
部
分
が
自
ら
を
全
体
的
に
解
放
し
、
自
己
の
手
に
土
地
を
占
有
し
、
そ
し
て
、
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
欲

し
た
。
最
古
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
民
族
団
体
は
、
土
地
所
有
権
の
思
想
が
彼
ら
の
中
に
目
覚
め
た
か
、
ま
た
は
、
そ
れ

が
そ
の
よ
う
な
所
有
権
を
征
服
ま
た
は
占
拠
に
よ
っ
て
新
た
に
取
得
し
た
と
き
は
、
そ
の
地
域
全
体
を
直
接
の
民
族
財
産
と
み
な
し
、

そ
し
て
、
民
族
財
産
の
唯
一
の
土
地
所
有
権
者
と
し
て
、
い
か
な
る
個
々
人
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
よ
り
狭
い

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
た
ち
の
ど
れ
に
対
し
て
も
ま
た
、
所
有
権
を
認
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
交
替
的
な
利
用
の
み
を

許
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
合
一
し
た
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
は
、〈
そ
こ
に
お
い
て

開
始
し
つ
つ
あ
る
農
業
が
、
民
族
の
決
定
を
と
お
し
て
規
律
さ
れ
る
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
の
案
件
と
し
て
、
取
り
扱
わ
れ
た
と
こ
ろ

の
〉
唯
一
の
大
き
な
経
済
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
す
な
わ
ち
、
唯
一
の
ラ
ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
の
よ

う
な
状
態
を
、
事
実
、
カ
エ
サ
ル
は
、
彼
が
接
触
し
た
ゲ
ル
マ
ン
人
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
も
ス
エ
ビ
ー
族

に
つ
（
８
）

い
て
、
我
々
に
描
き
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
僅
か
な
程
度
に
お
い
て
の
み
彼
に
よ
れ
ば
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

農
地
に
つ
い
て
の
私
的
所
有
権
と
特
別
権
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
役
所
と
指
導
者
を
と
お
し
て
、
毎
年
、
相
互
に
結

合
し
た
人
々
（
一
つ
の
も
の
に
集
合
し
て
い
た
人
々hom

inum
qui
una

coerunt

）
の
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
氏
族
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
部
族
た
ち
と
親
族
た
ちgentibus

cognationibusque
、
お
そ
ら
く
百
人
組
と
ジ
ッ
ペ
）
に
、
農
地
は
、
対
応

す
る
広
が
り
に
お
い
て
適
切
と
思
わ
れ
る
場
所
に
、
分
配
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
農
地
を
、
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
氏

族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
一
年
の
経
過
後
に
は
、
別
の
農
地
と
交
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
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シ
ャ
フ
ト
の
平
等
化
と
こ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
で
の
仲
間
た
ち
の
完
全
な
平
等
化
が
生
（
９
）

じ
た
。
住
居
が
解
体
さ
れ
そ
し

て
携
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
占
有
に
お
け
る
承
継
者
の
た
め
に
建
て
た
ま
ま
に
さ
れ
た
か
は
、確
か
で
は
な
い
ま
ま
で
（
１０
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
が
、
牧
畜
や
狩
猟
と
並
ん
で
、
極
め
て
下
位
の
地
位
を
占
め
た
限
り
で
の
み
、

存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
若
干
の
意
義
を
も
つ
も
の
に
高
め
ら
れ
る
と
、
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
の
間
の
土
地
の
交
替
は
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な
り
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
に
最
終
的
に
指

示
さ
れ
て
い
た
地
域
の
土
地
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
新
た
な
住
居
が
占
め
ら
れ
る
と
、

最
初
か
ら
百
人
組
お
よ
び
諸
氏
族
の
確
た
る
定
住
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
そ
の
よ
う
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
即
座
に
特

別
の
マ
ル
ク
（M

ark

）
が
分
離
さ
れ
、
そ
し
て
、
割
当
て
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
で
に
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
も
は

や
場
所
の
交
替
に
つ
い
て
は
何
も
知
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
諸
関
係
に
関
す
る
彼
の
情
報
は
き
わ
め
て
多
義
的
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、
彼
の
時
代
に
は
、
た
と
え
確
定
的
で
は
な
い
と
し
て
も
、
至
る
と
こ
ろ
で
固
定
し
た
住
居
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
た

と
え
ま
だ
場
所
に
結
合
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
場
所
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ＝

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
そ
の
限

り
で
明
ら
か
で
（
１１
）

あ
る
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
場
所
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
、
す
べ
て
の
農
業
発
展
の
重
点
が
存
在
（
１２
）

し
た
。
し
か
し
土
地
所
有

と
農
業
の
た
め
の
よ
り
高
度
な
諸
組
織
の
意
味
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
決
し
て
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
は
、
現
在
も
な
お
、
そ
の
一
部
が
構
成
員
に
対
す
る
関
係
で
総
体
の
直
接
占
有
の
中
に
と
ど
ま
っ
た
と
こ
ろ

の
領
域
が
対
応
（
１３
）

し
た
。
集
会
場
所
お
よ
び
祭
祀
場
所
の
み
な
ら
ず
、
非
常
に
拡
張
さ
れ
た
地
域
、
と
く
に
境
界
の
森
林
地
も
（
１４
）

ま
た
、
百

人
組
、
民
族
団
体
、
そ
し
て
後
に
は
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
全
国
民
の
、
分
割
さ
れ
な
い
共
有
財
産
の
中
に
留
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
そ
の
よ
う
な
総
有
ラ
ン
ト
（G

esam
m
tland

）
は
、
最
古
の
時
代
に
お
い
て
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
土

地
支
配G
rundherrschaft

）
と
総
体
の
私
的
所
有
権
そ
の
も
の
を
包
含
し
た
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
個
々
の
仲
間
た
ち
に
直
接
の
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経
済
的
利
用
の
権
限
を
も
ま
た
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
者
の
側
面
は
、
所
有
権
が
帰
属
す
る
団
体
が
大
き
け
れ

ば
大
き
い
ほ
ど
そ
れ
だ
け
早
期
に
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
民
族
全
体
に
帰
属
す
る
ラ
ン
ト
は
、
も
ち
ろ
ん
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る

民
族
仲
間
が
一
様
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
必
要
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
古
い
総
有
の
総
手
的
「
多
数

性
」（gesam

m
tvielheitliche

）
の
側
面
で
は
な
く
、
総
手
的
「
統
一
性
」（gesam

m
teinheitliche

）
の
側
面
だ
け
が
、
こ
こ
で
は

形
成
さ
れ
た
。
個
々
の
民
族
仲
間
の
目
的
の
た
め
で
は
な
く
、
民
族
の
統
一
目
的
の
た
め
に
の
み
、
国
民
ラ
ン
ト
（N

ationalland

）

が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
し
か
し
よ
り
大
き
な
民
族
の
中
へ
と
同
化
し
た
民
族
団
体
ま
た
は
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
の
総
有
土
地
に
関
し
て
も
、
問
題
と
な
っ
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
は
、
原
則
と
し
て
国
民
ラ
ン
ト
と

化
し
た
の
で
（
１５
）

あ
る
。
し
ば
し
ば
、
最
後
に
、
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
た
め
に
分
離
さ
れ
た
マ
ル
ク
と
並
ん
で
、
不
分
割
の
百

人
組
マ
ル
ク
を
占
有
し
た
百
人
組
に
お
い
て
も
ま
た
、
同
じ
こ
と
が
生
じ
た
。
他
方
、
も
ち
ろ
ん
、
出
自
が
す
で
に
百
人
組
の
確
固
と

し
た
要
求
権
を
有
し
、
そ
し
て
、
個
々
の
仲
間
に
よ
る
経
済
的
利
用
を
確
立
し
た
所
で
は
、
百
人
組
は
、
そ
の
総
手
的
所
有
権
（
総
有

権
）
を
も
ま
た
維
持
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
同
時
に
大
き
な
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
（
１６
）

き
た
。
と
こ
ろ
で

し
か
し
、
よ
り
狭
い
か
ま
た
は
よ
り
広
い
団
体
の
古
い
共
有
地
が
国
民
ラ
ン
ト
と
な
っ
た
限
り
で
は
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
経
済
的
な
共

同
体
か
ら
離
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
〈
王
が
自
己
自
身
の
中
に
民
族
統
一
体
を
代
表
し
た
の
と
同
じ
程
度
に
お
い
て
〉
も
っ
ぱ
ら
王

へ
と
移
行
（
１７
）

し
た
。
そ
れ
は
王
の
ラ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
あ
の
拡
張
さ
れ
た
王
の
ラ
ン
ト
占
有
の
基
礎
で
あ

り
、
さ
ら
な
る
発
展
の
中
で
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
（
１８
）

あ
る
。

こ
こ
で
は
、
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
先
ず
第
一
に
、
そ
の
総
手
的
所
有
権
を
直
接
に
自
己
の
経
済
共
同
体
と
生
活
共
同
体
の
た
め
に
利

用
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
何
を
マ
ル
ク
を
も
っ
て
始
め
た
の
か
が
詳
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
場
所
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
成

立
に
つ
い
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
以
上
、
第
七
章
、
終
わ
り
】
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【
以
下
、
第
七
章
の
注
】

注（
１
）

V
gl.
bes.

H
anssen,

A
nsichten

über
das
A
grarw

esen
der
V
orzeit,

b,
F
alck,

N
.
Staatsbürg.

M
agazin

B
d.
III
u.
V
I;

über
die
G
eh
öferschaften

in
den

A
bh.der

B
erliner

A
kadem

ie
1863.S.75;zur

G
esch.der

F
eldsystem

e,Z
.f.d.gesam

-

m
te
Staatsw

iss.1865.I.S.1f.R
oscher,A

nsichten
der
V
olksw

irthsch.S.47f.u.System
der
V
olksw

irthschaft
II.S.200

f.
v.
M
aurer,

E
inl.
in
die
G
eschichte

der
M
arkenverfass.

ec.;
G
eschichte

d
er
M
arkenverf.;

G
eschichte

der
D
orfverf.

B
d.
I.
v.
H
arthausen,

über
die
A
grarverfassung

in
N
orddeutschland

（1829

）.L
andau,

die
T
erritorien.

T
hudichum

,

G
au＝

und
M
arkenverf.in

D
eutschland

1860.
W
aitz

I.93
f.
II.258

f.,
und

die
N
achrichten

der
A
lten

über
den

G
rung-

besitz
der
G
erm
anen,A

llg.M
onatsschr.1854.S.105

f.

―
さ
ら
に
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
事
情
に
つ
い
て
は
、K

em
ble
I.35
f.K
.

M
aurer,krit.U

ebersch.I.63
f.W
.M
aurer,Z

.f.D
.R
.X
V
I.S.201

f.;

デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
つ
い
て
はM

ichelsen
ib.V

II.S.89

―

110;

ス
イ
ス
の
事
情
に
つ
い
て
は
、B

luntschli,
Staats＝

und
R
echtsgesch.

v.
Z
ürich;

B
lum
er,
G
esch.

der
schw

eizer.
D
e-

m
okratien

I.1
f.;H
eusler,die

V
erh
ältn.am

G
em
einland

in
U
nterw

alden.

注（
２
）

彼
ら
は
遊
牧
民
に
十
分
に
近
い
も
の
と
し
て
ま
だ
理
解
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
エ
ル
ベ
河
の
彼
岸
の
人
々
に
農
業
を

否
認
す
る
ス
ト
ラ
ボ
ン
（Strabo
V
II,
1.
3

）
の
報
告
、
お
よ
び
、
バ
ス
タ
ル
ナ
エ
族
は
「
農
夫
に
な
る
こ
と
も
航
行
す
る
こ
と
も
知
ら

ず
、
羊
の
群
れ
の
土
地
か
ら
離
れ
ず
に
生
き
る
人
々
」（άν

δ
ρ
ε
ζ
ο
ύ
γ
ε
ω
ρ
γ
ε
ϊ
ν
ε
ί
δ
ο
τ
ε
ζ
ο
ύ
π
λ
ε
ϊ
ν
ο
ύ
χ
ά
π
ο`

〜

π
ο
ι
μ
ν
ι
ω
ν
ξ
η
ν
νέμ
ο
ν
τ
ε
ζ

）
で
あ
る
と
い
う
プ
ル
タ
ル
コ
ス
（P

lutarch,
A
em
il.
P
aul.
c.12

）
の
報
告
も
、
そ
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
る
。
し
か
し
す
で
に
キ
ン
ブ
リ
ー
族
と
テ
ウ
ト
ニ
ー
族
は
、
放
浪
す
る
農
耕
民
族
で
あ
り
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
世
帯
の
荷
車
と
車

馬
、
お
よ
び
、
お
そ
ら
く
彼
ら
の
家
々
ま
た
は
さ
も
な
い
と
し
て
も
そ
の
柱
（
プ
リ
ニ
ウ
スP

linius
V
III,40.61:

「
彼
ら
の
荷
馬
車
で
設

え
ら
れ
た
住
居
」（dom

us
eorum

plaustris
im
positas

））
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。N

iebuhr,
kl.
H
istor.

Schr.
I.363.

タ
キ
ト
ゥ
ス

は
、
ま
さ
に
サ
ル
マ
テ
ィ
ア
族
の
純
粋
な
遊
牧
性
に
お
い
て
（「
荷
馬
車
と
馬
に
お
い
て
生
活
す
る
こ
と
に
お
い
て
」（in

plaustro
equo-

que
viventibus

））
ゲ
ル
マ
ン
族
に
対
す
る
決
定
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
見
て
い
る
。G

erm
.c.ult.
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注（
３
）

そ
の
こ
と
を
比
較
言
語
研
究
が
証
明
し
て
い
る
。

注（
４
）

カ
エ
サ
ル
（
注（
８
）を
参
照
せ
よ
）
は
、
土
地
所
有
権
で
は
な
く
、
固
定
し
た
特
別
の
私
有
地
（Sondereigen

）
だ
け
を
ゲ
ル
マ
ン

人
に
否
認
し
て
い
る
。B

luntschli,krit.U
ebersch.II.292.

注（
５
）

Z
öpfl

§
97

は
、
ド
イ
ツ
の
土
地
所
有
関
係
の
源
泉
と
し
て
、
正
当
に
も
�
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
占
拠
の
原
則
�
を
指
摘
し
て

い
る
。V

gl.M
aurer,E

inl.S.5:

よ
り
古
い
時
代
の
土
地
制
度
は
、�
全
体
的
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。�

注（
６
）

ひ
と
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
国
家
を
黙
示
的
ま
た
は
明
示
的
な
契
約
か
ら
導
い
た
時
代
に
お
い
て
は
、
ひ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
こ
れ
ら
の
諸

関
係
に
も
適
用
し
た
。
ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
野
中
の
百
姓
家
を
原
初
的
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
し
て
、
共
同
体
の
諸
利
益
に
つ
い
て
反

省
す
る
隣
人
た
ち
の
事
後
的
な
結
合
か
ら
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
導
き
、
村
々
を
、
し
か
し
、
お
そ
ら
く
全
く
住
居
の
意
図
的
な
接
近
か
ら
導
い

た
。
そ
の
よ
う
に
、
メ
ー
ザ
ー
（M
öser

）
以
来
、
多
数
の
人
々
が
―
―
今
日
も
な
お
、
バ
ル
ト
ル
ト
（B

arthold

）
ほ
か
の
人
々
〔
が

主
張
し
て
い
る
〕。

注（
７
）

さ
ら
にH

anssen
b.
F
alck

III.
S.83.

89.

は
、
定
住
目
的
の
た
め
の
複
数
の
家
族
の
結
合
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
類
似
し
て
、

L
andau

S.73.

こ
れ
と
は
反
対
に
、B

luntschli
I.24

は
、
定
住
す
る
仲
間
た
ち
に
つ
い
て
、
正
当
に
も
、�
彼
ら
は
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ

を
形
成
し
、
ま
た
は
、
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
む
し
ろ
継
続
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
い
ま
や
一
つ
の
場
所
的
な
つ
な
が
り
を
与
え
た
。�

と
言
う
。
―
―
そ
し
て
、M

aurer,E
inl.S.5.

（vgl.S.3.
）
は
、�
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、

す
で
に
確
定
し
た
定
住
の
前
に
成
立
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
す
で
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
住
し
た
の
で
あ
る
。�
と
言
う
。

注（
８
）

C
aesar

de
b.G
.
IV
,
1.
V
I,
22.
29.

最
後
の
二
つ
の
箇
所
は
、
ゲ
ル
マ
ン
族
一
般
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
最
初
の
箇
所
は
、
ス
エ

ビ
ー
族
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
い
る
。
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
情
報
を
、
最
近
、K

nies,
die
polit.

O
ekonom

ie
vom

Standpunkt
der

geschichtl.
M
ethode

S.143

は
、
ス
エ
ビ
ー
族
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。V

gl.
aber

Sybel
S.5
f.
B
ethm

ann＝
H
ollw
eg
S.8.

R
oscher,System

II.201.T
hudichum

,Staat
S.109.

注（
９
）

多
く
の
人
々
は
、
カ
エ
サ
ル
の
報
告
を
信
じ
が
た
い
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
報
告
を
、
実
際
に
存
在
す
る
も
っ
と
後
の
意
味
に
お
け
る
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耕
地
共
同
体
（F

eldgem
einschaft

）
を
と
お
し
て
と
く
に
惹
起
さ
れ
た
誤
解
を
と
お
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。E

ichhorn,

R
.G
.§
14a.K

em
ble
I.39.W

aitz
I.99.

は
、
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
カ
エ
サ
ル
の
観
察
の
天
分
に
最
も
鋭
く
反
対
す
る
の
は
、L

andau

S.64
f.

―
―
他
の
人
々
は
、
カ
エ
サ
ル
の
情
報
の
技
巧
的
解
釈
を
と
お
し
て
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
情
報
を
も
っ
て
否
定
し
よ
う
と
試
み
、
し
か

し
こ
こ
で
は
、
占
有
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
交
替
で
は
な
く
、
た
だ
仲
間
た
ち
（
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
）
だ
け
の
交
替
だ
け
を
見
出

そ
う
と
試
み
て
い
る
。So

M
aurer,

E
inl.
S.6.

カ
エ
サ
ル
の
言
葉
は
、
し
か
し
、
い
か
な
る
二
義
性
も
も
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
信
頼
性
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
最
も
資
格
あ
る
裁
判
官
で
あ
る
、
か
な
り
古
い
時
代
の
農
業
関
係
に
つ
い
て
最
も
精

通
し
て
い
る
国
民
経
済
学
者
で
あ
る
ハ
ン
セ
ン
（H

anssen

）
と
ロ
ッ
シ
ャ
ー
（R

oscher

）（A
nf.

S.60

―68

）
は
、
偉
大
な
将
軍
の
叙

述
の
正
当
性
を
最
も
無
条
件
に
擁
護
し
て
い
る
。
―
―
不
当
に
で
は
な
く
、
ひ
と
は
、G

eten
b.
H
oraz,

C
arm
.
III,
24.
v.11

f.
W
ie-

dem
ann,F

orsch.z.D
.G
.IV
.173

f.R
oscher

l.c.S.80.

の
叙
述
を
も
参
照
し
て
い
る
。

カ
エ
サ
ル
は
、
ゲ
ル
マ
ン
族
を
し
て
制
度
の
た
め
の
一
連
の
理
由
を
挙
げ
し
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
は
、
と
こ
ろ
で
な
る
ほ
ど
彼

自
身
の
熟
考
（R

oscher

）、
ま
た
は
、
ド
イ
ツ
人
自
身
に
よ
っ
て
後
に
そ
の
起
源
か
ら
は
も
は
や
把
握
さ
れ
て
は
い
な
い
慣
習
（Sybel

S.7

）
に
、
転
嫁
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
、
情
報
を
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
よ
り
強
い
人
々
は
与

え
ら
れ
た
領
土
を
評
価
す
る
こ
と
を
学
ば
ず
、
そ
し
て
、
よ
り
弱
い
人
々
を
土
地
か
ら
追
い
払
う
」（ne

latos
fines

parare
studeant

potentioresque
hum

iliores
possessionibus

expellant

）、
お
よ
び
、「
彼
ら
お
よ
び
誰
か
の
力
を
最
も
強
い
人
々
と
同
列
に
置
く
こ

と
を
み
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
判
断
の
公
平
を
も
っ
て
平
民
を
結
合
せ
ん
が
た
め
に
」（ut

anim
i
aequitate

plebem
contineant,

quum
suas

quisque
opes

cum
potentissim

is
aequari

videat

）
と
い
う
二
つ
の
理
由
は
、
運
命
の
何
ら
か
の
不
平
等
が
妥
当
し
た

の
で
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
適
合
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

注（
１０
）

前
者
は
、
必
ず
し
も
必
然
的
に
は
、「
寒
さ
に
対
し
て
よ
り
敏
感
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
暑
さ
が
生
き
る
人
々
を
建
築
さ
せ
る
」（ne

ac-

curatius
ad
frigora

atque
aestus

vitandos
aedificent

）
と
い
う
考
慮
か
ら
は
、W

aitz
I.97.Sybel

6.T
hudichum

,Staat
119.

B
ethm

ann＝
H
ollw
eg
12.

と
と
も
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
個
々
人
は
、
早
い
交
代
の
場
合
に
は
、
知
ら
れ
ざ
る
承
継
者
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を
熱
と
寒
さ
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
家
を
改
良
す
る
と
い
う
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
考
え
ら
れ
え
た
で
あ
ろ
う
。

注（
１１
）

そ
の
こ
と
を
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
情
報
全
体
が
指
示
し
て
い
る
（vgl.

W
aitz

l.c.
bes.

S.101
f.

）。
そ
の
反
対
の
こ
と
を
多
く
の
人
々
は
、

そ
こ
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
語
が
い
く
つ
も
の
解
釈
を
経
験
し
て
き
た
箇
所
で
あ
る
有
名
な
第
二
十
五
章
の
中
に
見
出
し
て
い
る
。（V

gl.

bes.
W
aitz

l.
103

―107.
132

―137.

）。「
耕
地
は
、
耕
作
者
の
数
に
従
っ
て
全
体
に
よ
っ
て
交
替
で
占
有
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

耕
地
を
彼
ら
は
彼
ら
の
間
で
地
位
に
従
っ
て
配
分
す
る
。
分
配
す
る
こ
と
の
容
易
さ
を
平
地
の
広
さ
が
示
し
て
い
る
。」（agri

pro
nu-

m
ero
cultorum

ab
universis

in
vices

occupantur,
quos

m
ox
inter

se
secundum

dignationem
partiuntur;

facilitatem

partiendi
cam
porum

spatia
praestant.

）
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
ひ
と
は
、
原
則
的
な
（B

ethm
ann＝

H
ollw
eg
S.10

f.

）、
ま
た

は
、
非
原
則
的
な
（Sybel
）
土
地
の
交
替
、
あ
る
い
は
、
全
く
カ
エ
サ
ル
に
お
け
る
よ
う
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
間
の
土
地
の
年
ご
と
の
民

族
分
配
（G

em
einer,

C
entenen

S.97

）
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ト
ゥ
ー
デ
ィ
ッ
フ
ム
（T

hudichum
S.127

）
も
ま
た
、
住
居

の
交
替
も
さ
ら
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。�O

ccupare

占
有
す
る
こ
と
、
無
主
物
先
占
す
る
こ
と
�
は
、�
自
ら
の
た
め
に
所
有

す
る
こ
とsich

aneignen

�
を
意
味
し
て
い
る
！
。
他
の
人
々
は
、
何
ら
か
の
輪
作
（W

echselw
irtschaft

）
の
シ
ス
テ
ム
を
見
出
そ

う
と
し
て
い
る
。�O

ccupare

�
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
が
そ
の
場
合
に
訳
し
て
い
る
よ
う
に
�
休
耕
地
の
開
墾
�
で
は
な
く
、�
自

ら
の
た
め
に
所
有
す
る
こ
と
�
を
意
味
し
て
い
る
！
。

注（
１２
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
六
章
に
お
い
てin

vices
（
交
替
で
）
の
代
わ
り
に
、
ヴ
ァ
イ
ツ
（W

aitz

）
と
と
も
にab

universis
vicis

（
村
の
団
体
に
よ
っ
て
）
と
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
す
で
に
個
々
の
ド
ル
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
占
有
受
領
者
と

み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
単
な
る
推
測
で
あ
る
こ
と
を
別
と
す
れ
ば
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
も
し
彼
が
、
無

主
物
先
占
を
と
お
し
て
初
め
て
村
（vicus

）
と
な
ろ
う
と
す
る
団
体
を
、
す
で
に
前
も
っ
てvicus

と
称
し
て
い
た
場
合
に
は
、
き
わ
め

て
歪
曲
し
て
表
現
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
！
。
村
を
成
立
さ
せ
る
村
が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
む
し
ろ
ひ

と
は
、vicus

を
持
ち
込
も
う
と
す
る
と
き
は
、in

vicis

村
々
に
お
い
て
、in

vicos

村
々
に
向
か
っ
て
（R

oscher,A
nsichten

S.54

）、

あ
る
い
は
、per

vicos

村
々
を
巡
っ
て
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
民
族
総
体
（V

olksgesam
m
theit

）
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（universi

）
は
、
村
の
よ
う
に
占
有
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
正
し
い
の
はin

vices

を
捨
て
な
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
、
な
る
ほ
どL

andau
S.51

と
と
も
に
、�
か
つ
て
の
地
積
耕
地
の
交
替
す
る
状
態
か
ら
、
い
つ
で
も
あ
ら
ゆ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お

け
る
一
区
画
の
土
地
を
�
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
し
か
し
耕
地
の
将
来
の
交
替
（「
彼
ら
は
耕
地
を
年
ご
と
に
交
代
す
る
」arva

per
an-

nos
m
utant

）
に
関
連
づ
け
、�
交
換
す
る
こ
と
の
た
め
に
��
交
換
に
向
け
て
�
と
翻
訳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。�
土
地
は
定
住
者

の
数
の
割
合
に
従
っ
て
、
総
体
に
よ
っ
て
、
交
替
で
占
有
さ
れ
る
。�

注（
１３
）

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
地
域
は
、
そ
の
広
さ
を
顧
慮
せ
ず
に
マ
ル
ク
（m

ark

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。G

rim
m
,
D
eut.

G
renz＝

A
l-

terth.,A
bh.der

B
erl.A

kad.1843.S.110
f.

に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
は
�
森W

ald

�、
や
が
て
�
国
境
の
森G

renzw
ald

�
と
〔
呼
ば

れ
る
〕。
―
―
以
前
か
ら
�
境
界
�
を
意
味
し
て
い
る
他
の
人
々
（v.M

aurer,E
inl.41.L

andau
164.T

hudichum
116.117

）
に
よ

れ
ば
、
マ
ル
クm

ark
は
、
歴
史
的
時
代
に
お
い
て
は
、
境
界
の
た
め
に
も
境
界
地
域
の
た
め
に
も
、
限
定
さ
れ
た
地
域
の
た
め
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。
類
似
し
て
い
る
の
は
、land

（
土
地
）、gau

（
ガ
ウ
）、pagus

（
地
区
、
村
）、territorium

（
市
の
〔
周
囲
の
〕
領

域
）、provincia

（
州
、
地
方
）、reich

な
ど
の
名
称
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
ラ
ン
ダ
ウ
が
、
そ
し
て
一
部
ケ
ン
ブ
ル
そ
の
他
の
人
々

が
認
め
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
最
初
か
ら
一
定
の
民
族
編
成
に
対
応
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
総
体
地
域
の
あ
る
種
類
ま
た
は

別
の
種
類
の
た
め
の
利
用
の
中
で
し
だ
い
に
確
定
し
た
の
で
あ
る
。M

aurer,E
inl.S.54

f.

そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
、l.A

lam
.tit.46

―

48,l.Sax.tit.5,3
u.39

f.

に
お
い
て
は
、provincia

とm
arca

は
交
替
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
ば
し
ばD

örfer

（
村
々
）
はG

aue

（
ガ
ウ
）
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、villa

（
農
場
、
村
）,pagus,

そ
し
てm

arca

は
同
一
視
さ
れ
て
い
る
な
ど
。

注（
１４
）

C
aesar

IV
,3.V

I,23.G
rim
m
l.c.S.109

f.

そ
し
てK

em
ble

は
、
し
か
し
、
土
地
の
境
界
と
し
て
お
よ
び
防
衛
の
た
め
に
役
立
つ
と

い
う
マ
ル
ク
の
目
的
に
大
き
な
重
点
を
置
い
て
い
る
。V

gl.
こ
れ
に
反
対
、K

.M
aurer,U

ebersch.I.65

―69.

注（
１５
）

よ
り
大
き
な
帝
国
の
形
成
の
際
に
は
、
た
え
ず
主
人
を
交
替
さ
せ
て
き
た
、
北
欧
お
よ
び
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
のfolcland

（
慣
習
保
有
地
）

に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
。V

gl.M
aurer,E

inl.S.94.96.

し
か
し
な
が
ら
北
欧
に
お
い
てlandsallm

änningar

に
お
い
て
は
ガ
ウ
マ
ル

ク
が
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
対
し
て
、M

aurer,
E
inl.
S.96

が
、
ラ
イ
ン
ガ
ウ
が
古
い
ガ
ウ＝

ア
ル
メ
ン
デ
（
ガ
ウ
共
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用
地
）
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
こ
れ
は
証
明
困
難
で
あ
る
。

注（
１６
）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
シ
ー
ヤ
（Shiren

）
は
共
有
地
（G
em
einland

）
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
し
か
し
、
あ
ら
ゆ

るhundred

ま
た
はw

apengetaek

は
有
し
た
で
あ
ろ
う
。W

.
M
aurer,

Z
.f.D
.R
.
l.c.
S.204.

北
欧
に
お
い
て
は
、haerads

―allm
ä

nninger
が
存
在
し
た
。M

aurer,E
inl.S.96.

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
推
測
す
る
に
、
ス
イ
ス
の
タ
ー
ル
マ
ル
ク
（
シ
ュ
ヴ
ィ
ツSchw

yz

、

ウ
ー
リU

ri

、
ト
ッ
ゲ
ン
ブ
ル
クT

oggenburg

な
ど
）
は
、
ア
ラ
マ
ン
ニ
ー
族
の
フ
ン
タ
ー
リ
（huntari

百
人
組
）
の
不
可
分
の
地
域

で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
ガ
ウ
（R

heingau

）（M
aurer,E

inl.S.48.193.194

）、
フ
ル
デ
ィ
ッ
シ
ェ
・
マ
ル
ク
（F

uldische
M
ark

）（L
an-

dau,T
err.137

―142,G
aue
I.12

―33,M
aurer,M

arkv.8

）
の
よ
う
な
範
囲
の
マ
ル
ク
は
、
決
し
て
（
も
ち
ろ
ん
ラ
ン
ダ
ウL

andau

が

認
め
て
い
る
よ
う
な
）
単
純
な
ド
ル
フ
マ
ル
ク
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
地
方
で
は
、
ケ
ン
ト
ア
ル

メ
ン
デ
（
百
の
ア
ル
メ
ン
デ
、
ア
ル
メ
ン
デ
は
共
同
の
マ
ル
クC

entallm
enden

）
に
お
い
て
、H

undsrücken

で
はH

undschaften

等
々

に
お
い
て
、
名
称
す
ら
存
続
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
後
世
の
分
散
の
際
に
も
ま
た
、
し
ば
し
ば
、C

ent

ま
た
はH

undschaft

と
い
う
名
称
は
、

よ
り
小
規
模
の
マ
ル
ク
に
付
着
し
続
け
、
そ
し
て
、
よ
り
小
規
模
な
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
（
百
人
組
）
に
お
い
て
は
、
時
と
し
て
、
以

前
か
ら
、
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
マ
ル
ク
（H

undertschaftsm
ark

）
と
ド
ル
フ
マ
ル
ク
（D

orfm
ark

）
は
一
つ
に
落
ち
合
い
、
そ
れ

ゆ
え
、
名
称
だ
け
で
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。Sachsse,

G
rundl.

S.249

お
よ
び
〔
こ
れ
と
〕
類
似
し
て
再
びT

hudi-

chum
,G
au＝

und
M
arkv.S.116

f.

は
、
誤
っ
て
、C

ent
とM

ark

の
概
念
を
同
一
で
あ
る
と
み
な
し
、C

entm
arken

を
も
と
も
と
「
唯

一
の
」G
em
einm

ark

〔
共
同
マ
ル
ク
〕
と
み
な
し
て
い
る
。

注（
１７
）

と
く
に
明
瞭
に
、
こ
の
発
展
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
再
構
成
さ
れ
る
。V

gl.
M
aurer,

E
inl.

S.99.
K
em
ble

I.
S.315

f.

Schm
id,G

lossar
v.folcland

、
と
く
に
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
つ
い
てK

.M
aurer,

U
ebersch.

I.
S.102

f.

を
参
照

せ
よ
。
そ
れ
と
対
立
す
る
の
は
、
ミ
ア
ー
ク
ラ
ン
ドdas

m
earcland

―
―
よ
り
狭
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
共
有
地
―
―
で
あ
り
、

そ
し
て
、
そ
れ
が
も
と
も
と
の
割
当
に
基
づ
く
限
り
でedhel

、
証
書
で
完
全
に
承
認
さ
れ
た
（folcland

ま
た
はedhel

の
）
占
有
譲
渡
に

基
づ
く
限
り
でb

o^cland

と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
、
私
的
所
有
権
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
そ
の
後
さ
ら
に
加
わ
る
の
は
、
た
だ
用
益
所
有
権

駿河台法学 第２３巻第２号（２０１０）１７９



の
た
め
に
（
ま
た
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
も
と
も
と
た
だ
そ
の
た
め
だ
け
に
）
与
え
続
け
ら
れ
る
土
地
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

真
正
な
所
有
権
が
総
体
に
（
あ
る
い
は
王
に
）
と
ど
ま
る
場
合
にfolcland

と
い
う
名
称
を
保
持
し
、
そ
れ
が
私
人
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ

る
場
合
にlaenland

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
―
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
は
、K
onungs

―A
llm
äninger

〔
と
呼
ば
れ
る
。〕、M

aurer,

E
inl.
S.96.

―
―
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
後
に
大
部
分
は
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
に
移
行
し
そ
し
て
一
部
分
は
王
領
へ
と
変
化
し
た
と
こ
ろ
の
、
大

規
模
な
帝
国
グ
ル
ン
ド
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
、
そ
の
よ
う
な
不
可
分
の
国
有
地N

ationallande

か
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。M

itter-

m
aier,P

.R
.§
211.M

aurer,E
inl.S.95.

注（
１８
）

以
下
、
第
十
二
章
以
下
、
を
参
照
せ
よ
。

【
以
上
、
第
七
章
の
注
、
終
わ
り
。
以
下
、「
第
八
章

村
々
と
農
民
の
マ
ル
ク
共
同
体
」
に
続
く
。】

第
八
章

村
々
と
農
民
の
マ
ル
ク
共
同
体

移
住
（A

nsiedlung

）
の
際
に
本
来
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
形
成
が
そ
れ
ら
に
生
じ
た
の
は
、
氏
族
友
好
団
体

ま
た
は
部
族
友
好
団
体
（G

eschlechts＝
oder

Stam
m
esfreundschaft

）
を
と
お
し
て
結
合
さ
れ
た
小
規
模
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
で
あ
っ
た
。
通
常
、
（
１
）

氏
族
、
一
つ
の
大
き
な
氏
族
の
分
枝
、
ま
た
は
、
い
く
つ
か
の
（
２
）

氏
族
の
団
体
が
、
こ
こ
そ
こ
で
お
そ
ら
く
よ

り
小
さ
な
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
（
３
）

フ
ト
が
、
い
つ
で
も
し
か
し
、
最
も
狭
い
生
活
共
同
体
の
感
情
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
た
統
一
的
な
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
一
つ
の
マ
ル
ク
を
占
有
し
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
共
同
で
利
用
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
よ
り
大
き
な
マ
ル
ク
か
ら

受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
総
体
（G

esam
m
theit

）
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
の
所
有
者
と
な
り
、
移
住
と

土
地
の
分
配
の
方
法
を
決
め
た
の
は
、
総
体
の
決
議
で
あ
っ
た
。
実
行
に
お
い
て
は
、
総
体
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
そ
う
思
わ
れ

る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
、
二
つ
の
道
を
と
っ
た
。
―
―
そ
れ
は
さ
ら
に
我
々
の
祖
国
の
大
部
分
の
も
と
で
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
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―
―
総
体
は
、
そ
れ
が
農
業
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
案
件
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
を
基
礎
づ
け
た
か
、
あ
る
い
は
、
総

体
は
、
と
く
に
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
や
ア
ル
プ
ス
地
方
に
お
け
る
よ
（
４
）

う
に
、
土
地
の
事
情
ま
た
は
部
族
の
傾
向
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ

て
、
そ
れ
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
共
同
体
を
放
牧
地
お
よ
び
森
林
利
用
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
個
別
の
農
場
」
に
移

住
（
５
）

し
た
。

�.

「
一
つ
の
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
」（
村
共
同
体eine
D
orfschaft

）
は
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
を
総
体
の
処
分
を
と
お
し
て
「
三
分
割
」

す
る
と
い
う
よ
う
に
、
移
住
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
基
礎
づ
（
６
）

け
た
。

１.

ま
ず
最
初
に
、
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
は
、
適
切
と
思
わ
れ
る
場
所
で
「
村
そ
の
も
の
」
の
設
定
の
た
め
に
一
つ
の
空
間
を
分
離
し

（
７
）

た
。
こ
の
村
に
お
い
て
、
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
は
共
同
の
目
的
―
―
集
会
、
神
々
の
祭
祀
、
家
畜
を
集
合
さ
せ
水
を
与
え
る
こ
と
、
共
同

の
施
設
な
ど
―
―
の
た
め
に
、
内
部
の
村
空
間
（forta

）
の
一
定
の
道
路
や
場
所
を
総
手
的
所
有
権
〔
総
有
〕
に
留
保
し
た
。
そ
の

他
の
土
地
を
、
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
は
、
完
全
な
権
利
を
有
す
る
仲
間
が
存
在
し
た
限
り
で
、
必
要
に
し
た
が
っ
て
測
ら
れ
た
〈
住
居

（sala,casa
dom
inicata

）、
農
場
、
雇
人
用
住
居
、
家
畜
小
屋
、
農
作
業
用
建
物
お
よ
び
庭
の
た
め
に
決
定
さ
れ
た
〉
屋
敷
地
（H

of-

stelle,
hof,
curtis,

toft,
bool

）
に
分
け
た
。
こ
れ
ら
の
土
地
部
分
は
、
個
々
の
仲
間
た
ち
に
自
由
な
特
別
所
有
権
の
た
め
に
割
り
当

て
ら
れ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
垣
を
め
ぐ
ら
さ
れ
、
そ
し
て
囲
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
土
地
に
つ
い
て
の
最
古

の
私
的
所
有
（
８
）

権
を
、
同
時
に
し
か
し
、
ゲ
ル
マ
ン
族
の
完
全
に
自
由
で
真
正
な
所
有
物
（eigen

）
と
し
て
、
最
古
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
（
土
地
支
配
）
を
―
―
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
で
個
々
の
家
父
が
〈
家
父
た
ち
の
総
体
が
マ
ル
ク
に
と
っ
て
そ
う
あ
っ
た
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
の
〉
独
立
し
た
物
的
な
平
和
の
ク
ラ
イ
ス
お
よ
び
法
の
ク
ラ
イ
ス
を
、
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

２.

そ
の
後
、
村
の
周
辺
に
お
け
る
鋤
（
す
き
）
や
大
鎌
に
服
せ
ら
れ
る
べ
き
土
地
―
―
大
部
分
は
開
墾
さ
れ
た
森
ま
た
は
干
拓
さ

れ
た
沼
沢
地
―
―
は
、
マ
ル
ク
か
ら
「
フ
ェ
ル
ト
マ
ル
ク
」（F

eldm
ark

田
畑
の
境
界
）
と
し
て
区
別
さ
（
９
）

れ
た
。
フ
ェ
ル
ト
マ
ル
ク
は
、
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状
態
と
地
質
に
従
っ
て
、
労
働
の
困
難
お
よ
び
収
穫
能
力
の
た
め
に
顧
慮
さ
れ
る
す
べ
て
の
事
情
の
大
体
の
評
価
に
基
づ
い
て
、
ほ
ぼ

釣
り
合
い
の
と
れ
た
状
態
を
有
す
る
、
相
当
数
の
異
な
る
大
き
さ
の
土
地
ま
た
は
畝
（B

eete

）（
草
地K

am
pe

、
耕
地G

ew
anne

、

田
畑E

schen

、F
eldung

、
耕
地agri,araturae

）
に
分
け
ら
（
１０
）

れ
た
。
こ
れ
ら
の
牧
草
地
の
各
々
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
縄
（Seil,reeb

）

の
利
用
の
も
と
に
、
道
路
か
ら
の
平
行
線
を
と
お
し
て
、
仲
間
が
存
在
し
た
限
り
で
等
し
い
一
条
の
土
地
（
一
区
画
の
土
地D

eele,

L
ose,

adportiones,
skifter

）
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
一
条
の
土
地
か
ら
そ
の
一
つ
が
、
そ
の
後
、
あ
ら
ゆ
る
草
地
に
お
い
て

一
区
画
の
土
地
の
助
け
を
借
り
て
、
あ
ら
ゆ
る
仲
間
に
対
し
て
、
彼
の
農
場
と
し
て
割
当
て
ら
れ
た
。
し
か
し
特
別
の
所
有
物
と
し
て

で
は
な
く
！
、
む
し
ろ
た
だ
一
定
の
時
期
の
た
め
の
任
命
と
収
穫
享
受
の
た
め
に
割
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
土
地
所

有
権
は
総
体
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
長
さ
は
、
お
そ
ら
く
支
配
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
条
件
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
最
古
の
時
代
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
一
年
を
超
え
ず
、
後
に
は
、
不
規
則
に
延
長
さ
れ
、
三
圃
式
耕

作
（D

reifelderw
irtschaft

）
の
導
入
と
と
も
に
、
し
か
し
、
三
年
ま
た
は
対
応
す
る
複
数
倍
の
期
間
の
も
の
に
変
化
（
１１
）

し
た
。
そ
の

期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
彼
の
区
画
部
分
に
つ
い
て
の
個
々
人
の
権
利
と
義
務
は
消
滅
し
、
そ
し
て
、
こ
の
部
分
は
再
び
共
同
の
マ
ル

ク
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
別
の
地
所
の
原
初
的
な
測
定
・
分
配
と
抽
選
が
続
い
た
。
や
が
て
、
し
か
し
、
規
則
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
の

導
入
と
と
も
に
、
耕
作
の
基
礎
に
あ
る
草
地
が
た
だ
一
度
限
り
固
定
的
に
決
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
た
だ
新
た
な
抽
選
だ
け
が
行
わ
れ

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
需
要
が
要
求
し
た
と
き
は
、
後
に
も
ま
た
、
さ
ら
に
新
た
な
牧
草
地
が
、
比
較
的
古
い
時
代
の
模
範
に

従
っ
て
、
共
有
の
マ
ル
ク
の
土
地
の
取
り
込
み
を
と
お
し
て
設
定
さ
れ
分
配
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
取
り
込
み
の
た
め
に
は
、
さ
ら

に
少
数
者
の
保
護
的
法
律
が
、
多
数
者
の
異
議
の
場
合
に
す
ら
権
限
を
与
（
１２
）

え
た
。
そ
れ
ゆ
え
真
の
そ
し
て
本
来
の
「
フ
ェ
ル
ト
ゲ
マ
イ

ン
シ
ャ
フ
ト
」（
耕
地
共
同
体F

eldgem
einschaft

）
が
存
在
し
た
の
で
（
１３
）

あ
る
。
農
地
と
牧
草
地
は
総
体
に
属
し
た
。
そ
し
て
、
個
々

の
仲
間
た
ち
は
一
定
の
土
地
部
分
に
つ
い
て
物
的
な
権
利
を
も
た
ず
、
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
反
復
す
る
抽
選
の
際
に
お
け
る
持
分
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の
割
当
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
の
、
彼
の
人
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
（
仲
間
権
）
の
み
を
有
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ

に
関
し
て
、
総
体
に
村
経
済
に
関
す
る
最
も
無
条
件
の
処
分
が
帰
属
し
た
こ
と
、
作
物
の
連
続
、
任
命
の
種
類
、
休
耕
年
の
交
替
、
耕

作
・
種
ま
き
お
よ
び
収
穫
の
時
期
、
休
閑
地
の
放
牧
な
ど
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
決
議
を
と
お
し
て
規
律
さ
れ
た
こ
と
は
、
自
ず
か
ら
理
解

さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
何
び
と
も
自
己
の
裁
量
で
離
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
固
有
の
村
の
恣
意
が
、
こ
れ
に
関
し
て
形
成
さ
れ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
―
―
一
言
で
言
え
ば
、
最
も
無
条
件
の
「
耕
作
統
制
」（F

lurzw
ang

）
が
真
の
フ
ェ
ル
ト
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
結
合

さ
れ
て
い
た
。
ま
だ
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
ま
で
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
一
般
に
通
例
的
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見

（
１４
）

え
る
。
そ
し
て
、〈
過
ぎ
去
っ
た
時
代
の
さ
も
な
け
れ
ば
消
息
不
明
の
状
態
か
ら
の
語
り
伝
え
ら
れ
た
証
明
を
提
出
す
る
と
す
（
１５
）

れ
ば
〉、

ま
だ
長
い
間
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
我
々
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
個
々
の
地
域
に
お
い
て
は
、
総
体
的
な
フ
ェ
ル
ト
マ
ル
ク
ま
た
は
そ
う
で

な
い
と
し
て
も
そ
の
一
部
の
定
期
的
な
抽
選
が
、
完
全
仲
間
の
間
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
の
よ
り
集

中
的
な
経
営
の
も
と
に
お
い
て
は
、
抽
選
は
、
中
止
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
れ
は
次
第
に
眠
り
に
入
り
、
あ
る
い
は
、
意
識
的

に
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
（
１６
）

ろ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
族
移
動
の
時
代
ま
で
に
は
、
北
欧
に
お
け
る
法
律
書
の
起
草
の
時
代
ま
で
に
は
、

こ
の
過
程
は
、
明
ら
か
に
本
質
的
に
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
分
配
さ
れ
た
耕
地
に
つ
い
て
の
仲
間
た
ち

（G
enossen

）
の
特
別
財
産
は
、
原
則
と
な
っ
て
（
１７
）

い
た
。
し
か
し
す
べ
て
の
そ
の
諸
結
果
は
、
古
い
総
手
的
所
有
権
（
総
有
）
と
必

ず
し
も
同
時
に
は
、
消
滅
し
な
か
っ
た
。
強
化
さ
れ
た
方
法
で
、
一
部
分
我
々
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
経
済
的
な
統
一
性
、
す
な
わ
ち
、

耕
作
統
制
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
非
本
来
的
」
ま
た
は
「
ゆ
る
い
」
フ
ェ
ル
ト
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
耕
地
共
同
体
）
が

存
続
（
１８
）

し
た
。
そ
し
て
、
一
連
の
最
も
重
要
な
諸
帰
結
に
お
い
て
、
総
体
の
か
つ
て
の
単
独
所
有
権
は
、
私
的
所
有
権
の
制
限
を
と
お
し

て
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
上
級
所
有
権
の
一
種
と
し
て
、
自
ら
を
通
用
さ
（
１９
）

せ
た
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
仲
間
の
ネ
ー
エ
ル
レ
ヒ
ト
（N

äherrecht

）

と
土
地
に
つ
い
て
の
諸
正
義
の
重
要
な
数
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
源
泉
と
な
っ
た
。
北
欧
に
お
け
る
原
初
的
に
運
動
す
る
諸
理
念
へ
の
追
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憶
が
、
最
も
強
力
に
受
け
止
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
最
も
注
目
に
値
す
る
証
明
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、〈《
時
間
の
長
さ
を
と

お
し
て
か
つ
て
反
復
す
る
抽
選
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
す
べ
て
の
耕
地
持
分
の
完
全
な
平
等
性
が
消
失
し
て
い
く
と
信
じ
た
》
あ
ら
ゆ

る
仲
間
が
、
そ
の
法
に
よ
っ
て
土
地
の
改
め
て
行
う
測
量
と
分
配
を
と
お
し
て
そ
の
再
創
出
―
―
い
わ
ゆ
るR

eebningsverfahren

（
再
平
等
化
手
続
）
―
―
を
導
く
こ
と
が
で
き
た
と
こ
（
２０
）

ろ
の
〉
も
っ
と
長
い
間
存
在
し
て
い
る
法
で
あ
る
。

我
々
の
時
代
に
お
い
て
耕
地
併
合
法
と
分
離
法
（V

erkoppelungs＝
A
blösungsgesetze

）
が
古
い
フ
ェ
ル
ト
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
の
最
後
の
痕
跡
を
消
滅
さ
せ
た
か
ま
た
は
消
滅
さ
せ
る
努
力
が
払
わ
れ
る
に
至
る
ま
（
２１
）

で
の
、
徹
底
し
て
緩
慢
な
発
展
に
お
い
て
、
と

く
に
個
々
人
の
自
由
意
思
に
よ
る
耕
地
整
理
（A

rrondierung

）
を
と
お
し
て
、
農
地
に
つ
い
て
の
固
有
権
（Sonderrecht

）
と
特

別
経
済
が
、
総
体
権
（G

esam
m
trecht

）
と
総
体
経
済
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
。

３.

最
後
に
、
少
な
か
ら
ず
重
要
で
あ
り
、
土
地
の
耕
作
が
ほ
と
ん
ど
発
展
し
な
か
っ
た
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
よ
り
高
い

重
要
性
を
有
し
た
の
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
地
方
団
体
）
生
活
に
と
っ
て
は
、
範
囲
の
上
で
は
遠
く
は
る
か

に
地
域
の
最
大
の
土
地
で
あ
る
、
不
可
分
の
ま
ま
に
留
ま
っ
た
「
共
同
の
マ
ル
ク
」

（
２２
）

（gem
eine

M
ark

）
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
人
々

に
共
有
の
地
域
（
ア
ル
メ
ン
デallm
ende

、
バ
イ
エ
ル
ン
のgem

ain

、
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
のham

m
erka

、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の

m
eenm

ark

、
ザ
ク
セ
ン
のm
eente

、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
のalm

enningr

、
ラ
テ
ン
人
のcom

m
une

、com
m
unitas

、com
m
ar-

chia

（
共
有
財
産
、
共
有
、
コ
ン
マ
ル
キ
ア
））
と
し
て
、
ま
た
は
、
た
ん
に
マ
ル
ク
（M

ark

）
と
し
て
も
名
づ
け
ら
れ
て
、
そ
れ
は
、

と
り
わ
け
森
、
牧
草
地
、
荒
野
お
よ
び
沼
地
、
湖
、
河
、
小
川
、
そ
し
て
泉
、
荒
れ
た
土
地
と
絶
壁
、
道
と
広
場
、
要
す
る
に
、
特
別

の
所
有
ま
た
は
利
用
の
た
め
に
分
離
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
土
地
を
包
含
（
２３
）

し
た
。
ア
ル
メ
ン
デ
で
は
、
た
ん
に
「
所
有
権
」
の
み
な

ら
ず「
利
用
」も
ま
た
、
総
体
の
も
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
こ
と
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
決
議
を
と
お
し
て
い
つ
で
も
可
能
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
そ
し
て
、
古
い
時
代
に
も
そ
の
後
の
時
代
に
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
個
々
の
仲
間
は
、
対
価
と
引
き
換
え
に
ま
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た
は
無
償
で
、
一
片
の
土
地
を
、
排
他
的
な
利
用
の
た
め
に
、
永
久
に
で
あ
れ
、
撤
回
可
能
的
に
で
あ
れ
、
一
時
的
に
で
あ
れ
、
指
示

さ
れ
て
受
け
取
っ
た
の
で
、
こ
の
土
地
は
、
永
久
に
ま
た
は
一
時
的
に
、
ア
ル
メ
ン
デ
か
ら
分
離
さ
（
２４
）

れ
た
。
そ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
の
土

地
は
、
そ
れ
が
所
有
権
の
た
め
に
与
え
ら
れ
ず
、
特
別
利
用
の
た
め
に
賃
貸
さ
れ
、
分
配
さ
れ
、
ま
た
は
規
則
的
に
抽
選
さ
れ
た
場
合

に
は
、
も
ち
ろ
ん
所
有
権
の
上
で
は
共
有
地
（G

em
einland

）
に
と
ど
ま
り
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
こ
れ
に
従
っ
て
名
づ
け
ら
（
２５
）

れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
、
古
い
一
区
画
の
農
地
と
全
く
同
様
に
、
利
用
上
は
特
別
財
産
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
来

の
ア
ル
メ
ン
デ
と
し
て
も
特
別
財
産
と
し
て
も
妥
当
せ
ず
、
一
区
画
の
農
地
と
同
様
に
、
あ
る
と
き
は
あ
る
人
に
、
ま
た
あ
る
と
き
は

別
の
人
に
、
よ
り
近
く
存
立
す
る
両
者
の
中
間
段
階
と
し
て
妥
当
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
前
者
〔
ア
ル
メ
ン
デ
〕
と
同
様
に
、
事

実
上
も
次
第
に
確
定
し
た
私
的
所
有
権
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
真
の
ア
ル
メ
ン
デ
、
す
な
わ
ち
、
完
全
な
ゲ
ル

マ
ン
的
総
有
財
産
（G

esam
m
teigen

）
は
、
た
だ
所
有
権
の
み
な
ら
ず
利
用
も
ま
た
、
す
べ
て
の
仲
間
た
ち
の
総
体
の
も
と
で
完
全

な
不
可
分
性
に
お
い
て
存
し
た
地
域
に
過
ぎ
な
か
（
２６
）

っ
た
。
こ
の
利
用
は
、
し
か
し
、
最
古
の
時
代
の
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
に
お
い
て
は
、
単
一
性
と
し
て
の
総
体
と
多
数
性
と
し
て
の
総
体
は
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
今
日
の
意
味
に
お
け
る
本
来
の

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
目
的
の
た
め
と
個
々
の
仲
間
の
私
的
目
的
の
た
め
と
で
は
、
全
く
同
じ
方
法
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
仲
間
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
森
に
お
い
て
木
を
建
築
、
燃
料
、
加
工
の
た
め
に
倒
す
権
利
、
豚
を
飼
料
の
た
め
に
そ
し
て
家
畜
を
牧
草
地

に
放
す
権
利
、
狩
を
し
、
魚
を
採
る
権
利
、
共
有
の
水
を
家
畜
の
飲
料
の
た
め
、
水
利
の
た
め
に
、
そ
し
て
水
車
経
営
の
た
め
に
利
用

す
る
権
利
、
泥
炭
や
粘
土
、
砂
お
よ
び
岩
石
を
掘
る
権
利
、
お
よ
び
、
類
似
の
も
の
が
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
そ
の
権
利
を
、
有
し
た
。
あ

ら
ゆ
る
仲
間
に
は
、
た
だ
―
―
自
己
の
経
済
の
必
要
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
決
議
と
い
う
―
―
二
つ
の
種
類
の
限
界
が
設
定
さ
れ
て
い
た
に

す
ぎ
な
い
。
前
者
は
、
マ
ル
ク
が
仲
間
の
た
め
に
の
み
存
在
し
、
仲
間
で
な
い
者
の
た
め
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
ゆ
え
で
あ
り
、
後
者

は
、
仲
間
が
た
だ
彼
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
ゆ
え
に
の
み
利
用
し
て
よ
く
、
そ
し
て
、
総
体
の
中
の
構
成
員
の
地
位
に
あ
っ
た
ゆ
え
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で
あ
る
。
元
来
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ル
メ
ン
デ
の
利
用
を
制
限
す
る
動
機
を
も
た
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

耕
作
さ
れ
て
い
な
い
土
地
は
豊
富
に
存
在
し
、
そ
の
実
り
は
無
尽
蔵
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
、
ゲ
マ
イ

ン
デ
は
、
次
第
に
多
く
利
用
権
を
固
定
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
の
を
見
た
。
す
べ
て
の
人
々
の
同
権
と
い
う
基
本
思
想
を
、
し
か
し
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
は
固
く
保
持
し
た
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
初
め
は
、
た
だ
需
要
の
事
実
的
な
差
異
の
み
が
事
実
的
な
不
平
等
を
惹
起
し
た
に
す

ぎ
（
２７
）

な
い
。

も
と
も
と
個
々
の
仲
間
の
ア
ル
メ
ン
デ
に
対
す
る
権
利
が
及
ん
だ
限
り
で
、
個
々
の
仲
間
に
は
、
マ
ル
ク
の
個
々
の
区
画
の
土
地
を
、

あ
る
と
き
は
（
例
え
ば
、
雌
鶏
の
飼
育
や
干
草
の
刈
入
れ
の
た
め
の
よ
う
な
）
一
時
的
な
利
用
の
た
め
だ
け
に
、
あ
る
と
き
は
し
か
し

永
続
的
な
特
別
財
産
と
し
て
、
自
己
自
身
の
た
め
に
排
他
的
に
占
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
と
く
に
個
々
の
仲
間
は
、
彼
の
経
済
の

需
要
が
そ
れ
を
要
求
し
た
と
き
は
、
森
の
開
墾
ま
た
は
実
り
な
き
一
条
の
土
地
の
そ
の
他
の
耕
作
を
と
お
し
て
彼
の
特
別
財
産
を
大
き

く
す
る
か
、
ま
た
は
、
た
ん
に
垣
で
囲
い
そ
し
て
柵
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
を
と
お
し
て
す
ら
個
々
の
領
域
部
分
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き

（
２８
）

た
。
非
常
に
著
し
く
、
共
有
の
マ
ル
ク
は
、
ま
だ
無
尽
蔵
な
財
産
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
、
そ
し
て
ま
た
、
現
在
も
な
お
労
働

〔
を
加
え
る
こ
と
〕
が
初
め
て
土
地
に
財
産
価
値
を
与
え
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
、
ひ
と
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
実
質
の
減
少
よ
り

も
よ
り
大
き
く
用
益
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
つ
ね
に
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
総
体
の
黙
示
的
承
認
が
前
提
と
さ
れ
え

た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
総
体
の
異
議
は
、
仲
間
に
対
し
て
は
、
こ
の
こ
と
を
疑
い
も
な
く
仲
間
で
な
い
者
に
対
し
て
行
っ
た
よ
う
に
、

開
墾
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
（
２９
）

あ
る
。
後
に
は
、
も
ち
ろ
ん
い
つ
で
も
さ
ら
に
容
易
に
獲
得
す
べ
き
ま
ま
で
あ
っ
た

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
明
示
的
な
承
認
は
、
マ
ル
ク
ラ
ン
ト
の
す
べ
て
の
比
較
的
重
要
な
先
占
に
と
っ
て
、
不
可
欠
の
必
需
品
と
な
（
３０
）

っ
た
。
そ

し
て
、
た
だ
極
め
て
制
限
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
、
と
き
お
り
慣
習
を
と
お
し
て
、〈
し
ば
し
ば
、
ひ
と
が
境
界
に
つ
い
て
槌（
つ

ちH
am
m
er

）
や
斧
（
お
のB

eil

）
を
投
げ
さ
せ
、
ま
た
は
、
鶏
を
飛
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
た
地
域
に
限
定
さ
れ
て
で
は
あ
（
３２
）

る
が
〉、
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い
わ
ゆ
る
築
堤
や
柵
囲
い
、
放
牧
地
ま
た
は
野
（
３１
）

菜
園
の
設
置
を
求
め
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
も
彼
の
特
別
財
産
の
基
礎

に
先
ず
第
一
に
存
し
て
い
る
マ
ル
ク
部
分
の
排
他
的
な
利
用
を
求
め
る
、
仲
間
の
確
定
的
な
権
利
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
残
り
は
、
あ

ま
り
重
要
で
な
か
っ
た
の
で
、
開
墾
（R

odung

）
と
土
地
占
拠
（L
andnahm

e

）
は
、
土
地
占
有
の
不
平
等
の
最
初
の
成
立
の
た
め

の
本
質
的
で
な
く
は
な
い
原
因
で
あ
っ
た
。

�.

「
農
民
共
同
体
」（B

auerschaften

）
は
、
そ
の
よ
う
な
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
（
村
落
共
同
体
）
と
の
反
対
に
お
い
て
、
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
個
別
の
農
場
に
向
け
て
定
住
を
選
択
し
た
場
所
で
成
立
し
た
。
や
が
て
あ
ら
ゆ
る
仲
間
に
、
直
ち
に
マ
ル
ク
か
ら

〈
農
場
の
場
所
の
た
め
お
よ
び
農
地
の
総
体
の
た
め
に
十
分
で
あ
り
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て
森
や
荒
野
を
包
含
し

た
〉
か
な
り
大
き
な
地
域
が
〈
ド
ル
フ
マ
ル
ク
の
小
さ
く
さ
れ
た
形
を
維
持
し
つ
つ
〉
分
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
個
々
人
は
、
完

全
に
真
正
な
所
有
財
産
を
受
け
取
り
、
そ
し
て
、
彼
は
そ
の
回
り
を
囲
み
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
（G

rundherr

大

土
地
所
有
者
）
と
な
り
フ
リ
ー
デ
ン
ス
ヘ
ル
（F

riedensherr

平
和
の
主
人
）
と
な
っ
た
。
フ
ェ
ル
ト
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
存
在
し

な
か
っ
た
が
、
耕
作
統
制
の
代
わ
り
に
、
以
前
か
ら
囲
い
地
経
済
（K

oppelw
irtschaft

）
が
存
在
し
た
。
し
か
し
定
住
の
こ
の
方
法

に
お
い
て
も
ま
た
、
分
配
さ
れ
ざ
る
土
地
が
、
共
有
マ
ル
ク
（G

em
einm

ark

）
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
の
占
有
と
利
用
に
お
い
て

と
ど
ま
り
、
そ
し
て
、
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
そ
れ
が
奉
仕
し
た
の
と
正
確
に
同
一
の
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は

そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
経
済
的
な
統
一
体
は
最
初
か
ら
ア
ル
メ
ン
デ
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
仲
間
た

ち
の
間
に
存
在
し
た
ヨ
リ
ゆ
る
い
関
連
は
、
個
々
人
へ
の
総
体
の
よ
り
僅
か
な
影
響
力
に
お
い
て
現
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し

耕
地
共
同
体
お
よ
び
耕
作
統
制
と
関
連
す
る
諸
制
度
か
ら
目
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
農
民
共
同
体
と
村
落
共
同
体
の
法
組
織
は
、
完
全
に

等
し
く
形
成
さ
（
３３
）

れ
た
。

�.

こ
の
「
組
織
」（V

erfassung

）
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
何
時
の
時
代
か
に
氏
族
ゲ
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ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
ま
た
は
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
組
織
と
一
致
し
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
氏
族
フ
ロ
イ
ン
デ
（
氏
族
の
友
）

ま
た
は
部
族
フ
ロ
イ
ン
デ
（
部
族
の
友
）
の
定
住
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
ま
ず
民
族
の
編
成
に
お
い
て
、
そ
れ
が
定
住
以
前

に
そ
う
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
、〔
そ
し
て
〕
そ
れ
が
ま
だ
現
在
も
民
族
移
動
の
開
始
の
際
に
再
び
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
、
留

ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
案
件
に
、
た
だ
、
そ
れ
を
と
お
し
て
隣
人
関
係
、
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の
総
手
的
所

有
権
（
総
有
）、
そ
し
て
、
民
族
の
共
同
の
耕
作
を
と
お
し
て
形
成
さ
れ
る
、
新
た
な
案
件
だ
け
が
付
け
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
速
や
か
に
、
定
住
の
よ
り
大
き
な
安
定
性
に
よ
っ
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
そ
の
本
質
を

変
化
さ
せ
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
一
つ
の
ジ
ッ
ペ
の
分
裂
と
移
動
、
拡
散
と
、
他
の
ジ
ッ
ペ
の
消
滅
、
新
た
に
魅
力
あ
る
他
の
人
々
の

許
容
は
、
擬
制
的
な
氏
族
従
兄
弟
関
係
（G

eschlechtsvetterschaft

）
の
技
巧
的
シ
ス
テ
ム
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ゲ
マ

イ
ン
デ
と
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
事
実
的
同
一
性
と
と
も
に
、
概
念
的
同
一
性
を
も
ま
た
、
破
壊
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
マ

ル
ク
住
民
の
共
通
の
出
自
に
つ
い
て
の
思
い
出
は
、
実
際
の
親
類
関
係
が
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
時
間
の
長
さ
の
ゆ
え
に
証
明
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
も
ま
た
、
消
失
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
血
の
友
好
団
体
（B

lutfreundschaft

）
と
は
異

な
る
隣
人
友
好
団
体
が
成
立
し
、
そ
し
て
、
い
ま
や
彼
ら
自
身
の
道
を
進
む
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
並
ん
で
お
よ
び
氏
族
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
間
に
、
隣
人
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
す
な
わ
ち
、
村
落
マ
ル
ク
仲
間
（D

orfm
arkgenossen

）、
隣
人
た

ち
（vicini

）、
境
界
仲
間
（com

m
archia

）
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
成
立
（
３４
）

し
た
。
す
で
に
民
族
法
の
時
代
に
ま
だ
散
在
し
て
い

た
〈
氏
族
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
も
と
も
と
の
一
致
に
対
す
る
〉
追
憶
が
―
―
ア
ラ
マ
ン
ニ
ー
〔
族
の
〕
法lex

A
lam
annorum

の
系
図

お
よ
び
ブ
ル
グ
ン
ド
のfarae

に
お
け
る
よ
う
に
―
―
維
持
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
必
ず
し
も
同
時
に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
の
す
べ
て
の
帰
結
を
放
棄
し
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ー
デ
権
お
よ
び
殺
人
賠
償
権
、

親
族
会
議
（F

am
ilienrath

）
と
親
族
裁
判
所
（F

am
iliengericht

）
を
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
ジ
ッ
ペ
に
委
ね
た
。
し
か
し
ゲ
マ
イ
ン
デ
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は
、
平
和
と
法
の
た
め
の
、
そ
し
て
、
生
活
全
体
の
た
め
の
、
人
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
感
情
に
基
づ
く
結
合
体
に
と
ど
ま
っ

た
。
ひ
と
が
こ
の
こ
と
を
極
め
て
し
ば
し
ば
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
い
ま
や
直
ち
に
た
ん
な
る
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
す
な

わ
ち
、
共
同
の
土
地
財
産
の
経
営
と
い
う
私
法
的
な
目
的
を
有
す
る
社
団
と
な
っ
た
の
で
は
（
３５
）

な
い
。
む
し
ろ
先
ず
最
初
は
、
マ
ル
ク
共

同
体
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
生
活
共
同
体
の
「
結
果
」
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、「
基
礎
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ

れ
は
、
そ
の
「
唯
一
の
」
結
果
で
は
な
く
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
結
果
の
中
の
「
一
つ
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ゲ

マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
の
う
え
、
民
族
の
構
成
部
分
と
し
て
「
政
治
的
な
」
意
義
を
有
し
た
。
そ
れ
は
、
民
族
の
最

下
位
の
裁
判
制
度
と
軍
隊
制
度
の
部
門
で
あ
（
３６
）

っ
た
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
集
会
に

お
い
て
共
通
の
、
決
し
て
マ
ル
ク
事
件
に
制
限
さ
れ
な
か
っ
た
法
を
村
の
裁
き
（D

orfw
eistum

）
に
お
い
て
確
定
し
、
村
の
意
思
を

と
お
し
て
継
続
的
に
形
（
３７
）

成
し
、
村
の
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
と
し
て
、
し
か
し
、
よ
り
些
細
な
争
い
お
よ
び
刑
事
事
件
に
お
い
て
も
ま

た
機
（
３８
）

能
し
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
平
和
を
警
告
し
、
そ
し
て
、
た
ん
に
経
済
的
な
こ
と
が
ら
だ
け
で
は
な
い
「
す
べ
て
の
」
共
通
の
案
件
を

審
議
し
秩
序
づ
け
た
と
こ
ろ
の
、
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
り
、
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
案
件
に
お
け
る
裁
判
官
お
よ
び
代
表
者
と
し
て
、
そ
れ
は
、
自
由
な
選
挙
を
と
お
し
て
村
の
裁
判
官
お
よ
び
農
民
裁

判
官
を
任
命
（
３９
）

し
た
。
す
べ
て
の
そ
の
仲
間
た
ち
の
た
め
に
は
、
そ
れ
は
、
宗
（
４０
）

教
的
か
つ
道
徳
的
な
共
同
体
を
形
成
し
、
そ
し
て
、
そ
の

構
成
員
を
非
常
に
拡
張
さ
れ
た
相
互
的
な
扶
助
へ
と
義
務
づ
（
４１
）

け
た
。
裁
判
所
で
証
人
お
よ
び
宣
誓
補
助
人
と
し
て
相
互
に
援
助
す
る
と

い
う
ゲ
マ
イ
ン
デ
仲
間
の
権
利
と
（
４２
）

義
務
、
求
め
る
者
に
助
け
を
急
ぎ
、
彼
を
村
全
体
と
し
て
不
正
の
攻
撃
に
対
し
て
守
る
義
務
、
病
気

に
な
っ
た
仲
間
お
よ
び
困
窮
し
た
仲
間
の
た
め
に
世
話
を
す
る
義
務
、
死
亡
に
お
い
て
す
ら
仲
間
を
放
置
せ
ず
、
彼
を
埋
葬
し
そ
し
て

彼
の
死
体
に
随
行
す
る
〔
葬
儀
に
列
席
す
る
〕
義
務
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
そ
の
根
に
お
い
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
結
び
つ
け
る
人
的
な

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
紐
帯
の
き
わ
め
て
古
い
諸
結
果
で
あ
り
、
た
と
え
ほ
と
ん
ど
そ
の
登
場
が
後
の
時
代
に
は
じ
め
て
書
面
上
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に
証
明
さ
れ
る
と
し
て
も
、
―
―
隣
人
的
居
住
の
比
較
的
最
近
の
諸
成
果
な
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
仲
間
た
ち
の
緊
密
な
結
合
が
、

仲
間
た
ち
が
個
々
の
諸
権
利
に
従
っ
て
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
、
彼
ら
の
仲
間
の
一
人
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
彼

ら
の
総
体
の
中
で
二
次
的
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
及
ん
だ
限
り
で
、
そ
し
て
、
後
に
立
法
が
時
々
よ
り
狭
い
か
よ
り
広
い
ゲ
マ

イ
ン
デ
を
、
犯
罪
を
犯
し
た
仲
間
を
裁
判
所
に
引
き
渡
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
は
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
責
任
あ
り
と

し
た
限
り
で
、
こ
の
命
令
の
可
能
性
は
、
い
か
に
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
、
た
ん
な
る
経
済
団
体
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
対
外
的
に
も

対
内
的
に
も
き
わ
め
て
同
様
に
、
平
和
と
法
の
た
め
の
公
的
お
よ
び
政
治
的
団
体
と
し
て
、
観
察
さ
れ
た
か
を
証
明
し
て
（
４３
）

い
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
共
通
の
案
件
の
中
で
格
段
に
最
も
主
で
あ
っ
た
も
の
は
、
マ
ル
ク
と
農
業
に
関
係
す
る
案
件
で
あ
り
、

そ
し
て
、
こ
こ
に
彼
ら
の
審
議
、
決
議
、
判
決
そ
し
て
選
挙
の
主
た
る
領
域
が
存
し
た
。
た
だ
、
ひ
と
は
、
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の
彼
ら

の
真
正
な
所
有
権
が
単
な
る
私
的
所
有
権
で
は
な
く
、
彼
ら
に
同
時
に
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
土
地
支
配G

rundherrschaft

）

を
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
物
的
な
マ
ル
ク
平
和
と
マ
ル
ク
法
の
創
出
と
使
用
を
、
保
証
し
た
こ
と
だ
け
を
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
べ
て
の
諸
関
係
の
中
で
、
土
地
占
有
の
意
義
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
マ
ル
ク
共
同
体
が
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
結
合
の
主
た
る
内
容
と
し
て
現
わ
れ
、
す
べ
て
の
そ
の
他
の
も
の
は
、
た
だ
マ
ル
ク
共
同
体
の
付
属
物
に
す
ぎ

な
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

全
体
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
と
全
く
対
応
す
る
仕
方
に
お
い
て
、
個
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
（
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

法
）
の
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
に
対
応
し
た
の
は
、〈
客
観
的
な
統
一
体
と
し
て
フ
ー
フ
ェ
（
区
画
の
耕
地

H
ufe

）、M
ansus

、B
ool

ま
た
は
ロ
ー
ス
（L

os

一
区
画
の
耕
地
）
と
い
う
集
合
名
詞
を
も
っ
て
名
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
農
場
、
一

区
画
の
農
地
に
対
す
る
請
求
権
、
な
ら
び
に
、
区
別
さ
れ
た
農
地
部
分
、
そ
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
土
地
（G

em
eindeland

）
に
対
す

る
要
求
権
か
ら
構
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
〉、
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の
諸
権
利
の
総
体
で
あ
（
４４
）

っ
た
。
こ
の
フ
ー
フ
ェ
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
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ト
の
中
核
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
、
し
か
し
、
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
流
出
で
あ
り
、
そ
し
て
、
後
に
な
っ

て
初
め
て
こ
の
関
係
が
逆
転
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
初
は
ま
た
、
完
全
仲
間
（V

ollgenossen

）
の
フ
ー
フ
ェ
は
、
相
互

に
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
経
済
的
に
見
れ
ば
、
単
純
な
フ
ー
フ
ェ
は
〈
そ
れ
は
絶
え
ず
一
つ
の
家
族
の
必
要
と
一
つ
の
鋤

の
仕
事
に
対
応
し
た
の
で
あ
っ
た
（
４６
）

か
ら
〉
至
る
所
で
大
体
「
同
価
値
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
ル
ク
に
お
い
て

フ
ー
フ
ェ
の
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
と
さ
ま
ざ
ま
な
姿
が
登
場
し
た
か
も
し
れ
な
か
（
４５
）

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
マ
ル
ク
の
内
部
に
お
い

て
は
、
最
初
は
、
た
ぶ
ん
、
選
ば
れ
た
代
表
者
の
利
益
に
な
る
僅
か
な
修
正
を
伴
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
か
な
る
差
異
も
優
越
も

存
在
し
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
自
由
な
完
全
仲
間
は
、
同
じ
大
き
さ
の
そ
し
て
同
じ
く
整
備
さ
れ
た
フ
ー
フ
ェ
を
有
し
た
。
そ
し
て
、

彼
は
、
彼
が
ゲ
ノ
ッ
セ
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
フ
ー
フ
ェ
を
有
し
た
の
で
あ
り
、
彼
が
フ
ー
フ
ェ
を
有
し
た
ゆ
え
に
ゲ
ノ
ッ
セ
な
の
で
は
な

か
っ
た
。

ひ
と
が
こ
の
視
点
を
厳
格
に
確
保
す
る
限
り
、
フ
ー
フ
ェ
に
つ
い
て
の
相
続
権
は
存
在
し
な
か
（
４７
）

っ
た
。
父
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
を

す
べ
て
の
関
係
に
お
い
て
継
続
し
た
息
子
だ
け
が
、
そ
し
て
、
多
数
の
息
子
た
ち
の
う
ち
誕
生
ま
た
は
選
挙
が
決
定
す
る
一
人
が
、
た

ぶ
ん
以
前
か
ら
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
決
議
な
し
に
、
父
の
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
へ
と
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
息
子
が
存
在
し
な

か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
限
り
で
、
フ
ー
フ
ェ
は
、
隣
人
た
ち
の
総
体
へ
と
戻
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
総
体
が
他
の
人
に
割
当
て
た
。
逆

に
、
あ
ら
ゆ
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
は
、
彼
が
独
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
フ
ォ
ル
ゲ
ノ
ッ
セ
の
中
に
登
場
す
る
や
否
や
、
従
っ

て
一
人
の
父
の
幾
人
か
の
息
子
た
ち
の
各
々
は
、
マ
ル
ク
に
お
け
る
フ
ー
フ
ェ
を
求
め
る
請
求
権
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

フ
ー
フ
ェ
が
明
い
て
お
ら
ず
、
彼
が
、
戦
争
ま
た
は
移
住
に
お
い
て
彼
の
幸
福
を
求
め
る
こ
と
を
選
ば
な
い
と
き
は
、
彼
に
は
、
新
た

な
フ
ー
フ
ェ
が
作
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
共
有
の
マ
ル
ク
の
中
に
お
け
る
新
開
墾
地
を
と
お
し
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ

ち
、〔
そ
れ
は
〕
土
地
が
有
り
余
っ
て
い
る
よ
り
古
い
時
代
に
お
い
て
は
非
常
に
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
見
え
た
の
で
、
ひ
と
は
、
同
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じ
方
法
に
お
い
て
外
国
人
を
と
お
し
て
の
新
た
な
フ
ー
フ
ェ
の
複
合
全
体
の
設
定
を
す
ら
、
気
前
よ
く
許
し
た
手
続
で
あ
っ
た
。
―
―

し
か
し
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
そ
の
も
の
と
同
様
に
、
最
古
の
フ
ー
フ
ェ
も
ま
た
、
単
に
相
続
不
可
能
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
不
可

分
で
も
あ
っ（
４８
）

た
。
総
体
の
同
意
な
し
に
フ
ー
フ
ェ
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
こ
と
に
、
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
諸
点
に
お
い
て
は
、
と
こ
ろ
で
、
し
か
し
、〈
最
初
は
農
場
に
つ
い
て
成
立
し
、
や
が
て
農
地
と
牧
場
を
、
そ

し
て
最
後
に
フ
ー
フ
ェ
全
体
を
把
握
す
る
〉
土
地
に
つ
い
て
の
私
的
所
有
権
の
概
念
の
形
成
は
、
完
全
な
急
変
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
フ
ー
フ
ェ
は
、
つ
ね
に
よ
り
多
く
譲
歩
し
て
い
く
制
限
の
も
と
で
、
相
続
可
能
、
分
割
可
能
そ
し
て
譲
渡
可
能
な
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
り
、
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
を
条
件
づ
け
た
の
は
、
た
ん
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
―
―
こ

の
こ
と
が
公
法
と
私
法
を
区
別
し
え
た
我
々
の
今
日
の
見
方
に
対
応
し
た
か
も
し
れ
な
い
よ
う
に
―
―
い
ま
や
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
と

フ
ー
フ
ェ
占
有
が
、
た
と
え
い
ず
れ
に
せ
よ
緊
密
に
相
互
に
関
連
し
合
う
独
立
の
諸
権
利
と
し
て
、
平
行
し
て
登
場
し
た
の
で
は
な
く
、

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
と
フ
ー
フ
ェ
の
古
い
同
一
性
が
存
続
し
続
け
、
二
つ
の
要
素
の
相
互
の
関
係
だ
け
が
逆
転
し
た
の
で
あ
る
。
ゆ
っ

く
り
と
し
た
移
行
の
中
で
、
そ
し
て
、〈
そ
こ
に
お
い
て
、
一
つ
の
あ
る
相
互
作
用
の
中
で
は
、
若
干
の
関
係
に
お
い
て
ま
だ
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
レ
ヒ
ト
が
現
れ
、
別
の
相
互
作
用
の
中
で
は
、
す
で
に
基
礎
と
し
て
の
フ
ー
フ
ェ
に
つ
い
て
の
権
利
が
法
全
体
の
指
導
的
な
部
分

と
し
て
現
れ
る
〉
と
い
う
一
連
の
中
間
段
階
を
と
お
し
て
、
最
終
的
に
、
も
と
も
と
の
状
態
と
の
直
接
の
対
立
に
お
い
て
、
フ
ー
フ
ェ

が
、
全
体
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ー
フ
ェ
に
つ
い
て
の
物
的
権
利
は
、
た
だ
原
因
と
な
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
人
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
レ
ヒ
ト
は
、
結
果
で
あ
り
、
付
属
物
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
後
者
は
、
主
観
的
物
的
権
利
と
な
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
フ
ー
フ
ェ

占
有
者
の
団
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
！
物
化
と
い
う
こ
の
最
終
の
目
標
は
、
完
全
に
そ
し
て
純
粋
に
は
、
ほ
と
ん
ど
ど
こ
で
も
、
そ
し
て
、
ど
の
時

期
に
も
、
最
も
最
近
の
時
代
に
至
る
ま
で
は
、
到
達
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、〈
何
ら
か
の
点
に
お
い
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
人
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格
を
自
ら
の
た
め
に
保
持
し
、
そ
し
て
、
そ
の
側
か
ら
フ
ー
フ
ェ
に
つ
い
て
の
物
的
権
利
に
条
件
的
か
つ
決
定
的
に
遡
及
力
を
有
し
た

で
あ
ろ
う
〉
レ
ア
ル
ゲ
マ
イ
ン
デ
（R

ealgem
einde

農
地
所
有
者
共
同
体
）
は
証
明
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
長

い
過
程
の
出
発
点
と
目
標
の
間
に
は
、〈
そ
れ
ら
の
段
階
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
個
々
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
一
時
的
ま
た
は
永
久
的
に
足

が
か
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
の
〉
無
数
の
諸
段
階
が
存
在
し
た
。
長
い
間
、
さ
ら
に
、
か
な
り
一
般
的
な
広
が
り
に
お
い
て
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
（
後
に
相
続
権
と
し
て
把
握
さ
れ
る
）
復
帰
権
（H

eim
fallsrecht

）
が
、
少
な
く
と
も
相
続
人
の
な
い
（
４９
）

遺
産
の
場
合

の
た
め
に
保
持
さ
れ
、
自
由
な
譲
渡
性
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
の
ネ
ー
エ
ル
レ
ヒ
ト
ま
た
は
売
却
権
に
、
そ
の
限

界
を
見
出
し
、
分
割
を
道
徳
と
慣
習
が
制
限
し
た
。
そ
し
て
、
つ
ね
に
マ
ル
ク
共
同
体
へ
の
完
全
な
参
加
の
た
め
に
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

団
体
（G

enossenverband

）
へ
の
〈
も
ち
ろ
ん
黙
示
的
に
も
ま
た
行
わ
れ
え
た
〉
人
的
な
採
用
が
不
可
欠
の
要
件
と
な
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
基
本
思
想
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
す
で
に
こ
の
時
代
の
終
わ
り
に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
土
地
に
つ
い
て
の
物

的
権
利
か
ら
流
出
す
る
結
合
で
あ
り
、〈
完
全
な
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
だ
け
が
完
全
な
自
由
、
殺
人
賠
償
金
、
徴
兵
権
、
お
よ
び
、
裁
判

所
と
集
会
へ
の
参
加
を
保
証
す
る
〉
真
の
「
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
お
よ
び
フ
ー
フ
ェ
ン
ゲ
マ
イ
ン
デ
」
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
す
で
に
ひ
と
が
フ
ー
フ
ェ
を
そ
れ
自
ら
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
レ
ヒ
ト
の
担
い
手
と
み
な
し
、
人
間
を
ほ
と
ん
ど
た
だ
そ
の
代

表
者
と
み
な
（
５０
）

し
た
と
こ
ろ
の
見
方
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

輪
郭
づ
け
ら
れ
た
発
展
過
程
が
事
実
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
こ
ろ
で
、
も
ち
ろ
ん
個
別
的
に
は
、
―
―
と
く
に
そ
の
過
程
の

前
半
に
つ
い
て
は
―
―
書
面
で
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
我
々
に
保
存
さ
れ
て
い
る
原
典
は
、
ほ
と
ん
ど
た
だ
、
フ
ー
フ
ェ
に
つ
い
て

の
私
的
所
有
権
が
完
全
に
浸
透
し
、
そ
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
物
化
が
き
わ
め
て
広
く
進
歩
し
た
時
代
か
ら
の

も
の
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
内
的
な
必
然
性
か
ら
目
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
少
な
く
と
も
長
い
そ
し
て
暗

い
道
の
個
々
の
諸
点
を
明
る
い
一
条
の
光
を
も
っ
て
照
ら
し
出
す
、
二
三
の
重
要
な
外
的
な
証
言
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ザ
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リ
エ
ル
フ
ラ
ン
ク
族
（salische

F
ranken

）
の
村
々
に
関
す
る
二
三
の
報
告
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
古
い
原
則
と
新
し
い
原
則
の
闘

い
が
明
瞭
に
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

先
ず
最
初
に
、
サ
リ
カ
法
（lex

Salica

）
のde

m
igrantibus

（
移
住
者
た
ち
に
つ
い
て
）
と
い
う
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
他

所
の
者
の
ド
ル
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
加
入
が
す
で
に
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
ま
だ
、
そ
れ
は
、
す
べ
て

の
ゲ
ノ
ッ
セ
の
全
員
一
致
の
決
議
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
。
他
所
の
者
が
、
そ
の
よ
う
な
決
議
な
し
に
、
そ
れ
自
体
有
効
な
権
原

（T
itel

）
に
基
づ
い
て
、
そ
し
て
し
か
も
正
当
な
解
釈
に
従
（
５１
）

っ
て
、
た
ん
に
移
住
と
森
の
開
墾
を
と
お
し
て
の
み
な
ら
ず
、
一
人
ま

た
は
幾
人
か
の
ゲ
ノ
ッ
セ
の
側
か
ら
の
譲
渡
を
と
お
し
て
も
ま
た
、
一
つ
の
フ
ー
フ
ェ
を
ド
ル
フ
（
村
）
の
中
に
ま
た
は
ド
ル
フ
マ
ル

ク
の
中
に
取
得
す
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
彼
に
対
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
が
厳
か
な
形
式
に
お
い
て
場
所
の
放
棄
を
勧
告
し
、

そ
し
て
、
こ
れ
が
不
奏
功
の
ま
ま
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
に
よ
っ
て
そ
れ
を
強
制
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
彼
は

彼
が
取
得
し
た
も
の
を
失
い
、
そ
し
て
、
そ
の
上
、
罰
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
先
行
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
決
議

な
し
に
、
他
所
の
者
に
村
の
中
に
移
っ
て
く
る
原
因
を
与
え
た
ゲ
ノ
ッ
セ
、
と
く
に
隣
人
た
ち
（vicini

）
の
同
意
な
し
に
そ
の
こ
と

を
目
標
と
す
る
法
律
行
為
を
締
結
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
に
は
、
刑
罰
が
課
さ
れ
た
の
で
（
５２
）

あ
る
。
し
か
し
―
―
そ
し
て
こ
の
点
に
す
で
に
よ
り

新
し
い
解
釈
の
侵
入
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
―
―
他
所
者
が
十
二
人
の
は
げ
頭
（zw

ölf
M
onde

）
を
自
ら
の
た
め
に
フ
ー
フ
ェ

の
占
有
に
お
い
て
異
議
な
き
状
態
に
お
い
て
見
出
し
た
と
き
は
、
彼
は
、
い
ま
や
完
全
な
権
利
を
有
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
と
み
な
さ
れ
る
べ

き
で
（
５３
）

あ
る
。
ひ
と
が
後
者
を
黙
示
的
な
受
け
入
れ
に
帰
着
さ
せ
う
る
な
（
５４
）

ら
ば
、
フ
ー
フ
ェ
の
取
得
時
効
（E

rsitzung

）
の
思
想
、
そ

し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
隣
人
法
（V

icinenrecht

）
の
思
想
、
そ
れ
ゆ
え
す
な
わ
ち
物
的
権
原
の
承
認
は
、
す
で
に
非
常
に
明
白
に
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
区
画
の
土
地
財
産
（L

osgut

）
に
つ
い
て
の
相
続
権
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
サ
リ
カ
法
に
お
い
て
、
た
だ
唯
一
、
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男
性
の
子
孫
の
た
め
の
最
古
の
論
評
と
認
め
ら
れ
る
。
娘
た
ち
は
、
彼
女
ら
が
フ
ォ
ル
ゲ
ノ
ッ
セ
（
完
全
仲
間
）
と
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
、
他
の
民
族
法
も
ま
た
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
よ
（
５５
）

う
に
、
排
除
さ
れ
た
。
し
か
し
さ
ら
な
る
男
子
の
系
統
（M

annsstam
m

）

も
ま
た
、
ま
だ
ド
ル
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
（
村
仲
間
）
の
前
に
は
劣
後
し
た
よ
う
に
見
（
５６
）

え
る
。
六
世
紀
に
お
い
て
初
め
て
、
も
し
息
子
た
ち
が

存
在
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
娘
た
ち
、
兄
弟
姉
妹
た
ち
に
も
ま
た
、
相
続
権
が
、
ド
ル
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
に
先
立
っ
て
帰
属
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
が
、
法
律
的
に
確
定
さ
（
５７
）

れ
た
。
そ
し
て
、
ま
も
な
く
ゲ
ノ
ッ
セ
の
権
利
は
完
全
に
消
滅
し
、
こ
れ
が
村
団
体
に
お
い
て
存
し
な
い

土
地
占
有
の
場
合
に
す
で
に
早
く
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
先
ず
最
初
は
完
全
な
男
子
系
統
が
、
次
に
女
性
た
ち
が
相
続
し

た
の
で
（
５８
）

あ
る
。

�.

土
地
に
つ
い
て
の
私
的
所
有
権
の
形
成
は
、
し
か
し
、〈
人
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
の
代
わ
り
に
マ
ル
ク
社
団
お
よ
び
フ
ー

フ
ェ
社
団
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
た
ん
に
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
基
礎
を
変
化
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は

ま
た
、
す
で
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
組
織
の
真
の
解
体
の
芽
を
自
ら
の
中
に
担
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
土
地

に
つ
い
て
の
確
固
と
し
た
私
的
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
や
否
や
、
占
有
の
平
等
性
が
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方

で
は
、
フ
ー
フ
ェ
の
分
割
は
、〈
そ
の
占
有
者
に
完
全
農
民
の
権
利
を
与
え
る
の
に
は
も
は
や
適
さ
な
い
〉
よ
り
小
さ
な
土
地
の
成
立

へ
と
導
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
は
、〈
先
占
、
開
墾
、
い
く
つ
か
の
フ
ー
フ
ェ
ま
た
は
フ
ー
フ
ェ
複
合
全
体
の
取
得

が
、
個
々
人
の
特
別
財
産
を
著
し
く
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
よ
り
大
き
な
土
地
占
有
が
成
立
し
た
。
一
た
び
成
立
す
る
と
、
不
平

等
性
は
止
め
が
た
く
成
長
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
占
有
と
力
の
自
然
的
な
魅
力
、〈
強
者
た
ち
の
所
有
欲
と
圧
迫
に
は
役
立
っ
た
が
、

し
か
し
自
由
民
た
ち
を
彼
ら
の
真
の
所
有
物
の
自
己
放
棄
へ
と
駆
り
立
て
た
〉
混
沌
た
る
時
代
の
無
保
護
状
態
と
無
権
利
状
態
は
、
土

地
支
配
（
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
を
や
が
て
際
限
な
く
増
大
さ
せ
た
。
僅
か
な
世
紀
の
過
程
の
中
で
、
す
べ
て
の
諸
関
係
の
き
わ

め
て
全
面
的
な
急
変
が
生
じ
た
の
で
、
同
権
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
た
ち
の
完
全
に
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
ま
す
ま
す
稀
な
も
の
と
な
り
、
完
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全
に
自
由
な
土
地
占
有
の
大
部
分
は
、
し
か
し
、
強
者
た
ち
の
手
中
に
集
中
し
た
。
マ
ル
ク
に
お
け
る
大
規
模
な
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
の
成
立
と
と
も
に
、
し
か
し
、
そ
の
自
由
な
組
織
は
破
壊
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
権
利
が
、
自
由
農
民
の

自
己
の
農
場
に
お
け
る
権
利
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
ゆ
え
ま
ず
も
っ
て
、
彼
も
ま
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
、
自
由
に
特
権
を
与

え
ら
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
と
し
て
所
属
し
続
け
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
ゲ
マ
イ
ン
デ
構
成
員
の
間
の
諸
段
階
だ
け
が
成
立
し
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
、（
理
論
的
に
は
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
農
民
た
ち
に
も
ま
た
帰
属
す
る
）〈
共
同
体
の
権
利
お

よ
び
義
務
に
基
づ
く
占
有
の
境
界
設
定
を
と
お
し
て
分
離
す
る
と
い
う
〉
権
利
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
結
合
が
ま
だ
負

担
と
な
る
だ
け
で
も
は
や
利
点
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
場
所
で
、
自
ら
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
結
合
か
ら
解
放
す
る
手
段
を
与
え
た
の
で
あ

（
５９
）

る
。
そ
し
て
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
こ
の
こ
と
が
極
め
て
し
ば
し
ば
起
き
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
全
体
が

一
人
の
手
に
帰
し
た
場
所
で
、
中
絶
し
た
の
で
あ
る
。

�.

旧
来
の
諸
関
係
か
ら
自
然
に
発
展
し
て
く
る
私
的
所
有
権
を
と
お
し
て
の
漸
次
的
な
分
解
が
そ
れ
を
な
し
え
た
か
も
し
れ
な
い

よ
り
も
さ
ら
に
遥
か
に
高
い
程
度
に
お
い
て
、
占
取
さ
れ
た
ロ
ー
マ
の
諸
地
方
に
お
い
て
す
で
に
存
在
す
る
私
的
所
有
権
は
、
古
い
ゲ

マ
イ
ン
デ
フ
ラ
イ
ハ
イ
ト
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
由
）
の
不
利
益
に
作
用
し
た
。
ひ
と
が
、
こ
こ
で
、
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
に
彼
ら
の
ロ
ー

マ
の
主
人
た
ち
（hospites

）
の
土
地
占
有
の
一
定
の
割
合
を
割
当
て
た
周
知
の
土
地
分
配
の
際
に
、
既
に
存
し
た
土
地
の
状
態
と
密

接
に
関
連
し
た
の
で
、
純
粋
に
ゲ
ル
マ
ン
的
な
形
式
に
お
け
る
自
由
な
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
特
別
財
産
と
特
別
経
済
は
、
こ
こ
で
は
、
と
く
に
ロ
ー
マ
人
と
ゲ
ル
マ
ン
人
が
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
形
成
し
た
場
合
に
、

最
初
か
ら
は
る
か
に
よ
り
高
い
意
味
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
ば
し
ば
一
つ
の
共
同
の
マ
ル
ク
は
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
す
ら

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（G

em
eindegenossenschaft

）
の
思
想
を
ま
だ
十
分
に
堅
固
に
保

持
し
た
ゲ
ル
マ
ン
の
民
族
法
に
つ
い
て
は
、
ゲ
マ
イ
ン
マ
ル
ク
（
共
同
マ
ル
クG

em
einm

ark

）
な
し
に
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
観
念
す
る
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こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
こ
の
欠
缺
の
除
去
の
た
め
の
独
特
の
諸
規
定
が
作
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
少
な
く
と
も

抽
選
で
分
配
さ
れ
た
土
地
の
個
々
の
持
分
所
有
者
間
で
は
森
と
牧
草
地
は
共
有
の
ま
ま
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
森
に
つ
い
て
特
別
財
産
を
も
た
な
か
っ
た
人
々
に
は
、
他
人
の
森
の
利
用
す
ら
自
由
に
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
妨
げ
る
こ
と
は
刑

罰
を
も
っ
て
威
嚇
さ
（
６０
）

れ
た
。
ロ
ー
マ
人
の
土
地
の
き
わ
め
て
大
き
な
部
分
は
、
有
力
な
土
地
所
有
者
た
ち
（possessores

）
の
ラ
テ
ィ

フ
ン
デ
ィ
ア
（
大
土
地
所
有
制L

atifundien

）
へ
と
分
配
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
従
属
す
る
土
着
農
民
た
ち
（coloni

）
に
よ
っ
て

耕
作
さ
れ
た
。
こ
の
諸
関
係
に
も
ま
た
、
い
ま
や
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
は
入
り
込
み
、
そ
し
て
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
的

な
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
土
地
支
配
）
を
形
成
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
ロ
ー
マ
人
地
区
か
ら
、
や
が
て
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
変

化
は
、
ド
イ
ツ
人
地
区
へ
も
ま
た
、
強
く
遡
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
組
織
の
解
体
は
、
ゲ
ル

マ
ン
的
要
素
が
勝
利
し
た
場
所
で
は
、〈
後
の
ロ
ー
マ
国
民
の
土
地
に
お
け
る
よ
り
も
〉
は
る
か
に
緩
慢
で
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。

と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
古
い
完
全
に
自
由
な
農
民
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
ド
ル
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
ま
だ
カ

ロ
リ
ン
グ
王
朝
の
時
代
ま
で
は
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
す
で
に
稀
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
組
織
の
本
来
的
な

基
礎
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
後
の
時
代
に
も
ま
た
、
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
重
要
で
な
い
わ
け
で
は

な
い
数
に
お
い
て
維
持
さ
れ
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に
、「
領
主
な
し
に
は
土
地
な
し
」（nulle

terre
sans

segneur

）
と
い
う
命
題
に
お
い
て
、
そ
の
自
由
に
敵
対
す
る
発
展
の
最
も
外
的
な
限
界
に
到
達
し
、
そ
し
て
、
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ

の
最
後
の
残
り
も
ま
た
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
と
お
し
て
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

【
以
上
、
第
八
章
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
八
章
の
注
】

注（
１
）

ま
だ
も
っ
と
後
の
時
代
に
お
け
る
移
住
の
際
の
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
ほ
か
に
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
は
、
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ａ．

デ
ン
マ
ー
ク
のathelby

、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
のadalbol

、
す
な
わ
ち
、
氏
族
の
住
居
と
し
て
の
原
初
的
な
村
々
の
呼
び
名
、
共
有
の

道
のadelsw

eg

〔
貴
族
道
〕
と
し
て
の
呼
び
名
、
な
ど
。

ｂ．

非
常
に
多
く
の
地
方
に
お
け
る
村
々
の
世
襲
領
主
的
な
場
所
の
名
称
。
と
く
に
一
三
二
九
年
の
イ
ギ
リ
ス
ま
た
は
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ

ン
の
名
称
の
集
成
を
、ing

ま
た
はingas

に
つ
い
て
、K

em
ble,

A
ppendix

A
.
S.
449

―486.

の
も
と
で
参
照
せ
よ
。
我
々
の
も
と
で

は
、ing,ingen,ungen

な
ど
の
語
尾
が
対
応
す
る
。

ｃ．

カ
エ
サ
ル
の
〔『
ガ
リ
ア
戦
記
』〕
第
六
巻
第
二
十
二
節
に
お
け
る
報
告
。

ｄ．

も
っ
と
後
に
登
場
し
て
く
る
、
共
有
ラ
ン
ト
を
占
有
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
氏
族
に
つ
い
て
の
言
及
。
ア
ラ
マ
ン

ニ
ー
法l.

A
lam

87

は
そ
う
で
あ
る
。：

「
も
し
何
ら
か
の
紛
争
が
二
つ
の
家
系
の
間
で
彼
ら
の
土
地
の
境
界
に
つ
い
て
生
じ
て
存
在
し
、

----

一
方
の
一
人
は
我
々
に
属
す
る
者
で
あ
り
、
他
方
は
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
場
所
に
平
民
に
属
す
る
ひ
と
が
現
在
す
る
と
き
は
、
そ
こ

に
、
彼
ら
が
境
界
を
望
み
、
そ
し
て
、
彼
ら
が
そ
の
土
地
自
体
に
つ
い
て
争
い
を
行
っ
て
い
る
そ
の
場
所
で
、----

彼
ら
が
そ
れ
と
争

い
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
前
者
の
家
系
で
あ
る
者
は
、
標
識
を
立
て
る
。」（si

quis
contentio

orta
fuerit

inter
duas

genealogias

de
term

ino
terrae

eorum
----
unus

hic
est
noster:

ibidem
praesente

sit
hom
o
de
plebe

illa,
ponat

signum
ubi
isti

voluerint
term

inos
et
gerint

ipsa
contentionem

----
et
illa
genealogia

qui
contendunt

etc.

）。
幾
人
か
の
人
々
は
、
ゲ
マ

イ
ン
デ
の
「
内
部
で
の
」
団
体
を
考
え
て
い
る
。W

aitz
S.76.

し
か
り
。
し
か
し
い
か
に
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
ド
ル
フ
マ
ル
ク
の
内

部
で
の
特
別
な
ド
ル
フ
に
至
る
べ
き
で
あ
る
の
か
？
。R

ozie`re
318.W

aitz
S.78

N
ote
3.U
rk.K

arl
der
G
r.b.D

ucange
G
los-

sar
III.S.504.

次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。Juvavia

S.35

に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
の
証
書：

「
ア
ル
ビ
ー
ナ
と
い
う
貴
族
の
家
系
は----

ア
ル
ビ
ー
ナ
と
呼
ば
れ
る
河
岸
に
近
接
す
る
相
続
人
た
ち
の
共
有
地
で
あ
る
。」（genealogia

nobilium
A
lbina

----
heredum

com
-

m
unio

juxta
ripam

quae
vocatur

A
lbina

）。
八
一
六
年
の
証
書U

rk.
v.816：

「
村
に
い
る
人
々
の
中
の
誰
か
リ
ー
ペ
ル
ト
ゥ
ス

と
い
う
人
の
共
同
相
続
人
」（coherendes

R
ihperti

cujusdam
,eorum

qui
sunt

in
villa.

）。
一
一
七
〇
年
の
証
書：

「
村
に
住
む

人
々
の
血
縁
関
係
か
ら
」（de

cognatione
eorum

qui
sunt

in
villa.

）。B
.M
erkel,

A
nm
.
49.
z.l.
B
ajuv.,

P
ertz,

L
eg.
III,
S.
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393.
ｅ．

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
田
舎
地
域
がm

aegdh

と
呼
ば
れ
た
こ
と
。Schm

id,G
lossar

S.626;
ｆ．

ブ
ル
グ
ン
ド
族
の
も
と
で
ま
さ
に
氏
族
仲
間
（G

eschlechtsgenossen

）
―
―faram

anni

―
―
が
、
土
地
を
要
求
す
る
人
々
と
称

さ
れ
て
い
る
こ
と
。L

.B
urg.54,2,3

und
107,11.

注（
２
）

前
者
は
、
た
ぶ
ん
、K

em
ble

に
お
い
て
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
場
所
が
同
一
の
領
主
の
名
称
を
有
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
分
裂
、
偶
然
ま
た
は
娘
の
移
住
を
と
お
し
て
の
ジ
ッ
ペ
の
そ
の
後
の
分
離
も
ま
た
存
在
し
う

る
。K

em
ble
I.S.65f.

ま
た
、
例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
明
ら
か
に
移
住
し
た
の
は
、
し
ば
し
ば
た
だ
大
陸
の
ザ
ク
セ
ン
の
氏
族
た
ち

の
分
枝
の
み
で
あ
っ
た
。

注（
３
）

ひ
と
は
こ
の
こ
と
を
、
し
か
し
、
必
ず
し
もM

aurer,
D
orfv.

I.
104

と
と
も
に
、
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
（D

orfschaft

村
団
体
）
がhun-

tari

と
呼
ば
れ
る
至
る
と
こ
ろ
で
認
め
て
は
な
ら
な
い
（
例
え
ば
、N

eugart
I.
104.

七
九
二
年
の
証
書U

rk.
v.
792：

「
ム
ン
タ
リ
ヘ
ス

フ
ン
タ
リ
と
呼
ば
れ
る
あ
の
マ
ル
ク
に
お
い
て
」（in

m
arca

illa
qui
vocatur

M
unthariheshuntari

）
お
よ
び
多
く
の
そ
の
他
の
ノ

イ
ガ
ル
トN

eugart

に
お
け
る
証
書
）。
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
（
百
人
組
）
の
中
心
地
（
集
会
場
所
）
だ
け
が
後
者
の
証
書
に
よ
れ
ば
名

づ
け
ら
れ
て
あ
り
う
る
。

注（
４
）

同
様
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
お
よ
び
北
部
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
レ
ッ

ソ
ウ
と
ユ
ト
ラ
ン
ド
地
域
の
例
外
を
も
っ
て
ド
ル
フ
移
住
が
支
配
し
た
。K

.M
aurer

l.c.H
anssen

b.F
alck

III.84.

注（
５
）

す
で
に
タ
キ
ト
ゥ
ス
―
―
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
六
章
―
―
は
、
二
つ
の
移
住
の
種
類
を
知
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
ら
を
厳
格
に
は
区
別
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
制
度
と
は
両
者
と
も
等
し
く
異
な
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。W

aitz
I.
S.
109.

多
く
の
人
々
（E

ichhorn§
14a,

T
hudichum

S.
121

）
は
、
個
々
の
農
場
と
村
々
を
第
十
六
章
に

お
い
て
明
示
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
て
い
る
。M

aurer,
E
inl.
S.
10

は
、
村
々
（vici

）
を
個
別
の
農
場
に
つ
い
て
の
農
民

団
体
（B

auerschaften

）
と
み
な
し
て
い
る
。
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注（
６
）

は
じ
め
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
側
か
ら
、
と
く
にO

lussen

に
よ
っ
て
、
そ
の
後
と
く
にH
anssen,

R
oscher

お
よ
びM

aurer

に
よ
っ
て
、

こ
の
過
程
に
関
し
て
光
が
拡
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

注（
７
）

H
anssen

b.F
alck

V
I.S.12

f.M
aurer,E

inl.S.18

―40.
注（
８
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
六
章
。「
彼
ら
の
個
々
の
家
を
空
間
が
取
り
囲
む
」（suam

quisque
dom
um
spatio

circum
-

dat
）。
―
―B

luntschli,krit.U
ebersch.II.300

f.

注（
９
）

H
anssen

b.F
alck

III.79.V
I.21

f.M
aurer,E

inl.39
f.

注（
１０
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
六
章
、「
す
ぐ
に
彼
ら
の
間
で
等
級
に
従
っ
て
そ
れ
ら
は
分
配
さ
れ
る
」（m

ox
inter

se
se-

cundum
dignationem

partiuntur

）。H
anssen

III.
87.
T
hudichum

S.
98.

―D
ignatio

〔
等
級
〕
は
、
土
地
の
評
価
で
あ
っ
て
、

L
andau

103,
M
aurer,

E
inl.
83,
W
aitz

135

が
欲
し
て
い
る
よ
う
に
、
個
々
の
耕
作
者
た
ち
の
位
や
評
価
で
は
な
い
。
北
欧
の
法
律
書

に
お
け
る
分
配
手
続
の
記
述
は
、
す
で
にH
.Sunesons

の
中
に
あ
る
。G

es.IV
,1.

注（
１１
）

多
く
の
他
の
誤
解
の
源
泉
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
〈
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
以
前
か
ら
三
圃
制
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
〉
古
い
誤
解
は
、
ハ

ン
セ
ン
と
ロ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
、
そ
し
て
、
む
し
ろ
、〈
カ
エ
サ
ル
と
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
は
、
い
わ
ゆ
る
穀
草
式
耕
作

法
（F

eldgrassystem

）（R
oscher

A
ns.
S.
72

―80

）
が
、
す
な
わ
ち
、
適
す
る
と
思
わ
れ
る
場
所
を
求
め
て
不
規
則
に
交
替
す
る
、

僅
か
な
穀
物
の
副
次
的
な
栽
培
を
伴
っ
た
、
優
勢
な
牧
畜
が
、
支
配
し
た
こ
と
〉
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
部
分
の
人
々
（
例

え
ばL

andau
S.52

）
が
認
め
て
い
る
土
地
の
分
配
と
耕
地
シ
ス
テ
ム
の
間
の
緊
密
な
結
び
つ
き
は
、
誤
り
で
あ
る
。
―
ハ
ン
セ
ンH

ans-

sen

は
、
耕
地
共
同
体
（F

eldgem
einschaft

）
は
一
定
の
経
済
シ
ス
テ
ム
と
は
結
び
つ
い
て
お
ら
ず
、
穀
草
式
耕
作
法
と
も
三
圃
制
と

も
調
和
し
え
た
こ
と
を
証
明
し
た
。V

gl.auch
M
aurer,E

inl.S.73

―80.147

―157.D
orfv.I.S.36.

注（
１２
）

M
aurer,E

inl.S.173.H
anssen

b.F
alck

V
I.S.46.

注（
１３
）

こ
の
こ
と
を
、
と
く
にH

anssen, R
oscher

そ
し
てM

aurer

が
証
明
し
た
。
ひ
と
が
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
六
章
に
お
い
て
確
証

を
見
出
す
か
否
か
は
、
ほ
と
ん
ど
重
要
性
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
他
の
証
明
が
決
定
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
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ら
ず
い
ま
だ
に
、B

luntschli,
krit.

U
ebersch.

II.
308.

L
andau

S.
62
f.

の
よ
う
な
多
く
の
学
者
が
真
の
耕
地
共
同
体
の
実
在
を
争
っ

て
い
る
。
ま
さ
に
ス
ラ
ブ
人
に
対
す
る
ゲ
ル
マ
ン
人
の
特
徴
と
し
て
、
ラ
ン
ダ
ウ
は
、
耕
地
共
同
体
の
欠
如
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

む
ろ
ん
ス
ラ
ブ
人
の
耕
地
共
同
体
は
、
違
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
よ
り
長
く
保
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ロ
シ
ア
の
大
部
分
に
お
い
て

は
、
今
日
も
な
お
、〈
死
亡
し
た
仲
間
の
持
分
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
戻
さ
れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
新
た
に
生
ま
れ
た
あ
ら
ゆ
る
少
年
は
、
し
か

し
、
分
担
者
を
増
加
さ
せ
、
そ
し
て
、
存
在
す
る
土
地
財
産
に
つ
い
て
の
同
じ
持
分
を
要
求
す
る
こ
と
〉、〈
そ
の
う
え
し
ば
し
ば
耕
作
の

み
な
ら
ず
、
収
穫
も
ま
た
共
同
で
あ
る
こ
と
〉、〈
最
後
に
習
慣
的
に
形
成
さ
れ
る
農
地
測
量
者A

grim
ensoren

を
と
お
し
て
つ
ね
に
新

た
な
分
配
が
行
わ
れ
る
こ
と
〉
と
い
う
種
類
に
お
い
て
、
耕
地
共
同
体
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
純
粋
に
共
産
主
義
的
な
諸
帰
結

に
は
、
ゲ
ル
マ
ン
の
耕
地
共
同
体
は
、〈
そ
れ
に
と
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
村
組
織
の
基
礎
に
あ
る
「
家
族
」
と
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
「
擬
制
」

も
ま
た
つ
ね
に
疎
遠
で
あ
っ
た
と
同
様
に
〉、
決
し
て
行
き
着
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
個
々
の
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン
族
の

分
枝
の
も
と
で
制
度
が
極
め
て
異
な
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
発
展
し
て
き
て
い
る
と
し
て
も
、
ル
ー
ツ
は
、
こ
こ
で
も
そ
こ
で
も
同
一

で
あ
る
。

注（
１４
）

第
二
十
六
章
に
お
け
る
「
彼
ら
は
耕
地
を
年
ご
と
に
取
り
替
え
る
、
そ
し
て
、
耕
地
は
有
り
余
っ
て
い
る
」（arva

per
annos

m
utant

et
superest

ager

）
と
い
う
言
葉
は
、
私
に
は
、
ハ
ン
セ
ンH

anssen
b.F
alck

V
I.
S.
8.

マ
ウ
ラ
ーM

aurer,
E
inl.
S.
6.
84.
93

お
よ

び
ロ
ッ
シ
ャ
ーR
oscher,S.53

と
と
も
に
、
時
期
的
な
占
有
の
交
替
お
よ
び
利
用
の
交
替
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
ハ
ン
セ
ンH

anssen

（Z
.f.Staatsw

iss.l.c.S.7

）
は
彼
の
見
解
を
変
更
し
、
多
く
の
人
々
（
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ンE

ichhorn

§
14a.

ラ
ン
ダ
ウL

andau
61.

ト
ゥ
ー
デ
ィ
ッ
フ
ムT

hudichum
100.

ク
ニ
ー
スK

nies
142.

ヴ
ァ
イ
ツW

aitz
135

）
と
と
も
に
、
穀
田

の
利
用
に
お
け
る
輪
作
を
考
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。K

nies
N
ote
2

が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、arva

とager

〔
い
ず
れ
も
耕
地
。
訳

者
記
〕
の
対
立
は
、
後
者
に
賛
成
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
種
蒔
き
し
た
耕
地Saatfeld

と
休
閑
地B

rachacker

と
、
フ
ェ
ル
ト
マ
ル
ク
（
耕

地
マ
ル
クF

eldm
ark

）
と
ゲ
マ
イ
ン
ラ
ン
ト
（
共
有
地G

em
einland

）（
公
け
の
耕
地ager

publicus

）
は
同
様
に
考
え
ら
れ
う
る
か
ら

で
あ
る
。
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注（
１５
）

ト
リ
ー
ア
、
メ
ル
ツ
ィ
ッ
ヒ
、
オ
ッ
ト
ワ
イ
ラ
ー
、
ザ
ン
ク
ト
・
ウ
ェ
ン
デ
ル
お
よ
び
ザ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
各
地
域
の
ゲ
ヘ
ー
フ
ァ
ー

シ
ャ
フ
ト
（G

eh
öferschaften

）、
相
続
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（E

rbgenossenschaften

）
ま
た
は
相
続
人
団
体
（E

rbenschaften

）

に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。H

anssen,
A
bh.
etc.

そ
こ
で
は
フ
ェ
ル
ト
マ
ル
ク
が
（
す
き
〔
一
つ
の
鋤
が
一
年
間
に
耕
す
範
囲
〕P

flüge

、

刻
み
目K

erben

、
小
点T

ippelchen

の
割
合
に
従
っ
て
、
ま
た
、
ル
ー
テR
uthen

〔
地
積
の
単
位
１４
平
米
〕、
フ
ー
セF

u�
en

〔
フ
ィ
ー

ト
〕
お
よ
び
年
貢Z

ollen

、
穀
物
の
量
目G

etreidem
a�
en

、
地
代Z
insen

、
土
地
税G

rundsteuer

、
ペ
ー
タ
ー
メ
ン
ヒ
ェ
ンP

eterm
ä

nnchen
お
よ
び
プ
フ
ェ
ン
ニ
ゲ
ンP

fennigen

に
従
っ
て
も
ま
た
名
づ
け
ら
れ
測
ら
れ
る
）
あ
る
観
念
的
な
要
求
権
（A

nrecht

）
の
割

合
に
従
っ
て
、
三
年
、
四
年
、
六
年
、
九
年
、
十
二
年
、
十
八
年
、
三
十
年
で
抽
選
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
し
、
一
部
分
は
現
在
も
な
お
決

定
さ
れ
て
い
る
。
要
求
権
は
、
譲
渡
可
能
、
質
入
可
能
、
分
割
可
能
で
あ
る
。
類
似
の
関
係
は
、
十
七
世
紀
お
よ
び
十
八
世
紀
に
お
い
て

ナ
ッ
サ
ウN

assau

に
お
い
て
、
そ
し
て
、
少
し
前
ま
で
ジ
ッ
キ
ン
グ
シ
ェ
ンSickingschen

と
ハ
ナ
ウ＝

リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
シ
ェ
ンH

a-

nau＝
L
ichtenbergschen

に
お
い
て
、
存
在
し
た
。M

aurer,
E
inl.
S.
6.
7.

ま
た
、
こ
の
点
に
は
、
最
初
の
移
住
者
た
ち
の
代
表
者
で

あ
る
、
完
全
な
市
民
権
（V

ollbürgerrechte

）
の
も
と
で
の
メ
ル
ド
ル
フM

eldorf

に
お
け
る
百
九
人
の
反
復
す
る
抽
選
に
よ
る
割
当

（V
erlosung

）
が
属
す
る
。M

ichelsen
l.c.
S.
101.

き
わ
め
て
し
ば
し
ば
、
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
セ
ンO

berhessen

、
プ
フ
ァ
ル
ツP

falz

、

ス
イ
スSchw

eiz

、
ア
イ
ヒ
ス
フ
ェ
ル
トE

ichsfeld

、
ホ
ー
エ
ン
ロ
ー
エH

ohenlohe

な
ど
に
お
い
て
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
、
ア
ル
メ

ン
デA

llm
ende

か
ら
分
か
れ
た
個
々
の
耕
地
に
つ
い
て
、
あ
る
時
期
、
登
場
し
た
。
す
べ
て
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
明
ら
か
に
後
代
の
形

成
物
で
は
な
く
、
原
始
的
な
慣
習
の
残
滓
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ロ
ー
マ
人
に
お
い
て
す
ら
、
か
つ
て
の
こ
の
よ
う
な
関
係
へ
の

痕
跡
は
、
公
け
の
耕
地ager

publicus

に
つ
い
て
暗
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
古
代
の
イ
リ
リ
ア
〔
現
在
の
ダ
ル
マ
チ
ア
、
ア
ル
バ
ニ

ア
〕
に
つ
い
て
も
、
類
似
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ
レ
ミ
ッ
セ
ンT

scherem
issen

、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ンA

fganen

に
お
い
て
、

マ
ド
ラ
スM
adras

、
サ
ル
ジ
ニ
アSardinien

に
お
い
て
、
そ
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ドSchottland

に
お
い
て
、
類
似
の
こ
と
が
証
明

さ
れ
て
い
る
。R

oscher,Syst.II.S.204.N
ote
10

―12.

注（
１６
）
�E

inschlafen

眠
り
に
入
る
�
とH

anssen

お
よ
びM

ichelsen
S.
94.

は
考
え
て
い
る
。M

aurer,
D
orfv.

I.
35.

は
、
そ
の
過
程
を
有
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期
用
益
賃
貸
借
（Z

eitpacht

）
の
永
小
作
権
（E

rbpacht

）
へ
の
漸
次
的
な
変
化
と
比
較
し
て
い
る
。

注（
１７
）

す
で
に
サ
リ
カ
法
典
に
お
い
て
、
耕
地
に
つ
い
て
の
特
別
財
産
が
成
立
し
て
い
る
。T

it.27
c.9

「
他
人
の
牧
場
」（pratum

alienum

）、

c.
7.
18.
19.
20

「
他
人
の
平
地
」（cam

pusalienus

）、c.
11

「
他
人
の
ブ
ド
ウ
畑
」（vinea

aliena

）。
同
様
に
、
す
べ
て
の
他
の
諸
法

律
に
お
い
て
も
。
し
ば
し
ば
十
分
に
、
も
ち
ろ
ん
共
同
体
と
交
替
が
、
証
書
が
そ
れ
に
つ
い
て
示
す
こ
と
な
し
に
、
継
続
し
て
き
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
八
一
五
年
の
証
書
（U

rk.V
.815,N

eugart
I,153

）
は
、「
年
ご
と
の
土
地
」
に
お
い
て
（in

terris
annalies

）

年
ご
と
の
交
替
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。「
耕
作
さ
れ
た
ま
た
は
耕
作
さ
れ
な
い
土
地
と
と
も
に
」（cum

terris
cultis

et
in-

cultis

）
と
い
う
付
加
部
分
の
書
式
が
、
特
別
の
耕
地
を
理
解
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、（「
牧
場
と
と
も
に
」cum

pascuis

の
よ
う

に
）
一
部
の
請
求
権
を
理
解
し
て
い
る
の
か
を
、
誰
が
我
々
に
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
。

注（
１８
）

参
照
せ
よ
。
最
近
の
時
代
か
ら
の
証
拠
文
書
を
、H

axthausen
aus
der
A
ltm
ark,

―ländl.
V
erf.
der
P
rov.

O
st＝
und

W
est-

preu�
en
S.
237
A
nm
;

―b.
H
anssen

aus
Sylt

―A
rchiv

f.
G
esch.

der
H
erz.

Schl.＝
H
olst.＝

L
auenb.

IV
.

―S.
W
eisth.

v.

T
ö�
1536

b.G
rim
m
I.132,

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
村
当
局
が
収
穫
を
決
定
す
る
。B

luntschli;U
ebersch.II.309f.

注（
１９
）

一
つ
だ
け
言
及
す
れ
ば
、
後
代
の
マ
ル
ク
諸
条
例
（M

arkordnungen

）
は
、
し
ば
し
ば
、〈
あ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
が
三
十
三
年
と
六
週
間

の
間
荒
れ
た
ま
ま
に
放
置
し
た
か
、
ま
た
は
、
森
に
当
て
ら
れ
る
か
、
そ
し
て
一
定
の
高
さ
に
及
ん
で
い
る
〉
農
地
は
、
総
体
に
復
帰
す

る
、
と
い
う
規
定
を
含
ん
で
い
る
。

注（
２０
）

H
anssen

b.F
alck

V
I.34

―43.M
aurer,E

inl.135.

注（
２１
）

以
下
、
第
五
十
五
章
以
下
を
参
照
せ
よ
。

注（
２２
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
の
第
二
十
六
章
の
「
そ
し
て
耕
地
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
あ
る
」（et

superest
ager

）
が
共
有
地
（W

eiske,
G
rundl.

S.

5.M
aurer,E

inl.S.84.92.K
.M
aurer,U

ebersch.1.68

）
ま
た
は
休
閑
地
（E

ichhorn§
14a

）
へ
と
行
く
の
か
、
そ
れ
と
も
土
地

が
十
分
に
存
在
す
る
と
だ
け
言
お
う
と
し
て
い
る
（K

nies
S.
142

、
現
在
はW

aitz
S.
136

も
）
の
か
は
、
非
常
に
争
わ
れ
て
い
る
。
第

二
の
見
解
は
、
非
常
に
曖
昧
な
言
い
方
を
前
提
と
し
て
お
り
、
、
第
三
の
見
解
は
、
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
的
な
言
い
方
（
ま
さ
に
直
前
に
「
平
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地
の
広
さ
が
分
配
す
る
こ
と
の
容
易
さ
を
与
え
る
」（facilitatem

partiendi
cam
porum

spatia
praestant

））
を
前
提
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
の
解
釈
は
、
す
べ
て
の
疑
い
を
解
決
し
、
そ
し
て
、
次
の
こ
と
も
そ
れ
に
適
合
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
の
み

耕
地
の
交
替
占
有
と
大
き
な
共
有
マ
ル
ク
が
実
現
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
土
地
耕
作
の
単
純
性
が
現
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

注（
２３
）

共
有
マ
ル
ク
の
名
称
と
構
成
部
分
に
関
し
て
は
、G

rim
m
,R
.A
.S.494

f.M
aurer,E

inl.S.84
f.D
orfv.I.44

f.L
andau

111.

注（
２４
）

そ
こ
で
、
例
え
ば
、
土
地
は
、
一
定
の
期
間
内
で
の
復
帰
を
避
け
る
た
め
に
土
地
を
耕
作
し
（L

andb.
v.
U
ri
335.§

.
3.
12.
17

）
ま

た
は
耕
す
（ib.§

.4.G
rim
m
,W
.I.158.§

.34.

）
と
い
う
条
件
で
、
ま
た
は
、
撤
回
ま
で
は
無
償
で
（
例
え
ば
、G

rim
m
I.165

）、
ま
た

は
、
地
代
と
引
き
換
え
に
（
例
え
ば
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツSchw
iz

に
お
い
て
は
�
共
有
マ
ル
ク
金
�G

em
einm

arkgeld

と
引
き
換
え
に
。

L
andb.

S.
226.

）、
与
え
ら
れ
た
。
最
も
興
味
深
い
事
例
は
、
土
地
が
規
則
的
に
抽
選
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
古
い
耕
地
の
分
配

が
小
さ
な
耕
地
に
お
い
て
く
り
か
え
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
ま
だ
比
較
的
最
近
の
時
代
ま
で
、
ウ
ー
ゼ
ド
ー
ムU

sedom

（H
om
eyer,das

germ
an.L

osen
S.29

）
お
よ
び
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
セ
ンO

berhessen

（Sternberg,hess.R
echtsgew

ohnh.I.S.123
und

128

）
に

お
い
て
行
わ
れ
た
。
―
ジ
ー
ゲ
ンSiegen

に
お
け
る
ハ
ウ
ベ
ル
ゲH

auberge

、
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
ル
ツ
ェ
ル
ン
に
お
け
る
共
有
マ
ル
ク

財
産G

em
einm

arkgüter

、
ア
ペ
ン
ツ
ェ
ル
に
お
け
るG

m
andsthale

、
ト
リ
ー
ア
に
お
け
る
共
有
耕
地G

em
einfelder

、
バ
イ
エ
ル
ン

に
お
け
る
共
有
の
区
画
財
産gem
einen

L
oosgüter

、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
お
け
る
マ
ル
ク
フ
ェ
ル
ダ
ーM

arkfelder

、
ア
イ
ス

フ
ェ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ー
ル
タ
イ
レ
、
ゲ
ル
ザ
ウG

ersau

、
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
ウ
ー
リU

ri

に
お
け
る
ア
ル
メ
ン
デ
の
庭A

llm
endegärten

、

マ
ル
ク
・
カ
ム
ペ
ン
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
耕
地G

em
eindeäcker

、
プ
フ
ァ
ル
ツ
に
お
け
る
ゲ
ラ
イ
デ
財
産G

eraidegüter

、
ウ
ー
リ

に
お
け
る
リ
ュ
ー
テ
ィR

üti

お
よ
び
リ
ュ
テ
ィ
ネ
ンR

ütinen

な
ど
。L

öw
,
M
arkgenoss.

S.
33.
185.

L
andau

177
f.
M
aurer,

E
inl.

S.108
f.M
arkenv.S.175.D

orfv.I.304
f.

こ
の
こ
と
す
べ
て
は
、
し
だ
い
に
特
別
財
産Sondereigen

ま
た
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も

レ
ー
エ
ン
所
有
地L

ehneigen

ま
た
は
地
代
所
有
地Z

inseigen
と
な
っ
た
ア
ル
メ
ン
デ
の
土
地A

llm
endstück

で
あ
っ
た
。

注（
２５
）

注
２４
に
お
け
る
諸
名
称
を
参
照
せ
よ
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
のfolcland
も
ま
た
、
ま
さ
に
私
的
占
有
と
し
て
そ
の
名
称
を
保
持
し
て
い
る
。

同
様
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
お
よ
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
い
て
も
、alm

aennins
jordh

の
名
称
が
そ
う
で
あ
る
。M

aurer,
U
ebersch,

I.
S.
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102.168.

注（
２６
）

こ
の
こ
と
を
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
ーB

luntschli,
U
ebersch.

II.
310

も
ま
た
認
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
彼
が
反
対
に
、
休
閑
耕
地

（B
rachzelge

）
は
牧
草
地
（W

eide

）
で
あ
る
間
、
再
び
ア
ル
メ
ン
デ
と
み
な
さ
れ
た
と
結
論
す
る
場
合
に
、
誤
っ
て
い
る
。

注（
２７
）

以
下
、
第
五
十
三
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
２８
）

B
luntschli,

U
ebersch.

II.
312.

は
、
こ
の
権
利
を
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
模
範
に
従
っ
て
�
土
地
占
拠
�（L

andnahm
e

）
と
名
づ
け

て
い
る
。L

.
B
urg.

tit.
13

は
、
ロ
ー
マ
人
と
ブ
ル
グ
ン
ド
人
の
間
の
共
有
の
森
に
お
い
て
す
ら
、
開
墾
を
と
お
し
て
特
別
財
産
を
成
立

さ
せ
て
い
る
。L

.B
ajuv.X

V
I.c.1.§

1
und

2.

―
ま
だ
十
三
世
紀
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
ー
（B

luntschli,Z
ürich.R

.G
.I.88.

）

の
証
書
に
お
い
て
、「
耕
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
森
か
ら
私
が
自
己
の
労
働
を
も
っ
て
開
墾
し
た
私
の
所
有
物
を
」（proprietatem

m
eam
,

quam
proprio

labore
de
incultis

silvis
extirpavi.

）
と
い
わ
れ
て
い
る
。G

rim
m
III.658

に
よ
れ
ば
、「
二
耕
作
期
間
何
ら
か
の
耕

作
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
何
び
と
も
そ
の
こ
と
を
妨
げ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
彼
の
正
当
な
財
産
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
。」（w

er
an
den
zw
ei
pergn

icht
raw
m
en
oder

rauttn
w
olt,dem

sol
das
nyem

andt
w
eren

und
sol
sein

recht
aign

seyn.

）。
―
土
地
は
、
あ
ら
ゆ
る
そ
の
他
の
マ
ル
ク
の
用
益
と
同
様
に
、
自
己
の
需
要
と
自
己
の
世
帯
の
労
働
力
に
制
限
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
、
例
え
ば
、
七
七
九
年
の
証
書
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。N

eugart
I.
68.：

「
彼
ら
が
保
持
す
る
彼
ら
の
利
得
に
お
い
て
お
よ
び
彼
ら

の
仕
事
に
向
け
て
、
彼
ら
は
柵
で
囲
う
限
り
で
耕
作
し
、---

そ
し
て
、
彼
ら
は
、
外
部
の
他
人
と
し
て
遇
す
る
人
々
に
許
可
を
与
え
る

こ
と
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
。」（tantum

exartent,
quantum

podent
in
eorum

com
pendio

et
ad
eorum

opus
quid

ibidem

m
anunt

---
et
alios

extraneos
non

habeant
licentiam

dare.

）。
そ
れ
と
は
、
お
そ
ら
く
八
一
九
年
の
証
書
（U

rk.
v.
819.

b.

R
ied.

C
od.
R
atisp.

I.
17

）
も
ま
た
、
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
不
正
に
、
同
じ
共
有
の
マ
ル
ク
を
、
彼
ら

が
義
務
を
負
う
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
を
超
え
て
、
彼
ら
は
、
法
に
違
反
し
て
開
墾
し
た
の
で
あ
る
。」（injuste

eaudem
com
m
arcam

ul-

tra
quod

debuerunt
exstirpaverunt

contra
legem

.

）
と
。

注（
２９
）

そ
れ
を
意
味
し
て
い
る
の
は
、l.

B
ajuv.

X
V
I.
c.1.§

1
und

2

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
平
地
で
の
労
働
を
私
が
つ
ね
に
行
っ
て
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来
た
こ
と
を
、
誰
に
も
反
駁
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
、
私
は
、
耕
作
し
、
掃
除
し
、
占
有
し
て
き
た
。」（quod

labores
de
isto

cam
po
sem
per
ego
tuli,nem

ine
contradicente

exartavi,m
undavi,possedi

usque
hodie.

）
と
。

注（
３０
）

L
öw
,M
arkg.S.187.M

aurer,M
arkv.S.171.D

orfv.I.294.
302.

W
esterw

older
L
andr.

1470,
c.
10.§

3.：

「
何
び
と
も
共

有
者
の
同
意
な
し
に
は
共
有
マ
ル
ク
の
中
に
所
有
権
を
創
る
べ
き
で
は
な
い
。」（niem

an
sol
eygendom

m
aken

in
der
buerm

arke

sonder
consent

der
buren.

）。B
.v.R

ichthofen,
R
squ
S.
269.

―
開
墾
を
求
め
る
何
ら
か
の
�
権
利
�
は
、
全
く
争
わ
れ
て
い
る
。

v.T
hudichum

,M
arkv.S.175

f.

注（
３１
）

特
別
財
産
（Sondereigen

）
の
こ
の
増
加
そ
し
て
類
似
の
増
加
に
関
し
て
は
、A

nschlüsse

（
付
加
物
）、H

ofesfrieden

（
屋
敷
の

平
和
）、Sundern
、O

rtland

、E
in＝
oder

B
eifänge

（
囲
い
地
）、com

prehensiones

（
結
合
地
）、septa

（
囲
い
地
）、
な
ど
と
呼

ば
れ
る
。
―M

aurer,E
inl.S.157f.M

arkv.171
f.D
orfv.I.292

f.L
ö w
185
f.L
andau

153
f.

注（
３２
）

G
rim
m
,W
.III.105.§

30.134.§
8.136.§

16.M
aurer,D

orfv.I.294
f.

注（
３３
）

H
anssen

b.F
alck

III.84.M
aurer,E

inl.S.10
f.L
andau

S.16
f.

い
か
な
る
法
を
も
っ
てW

aitz,I.S.125.

が
個
別
の
農
場
に
関

し
て
も
ま
た
、
耕
地
共
同
体
（F

eldgem
einschaft

）
の
出
現
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、
見
出
し
が
た
い
。

注（
３４
）

consortes

同
じ
運
命
の
人
々
、buren,

cives

市
民
、
な
ど
と
も
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
名
称
に
つ
い
て
は
、M

aurer,
E
inl.
21

und
32.

注（
３５
）

そ
れ
ゆ
え
、
不
当
に
も
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz
I.
S.
131.

は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。�
純
粋
に
移
住
の
種
類
と
農
業
事
情
に
基
づ
く
形
成
は
、

ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
と
バ
ウ
エ
ル
シ
ャ
フ
ト
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
意
義
に
お
い
て
は
本
質
的
に
そ
れ
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
制

限
さ
れ
る
。�
と
。
マ
ウ
ラ
ーM

aurer,
E
inl.
S.
144.

138
f.
und

sonst

は
、
類
似
の
表
現
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
の
そ
の
後
の
作

品
に
お
い
て
は
、
彼
の
見
解
を
反
対
の
意
味
に
お
い
て
宣
言
し
て
い
る
。
類
似
す
る
の
は
、
ラ
ン
ダ
ウL

andau
S.
190.

。
ヴ
ァ
イ
ス
ケ

W
eiske,prakt.

U
nters.

H
.
III.
S.
53
f.
und

G
rundl.

der
früheren

V
erf.
D
eut.

1836

は
、
ま
さ
に
言
う
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
�
純

粋
に
私
法
的
性
質
の
も
の
�
で
あ
り
、
―
関
与
者
は�
な
る
ほ
ど
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
結
合
し
て
い
る
が
、
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
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フ
ト
的
な
生
活
は
、
同
様
に
、
た
だ
共
同
の
田
畑
の
耕
作
に
関
連
し
て
の
み
、
表
現
さ
れ
て
�
い
る
、
と
。
正
当
に
も
、
こ
れ
と
は
反
対

に
、
ハ
ン
セ
ンH

anssen,
G
eh
öferschaften

S.
77

は
、�
最
古
の
時
代
に
お
い
て
は
、
決
し
て
概
念
上
、
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
か
ら
区
別
さ
れ
ず
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
長
い
間
実
質
的
に
そ
れ
と
同
一
に
帰
着
し
た
と
こ
ろ
の
、
地
域
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
（O

rtsbü-

rgergem
einde

）
ま
た
は
政
治
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
�
と
指
摘
し
て
い
る
。E

ichhorn
l.c.R

enaud,Z
.f.D
.R
.IX
.S.14.P

.R
.I.334.

T
u-

dichum
,M
arkv.S.37

f.128

―133.
K
.
M
aurer,

U
ebersch.

I.
73.
K
em
ble,
Saxons

I.
57.

を
参
照
せ
よ
。
ケ
ン
ブ
ル
は
、
古
い
マ

ル
ク
地
方
団
体
（M

arkgem
einde

）
を
、�
富
、
階
級
、
権
威
の
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
の
家
庭
を
包
含
す
る
が
、
し
か
し
す
べ
て
が
兄
弟
関

係
、
血
族
関
係
ま
た
はsibsceaft

を
認
識
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
そ
の
他
の
類
似
し
た
共
同
体
を
顧
慮
し
て
一
つ
の
結
合
し
た
団
体
と
し

て
す
べ
て
の
者
が
一
緒
に
立
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
者
が
同
じ
裁
判
官
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
、
そ
し
て
同
じ
指
導
者
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
、

す
べ
て
の
者
が
同
じ
宗
教
的
儀
式
に
参
加
し
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
者
が
彼
ら
自
身
と
彼
ら
の
隣
人
に
一
つ
の
一
般
的
な
名
に
よ
っ
て
知

ら
れ
て
い
る
、
大
規
模
な
家
族
結
合
体
�（great

fam
ily
unions,

com
prising

housholds
of
various

degrees
of
w
ealth,

rank

and
authority

---
but
all
recognizing

a
brotherhood,a

kindsm
anship

or
sibsceaft,all

standing
together

as
one
united

body
in
respect

of
all
other

sim
iliar

com
m
unities,all

governed
by
the
sam
e
judge

and
led
by
the
sam
e
captains,all

sharing
in
the
sam
e
religeous

rites,and
all
know

n
to
them

selves
and
to
their

neighbours
by
one
general

nam
e.

）
と

考
え
て
い
る
。

注（
３６
）

L
.A
lam
.tit.93.vgl.m

it
tit.43.D

azu
M
aurer,E

inl.S.162.T
hudichum

S.38.

注（
３７
）

そ
し
て
さ
ら
に
後
の
時
代
の
判
例
（W

eistüm
er

）。
道
徳
警
察
、
私
法
、
憲
法
〔
組
織
法
〕
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

注（
３８
）

ド
ル
フ
マ
ル
ク
集
会
の
裁
判
活
動
は
、
幾
人
か
の
人
々
に
よ
っ
て
よ
り
古
い
時
代
に
つ
い
て
は
ま
だ
つ
ね
に
争
わ
れ
て
い
る
。

W
eiske,

G
rundl.

S.
9.
W
aitz

I.
129.

II.
310.

し
か
し
、E

ichhorn,
Z
.f.
geschichtl.

R
echtsw

iss.
I.
S.
174
f.
L
andau

S.
304
f.

K
em
ble
I.55

f.K
.M
aurer,U

ebersch.I.73.

お
よ
び
、T

hudichum
S.39

―45.

に
お
け
る
私
の
考
え
で
は
説
得
的
な
証
明
、
を
参
照

せ
よ
。
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ンE

ichhorn

は
、
一
定
の
価
値
に
至
る
ま
で
の
窃
盗
お
よ
び
ゲ
マ
イ
ン
デ
警
察
命
令
（G

em
eindepolizeiverord-
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nungen

）
に
違
反
す
る
軽
犯
罪
に
対
す
る
管
轄
を
決
定
し
て
い
る
。
ケ
ン
ブ
ルK

em
ble

は
、
何
ら
か
の
方
法
で
全
体
ま
た
は
そ
れ
を
構

成
す
る
個
人
の
利
益
に
影
響
を
与
え
う
る
す
べ
て
の
こ
と
に
対
す
る
〔
管
轄
を
決
定
し
て
い
る
〕。
推
測
す
る
に
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
と
同
様
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
集
会
は
、
さ
ら
に
〈
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
が
あ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
と
の
訴
訟
に
お
い
て
、
別
の
裁
判
所
に

行
く
前
に
、
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
贖
罪
裁
判
所
（Sühnegericht

）
で
あ
っ
た
。D

ecr.C
hilp.d.574.P

ertz,
L
.
II.
9：

「
も
し

誰
か
が
訴
訟
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
き
は
、
先
ず
隣
人
た
ち
に
彼
の
訴
訟
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
、
か
つ
、
先
ずrachym

burgus

た
ち

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
〔
す
べ
き
で
あ
る
〕」（si

quis
causam

m
allare

debet
et
sic
ante

vicinos
causam

suam
notam

faciat
et

sic
ante

rachym
burgiis

videredum
donet.

）。

注（
３９
）

Judex,
rector

指
導
者
、praepositus

議
長
、m
ajor

長
官
あ
る
い
はtribunus

villae

地
方
長
官；

villicus

管
理
人
、sculdais

そ
し

て
時
折
は
（
例
え
ば
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
に
お
い
て
は
）Z

ehener,
decurio

十
人
組
長
、decanus

十
人
長；

B
auerm

eister

農
夫
長；

D
orfgrebe；

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
のtungerefe

、
北
欧
のoldirm

an.

で
あ
る
。
サ
リ
カ
法
典
のtunginus

がD
orfrichter

村
裁
判
官
で

あ
っ
た
の
か
（E

ichhorn
l.c.N

ote.G
rim
m
,R
.A
.S.534.Sachsse,G

rundl.S.308.M
aurer,E

inl.139.L
andau

322.

）、
そ
れ
と

もC
entenar

百
人
組
長
（Savigny
I.273.W

aitz,das
alte
R
echt

S.135
f.

）
で
あ
っ
た
の
か
は
、
非
常
に
争
わ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、

サ
リ
カ
法
典
に
お
け
るgrafio
loci

の
意
味
も
確
定
し
て
い
な
い
。
―L

andau,
M
aurer,

E
ichhorn

l.c.
W
aitz

l.c.
S.
136.

M
aurer,

D
orfv.II.S.22

f.T
hudichum

S.37.38.
を
も
参
照
せ
よ
。

注（
４０
）

M
aurer,E

inl.S.67
f.D
orfv.I.367

f.L
andau

S.387
f.

注（
４１
）

M
aurer,E

inl.161
f.M
arkv.188

f.D
orfv.I.333

f.L
.A
lam
.T
it.43.

よ
り
詳
細
な
こ
と
は
、
引
き
続
く
諸
時
期
に
お
い
て
。

注（
４２
）

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
つ
い
て
は
、
す
で
にH

lodhaeres
and

E
adricas

dom
as

（
七
世
紀
後
半
）
が
書
い
て
い
る
。§

5.
Schm

id

S.20
f.E
ideshelfer

vor “
aet
tham

tune,the
he
to
hyre. ”

V
gl.E

dw
ard
G
es.

（vor
904

）.S.110.c.1.§
.4:on

tham
ylcan

geburshipe.A
ethelstans

G
es.

（925

―940

）.S.132
c.9:neahgebure.

フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
宣
誓
補
助
者
（E

idhelfer

）

は
、
通
常
、
公
務
員B

eam
te

、
同
郷
人L

andsm
änner

お
よ
びburen
（
市
民cives

、
隣
人vicini

）
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
は
、R

ich-
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thofen
S.138

に
お
け
るB

rokm
erküren

で
あ
る
。E

m
siger

D
om
en
S.186:m

it
triuw

e
buren.

―
フ
ラ
ン
ク
族
の
法
（W

aitz
II.

268
f.

）
に
つ
い
て
は
、F

orm
.A
ndegav.c.28.33.49.A

pp.M
arculf.c.46.F

orm
.L
indenbrog.c.106.108.F

orm
.B
aluz,c.

9

、―
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
証
言
も
宣
誓
補
助
者
も
、
周
囲
に
留
ま
る
隣
人
た
ち
（vicini

circa
m
anentes

）
お
よ
び
隣
人
の
農
夫
た
ち
（vi-

cini
pagenses

）
か
ら
採
ら
れ
た
。L

.
B
ajuv.

X
V
II.
2
f.

不
動
産
に
関
す
る
訴
訟：

「
こ
の
こ
と
を
証
言
し
よ
う
と
欲
す
る
で
あ
ろ
う
そ

の
人
は
、
マ
ル
ク
を
同
じ
く
す
る
者
（
？
）
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
様
の
耕
地
を---

有
す
る
べ
き
で
あ
る
。」（ille

hom
o,qui

hoc
tes-

tificare
voluerit,com

m
archanus

ejus
debet

esse
et
debet

habere
----
sim
ilem

agrum
.

）
な
ど
。

注（
４３
）

C
hlodov.R

eg.C
ap.1.Sal.add.c.9.P

ertz
IV
.
4.

に
よ
れ
ば
、
そ
の
者
の
マ
ル
ク
に
お
い
て
被
殺
害
者
が
見
出
さ
れ
た
隣
人
た
ち

は
、「
彼
ら
は
殺
さ
な
か
っ
た
し
、
誰
が
殺
し
た
か
を
知
ら
な
い
こ
と
」（quod

nec
occidissent

nec
sciant

qui
occidisset

。）
を
宣

誓
す
る
か
、
ま
た
は
、
殺
人
賠
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。L

.
W
iesig.

lib.
V
I.
c.
8.

は
、「
隣
人
の
た
め
の
隣
人
」（vi-

cinus
pro
vicino

）
の
責
任
を
前
提
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
そ
の
責
任
を
止
揚
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ラ
ン
ト

法
に
よ
れ
ば
、
一
部
は
土
地
所
有
者
が
、
一
部
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
、
一
部
はH

aerad

が
、
彼
ら
が
不
知
の
行
為
者
を
立
て
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
き
は
、
罰
金
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
た
。W

ilda,
Strafr.

S.
217.

N
ote
1.

類
似
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
十
三
世
紀
に
お
い
て

シ
レ
ジ
ア
の
証
書
の
中
に
あ
る
。M

aurer,D
orfv.I.351.

フ
ラ
ン
ク
族
に
関
し
て
は
、C

hildebert
II.decr.d.596.c.11

und
12.

に

及
ん
で
い
る
。P
ertz

III.10
und

C
hlotachar.II.decr.c.1.ib.11.12.：

百
人
組
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
強
盗
た
ち
や
盗
人
た
ち
の
追
跡

に
つ
い
て
責
任
を
負
い
、
そ
し
て
、
行
為
者
の
痕
跡
が
そ
こ
へ
と
導
く
あ
ら
ゆ
る
他
の
百
人
組
に
対
す
る
遡
求
請
求
権
を
も
っ
て
、
そ
し

て
、
最
後
に
、
行
為
者
そ
の
も
の
と
引
き
換
え
に
、
損
害
を
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
。
エ
ア
ド
ガ
ー
ル
王K

.
E
adgar

（959

―975

）
は
、
ア

ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
のhundrede

百
人
組
（const.de

hundr.c.2

―5
）、
お
よ
び
、〈
最
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
す
べ
て
の
住
民
を
、
一
人

の
主
人
を
と
お
し
て
、
ま
た
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
と
お
し
て
違
反
行
為
の
際
の
損
害
賠
償
に
関
し
て
代
理
さ
せ
、
同
様
に
個
別

の
点
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
非
常
に
争
わ
れ
る
方
法
に
お
い
て
、
領
土
的
な
諸
団
体
へ
と
結
び
つ
け
た
〉
一
般
的
保
証
シ
ス
テ
ム
（allge-

m
eines

V
erbürgungssystem

）
を
命
令
し
た
。
以
下
、
第
二
十
六
章
を
参
照
せ
よ
。
―
犯
罪
者
を
裁
判
所
の
前
に
置
く
こ
と
に
つ
い
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て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
損
害
と
罰
金
に
つ
い
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ま
た
さ
ら
に
遅
れ
て

登
場
し
て
い
る
。
諸
例
をM

aurer,E
inl.S.163

f.M
arkv.S.193.D

orfv.I
S.348

f.

が
総
括
し
て
い
る
。
違
法
行
為
者
の
逮
捕
お
よ

び
自
ら
の
代
理
の
も
と
で
の
そ
の
者
の
保
管
の
義
務
（
例
え
ば
、G

rim
m
,
W
.I.
540.§

.16.
24.

）、
お
よ
び
、
自
己
の
費
用
で
の
刑
の
執

行
の
義
務
（
例
え
ば
、G

rim
m
II.
323.

）
も
ま
た
、
こ
れ
に
属
す
る
。
非
常
に
長
い
間
、
本
来
の
マ
ル
ク
犯
罪
（M

arkfrevel

）
に
お

い
て
、
森
林
盗
伐
（H

olzdiebstähle

）
に
お
い
て
は
一
部
分
今
日
ま
で
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
補
充
的
責
任
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。
騒
擾
（A

ufl

äufe
）
の
場
合
に
惹
起
さ
れ
た
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
補
充
的
に
責
任
あ
り
と
す
る
新
た
な
諸
法
律
の
思
想
は
、
何
が
異

な
っ
て
い
る
か
？
。
総
体
保
証
（G

esam
m
tbürgschaft

）（M
öser,E

ichhorn,L
ogge,L

andau
S.295.D

agegen
W
aitz
I.B
eilage

I.

）
と
い
う
独
特
の
ゲ
ル
マ
ン
的
制
度
は
、
も
ち
ろ
ん
全
体
に
お
い
て
こ
れ
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
偶
然
に
そ
の
よ
う
な
も
の

が
、
た
と
え
散
在
す
る
現
象
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
し
て
も
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
民
族
の
法
意
識
に
お
け
る
足
場
な
し
に
は
、
そ
の
よ

う
に
法
外
な
警
察
的
措
置
は
、
そ
の
他
の
点
で
機
械
的
に
介
入
す
る
こ
と
の
き
わ
め
て
稀
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
民
族
法
の
諸
規
定
と
判
決
例
は
、
し
か
し
、
説
明
し
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
刑
事
事
件
に
お
い
て
も
ま
た
、
公
的
権
力
だ

け
で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
団
体
を
、
す
べ
て
の
者
が
一
人
の
た
め
に
立
つ
〔
責
任
を
負
う
〕
と
こ
ろ
の
統
一
体
と
し
て
は
扱
わ
な
か
っ
た
。

公
的
な
役
務
と
租
税
に
お
い
て
（M
aurer,D

orfv.I.192
f.

）、
そ
し
て
、
と
き
お
り
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
税
とB

eten

（M
aurer,F

ronh.

III.215
f.

）
に
お
い
て
す
ら
、
我
々
は
同
一
の
原
理
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

注（
４４
）

W
aitz,die

altdeutsche
H
ufe.H

anssen
b.F
alck

III.82.L
andau

S.4

―39.

―
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
のhigid

ま
た
はhide

に
つ
い

てSchm
id,G

lossar
h.v.

注（
４５
）

ラ
ン
ダ
ウL
andau

の
も
と
で
の
い
く
つ
か
の
下
位
の
種
類
を
伴
う
五
つ
の
フ
ー
フ
ェ
の
種
類
の
承
認
は
、
恣
意
的
で
あ
る
。
法
的
に
は
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
ル
フ
フ
ー
フ
ェD

orfhufe

と
個
別
農
家E

inzelhof

と
い
う
、
た
だ
「
二
つ
」
の
種
類
だ
け
が
注
目
さ
れ
る
。

注（
４６
）

H
anssen

b.F
alck

III.S.89

―105.L
andau

S.4.T
hudichum

S.165
f.

注（
４７
）

こ
の
こ
と
をT

hudichum
St.184

f.

とM
aurer,D

orfv.I.325

も
ま
た
、
認
め
て
い
る
。
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注（
４８
）

H
.M
üller,b.l.Salica

A
lter
und

H
eim
at,S.166

―168.H
anssen

b.F
alck

V
I.S.28.

―
異
説
、T

hudichum
S.190

f.

ヴ
ァ
イ

ツW
aitz

は
、
事
実
上
分
割
は
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
だ
け
を
承
認
し
て
い
る
。

注（
４９
）

G
rim
m
,W
.I.80.87.88.100.141.§

17.362
ec.

―M
aurer,F

ronh.IV
.52.350

f.D
orfv.

I.
326.

そ
し
て
諸
都
市
に
お
い
て
は

至
る
と
こ
ろ
で
！
。

注（
５０
）

よ
り
詳
細
は
、T

h.II.

に
お
い
て
。
以
下
、
第
二
十
四
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
５１
）

こ
の
多
く
言
及
さ
れ
て
き
た
権
原
（T

itel

）
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
と
く
にSybel

l.c.W
eitz,das

alte
R
echt

S.124

―

129.
B
ethm

ann＝
H
ollw
eg
S.29

f.
M
aurer,

E
inl.
S.141

f.
B
luntschli,

U
ebersch.

II.213.

を
参
照
せ
よ
。T

hudichum
,
M
arkv.

S.221

―228.

疑
い
も
な
く
、
そ
の
権
原
は
非
常
に
古
い
法
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
権
原
は
す
で
にl.

Sal.
em
end.

und
cap.

K
ar.
M
.
819

に
お
い
て
誤
解
さ
れ
、
そ
し
て
、
他
人
の
農
場
（H

of

）
の
占
取
（O

kkupantion

）
へ
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
や
は
り
最
初
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
、「
も
し
誰
か
が
さ
ら
に
他
人
の
屋
敷
に
お
い
て
移
住
す
る
こ
と
を
欲
し
、
そ
し

て
、
屋
敷
に
お
い
て
基
礎
を
も
つ
人
々
の
う
ち
の
誰
か
あ
る
人
が
彼
を
受
け
入
れ
よ
う
と
欲
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
中
の
〈
反
対
し
、
そ

の
場
所
に
移
住
す
る
こ
と
の
許
可
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
〉
あ
る
一
人
の
人
か
ま
た
は
誰
か
あ
る
人
か
が
権
原
を
失
う
で
あ
ろ
う
と
き
は
」

（si
quis

super
alterum

in
villa

m
igrare

voluerit,et
aliquis

ex
eisdem

,qui
in
villa

consistunt,eum
suscipere

voluerit,

et
vel
unus

vel
aliquis

ex
ipsis

extiterit,
qui
contradicat,

m
igrandi

licentiam
ibidem

non
habeat

）
か
ら
、
―
ド
ル
フ
ゲ

マ
イ
ン
デ
へ
の
加
入
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz

お
よ
び
大

部
分
の
人
々
が
欲
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ー
フ
ェ
の
開
墾
と
造
営
に
よ
る
ア
ル
メ
ン
デ
に
お
け
る
新
た
な
居
住
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
や
が
て
そ
の
権
原
は
、
カ
ー
ル
大
帝
の
時
代
に
も
な
お
、
た
ぶ
ん

全
員
一
致
の
代
わ
り
に
今
で
は
議
決
権
の
多
数
を
も
っ
て
満
足
す
る
と
い
う
唯
一
の
変
更
を
伴
っ
て
、
妥
当
す
る
権
利
を
含
ん
で
い
た
。

文
言
も
ま
た
、
し
か
し
、
さ
ら
に
及
ぶ
解
釈
へ
と
導
く
。�m

igrare

移
住
す
る
�
お
よ
び
�sdsedere

住
み
込
む
�
が
少
な
く
と
も
�zuz-

iehen

住
み
込
む
�
も
�ansiedeln

移
住
す
る
�
も
意
味
し
う
る
の
に
対
し
て
、「
他
人
の
土
地
に
移
住
す
る
」�super

alterum
m
igrare

�
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は
、
明
ら
か
に
未
開
拓
の
土
地
の
植
民
よ
り
も
、
他
人
の
フ
ー
フ
ェ
の
取
得
を
よ
り
多
く
指
示
し
て
い
る
。
村
自
体
へ
の
受
け
入
れ
を�in

villa

（
屋
敷
に
お
い
て
）��in

villa
ipsa

etc.（
屋
敷
自
体
な
ど
に
お
い
て
）�
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
言
葉
は
、
な
る
ほ
ど
村
「
お
よ
び
」
マ
ル
ク
を
称
し
う
る
と
し
て
も
、
し
か
し
ま
さ
に
と
り
わ
け
村
の
除
外
を
伴
う
マ
ル
ク
を
称
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、「
移
住
す
る
こ
と
の
許
可
を
彼
は
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。」（m

igrandi
licentiam

non
ha-

beat.
）
と
い
う
全
く
一
般
的
な
禁
止
も
ま
た
、
そ
れ
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
所
者
自
身
の
運
命fortuna

sua

は
、
自
ら
を

最
も
良
く
そ
れ
自
体
妥
当
す
る
権
原
か
ら
取
得
さ
れ
た
農
場
場
所
と
関
係
づ
け
る
留
め
金
（B

eschlag

）
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
最
後
に
、
む
ろ
ん
も
し
か
す
る
と
あ
る
か
も
し
れ
な
い
ロ
ッ
ト
ラ
ン
トR

ottland

の
喪
失
も
ま
た
脅
か
さ
れ
る
が
、
た
だ
仮
定
的

（「
そ
し
て
も
し
そ
こ
で
彼
が
い
く
ら
か
骨
を
折
っ
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
、
法
に
従
お
う
と
し
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
彼
は
失
う
の
で
あ

る
。」et

si
ibi
aliquid

elaboraverit,quia
legem

noluit
audire,am

ittat.

）
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
争
わ
れ
た
見
解
に
よ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
強
迫
は
、
無
条
件
に
か
つ
排
他
的
に
言
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

注（
５２
）
「
も
し
真
に
誰
か
が
あ
る
者
を
他
人
の
屋
敷
の
中
へ
移
住
さ
せ
る
こ
と
を
願
う
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
決
議
が
あ
る
で
あ
ろ
う
以
前
に
、

彼
は
、
彼
ら
が
指
定
す
る
千
八
百
デ
ナ
リ
を
責
任
を
負
う
べ
く
判
決
さ
れ
る
。」（Si

vero
quis

alium
in
villam

alienam
m
igrare

ro-

gaverit,antequam
consultum

fuerit,M
D
C
C
C
den.qui

faciunt
sel.X

L
V
culpabilis

judicetur.

）（sel.X
L
V
？

）。
こ
れ
ら
の

言
葉
は
、
唯
一
、
ひ
と
が
そ
れ
ら
を
仲
間
で
な
い
者
へ
の
フ
ー
フ
ェ
の
売
却
、
譲
渡
、
贈
与
と
と
も
に
関
連
づ
け
る
場
合
に
の
み
、
完
全

な
理
解
を
獲
得
す
る
。

注（
５３
）
「
も
し
誰
か
が
真
に
移
住
し
、
そ
し
て
、
移
住
し
た
場
所
で
、
彼
に
と
っ
て
誰
か
十
二
ヶ
月
以
内
に
証
明
さ
れ
た
者
が
い
な
い
で
あ
ろ

う
と
き
は
、
彼
は
、
隣
人
の
他
の
人
々
の
よ
う
に
心
配
な
く
定
住
す
る
。」（Si

quis
vero

adm
igravit

et
ei
aliquis

infra
X
II
m
en-

ses
nullus

testatus
fuerit,ubi

adm
igravit,securus

sicut
alii
vicini

consistat.

）。

注（
５４
）

T
hudichum

,S.223.

も
そ
う
で
あ
る
。

注（
５５
）

例
え
ば
、l.Saxon.V

II.§
1.L
.B
urg.14.§

1.L
.A
lam
.57.L

.L
uitpr.c.1.L

.A
ngl
et
W
erin.V

I.§
8.

少
な
く
と
も
比
較
的
古
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い
法
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
そ
の
他
の
諸
関
係
に
お
い
て
娘
た
ち
は
息
子
た
ち
と
同
じ
相
続
権
を
有
し
た
の
で
（C

hildeb.
c.a.

550,
l.

Sal.
add.

c.2.
P
ertz

II.
S.6

）、
土
地
占
有
に
お
け
る
劣
後
化
は
、
土
地
に
つ
い
て
の
相
続
法
の
性
質
の
中
に
そ
の
原
因
が
存
在
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
土
地
占
有
が
、
も
と
も
と
公
的
に
婦
人
に
は
帰
属
し
な
い
権
利
の
結
果
で
あ
り
―
―
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い

て
は
同
様
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
権
利
の
結
果
で
あ
り
、
国
家
の
役
務
の
国
王
に
よ
る
授
与
な
ど
に
お
け
る
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

本
質
的
に
顧
慮
さ
れ
る
。

注（
５６
）

L
.Sal.H

erold.de
alode

67.§
6

は
言
う
。：

「
土
地
に
つ
い
て
真
に
サ
リ
カ
法
で
は
女
へ
と
遺
産
の
い
か
な
る
割
合
も
渡
ら
な
い
が
、

し
か
し
そ
こ
で
は
男
性
は
受
け
取
る
。
す
な
わ
ち
、
息
子
た
ち
は
遺
産
そ
の
も
の
に
お
い
て
承
継
す
る
。」（de

terra
vero

Salica
in

m
ulierem

nulla
portio

hereditatis
transit,

sed
hoc
virilis

sexus
acquirit

hoc
est
filii
in
ipsa

hereditate
succedunt.

）。

M
erkel,l.Sal.h.t.59.§

4.「
し
か
し
兄
弟
た
ち
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
男
性
に
向
け
て
は
、
土
地
全
部
が
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。」（
―
―

―sed
ad
vilirem

sexum
,qui

fratres
fuerint,tota

terra
perteneat.

）。
先
行
す
る
そ
の
他
の
相
続
法
的
な
諸
規
定
は
、
明
ら
か
に

た
だ
そ
の
他
の
遺
産
に
の
み
関
係
し
て
い
る
。L

.
Sal.
em
endata

de
alode

67,
6

に
お
い
て
は
こ
れ
と
は
反
対
に
、
そ
し
て
、l.

R
ip-

uar.
de
alodibus

56.
4

に
お
け
る
と
同
様
に
、
男
性virilis

sexus

が
、
制
限
的
な
定
義
な
し
に
、
息
子
た
ちfilii

ま
た
は
兄
弟
た
ちfra-

tres

と
し
て
援
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
確
か
に
意
図
的
で
な
し
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
大
部
分
の
人
々
（
例
え
ば
、

E
ichhorn

§
65.G

rim
m
,R
.A
.472.B

eseler,E
rbv.I.50.W

aitz,das
alte

R
echt

117.124.V
erf.I.127.

W
alter

§
543.

Z
öpfl

S.783
u.A
.

）
の
よ
う
に
そ
の
間
に
生
じ
た
変
化
が
〈
以
前
は
娘
た
ち
の
背
後
に
立
っ
て
い
た
父
方
の
親
戚A

gnaten

が
い
ま
や
娘
た
ち
に

先
行
し
た
〉
と
い
う
点
に
存
在
し
た
と
認
め
る
こ
と
を
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
私
は
、
サ
リ
カ
法
の
も
と
も
と
の
論
評
に
従
っ
て
、
娘
た

ち
も
父
方
の
親
戚
た
ち
も
サ
リ
カ
の
土
地
に
つ
い
て
の
相
続
権
を
も
た
ず
、
サ
リ
カ
の
土
地
は
、
む
し
ろ
、
も
し
息
子
た
ち
が
存
在
し
な

か
っ
た
と
き
は
、
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
帰
し
た
、
と
信
じ
る
。
そ
う
す
る
と
キ
ル
ペ
リ
ー
ク
スC

hilperichs

のE
dikt

勅
令
は
、
非
常

に
簡
単
に
―
―
引
き
続
く
注
を
参
照
せ
よ
―
―
説
明
さ
れ
る
。

注（
５７
）

C
hilperici

R
.
E
d.561

c.3.
P
ertz

IV
.10.「

も
し
隣
人
た
ち
を
有
す
る
誰
で
あ
ろ
う
と
も
、
息
子
た
ち
か
娘
た
ち
か
が
彼
の
死
後
に
生
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存
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
い
か
に
長
く
息
子
た
ち
が
生
存
し
よ
う
と
も
、
サ
リ
カ
法
が
も
つ
よ
う
に
、
息
子
た
ち
が
土
地
か
ら
有

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
好
ま
し
く
か
つ
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
、
も
し
突
然
に
息
子
た
ち
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
娘

た
ち
は
、
息
子
た
ち
が
生
き
て
い
て
有
し
た
で
あ
ろ
う
と
同
じ
方
法
で
、
土
地
そ
の
も
の
を
承
継
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
彼
女

〔
娘
〕
が
死
に
、
第
二
の
兄
弟
が
生
存
す
る
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
隣
人
た
ち
で
は
な
く
、
兄
弟
が
土
地
を
承
継
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

突
然
に
兄
弟
が
死
ぬ
と
き
は
、
兄
弟
が
生
存
者
に
罪
を
犯
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
は
姉
妹
は
占
有
さ
れ
る
べ
き
土
地
を
付
与
さ

れ
る
。」（P

lacuit
atque

convenit,
ut
si
quiscunque

vicinos
habens

aut
filios

aut
filias

post
obitum

suum
sperstitutus

fuerit,
quam

diu
filii
advixerint,

terra
habeant,

sicut
lex
Salica

habet.
E
t
si
subito

filios
defuncti

fuerint,
filia

sim
ili

m
odo
accipiant

terras
ipsas

sicut
et
filii
si
vivi

fuissent
aut
habuissent.E

t
si
m
oritur,frater

alter
superstitus

fuerit,

frater
terras

accipiant,
non

vicini.
E
t
subito

frater
m
oriens,

frater
non

delinquerit
superstitem

,
tunc

soror
ad
terra

ipsa
accedat

possidenda.
）〔filiae,ad
terram

ipsam
possidendam

の
誤
植
？
〕。
事
実
、
こ
の
法
律
の
内
容
ほ
ど
単
純
で
二
義
的

で
な
い
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
ル
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
あ
る
構
成
員
が
（
王
に
よ
っ
て
封
ぜ
ら
れ
た
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
、

農
場
団
体
に
お
け
る
人
々
な
ど
と
は
反
対
に
）
死
亡
す
る
と
き
は
、
こ
の
こ
と
が
す
で
に
サ
リ
カ
法
に
お
い
て
あ
る
よ
う
に
、
息
子
た
ち

が
土
地
を
相
続
す
る
。
し
か
し
息
子
た
ち
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
そ
れ
以
後
は
も
は
や
、
従
来
の
法
に
従
っ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

村
仲
間
で
は
な
く
、
娘
た
ち
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
兄
弟
た
ち
が
、
そ
し
て
、
最
終
的
な
場
合
に
よ
っ
て
は
姉
妹
た
ち
が
、
土
地
を
受
け

取
る
べ
き
で
あ
る
。
ひ
と
が
、
も
ち
ろ
ん
、〈（W

aitz,d.alte
R
.130.V

erf.I.127.
M
aurer,

D
orfv.

I.323.
Z
öpfl

S.784.
ec.

の
よ
う

に
）
サ
リ
カ
法
に
よ
れ
ば
全
男
系
部
族
が
耕
地
財
産
（L

osgut

）
の
相
続
権
を
有
し
た
〉
と
い
う
証
明
さ
れ
な
い
命
題
か
ら
出
発
す
る
と

き
は
、
解
き
が
た
い
矛
盾
が
存
在
す
る
。K

nies,
polit.

O
ekon.

S.144

は
、「
生
存
し
て
い
た
第
二
の
兄
弟
」frater

alter
superstitu-

tus

は
も
は
や
隣
人vicus

に
は
属
さ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
侵
入
者
（
招
か
れ
ざ
る
客E

indringling

）
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
言
葉
に
お
け
る
い
か
な
る
手
が
か
り
も
な
い
。

注（
５８
）

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
諸
法
律
の
全
く
異
な
る
説
明
をT

hudichum
,
M
arkv.

S.184

―189

が
与
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
説
明
は
、
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C
hilperichs

の
命
令
が
古
い
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
サ
リ
カ
法
典
の
表
現
よ
り
も
古
い
、
と
い
う
誤
っ
た
仮
定
に
基
づ
い
て
お
り
、
―
そ
し

て
、
メ
ル
ケ
ルM

erkel

の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
るqui

fratres
fuerint

「
兄
弟
た
ち
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
」
と
い
う
言
葉
の
〈
死

者
の
兄
弟
た
ち
と
い
う
（S.188

）〉
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。
排
除
さ
れ
た
妻
た
る
相
続
人
（w

eibliche
E
rbin

）
の
兄
弟
た
ち
が
問
題

と
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
えl.Salica

H
erold.

のfilii

と
同
じ
意
味
で
あ
る
の
に
対
し
て
。

注（
５９
）

以
下
、
第
十
四
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
６０
）

L
.B
urgund.tit

28.

【
以
上
、
第
八
章
の
注
、
終
わ
り
。】

【
以
下
、
第
九
章
「
よ
り
狭
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
よ
り
広
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
」
に
続
く
。】

第
九
章

よ
り
狭
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
よ
り
広
い
ゲ
マ
イ
ン
デ

―
―
政
治
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
経
済
的
ゲ
マ
イ
ン
デ

も
と
も
と
は
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ

は
政
治
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
〈
そ
れ
に
つ
い
て
彼
ら
が
政
治
的
な
案
件
に
お
い
て
決
定
す
る
集
会
に
お
い
て
処
分
す
る
か
、
ま
た
は
、

そ
の
代
わ
り
に
そ
の
代
表
者
た
ち
が
処
分
し
た
と
こ
ろ
の
〉
分
割
さ
れ
な
い
総
体
ラ
ン
ト
を
占
有
し
た
ゆ
え
に
、
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
民
族
そ
の
も
の
が
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
経
済
的
諸
団
体
で
は
な
か

（
１
）

っ
た
。
民
族
マ
ル
ク
と
ガ
ウ
マ
ル
ク
は
、
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
個
別
経
済
の
需
要
の
た
め
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
直

接
に
統
一
体
と
し
て
の
総
体
の
諸
目
的
に
奉
仕
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
総
体
の
権
利
が
極
め
て
前
面
に
現
れ
た
の
で
、
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そ
れ
ら
は
公
的
所
有
権
の
性
格
を
受
取
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
所
有
権
と
し
て
よ
り
大
き
な
帝
国
の
形
成
と
と
も
に
帝
国
お
よ
び

そ
の
代
理
人
で
あ
る
国
王
へ
と
移
転
し
た
。
ツ
ェ
ン
ト
マ
ル
ク
（
百
戸
マ
ル
クC
entm

arken

）
の
多
数
は
、
こ
れ
と
同
じ
運
命
に
陥
っ

た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
個
々
の
地
方
、
と
く
に
西
部
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ツ
ェ
ン
ト
マ
ル
ク
は
、
そ
れ
ら
を
経
済

的
目
的
の
た
め
に
用
い
る
ツ
ェ
ン
ト
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
総
有
（G

esam
teigentum

）
に
、
そ
し
て
、
ツ
ェ
ン
ト
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

は
そ
れ
ゆ
え
同
時
に
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
、
留
ま
る
か
、
ま
た
は
、
な
っ
た
の
で
（
２
）

あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
マ
ル
ク
共
同
体
を
と
お
し
て
結
び
付
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
農
業
的
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
政
治
的

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
ラ
ン
ト
、
ガ
ウ
お
よ
び
ツ
ェ
ン
ト
に
お
い
て
成
立
（
３
）

し
た
。

逆
に
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
こ
れ
ら
の
純
粋
に
政
治
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
我
々
に
後
に
出
会
う
ご
と
き

純
粋
に
経
済
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
ま
だ
ど
こ
で
も
登
場
し
な
か
っ
た
。
た
だ
政
治
的
お
よ
び
経
済
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
そ
の
後

の
分
裂
の
芽
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
お
い
て
生
じ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
ま
だ
暗
示
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

�.

ま
ず
最
初
に
、「
空
間
的
な
」
変
化
に
基
づ
い
て
、
ツ
ェ
ン
ト
の
意
味
も
農
民
の
意
味
も
持
た
な
い
こ
と
な
し
に
い
く
つ
か
の

ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
を
結
合
す
る
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
成
立
し
た
。
と
く
に
こ
の
こ
と
は
三
つ
の
方
法
で
可
能
で
あ
っ
た
。

�

政
治
的
な
ツ
ェ
ン
ト
が
相
続
可
能
と
な
っ
た
グ
ラ
ー
フ
の
役
人
（G

rafenbeam
ter

）
の
管
理
措
置
ま
た
は
私
法
的
取
扱
を
と

お
し
て
押
し
や
ら
れ
た
一
方
で
は
、
古
い
ツ
ェ
ン
ト
マ
ル
ク（
百
戸
マ
ル
ク
）ま
た
は
そ
の
よ
う
な
も
の
の
断
片
は
、
ツ
ェ
ン
ト
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
（
百
個
仲
間
）
ま
た
は
そ
れ
の
一
部
の
総
手
的
所
有
権
〔
総
有
〕
に
留
ま
る
こ
と
が
生
じ
た
。

�

よ
り
し
ば
し
ば
か
な
り
大
き
な
マ
ル
ク
が
、
成
長
す
る
住
民
に
よ
っ
て
絶
え
ざ
る
前
進
に
お
い
て
増
大
す
る〈
ウ
ル
ド
ル
フ〔
原

始
村
落
〕
の
マ
ル
ク
に
お
け
る
〉
新
規
移
住
を
と
お
し
て
成
立
（
４
）

し
た
。
一
部
は
、
ウ
ル
ド
ル
フ
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
者
の
た
め
に
も
は

や
フ
ー
フ
ェ
が
存
在
し
な
い
ド
ル
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
に
よ
っ
て
、
一
部
は
、
し
か
し
他
所
の
者
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
ウ
ル
ド
ル
フ
の
決
議
に
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よ
り
、
ま
た
は
、
そ
の
承
認
に
よ
り
、
新
た
な
ド
ル
フ
（
村
々
）
が
、
未
分
割
の
マ
ル
ク
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
も

と
も
と
は
、
こ
れ
ら
の
娘
移
住
（T

ochter＝
A
nsiedlungen

）
は
、
法
的
な
点
に
お
い
て
は
、
た
だ
ウ
ル
ド
ル
フ
の
一
部
ま
た
は
付

属
物
と
み
な
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
（
５
）

っ
た
。
そ
れ
ら
の
住
民
は
、
現
在
で
は
た
だ
一
点
に
集
中
す
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
ら
の
地
方
の
さ
ま

ざ
ま
な
場
所
に
分
散
し
、
ま
た
は
、
む
し
ろ
グ
ル
ー
プ
で
居
住
し
た
、
古
い
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
共
同
仲
間
（M

itgenossen

）
で

あ
（
６
）

っ
た
。
し
か
し
事
実
的
諸
関
係
の
力
と
需
要
は
、
次
第
次
第
に
、
そ
し
て
、
集
落
形
成
が
幾
倍
に
も
な
り
、
そ
し
て
娘
村
落
が
自
ら

母
村
落
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
と
（
７
）

く
に
、
古
い
つ
な
が
り
の
廃
止
へ
と
押
し
や
っ
た
。
他
方
で
は
、
共
同
体
の
感
情
は
、
即
座
の
そ
し
て

完
全
な
分
離
に
反
抗
し
、
そ
し
て
、
そ
の
感
情
を
、
共
同
体
が
ま
さ
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
限
り
で
、
共
同
体
の
た
め
に
至
る
と

こ
ろ
で
登
場
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
同
体
の
漸
次
的
な
そ
し
て
一
歩
一
歩
の
解
消
が
、
ほ
と
ん
ど
至
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
で
分
離

が
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
形
式
と
な
（
８
）

っ
た
。
最
も
早
期
に
そ
し
て
最
も
完
全
に
、
個
々
の
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
（
村
落
団
体D

orfschaft

）

が
「
政
治
的
」
独
立
性
を
自
ら
の
た
め
に
獲
得
し
た
。
そ
れ
ら
の
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
は
、
固
有
の
集
会
を
も
ち
、
固
有
の
代
表
者
を
選

び
固
有
の
自
治
的
法
令
（W
illk
ür

）
を
創
設
し
、
そ
し
て
最
後
に
、
そ
れ
は
以
前
に
は
オ
ル
ツ
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
場
所
ゲ
マ
イ
ン
デ
）

の
一
部
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
公
的
権
力
に
対
す
る
関
係
で
も
ま
た
、
本
来
の
オ
ル
ツ
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ア
ン
ゲ

ル
ザ
ク
セ
ン
法
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
例
え
ば
、
大
部
分
三
ま
た
は
四
の
村
落
団
体
を
包
含
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
多
く

の
点
に
お
い
て
、
オ
ル
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
地
位
を
占
め
、
そ
し
て
、
裁
判
制
度
お
よ
び
組
織
制
度
の
形
成
へ
の
最
も
本
質
的
な
影
響
を

有
し（
９
）

た
。
北
欧
に
お
い
て
は
、
娘
村
落
は
、
原
始
村
落
か
ら
の
厳
格
な
従
属
性
の
中
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
三
年
内
に
再
び
召
喚

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
土
地
の
争
い
の
場
合
に
は
前
者
〔
原
始
村
落
〕
の
一
方
的
証
言
が
妥
当
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

し
て
、
そ
の
住
民
は
貴
族
の
自
作
農
民
（A

delsbonden

）
に
対
す
る
関
係
で
、
た
だ
単
純
な
自
由
民
と
し
て
の
み
み
な
さ
（
１０
）

れ
た
。
ス

イ
ス
お
よ
び
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
は
、
我
々
の
時
代
に
至
る
ま
で
す
ら
、
し
ば
し
ば
個
々
の
村
々
の
代
わ
り
に
、
オ
ル
ト
シ
ャ
フ
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ト
（
場
所
団
体
）
の
複
合
体
が
ラ
ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
形
成
（
１１
）

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
圧
倒
的
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
す
で
に
早
期

に
、
個
々
の
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
が
、〈
そ
れ
が
他
の
諸
点
に
お
い
て
母
村
落
ま
た
は
姉
妹
村
落
と
の
共
同
体
性
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い

な
か
っ
た
場
合
に
も
〉
本
来
の
政
治
的
な
オ
ル
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
み
な
さ
れ
た
。
―
―
そ
の
政
治
的
な
諸
点
に
お
け
る
娘
ゲ
マ
イ
ン
デ

の
こ
の
漸
次
的
な
解
放
に
は
、
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
も
ま
た
、
土
地
占
有
お
よ
び
マ
ル
ク
経
済
に
関
し
て
の
そ
れ
ら
〔
娘
ゲ
マ
イ
ン

デ
〕
の
形
成
が
対
応
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
特
別
の
用
益
に
役
立
ち
そ
し
て
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
自
己
の
手
で
耕
作
さ
れ
た
フ
ェ
ル
ト
マ

ル
ク
の
真
正
な
所
有
権
は
、
そ
れ
ら
に
移
行
し
た
。
た
だ
極
め
て
散
発
的
に
こ
れ
に
関
し
て
も
ま
た
、
さ
ら
に
後
の
時
代
に
至
る
ま
で
、

共
（
１２
）

同
体
ま
た
は
そ
の
痕
跡
が
、
相
互
的
な
放
牧
権
（W

eiderecht

）
お
よ
び
類
似
の
地
役
権

（
１３
）

（Servitut

）
に
お
い
て
保
持
さ
れ
た
。

し
か
し
す
ぐ
に
し
ば
し
ば
牧
場
、
牧
草
地
お
よ
び
森
林
地
が
分
離
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
マ
ル
ク
全
体
が
分
割
さ
れ
、
そ
し

て
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
そ
の
か
つ
て
の
痕
跡
す
ら
消
え
る
ほ
ど
に
完
全
に
否
定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
大

部
分
に
お
い
て
、
北
欧
や
東
欧
に
お
い
て
は
一
般
的
に
、
問
題
と
な
っ
た
。
他
の
マ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン

マ
ル
ク
（G

em
einm

ark

）
の
分
散
に
反
対
す
る
抵
抗
が
成
果
を
収
め
、
そ
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
マ
ル
ク
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
よ
り
大
き
な

ま
た
は
よ
り
小
さ
な
範
囲
に
お
い
て
、
古
い
い
く
つ
か
の
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
か
ら
な
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
総
有
に
お
い
て
留

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
の
中
で
よ
り
高
く
上
昇
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
全
体
的
結
合
の
確
保

の
た
め
の
よ
り
強
い
傾
向
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
後
に
偶
然
の
例
外
よ
り
も
よ
り
多
く
現
れ
る
大
規
模
な
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
が
、
一
般
に
流
布
し
た
正
規
的
な
形
成
よ
り
も
古
い
時
代
に
つ
い
て
、
現
れ
る
の
で
（
１４
）

あ
る
。

�

こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
ゆ
え
に
、
最
初
の
移
住
の
時
代
に
お
い
て
し
ば
し
ば
は
じ
め
か
ら
、
故
郷
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
マ

ル
ク
団
体
の
中
で
生
活
し
て
い
た
ヨ
リ
大
き
な
諸
氏
族
ま
た
は
移
動
す
る
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
ら
が
い
く
つ
か
の
農
業

ゲ
マ
イ
ン
デ
お
よ
び
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
唯
一
つ
の
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
形
成
す
る
と
い
う
「
仕
方
」
に
お
い
て
、
定
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住
し
た
に
違
い
な
か
（
１５
）

っ
た
。
や
が
て
し
か
し
、
分
枝
が
マ
ル
ク
の
内
部
で
初
め
て
起
こ
っ
た
と
し
た
場
合
と
本
質
的
に
同
じ
関
係
が
成

立
し
、
そ
し
て
、
漸
次
的
な
解
消
の
運
命
も
ま
た
、
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
非
常
に
例
外
的
に
の
み
、
た
ぶ
ん
先
行

す
る
分
散
に
反
対
す
る
反
動
の
結
果
に
お
い
て
、
独
立
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
そ
れ
ら
の
地
方
の
一
部
を
一
緒
に
投
げ
集
め
、
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
に
し
て
ジ
ン
テ
ー
ゼ
的
な
方
法
で
よ
り
大
き
な
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
え
た
に
す
ぎ
（
１６
）

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ツ
ェ
ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
オ
ル
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
は
一
致
し
な
い
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
つ
ね
に
成
立
し
え
た
に
せ
よ
、
そ
の
性
格
は
つ
ね
に
そ
の
意
味
が
本
質
的
に
経
済
的
目
的
に
制
限
さ
れ
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
及
ぶ
人
的
結
合
の
個
々
の
残
余
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
な
が
ら

そ
れ
ら
の
結
合
の
基
礎
と
内
容
は
、
や
は
り
次
第
に
多
く
不
分
割
の
マ
ル
ク
と
な
り
、
そ
の
平
和
は
マ
ル
ク
の
平
和
に
、
そ
の
代
表
者

は
マ
ル
ク
代
表
者
に
、
そ
の
裁
判
所
は
マ
ル
ク
裁
判
所
に
、
そ
し
て
、
マ
ル
ク
問
題
が
そ
れ
ら
の
決
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
た
だ
、
ひ

と
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
全
く
ま
た
は
と
り
わ
け
不
分
割
の
マ
ル
ク
の
共
同
の
利
用
に
向
け
ら
れ
た
古
い
時
代
の
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
の
中
に
今
日
の
意
味
に
お
け
る
私
法
的
な
社
団
（privatrechtliche

K
orporationen

）
を
認
め
る
こ
と
を
、
警
戒
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ゲ
ル
マ
ン
的
な
財
産
は
、
つ
ね
に
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
我
々
が
今

日
政
治
的
な
地
方
高
権
（G

ebietshoheit

）
の
流
出
と
み
な
す
諸
権
限
を
包
含
し
た
の
で
、
中
世
を
越
え
る
ま
で
、
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
す
で
に
そ
れ
ら
の
マ
ル
ク
所
有
権
の
ゆ
え
に
、
私
法
的
な
側
面
と
並
ん
で
、
公
法
的
な
意
義
を
も
有
し
た
の
で
あ

（
１７
）

る
。も

っ
と
後
の
時
代
か
ら
初
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
〈
政
治
的
な
民
族
編
成
と
は
一
致
し
な
い
〉
そ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
報
告
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
制
度
が
担
う
非
常
な
古
さ
の
し
る
し
か
ら
目
を
逸
ら
す
と

き
は
、
直
接
の
証
言
は
、
す
で
に
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
以
前
の
時
代
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
諸
関
係
が
出
現
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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そ
し
て
、
す
で
に
サ
リ
カ
法
典
（lex

Salica

）
に
お
い
て
は
、
や
は
り
一
般
に
個
々
の
村
々
（vici

）
が
政
治
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て

現
れ
て
い
る
一
方
で
は
、
三
つ
の
村
々
が
共
通
の
牧
草
地
に
つ
な
が
れ
る
一
頭
の
共
有
の
雄
牛
を
占
有
す
る
場
合
が
言
及
さ
れ
て（
１８
）

い
る
。

そ
し
て
、
し
ば
し
ば
す
で
に
よ
り
古
い
証
書
の
中
で
、
ガ
ウ
と
も
、
百
人
組
（H
underte

）
と
も
、
ド
ル
フ
マ
ル
ク
と
も
、
一
致
し

な
い
、
マ
ル
ク
（M

arken

）
が
現
れ
て
（
１９
）

い
る
。

�.

政
治
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
経
済
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
そ
の
よ
う
な
空
間
的
な
分
離
と
並
ん
で
、
後
に
は
、
個
々
の
村
々
と
農
民
団
体

（B
auerschaften

）
の
内
部
で
の
、
そ
れ
ぞ
れ
権
利
者
た
る
人
々
に
よ
る
政
治
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
経
済
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
分
離
も
ま

た
、
出
現
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
よ
り
古
い
時
代
に
お
い
て
は
、
痕
跡
は
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
例
外
な
く
妥
当
し
た
の
は
、

フ
ォ
ル
ゲ
ノ
ッ
セ
（V

ollgenosse

）
と
し
て
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
中
へ
と
採
用
さ
れ
た
者
は
、
同
時
に
総
手
的
所
有
権
に
つ
い
て

の
完
全
な
要
求
権
を
獲
得
し
、
総
手
的
所
有
権
に
つ
い
て
よ
り
少
な
く
権
利
を
も
つ
か
ま
た
は
全
く
権
利
を
も
た
な
い
者
は
、
ゲ
マ
イ

ン
デ
に
お
け
る
よ
り
少
な
い
政
治
的
権
利
を
有
す
る
か
、
ま
た
は
全
く
政
治
的
権
利
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
原
則
、
そ
れ
ゆ
え
、
単

な
る
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
は
、
同
時
に
私
的
お
よ
び
政
治
的
な
「
独
立
の
」
ゲ
マ
イ
ン
デ
権
を
も
た
ず
、
ゲ
ノ
ッ
セ
で
な
い
者
（U

n-

genossen

）
は
「
あ
ら
ゆ
る
」
権
利
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
い
ま
や
、
し
ば
し
ば
、
人
々
は
村
々

に
お
い
て
居
住
し
、
ゲ
ノ
ッ
セ
で
な
い
者
ま
た
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
単
な
る
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
中
に
存
在
し
た
。

非
自
由
民
お
よ
び
す
べ
て
の
種
類
の
農
奴
（H

örige

）
は
、
完
全
自
由
農
民
の
フ
ー
フ
ェ
に
根
を
下
ろ
し
て
い
た
。
自
由
民
た
ち
は

村
に
お
い
て
フ
ー
フ
ェ
を
も
た
ず
に
居
住
し
た
。
完
全
に
土
地
占
有
を
も
た
な
い
人
々
は
、
す
で
に
現
在
、
他
人
の
家
に
お
い
て
根
を

下
ろ
す
こ
と
を
欲
し
た
。
す
べ
て
の
そ
の
よ
う
な
人
々
は
、
彼
ら
が
経
済
的
利
益
の
一
緒
の
享
有
を
全
く
も
た
な
い
か
、
ま
た
は
、
彼

ら
の
主
人
を
と
お
し
て
の
み
、
か
つ
主
人
の
名
に
お
い
て
ま
た
は
恩
恵
に
基
づ
い
て
有
し
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
村
統
治
、
村
の
平

和
お
よ
び
村
落
権
（D

orfrecht

）
へ
の
独
立
の
関
与
を
も
た
ず
、
彼
ら
は
、
他
所
の
者
た
ち
ま
た
は
女
た
ち
と
子
供
た
ち
と
同
様
に
、
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ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
共
同
の
担
い
手
で
は
な
か
っ
た
の
で
（
２０
）

あ
る
。

【
以
上
、
第
九
章
、
終
わ
り
】

【
第
九
章
の
注
】

注（
１
）

ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、M

aurer,
E
inl.

S.46
f.

と
と
も
に
、
諸
ラ
ン
ト
全
体
（
例
え
ばB

aiern,
A
lam
annien,

T
hüringen,

K
ä rnthen,

K
rain,

O
esterreich

）
が
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
ら
が
い
つ
の
時
代
か
に
分
割
さ
れ
な
い
総
体
マ
ル
ク
（G

esam
m
tm
ark

）
を
占
有
し
た
こ
と
は
、
そ
の
形
成
に
決
定
的
な
影
響
を
も

た
ず
に
と
ど
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
決
し
て
そ
れ
ら
は
、
こ
の
こ
と
を
マ
ウ
ラ
ー
が
観
念
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
、
経

済
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
意
味
に
お
け
る
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
は
な
か
っ
た
。

注（
２
）

第
七
章
の
注（
１５
）な
い
し
注（
１７
）を
参
照
せ
よ
。

注（
３
）

引
き
続
く
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
４
）

L
andau,T

err.115
f.M
aurer,E

inl.S.46
f.174

f.M
arkv.6

f.D
orfv.I.22

f.W
.M
aurer

l.c.222.H
anssen

b.F
alck

V
I.25

f.T
hudichum

,M
arkv.277

f.

注（
５
）

参
照
せ
よ
。
例
え
ば
、
ラ
ン
ダ
ウ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
たD

ronke,cod.dipl.F
uld.N

r.527

か
ら
の
証
書
、
お
よ
び
、M

iraeus,O
p.

dipl.I.125：

「
す
べ
て
の
田
舎
屋
敷
と
小
集
落
を
伴
う
―
―
フ
ェ
ス
プ
リ
ン
ゲ
ン
村
を
」（villam

V
espringen

----
cum

om
nibus

vil-

lulis
et
viculis

）
お
よ
び
、「
そ
の
場
所
に
面
す
べ
き
す
べ
て
の
田
舎
屋
敷
と
と
も
に
―
―
バ
リ
シ
ア
ー
カ
村
を
」（villam

B
arisiacam

----
cum

universis
villulis

ad
se
aspicientibus.

）。

注（
６
）

L
andau

S.119：

�
マ
ル
ク
は
―
―
法
的
な
点
に
お
い
て
は
し
か
し
た
だ
一
つ
の
村
を
意
味
す
る
、
あ
る
と
き
は
よ
り
多
く
の
数
の

村
々
、
あ
る
と
き
は
よ
り
小
さ
な
数
の
村
々
と
と
も
に
―
―
統
一
的
な
地
域
を
形
成
し
た
。
私
的
な
占
有
に
は
立
た
な
い
土
地
全
体
は
、

そ
れ
ら
の
共
同
の
所
有
権
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
個
々
の
村
々
の
間
に
は
ど
こ
で
あ
っ
て
も
境
界
は
存
在
し
な
い
。�
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注（
７
）

こ
の
こ
と
を
ひ
と
はL

andau
S.118

と
と
も
に
マ
ル
ク
の
分
離
の
唯
一
の
機
会
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。

注（
８
）

個
別
の
マ
ル
ク
に
つ
い
て
こ
の
過
程
を
歴
史
的
に
証
明
す
る
と
い
う
、
も
ち
ろ
ん
非
常
に
問
題
の
あ
る
試
み
を
、
ラ
ン
ダ
ウ
は
行
っ
て

い
る
。
例
え
ば
、T

err.
S.121

bis
137

はM
ark
H
eppenheim

に
関
し
て
、137

―142

はM
ark
F
ulda

に
関
し
て
。
そ
の
後
の
時
代
か

ら
の
証
明
をH

anssen,G
eh
öferschaften,bes.S.87

f.

が
与
え
て
い
る
。

注（
９
）

そ
れ
に
つ
い
て
はW

.M
aurer

l.c.

が
詳
細
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。

注（
１０
）

H
anssen

b.F
alck

V
I.25.M

aurer,E
inl.178.179.F

üt.L
ow
I.47.51.

注（
１１
）

L
andau,T

err.S.119.

に
お
け
る
一
例
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
だ
一
七
四
八
年
ま
で
は
ヘ
ッ
セ
ン
に
お
け
る
三
つ
の
村
が
共
同
体
的
な

財
産
、
訴
訟
、
債
務
、
租
税
な
ど
を
伴
っ
て
、
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
形
成
し
た
。

注（
１２
）

M
aurer,E

inl.S.179.180.
181.

200.
221.

D
orfv.

I.22.
23.

に
お
け
る
諸
例
。
印
刷
さ
れ
な
い
在
庫
品
台
帳
か
ら
の
同
書
注
９４
を
参

照
せ
よ
。：

Z
elln,H

arxheim
und

N
ivern

seindt
ein
gem
eindt

----
m
it
124
gem
arcksteinen

ringsherum
untersteint.

注（
１３
）

G
rim
m
,W
.I.44.103.160.721.M

aurer,E
inl.S

194.197.200.

注（
１４
）

よ
り
早
期
の
時
代
に
お
け
る
比
較
的
大
き
な
マ
ル
ク
の
一
般
的
な
広
が
り
に
関
し
て
は
、L

andau
S.143

―150.
T
hudichum

S.127
f.

und
M
aurer

を
参
照
せ
よ
。
マ
ウ
ラ
ー
は
、
後
に
継
続
す
る
大
規
模
な
マ
ル
ク
の
、
と
く
に
ス
イ
ス
、
エ
ル
ザ
ス
、
ラ
イ
ン
ガ
ウ
、

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
お
よ
び
、
ヘ
ッ
セ
ン
に
お
け
る
概
観
を
も
ま
た
与
え
て
い
る
。M

aurer,
M
arkenv.

E
inl.S.192

f.D
orfv.I.23

f.

注（
１５
）

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
お
い
て
起
き
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
フ
リ
ー
ゼ
ン
族
の
大
氏
族
で
あ

るV
ogdem

annen

が
海
岸
の
二
つ
の
マ
ル
ク
に
定
住
し
、
い
く
つ
か
の
ザ
ク
セ
ン
の
氏
族
が
内
陸
に
お
い
て
二
つ
の
別
の
マ
ル
ク
に
定

住
し
、
そ
し
て
、
カ
ー
ル
大
帝
が
八
〇
四
年
に
そ
れ
ら
を
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
一
つ
の
固
有
の
ガ
ウ
と
し
て
合
一
す
る
ま
で
、
独
立
の
ラ
ン

ト
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。D

ahlm
ann,

N
eocorus

I.
211.

241.
244.

251.263.275.591
f.595

f.606.II.31.35.300.
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注（
１６
）

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
マ
ル
ク
が
、
一
緒
に
政
治
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
構
成
し
た
個
々
の
村
々
が
次
第
に
大
き
な
団
体
へ
と
マ
ル
ク
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
性
格
か
ら
も
ま
た
進
歩
し
た
と
い
う
方
法
に
お
い
て
成
長
し
て
き
て
い
る
と
い
うW

.
M
aurer

l.c.
S.209

の
推

測
は
、
全
く
支
持
し
が
た
い
。

注（
１７
）

以
下
、
第
二
十
四
章
、
第
五
十
三
章
、
を
参
照
せ
よ
。

注（
１８
）

L
.Sal.III.9.D

azu
W
aitz,das

slte
R
.S.126.M

aurer,E
inl.S.151.D

orfv.I.22.

注（
１９
）

例
え
ばN

eugart
I.
S.46

に
お
い
て
「
ケ
レ
バ
テ
ス
ウ
ィ
ラ
ー
レ
と
言
わ
れ
る
場
所
に
お
け
る
ケ
レ
バ
テ
ス
ウ
ィ
ラ
ー
レ
に
お
け
る
マ

ル
ク
」（in

K
erebatesw

ilare
m
archa

in
loco

quidicitur
K
erebatesw

ilare

）
と
言
わ
れ
る
場
合
に
、m

archa

は
、w

ilare

が

W
eiler

と
同
じ
で
あ
る
の
で
、pagus

村
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
中
に
よ
り
狭
い
マ
ル
ク
（lo-

cus

場
所
）
が
存
在
す
る
。
明
ら
か
に
、K
erebatesw

ilare

は
原
始
村
落urdorf

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
同
時
に
そ

の
ド
ル
フ
マ
ル
ク
か
ら
成
立
し
た
よ
り
大
き
な
マ
ル
ク
に
そ
の
名
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

注（
２０
）

以
下
、
第
二
十
四
章
、
第
五
十
三
章
、
第
五
十
五
章
、
を
参
照
せ
よ
。

【
以
上
、
第
九
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
十
章
「
土
地
に
対
す
る
純
粋
に
政
治
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
関
係
」
に
続
く
】

第
十
章

土
地
に
対
す
る
純
粋
に
政
治
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
関
係

す
べ
て
の
移
住
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
捉
え
た
物
化
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
よ
う
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

の
経
済
的
要
素
も
政
治
的
要
素
も
等
し
く
捉
え
ら
れ
た
。
両
者
が
不
可
分
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
仮
定
は
早
期
に
か
つ
完

全
に
実
現
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
純
粋
に
政
治
的
な
諸
団
体
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
れ
が
共
有
の
マ
ル
ク
の
廃
止
ま
た
は
経
済

的
お
よ
び
政
治
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
分
割
の
結
果
に
お
い
て
生
じ
た
よ
う
に
、
人
的
な
関
連
は
、
一
定
の
領
土
と
の
物
的
な
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つ
な
が
り
を
通
し
て
作
ら
れ
た
紐
帯
の
成
長
す
る
意
義
に
対
す
る
関
係
で
、
益
々
背
後
に
退
い
た
。
団
体
が
狭
く
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ

け
早
く
物
化
が
自
ら
の
周
り
を
捉
え
た
。
す
な
わ
ち
、
百
人
組
、
ガ
ウ
、
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
は
、
そ
の
よ
う
な
段
階
的
な
順
次
性
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
変
化
に
服
し
た
。
す
で
に
移
動
後
ま
も
な
く
、
ひ
と
は
、
百
人
組
と

ガ
ウ
ま
た
は
対
応
す
る
編
成
の
も
と
に
、
よ
り
狭
い
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
よ
り
も
よ
り
多
く
ラ
ン
ト
の
分
割
を
理
解
し
、
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
名
称
の
も
と
に
、
緊
密
に
結
合
し
た
人
々
の
一
定
数
が
そ
れ
に
属
す
る
一
定
の
限
界
付
け
ら
れ
た
地
区
の
こ
と
を
考
え
、

と
り
わ
け
領
土
を
も
占
有
し
た
人
的
な
団
体
の
こ
と
を
も
は
や
考
え
な
か
っ
た
。
部
族
と
民
族
に
関
し
て
は
、
後
期
中
世
に
至
る
ま
で
、

そ
の
地
域
の
変
化
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
な
い
人
的
に
結
合
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
存
在
す
る
と
い
う
思
想
が
圧
倒
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
重
要
な
諸
点
に
お
い
て
は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
ま
た
、〈
部
族
が
地
方
（P

rovim
z

）
の
付
属
物
で
、
民
族
が
ラ
ン
ト

の
付
属
物
で
あ
り
、
そ
し
て
、
結
局
、
こ
れ
ら
の
彼
ら
の
地
域
を
と
お
し
て
部
族
と
民
族
が
条
件
づ
け
ら
れ
、
決
定
さ
れ
る
〉
と
い
う

思
想
が
浸
透
し
た
。

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
諸
団
体
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
物
的
と
な
っ
た
と
き
に
か
つ
そ
の
限
り
で
、
定
住
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
当

該
地
域
へ
の
た
ん
な
る
受
動
的
な
所
属
性
も
ま
た
、
当
該
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
保
護
を
求
め
る
請
求
権
を
与
え
、
そ
し
て
、
そ
の

請
求
権
に
対
応
す
る
義
務
を
課
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
定
住
と
所
属
が
保
護
仲
間
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
能
働
的
な
仲
間（
ゲ
ノ
ッ
セ
）

で
あ
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
地
域
を
形
成
す
る
〈
ま
さ
に
次
第
に
多
く
結
合
の
本
来
的
な
担
い
手
と
な
っ
た
〉
土
地
の
一
つ
に
つ
い
て

の
自
己
の
権
利
か
ら
主
張
せ
ざ
る
を
得
ず
、
資
格
を
付
与
す
る
土
地
に
つ
い
て
の
民
族
法
に
よ
る
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
を
持
た
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
で
の
完
全
な
権
利
と
完
全
な
義
務
を
与
え
た
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ
完
全
な
フ
ー
フ
ェ
の
真

正
で
自
由
な
所
有
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
フ
ー
フ
ェ
は
分
割
可
能
と
な
り
、
そ
し
て
、
ひ
と
は
や
が
て
、
あ
る
と
き
は
一
つ
の
フ
ー

フ
ェ
の
一
部
を
、
あ
る
と
き
は
フ
ー
フ
ェ
の
数
全
体
を
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
ゆ
え
に
、
政
治
的
な
諸
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
、
分
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割
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
（
仲
間
権
）
の
可
能
性
が
成
立
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
人
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
も
と
も

と
の
観
念
と
は
全
く
調
和
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

政
治
的
諸
団
体
の
「
物
化
」（V

erdinglichung

）
と
い
う
こ
の
原
則
が
、
た
と
え
そ
れ
が
も
ち
ろ
ん
そ
の
諸
作
用
に
お
い
て
家
父

長
的＝

人
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
と
同
一
の
類
似
物
を
も
た
ら
し
た
に
せ
よ
、「
領
土
主
権
」（T

erritorialität

）
と
い
う
近
代
的
原

理
か
ら
最
も
内
的
な
本
質
に
お
い
て
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
は
、
た
だ
一
時
的
に
お
い
て
に
せ
よ
注
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
方
向
の
個
々
の
諸
帰
結
は
、
主
と
し
て
別
の
面
か
ら
浸
透
し
て
き
た
支
配
原
則
（H

errschaftsprinzip

）
と
の
関
連
に
お
い

て
登
場
し
、
そ
し
て
、〈
そ
れ
ゆ
え
公
的
な
権
力
を
支
配
の
理
念
を
と
お
し
て
知
っ
た
〉
組
織
改
変
の
言
及
の
際
に
始
め
て
よ
り
詳
細

に
評
価
さ
れ
う
る
。
た
だ
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
自
身
に
お
い
て
も
ま
た
、
物
化
と
い
う
同
じ
法
則
は
、
完
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ

れ
が
自
由
に
留
ま
っ
て
い
た
場
合
に
も
ま
た
〈
こ
の
こ
と
を
海
や
山
岳
に
お
け
る
自
由
な
ラ
ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
そ
の
後
の
状
態
が
示

し
て
い
る
よ
う
に
〉
そ
の
人
的
な
組
織
の
変
更
と
は
独
立
に
実
現
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
至
る
と

こ
ろ
で
最
も
重
要
な
政
治
的
な
権
利
と
義
務
は
、
次
第
に
多
く
土
地
占
有
と
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ま
さ
に
土
地
の
流
出
物

と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
し
た
が
っ
て
土
地
占
有
の
種
類
と
大
き
さ
に
従
っ
て
測
ら
れ
、
そ
し
て
等
級
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け
〈
よ
り
古
い
解
釈
に
従
え
ば
ま
さ
に
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
そ
の
よ
り
狭
い
ク
ラ
イ
ス
に
対
す
る
個
人
の
地
位
の
中
に

基
礎
を
有
し
た
〉「
階
級
」（Stand

）
は
、
い
ま
や
土
地
占
有
と
同
一
視
さ
れ
た
。
か
つ
て
は
た
だ
自
由
（F

reiheit

）
の
結
果
で
あ

る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
真
正
の
自
由
な
所
有
物
（E

igen

）
は
、
い
ま
や
自
由
の
基
礎
お
よ
び
条
件
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
共

通
の
自
由
と
並
ん
で
、
増
大
さ
れ
た
自
由
権
と
減
少
さ
れ
た
自
由
権
が
、
古
い
尺
度
を
超
え
る
か
ま
た
は
古
い
尺
度
に
劣
後
す
る
土
地

占
有
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
。
土
地
を
も
た
な
い
人
に
は
、
彼
が
自
由
な
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
と
し
て
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
積
極
的
な

自
由
権
は
欠
け
て
お
り
、
彼
は
ガ
ウ
と
民
族
の
自
由
な
社
団
に
お
け
る
独
立
の
ゲ
ノ
ッ
セ
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
そ
し
て
、
彼
が
共
同
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団
体
と
の
あ
ら
ゆ
る
結
合
な
し
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
間
接
的
に
保
護
仲
間
と
し
て
公
的
な
諸
団
体
へ
と
参

加
せ
ん
が
た
め
に
は
、
彼
は
、
一
人
の
主
人
に
自
ら
を
関
連
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼
が
こ
れ
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
総

体
は
利
害
を
有
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
総
体
は
結
合
し
な
い
男
子
を
そ
の
地
域
の
中
に
お
い
て
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
法
律
は
、
土
地
を
も
た
な
い
者
に
、
明
文
で
、
主
人
を
持
つ
義
務
を
負
わ

せ
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
い
ま
や
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
こ
れ
ら
二
つ
の
直
接
の
現
象
形
態
で
あ
る
、
軍
隊
お
よ
び
裁
判
所
に
お
け
る
権
利
と

義
務
は
、
土
地
所
有
の
効
果
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
カ
ロ
リ
ン
グ
王
国
に
お
い
て
は
、
土
地
占
有
の
標
準
に
従
う
徴
兵
義
務
の
精
密

な
等
級
が
妥
当
し
た
（
そ
の
場
合
も
ち
ろ
ん
代
用
物
と
し
て
動
産
占
有
も
ま
た
顧
慮
さ
（
１
）

れ
た
）。
ツ
ェ
ン
ト
裁
判
所
お
よ
び
ガ
ウ
裁
判

所
へ
の
参
加
の
た
め
に
は
、
ツ
ェ
ン
ト
ま
た
は
ガ
ウ
に
お
け
る
自
由
な
土
地
占
有
が
必
要
で
あ
り
、
陪
審
員
職
（Schöffenam

t

）
の

た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
土
地
占
有
の
一
定
の
程
度
が
必
要
で
あ
っ
た
。〈
特
権
を
与
え
ら
れ
た
自
由
民
〉
で
な
い
者
に
対
し
て
時
代

の
経
過
の
中
で
総
体
と
王
ま
た
は
そ
の
役
人
た
ち
の
た
め
に
課
さ
れ
た
す
べ
て
の
奉
仕
と
公
課
一
般
を
、
ひ
と
は
、
同
様
に
物
的
負
担

（dingliche
L
asten

）
と
み
な
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
フ
ー
フ
ェ
の
数
と
大
き
さ
に
従
っ
て
割
当
て
た
。
つ
ね
に
、
例
え
ば
、
ア
ン
ゲ

ル
ザ
ク
セ
ン
の
治
外
法
権＝

特
権
に
お
い
て
は
、
明
示
的
に
土
地
自
ら
が
免
除
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
免
除
が
存
在
し
な
い

公
法
上
の
三
つ
の
主
要
義
務
、
す
な
わ
ち
、
兵
役
義
務
、
城
塞
建
設
お
よ
び
橋
建
設
に
お
い
て
存
す
る
い
わ
ゆ
る
三
大
必
要
（trinoda

（
２
）

necessitas

）
は
、
全
く
か
つ
徹
底
し
て
物
上
負
担
（R

eallasten
）
の
形
式
に
お
い
て
留
保
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
変
化
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
時
代
に
は
ツ
ェ
ン
ト
や
ガ
ウ
の
政
治
的
諸
団
体
に
お
い
て
、

し
か
し
中
世
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
は
部
族
や
民
族
に
お
い
て
、
人
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
古
い
思
想
が
最
も
重
要
な
諸

点
に
お
い
て
生
き
生
き
と
確
保
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
法
そ
の
も
の
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
人
的
な
占
有
制
（persö nli-
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ches
B
esitzthum

）
に
留
ま
り
、
そ
し
て
、
土
地
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
権
利
と
義
務
の
シ
ス
テ
ム
と
並
ん
で
、
部
族
法
と
民
族
法

の
人
格
性
が
、
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
原
則
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
命
題
の
核
心
は
、
し
か
し
、
ま
さ
に
〈
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
が

そ
れ
に
対
す
る
持
分
を
有
し
、
そ
し
て
、
ど
こ
に
彼
が
赴
く
に
せ
よ
、
彼
が
自
ら
に
担
っ
た
と
こ
（
３
）

ろ
の
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
共

同
体
的
な
占
有
制
と
し
て
の
法
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
ガ
ウ
ま
た
は
民
族
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
構
成
員
地
位
（M

itglied-

schaft

）
の
よ
う
に
、
そ
れ
ゆ
え
、
法
も
ま
た
出
生
の
結
果
で
あ
り
、
そ
し
て
、
た
だ
例
外
的
に
の
み
、
ひ
と
は
一
般
的
な
判
決
（pro-

fessiones
juris

）
に
お
い
て
一
回
的
な
法
の
選
択
を
許
容
し
、
あ
る
い
は
、
国
王
の
同
意
を
と
お
し
て
他
国
法
の
受
け
入
れ
を
承
認

し
、
あ
る
い
は
、
他
国
人
（F

rem
de,

w
argangi

）
を
し
て
彼
ら
が
住
も
う
と
欲
し
た
部
族
ま
た
は
民
族
の
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
の
中
へ
と
登
場
す
る
こ
と
を
強
制
し
た
。
民
族
に
よ
る
古
い
名
称
（V

olksrecht

民
族
法
、leges

populorum

民
衆
法
、lex

A
la-

m
annorum

ア
ラ
マ
ン
ニ
ー
族
の
法
、
な
ど
）
の
代
わ
り
に
、�
ラ
ン
ト
法
�（L

andrecht

）
と
い
う
呼
び
名
が
普
通
法
（das

gem
eine

R
echt

）
の
た
め
に
登
場
し
た
と
き
も
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
だ
今
日
の
意
味
に
お
け
る
ラ
ン
ト
の
本
来
の
法
で
は
な
く
、
一
定
の

ラ
ン
ト
の
中
で
生
き
そ
の
ラ
ン
ト
に
属
す
る
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
で
あ
（
４
）

っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
原
則
の
度
重
な
る
違
反

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
（Sachsenspiegel

）
と
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
（Schw

abenspiegel

）

は
、
本
質
的
に
法
概
念
の
古
い
解
釈
に
忠
実
で
あ
（
５
）

っ
て
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
ラ
ン
ト
法
は
、〈
ち
ょ
う
ど
聖
職
者
の
法
、
ユ
ダ
ヤ
人
の

法
、
封
土
団
体
の
法
、
農
場
団
体
の
法
お
よ
び
勤
務
団
体
の
法
が
、「
特
別
の
」
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
法
と
し
て
現
れ
て
い
る

よ
う
に
〉
大
規
模
な
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
十
章
、
終
わ
り
】

【
第
十
章
の
注
】
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注（
１
）

V
gl.B

es.C
ap.K

arol.M
.a.803.P

ertz
I.119.c.1.C

ap.L
ib.III.c.5.L

.A
istulph.

（B
audi

）c.2.3.（
土
地
占
有
に
従
う
武
装
の
異

な
る
種
類
）。

注（
２
）

つ
ね
に
、「
遠
征
」「
ポ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
城
壁
」「
ア
ル
キ
ウ
ス
の
要
塞
」expeditio,

pontium
structura,

arcium
m
unitio

）
あ
る

い
は
「
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
で
あ
る
三
大
必
要
」（triconda

necessitas,quae
om
ni
populo

com
m
unis

est

）
は
、
土
地terra

、

農
場villa

、
地
面tellus

、
地
所rus

、
住
居locus

に
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
他
に
は
、
こ
れ
は
免
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（「
自
由
民
の
地
所
で
あ
る
な
ら
ば
」sit

liberum
rus
etc.

）、
と
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
、U

rk.
v.842.

850.
852.

939.
939.

940.
b.

K
em
ble,cod.dip.II.S.16.36.48.215.217.219.221;

あ
る
い
はU

rk.v.967
N
r.534

―537
ib.III.S.12

f.

を
参
照
せ
よ
。
ア
ン
ゲ
ル

ザ
ク
セ
ン
語
に
お
け
る
証
書
は
、
類
似
の
表
現
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、sy

hit

（thaet
land

）ae^lces
thinges

freoh
bu^tan

ferd-

fare
and

w
algew

orc
and

brycgew
orc.

U
rk.
v.969

―972
b.
K
em
ble
III.
N
r.530.

577.
612.

680.
681.

684.
S.5.
49.
159.

279.

280
ec.

注（
３
）

V
gl.
G
aupp,

A
nsiedl.

S.218
―264
u.Z
.f.D
.R
.
B
d.19.

S.161
f.
Z
öpfl,

R
.G
.
§
5..
E
d.
R
othar.

c.90.
L
eg.
W
ilh.
b.
Schm

id
III.

c.4.S.190.

注（
４
）

そ
れ
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
リ
プ
ア
リ
ア
法l.R

ipuar.31

（33

）
が
「
あ
た
か
も
場
所
の
法
が
制
限
す
る
ご
と
く
に
」（sicut

lex
loci

continet

）
―
と
い
う
と
き
、
た
だ
不
正
確
な
表
現
方
法
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
カ
マ
ウ
ィ
ー
族
の
ガ
ウ
法
（G

aurecht
der
C
ham
aver

）

も
ま
た
、
ガ
ウ
の
法
（ein

R
echt

des
G
aus

）
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
カ
マ
ウ
ィ
ー
族
のew

a

（ew
a
C
ham
avorum

）
と
名
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

注（
５
）

例
え
ば
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ルI.30.

に
お
い
て
修
正
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、na

des
landes

rechte
und

nicht
na
des

m
annes.

【
以
上
、
第
十
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
Ｂ.

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
。
�.

人
的
団
体
と
し
て
。
第
十
一
章
「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
の
成
立
」
に
続
く
】
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Ｂ.

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
（
支
配
的
団
体D

er
herrschaftliche

V
erb
and

）。

�.

人
的
団
体
と
し
て
。

第
十
一
章

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
の
（
１
）

成
立

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
の
民
族
の
最
古
の
組
織
制
度
は
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り

そ
れ
と
並
ん
で
以
前
か
ら
人
間
的
結
合
の
対
立
す
る
形
式
で
あ
る
「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
」
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
純
粋
の

姿
に
お
い
て
〈
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
一
者
（E

iner

）
が
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
全
て
の
人
々
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
〉
共
同
体
（G

em
einschaft

）
で
あ
る
。
あ
る
一
者
が
―
―
そ
し
て
こ
の
あ
る
一
者
は
、
抽
象
的
な
理
念
の
担
い
手
で
は
な

く
、
具
体
的
に
生
き
る
人
格
と
し
て
―
―
「
主
人
」（H

err

）
で
あ
り
、
自
己
に
お
い
て
団
体
の
全
て
の
法
的
な
統
一
体
を
意
味
し
て

い
る
。
彼
は
第
一
人
者
（P

rius

）
と
し
て
現
れ
、
た
だ
彼
を
と
お
し
て
、
そ
し
て
、
彼
に
お
い
て
の
み
、
多
数
性
が
結
合
さ
れ
て
い

る
。
共
同
体
に
お
け
る
平
和
、
法
お
よ
び
権
力
は
、
彼
か
ら
出
発
す
る
。
彼
の
意
思
、
彼
の
代
理
権
、
彼
の
命
令
、
彼
の
決
定
は
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
総
体
意
思
、
選
択
、
選
挙
お
よ
び
判
決
発
見
が
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
、
妥
当
す
る
。
彼
だ
け
が
、
対
外

的
に
も
対
内
的
に
も
団
体
そ
の
も
の
を
代
表
す
る
。
そ
し
て
、
財
産
法
的
な
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い

て
は
総
体
権
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
彼
の
統
一
体
権
利
（E

inheitsrecht

）
で
あ
る
。

小
さ
な
始
ま
り
か
ら
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
（
支
配
団
体H

errschaftsverband

）
は
、
次
第
に
、
国
民
全
体
の
生
活
を
征
服
し
た
。

し
か
し
こ
の
豊
か
な
ほ
と
ん
ど
見
渡
し
き
れ
な
い
発
展
は
、
た
だ
二
つ
の
関
係
に
お
い
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
律
史
に
属
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
が
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
争
い
、
そ
し
て
破
壊
し
た
限
り

に
お
い
て
、
第
二
に
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
自
ら
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
思
想
を
自
ら
の
中
に
取
り
入
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
と
お

し
て
修
正
さ
れ
、
そ
し
て
最
後
に
解
消
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
〔
で
あ
る
〕。
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全
て
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
の
成
立
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
成
立
と
同
様
に
、
家
族
（F

am
ilie

）
に
さ
か
の
ぼ
る
。
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
氏
族
の
拡
大
と
模
倣
に
そ
の
存
在
を
負
う
よ
う
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
、
家
（H

aus

）
の
拡
大
と
模
倣

に
そ
の
存
在
を
負
っ
て
い
る
。
以
前
か
ら
自
由
民
た
る
男
子
は
、
彼
の
家
の
中
で
彼
の
単
独
の
意
思
を
と
お
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
民

族
を
代
理
し
た
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
民
族
に
お
い
て
は
よ
り
高
度
な
総
体
の
構
成
員
に
す
ぎ
な
い
が
、
彼
は
、
家
の
な
か
で
は
主
人
で
あ

り
、
裁
判
官
で
あ
り
、
祭
司
で
あ
り
、
す
べ
て
の
平
和
と
法
の
担
い
手
で
あ
り
保
護
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
移
住
後
、
所
帯
が
農
場

お
よ
び
そ
の
付
属
物
に
お
い
て
物
的
な
も
の
と
な
っ
た
（
２
）

と
き
、
人
的
な
家
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（H

ausherrschaft

）
は
、
そ
の
忠
実
な
模

写
を
、
土
地
に
つ
い
て
の
完
全
に
自
由
な
所
有
権
と
い
う
、
同
時
に
公
的
か
つ
私
的
な
主
人
権
（H

errenrecht

）
の
中
に
見
出
し
た
。

昔
か
ら
家
（H

aus

）
と
農
場
（H

of

）
の
こ
の
人
的
か
つ
物
的
な
平
和
の
範
囲
は
、
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
の
要
素
を
、
す
な

わ
ち
、
民
族
法
に
よ
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
認
め
ら
れ
た
一
定
の
自
由
権
を
有
す
る
、
無
権
利
の
非
自
由
民
（rechtlose

U
nfreie

）、

農
奴
（H

örige

）
お
よ
び
被
解
放
民

（
３
）

（F
reigelassene

）、
自
由
民
た
る
妻
、
自
由
民
た
る
子
供
た
ち
を
、
結
合
し
て
い
た
。
地
位
と

権
利
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
す
べ
て
が
、
一
つ
の
点
に
お
い
て
一
致
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら

は
家
の
構
成
員
で
あ
り
、
彼
ら
は
家
長
（H

ausherr

）
に
「
奉
仕
」
し
、
彼
ら
は
、
全
て
の
事
柄
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も

ま
さ
に
家
の
事
柄
に
お
い
て
、
彼
の
意
思
に
従
い
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
彼
の
家
長
権
（M

undium

）
の
媒
介
を
と
お
し
て
の
み
民
族

法
お
よ
び
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
参
加
し
た
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
家
族
（dom

us,
fam
ilia,

hired

）
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
、
家
長
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
た
完
結
し
た
統
一
体
、
す
な
わ
ち
、
生
活
の
統
（
４
）

一
体
な
ら
び
に
法
の
統
一
体
を
形
成
し
た
。

ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
領
域
に
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
団
体
（häus-

liche
V
erbände

）
は
、
そ
の
意
義
が
ま
さ
に
家
経
済
に
制
限
さ
れ
て
留
ま
っ
た
限
り
で
、
介
入
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
家
長
が
彼
の
フ
ー
フ
ェ
を
経
営
し
、
有
力
者
、
指
導
者
お
よ
び
王
が
た
ぶ
ん
い
く
ら
か
大
き
な
フ
ー
フ
ェ
を
自
ら
経
営
し
た
限
り
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で
、
す
な
わ
ち
、
権
利
と
義
務
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
等
性
が
少
な
く
と
も
類
似
す
る
事
実
的
な
平
等
性
に
お
い
て
も
ま
た

そ
の
模
写
を
見
出
し
た
限
り
で
、
問
題
と
な
っ
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
占
有
と
権
力
の
成
長
す
る
不
平
等
性
に
つ
い
て
は
、

す
な
わ
ち
、
よ
り
大
き
な
土
地
支
配
と
相
続
可
能
な
支
配
者
の
地
位
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
異
な
っ
て
い
た
。
富
者
と
く
に
王
た
ち
の

農
場
へ
と
従
属
す
る
人
員
の
包
括
的
な
拡
大
へ
の
手
段
と
動
機
が
、
い
ま
や
与
え
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
一
者
に
従
属
す
る
非
自
由
民
と

農
奴
の
数
の
増
大
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
間
に
、
ひ
と
が
以
前
に
は
知
ら
な
か
っ
た
〈
も
は
や
た
だ
代
理
権
に
対
す
る
そ
の
地

位
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
主
人
の
自
由
な
評
価
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
〉
差
異
が
作
ら
れ
た
。
個
々
人
の
種
類
の
異
な
る
使
用
、
す
な

わ
ち
、
あ
る
人
々
の
耕
地
労
働
（
本
来
の
奴
隷
的
労
働opera

servilia

）
の
た
め
の
使
用
、
他
の
人
々
の
〈
当
時
の
自
然
経
済
の
意

味
に
お
い
て
は
手
仕
事
お
よ
び
芸
術
が
そ
れ
に
属
し
た
〉
家
事
的
業
務
（häusliche

V
errichtungen

）
の
た
め
の
使
用
が
、
生
じ

た
の
で
（
５
）

あ
る
。
家
全
体
の
直
接
的
な
生
活
共
同
体
は
中
絶
し
、
た
だ
主
人
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
た
従
者
だ
け
が
主
人
の
机
で
食
事
を
し
、

そ
し
て
、
彼
の
日
常
的
な
側
近
者
を
形
成
し
た
。
こ
れ
と
の
関
連
で
生
じ
た
最
も
重
要
な
変
化
は
、
疑
い
も
な
く
、
完
全
に
自
由
な
民

族
ゲ
ノ
ッ
セ
も
ま
た
あ
る
主
人
の
役
務
へ
と
自
ら
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
的
に
は
、
お
そ
ら
く
以
前
か
ら
許
さ
れ
た
が
、
し
か

し
事
実
的
に
は
、
一
方
で
は
必
要
が
、
他
方
で
は
個
々
の
家
政
の
光
輝
と
名
望
が
、
そ
れ
に
駆
り
立
て
た
と
き
に
初
め
て
、
自
己
服
従

が
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
彼
の
ゲ
ノ
ッ
セ
の
男
子
（M

ann

）
と
な
っ
た
者
は
、
自
由
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
必
然
的
で
は
な
か
（
６
）

っ
た
。
む
し
ろ
全
て
の
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
も
と
で
は
、
ひ
と
が
そ
れ
に

よ
っ
て
人
的
な
自
由
の
確
保
の
も
と
に
他
人
の
家
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
自
ら
を
委
ね
る
と
い
う
〈
そ
の
本
質
上
至
る
と
こ
ろ
で
等
し

い
、
形
式
に
お
い
て
も
ま
た
必
ず
し
も
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
〉
法
律
行
為
（R

echtsgeschäft

）
が
存
在
し
た
。
こ
の
行

為
の
「
形
式
」
は
、
お
そ
ら
く
つ
ね
に
誠
実
宣
誓
（T

reueid

）
と
ハ
ン
ド
ラ
イ
フ
ン
グ
（
援
助H

andreichung

）
と
結
合
さ
れ
て
い

（
７
）

た
。
そ
の
「
内
容
」
は
、
三
重
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
財
産
法
的
」
な
関
係
に
お
い
て
は
、
あ
る
一
者
は
、〈
後
に
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
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ら
ず
固
定
さ
れ
、
そ
し
て
、
あ
る
い
は
最
高
の
宮
廷
お
よ
び
国
家
の
職
務
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
戦
時
勤
務
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
普

通
の
夫
役
（F

rohnen

）
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
た
ん
な
る
地
代
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
純
粋
に
形
式
的
な
公
課
に
お
い
て
、
存
在
し

え
た
で
あ
（
８
）

ろ
う
〉
す
べ
て
の
種
類
の
役
務
に
つ
い
て
の
義
務
を
引
き
受
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
主
人
は
、
も
と
も
と
は
完
全
な
扶
養

を
、
後
に
は
し
ば
し
ば
た
だ
個
々
の
利
益
だ
け
を
、
し
ば
し
ば
土
地
を
、
し
ば
し
ば
純
粋
に
形
式
的
な
贈
り
物
を
、
し
ば
し
ば
た
だ
課

さ
れ
た
還
付
だ
け
を
、
あ
る
い
は
、
従
来
の
占
有
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
を
、
約
束
（
９
）

し
た
。「
道
徳
的
」
な
点
に
お
い
て
は
、

無
制
限
の
相
互
的
な
誠
実
へ
の
義
務
が
成
立
（
１０
）

し
た
。「
政
治
的
な
点
」
に
お
い
て
は
、
主
人
の
平
和
の
範
囲
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
範
囲

は
、〔
次
の
よ
う
に
し
て
〕
拡
大
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
主
人
は
、
も
ち
ろ
ん
役
務
の
案
件
に
制
限
さ
れ
た
裁
判
権
を
、
保
護
義
務
お

よ
び
保
護
権
力
を
、
第
三
者
な
ら
び
に
公
的
権
力
に
対
す
る
男
子
の
代
理
を
、
男
子
の
傷
害
の
際
の
平
和
罰
金
（F

riedensbu�
e

）

に
対
す
る
請
求
権
を
、
要
す
る
に
、
男
子
の
上
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
家
父
（
１１
）

長
権
を
、
獲
得
し
た
。
し
か
し
男
子
に
と
っ
て
は
、〈
彼

は
な
る
ほ
ど
団
体
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
な
い
全
て
の
諸
関
係
に
関
し
て（
と
く
に
財
産
法
的
関
係
と
家
族
法
的
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
）

民
族
法
（V

olksrecht

）
と
民
族
裁
判
所
（V

olksgericht

）
に
参
加
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
部
分
的
に
は
」、
団
体
が
ま
さ
に

及
ん
だ
限
り
で
は
、
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
（
完
全
仲
間
）
か
ら
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
民
族
に
お
い
て
あ

る
程
度
間
接
的
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
（
１２
）

っ
て
〉、
非
従
属
性
と
独
立
性
の
減
少
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て

非
常
に
際
立
っ
た
意
義
を
獲
得
（
１３
）

し
た
、
個
別
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
の
上
述
の
す
べ
て
の
授
手
托
身
行
為
（K

om
m
endationen

）

に
は
、
ま
だ
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
が
共
通
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
に
お
い
て
登
場
し
た
自
由
民
は
、
お
そ
ら
く
は
と
り
わ
け
、
先
ず
第
一
に
主
人
を
〈
社
会
的
に

同
列
に
立
つ
よ
り
高
い
家
僕
（H

ausgesinde

）
と
し
て
〉
取
り
囲
ん
だ
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
た
と
え
こ
の
地
位
を
や
が
て
主
人

の
任
意
に
従
っ
て
農
奴
お
よ
び
被
解
放
民
た
ち
と
分
か
ち
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
全
階
級
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の
尊
敬
と
処
遇
が
そ
れ
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
と
お
し
て
初
め
て
、
奉
仕
が
自
由
の
上
に
高
ま
る

可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
し
か
し
、
団
体
の
進
歩
す
る
拡
大
の
ゆ
え
に
、
家
共
同
体
か
ら
最
大
の
政
治
的

射
程
を
有
す
る
諸
制
度
が
形
成
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
一
定
の
限
界
づ
け
ら
れ
た
諸
形
式
に
お
い
て
向
き
合
う
最
古
の
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
従
士
制
（G

efolgschaft

）
で

（
１４
）

あ
る
。
そ
の
本
質
は
、
王
た
ち
（K

önige

）
や
指
導
者
た
ち
（F

ürsten

）
お
よ
び
や
が
て
は
大
勢
力
家
た
ち
の
宮
廷
に
、
同
時
に
真

の
王
室
（H

ofhaltung

）
へ
の
家
政
（H

aushaltung

）
の
拡
大
と
と
も
に
、〈
戦
争
勤
務
と
宮
中
名
誉
職
だ
け
を
行
う
の
を
つ
ね
と

し
た
〉
家
僕
（H

ausdiener

）
の
最
高
の
階
級
が
、
そ
の
他
の
階
級
か
ら
区
別
さ
れ
た
こ
と
の
中
に
存
し
た
。

廷
臣
（com

itatus

）
と
し
て
は
じ
め
て
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
言
及
さ
（
１５
）

れ
て
、
従
士
制
は
、
す
べ
て
の
ゲ
ル
マ
ン
の
諸
部
族
の
も

と
で
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
族
の
も
と
で
はthegnas

とgesidhas

（
後
に
は
た
だgesidheund

―

m
en

）
と
（
１６
）

し
て
、
ゴ
ー
ト
族
の
も
と
で
はgardingi

とpalatini

（
宮
殿
人
）
と
（
１７
）

し
て
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
族
の
も
と
で
はgasindii

と
し

（
１８
）

て
、
ブ
ル
グ
ン
ド
族
の
も
と
で
はdom

estici

（
家
族
）
と
（
１９
）

し
て
、
北
欧
に
お
い
て
はhuskarlar

とhiredhm
en

と
（
２０
）

し
て
、
そ
し
て
、

最
後
に
フ
ラ
ン
ク
族
の
も
と
で
はantrustiones

とconvivae
regis

（
王
の
食
客
た
ち
）
と
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
、
と
く

に
登
場
し
た
新
し
いm
inisteriales

（
非
自
由
召
使
、
奴
隷
）
を
別
と
し
て
、vasalli

（
家
来
）
と
し
て
の
呼
び
名
が
一
般
的
と
な
（
２１
）

っ
た
。

す
で
に
名
称
が
そ
う
で
あ
る
よ
（
２２
）

う
に
、
我
々
に
伝
承
さ
れ
た
す
べ
て
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
諸
団
体
の
起
源
は
た
ん
に
家
の
共
同
体
の

拡
大
の
中
に
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
（
２３
）

い
る
。
今
日
も
な
お
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
、
従
者
（das

G
efolge

）

を
全
く
別
に
理
解
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
従
者
の
中
に
、
指
導
者
職
と
関
連
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
基
本
的
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
で
は
な
く

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
、
独
特
の
制
度
を
認
め
て
（
２４
）

い
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
が
従
者
の
主
人
を
、
彼
が
す
ぐ
そ
の
前
に
選
ば
れ
た
民
族

代
表
（V

olksvorstand

）
に
与
え
た
の
と
同
じ
名
前
を
名
づ
け
て
い
る
ゆ
え
に
、
指
導
者
た
ち
だ
け
が
、
従
者
を
持
つ
権
利
を
有
し
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た
と
さ
れ
て
（
２５
）

い
る
。
そ
う
す
る
と
ひ
と
は
、
扈
従
（
こ
じ
ゅ
う
）
を
民
族
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
力
の
流
出
物
と
（
２６
）

し
て
、
あ
る
い
は
、
お

そ
ら
く
全
く
民
族
そ
の
も
の
か
ら
指
導
者
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
護
衛
（L

eibgarde

）
を
民
族
軍
隊
の
流
出
物
と
（
２７
）

し
て
、
考
え
て
い
る
。

他
の
人
々
は
、
す
べ
て
の
貴
族
に
従
士
制
を
承
認
し
、
そ
の
点
に
お
そ
ら
く
全
く
貴
族
の
本
質
を
見
出
そ
う
と
し
て
き
て
（
２８
）

い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
は
、
す
で
に
早
期
に
、
従
者
は
、
私
的
制
度
と
称
（
２９
）

さ
れ
、
家
共
同
体
の
任
意
に
行
わ
れ
た
拡
大
と
称
さ
れ
て
き
て
（
３０
）

い
る
。
タ

キ
ト
ゥ
ス
に
お
け
る
君
主
（princeps

）
と
い
う
無
色
の
言
葉
は
、
そ
れ
と
は
矛
盾
し
（
３１
）

な
い
。
他
の
す
べ
て
の
人
々
は
、
こ
の
解
釈
へ

と
必
然
的
に
赴
い
て
い
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
原
典
資
料
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
と
く
に
伝
説
や
詩
に
お

い
て
も
（
３２
）

ま
た
、
従
者
は
、
外
形
的
に
、
す
で
に
彼
ら
の
主
人
と
日
常
生
活
の
最
も
近
い
共
同
体
の
中
に
あ
る
人
々
の
総
体
と
し
て
描
か

れ
て
（
３３
）

い
る
。
彼
ら
は
、
主
人
の
宮
廷
に
居
住
し
て
宴
席
に
連
（
３４
）

な
り
、
宮
廷
の
外
で
、
祝
祭
の
機
会
、
狩
猟
ま
た
は
戦
争
の
軍
勢
に
お
い

て
、
主
人
に
付
き
（
３５
）

従
う
。
彼
ら
は
、
平
和
に
お
い
て
は
王
室
の
栄
光
の
た
め
に
、
戦
争
に
お
い
て
は
保
護
す
る
護
衛
と
し
て
、
絶
え
ず

主
人
に
奉
仕
（
３６
）

す
る
。
彼
ら
は
、
退
去
す
る
た
め
に
は
、
許
可
（U

rlaub

）
を
必
要
と
（
３７
）

す
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
、
彼
ら
が
入
る

の
は
、
奉
仕
関
係
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
自
由
意
思
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
宣
誓
が
彼
ら
を
、
主
人
を
防
衛
し
保
護
す
る
こ
と
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
自
己
の
行
為
に
基
づ
く
名
誉
を
す
ら
主
人
の
た
め
に
放
棄
す
る
こ
（
３８
）

と
に
、
拘
束
す
る
。
無
制
限
の
相
互
的
な
誠
実
が
、
従
者
の

側
に
、
指
導
者
（F

ürst

）
よ
り
も
戦
場
に
お
い
て
生
き
延
び
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
恥
辱
で
あ
る
ほ
ど
に
、
広
範
で
無
私
の
献
身
を

条
件
づ
け
る
の
で
（
３９
）

あ
る
。
誠
実
の
た
め
に
、
し
か
し
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
る
完
全
に
自
由
な
ゲ
ル
マ
ン
人
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な

か
っ
た
「
服
従
」（G
ehorsam

）、
す
な
わ
ち
、
最
も
厳
格
な
姿
に
お
け
る
服
従
の
義
務
が
登
場
（
４０
）

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
指
導
者
（F

ührer

）

は
主
人
（H
err

）
で
あ
り
、
主
人
と
呼
ば
れ
る
か
ら
で
（
４１
）

あ
る
。「
彼
」〔
主
人
〕
の
た
め
に
、
従
者
は
戦
う
の
で
あ
っ
て
、
祖
国
の
た

め
に
戦
う
の
で
も
、
自
己
の
名
声
の
た
め
に
戦
う
の
で
も
（
４２
）

な
い
。
彼
の
裁
量
が
祖
国
へ
の
採
用
を
決
定
し
、
活
動
と
奉
仕
、
あ
ら
ゆ
る

者
の
地
位
と
位
階
を
決
定
し
、
彼
の
命
令
が
全
体
の
組
織
と
彼
ら
を
支
配
す
る
法
を
決
定
（
４３
）

す
る
。
彼
の
先
例
が
規
範
で
（
４４
）

あ
り
、
彼
の
評

２３４オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



価
が
従
者
の
名
誉
で
（
４５
）

あ
る
。
彼
は
奉
仕
案
件
に
お
け
る
裁
判
権
を
行
使
す
る
。
そ
し
て
早
期
の
時
代
に
は
、
彼
は
、
そ
の
他
の
事
件
に

お
い
て
も
ま
た
、
民
族
裁
判
所
に
〔
訴
え
が
〕
提
起
さ
れ
た
〔
が
結
着
し
な
い
〕
場
合
に
は
、
臣
下
に
関
す
る
最
終
審
で
（
４６
）

あ
る
。
彼
は
、

従
者
を
対
外
的
に
保
護
し
、
そ
し
て
、
代
理
す
る
権
利
を
有
し
、
義
務
を
（
４７
）

負
う
。
最
後
に
、
彼
は
、〈
彼
が
自
己
の
手
段
か
ら
彼
の
保

持
の
費
用
、
と
く
に
共
同
の
生
活
と
戦
争
の
装
備
の
費
用
を
引
き
（
４８
）

受
け
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
彼
は
、
共
同
の
諸
力
に
よ
る
獲
得
物
を

取
得
し
、
そ
し
て
、
必
要
な
生
計
の
た
め
に
用
い
ら
れ
な
い
限
り
で
は
、
恩
恵
贈
与
を
そ
こ
か
ら
個
々
人
に
対
し
て
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
〉、
財
産
法
的
な
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
、
団
体
全
体
の
統
一
性
（E

inheit

）
を
意
味
し
て
（
４９
）

い
る
。

疑
い
も
な
く
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
そ
れ
自
体
」
従
者
の
奉
仕
に
お
い
て
は
、
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
の
完
全
な
自
由
の
減
少
が
存
在
（
５０
）

し
た
。

最
高
位
の
従
者
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
他
の
家
僕
（H

ausgesinde

）
に
お
け
る
如
き
体
罰
が
可
能
で
あ
っ
た
と
す
（
５１
）

れ
ば
、
古
い
完
全

な
成
年
の
従
者
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
を
ほ
め
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
？
。
明
ら
か
に
、
民
族
は
、
主
人
の
奉
仕
（H

er-

rendienst

）
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
、
彼
が
最
も
輝
か
し
い
王
宮
で
給
付
さ
れ
る
〔
奉
仕
さ
れ
る
〕
こ
と
を
欲
す
る
と
き
は
、
古
い

自
由
は
没
落
し
た
の
で
（
５２
）

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
は
、
有
力
な
指
導
者
の
扈
従
に
見
出
さ
れ
る

こ
と
は
、
最
も
高
貴
な
氏
族
の
子
孫
た
ち
で
さ
え
顔
を
赤
ら
め
る
こ
と
で
は
な
か
（
５３
）

っ
た
。
極
め
て
当
然
で
あ
る
！
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で

は
、
彼
ら
は
、
ひ
と
が
自
由
そ
の
も
の
以
上
に
高
く
評
価
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
ら
に
新
し

い
生
活
が
、
す
な
わ
ち
、
拡
大
さ
れ
た
理
念
範
囲
が
開
か
れ
た
。
農
民
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
制
度
の
狭
い
枠
は
破
壊
さ
れ
、
よ
り
洗
練
さ

れ
た
教
養
と
礼
儀
正
し
い
風
俗
が
奨
励
さ
れ
、
戦
争
で
の
名
声
と
宮
廷
の
光
輝
、
苦
労
な
き
富
と
知
ら
れ
ざ
る
享
受
が
、
才
能
あ
る
人

に
提
供
さ
れ
た
。
古
い
階
級
の
下
に
身
を
低
め
る
こ
と
の
代
わ
り
に
、
す
べ
て
の
現
実
の
諸
関
係
に
お
い
て
立
身
出
世
が
登
場
し
た
。

や
が
て
主
人
の
名
誉
と
名
声
も
ま
た
、
彼
に
最
も
近
く
立
っ
て
い
た
人
々
に
帰
着
し
た
。
誠
実
と
い
う
高
い
理
念
が
関
係
を
教
化
し
、

そ
し
て
、
古
い
民
族
詩
（V

olksdichtung

）
と
並
ん
で
新
た
に
開
花
し
た
英
雄
文
学
（H

eldenpoesie

）
が
誠
実
奉
仕
（T

reudienst

）
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を
神
々
し
い
も
の
と
し
、
そ
し
て
、
奉
仕
の
紐
帯
を
や
が
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
紐
帯
よ
り
も
よ
り
内
的
で
よ
り
神
聖
で
よ
り
美
し
い
も
の

と
し
て
現
わ
れ
さ
せ
た
。
そ
の
上
、
そ
の
関
係
は
解
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
古
い
諸
関
係
に
戻
る
た
め
に
は
、
理
由
な
し
に
は
拒
絶

さ
れ
な
か
っ
た
許
可
だ
け
が
必
要
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
（
５４
）

っ
た
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
戦
争
好
き
の
若
者
た
ち
は
、〈
彼
ら
に
故
郷
に
お

け
る
平
和
が
あ
ま
り
に
も
長
く
続
い
た
と
（
５５
）

き
は
〉
た
だ
一
時
的
に
の
み
他
所
の
指
導
者
へ
の
奉
仕
を
求
め
、
し
ば
し
ば
よ
り
成
熟
し
た

者
は
、
父
祖
の
村
に
、
相
続
し
た
フ
ー
フ
ェ
を
引
き
継
ぐ
た
め
に
帰
還
（
５６
）

し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
さ
に
民
族
の
最
も
高
貴
な
そ
し
て

最
善
の
諸
要
素
、
と
り
わ
け
前
方
に
目
を
向
け
る
若
者
（
５７
）

た
ち
が
、
ま
す
ま
す
、
従
士
の
奉
仕
（G

efolgedienst

）
に
殺
到
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
奉
仕
は
、
絶
え
ざ
る
相
互
作
用
の
中
で
光
輝
と
名
声
を
獲
得
し
、
そ
し
て
、
特
に
王
の
「
従
士
」
は
、
王
制
と
と
も
に
同

時
に
高
く
高
く
上
昇
し
、
従
士
か
ら
な
る
ほ
ど
つ
ね
に
「
奉
仕
す
る
」
が
し
か
し
真
実
に
は
奉
仕
と
い
う
手
段
を
と
お
し
て
「
支
配
す

る
」
諸
階
級
が
出
現
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
結
合
の
歴
史
に
と
っ
て
特
別
の
重
要
性
を
も
つ
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
奉
仕
の
理
念
（Idee

des
D
ienstes

）
が
、

一
方
で
は
、
本
来
の
家
経
済
お
よ
び
農
場
経
済
の
範
囲
に
対
す
る
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
、
他
方
で
は
、
自
由
と
調
和
し
う
る
の
み
な
ら

ず
、
よ
り
高
い
名
誉
の
授
与
者
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
や
初
め
て
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
と

の
闘
争
を
開
始
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
の
代
わ
り
に
自
ら
を
自
ら
が
法
形
成
お
よ
び
組
織
形
成
の
原
則
と
し
て
高
め
る
こ
と
が
、
そ
れ

〔
奉
仕
の
理
念
〕
に
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
古
い
従
士
制
度
の
「
直
接
の
」
意
味
を
過
大
評
価
し
、
そ
れ
の
中
に
よ
り
大
規
模
な
諸
帝
国
の
す
べ
て
の
重

要
な
諸
制
度
の
源
泉
を
見
（
５８
）

出
し
、
あ
る
い
は
、
お
そ
ら
く
全
く
放
浪
す
る
民
族
を
ま
さ
に
拡
大
さ
れ
た
扈
従
と
み
な
し
（
５９
）

て
は
な
ら
な
い

と
し
て
も
、
ひ
と
は
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
他
方
で
は
、
従
士
制
度
を
、
法
と
組
織
の
変
化
と
の
深
い
関
連
を
も
た
ず
に
走
る
一
時

的
な
制
度
と
み
な
し
て
は
な
ら
（
６０
）

な
い
。
た
と
え
最
初
は
、
王
た
ち
の
奉
仕
従
者
（D

ienstgefolge

）
が
数
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
で
は

２３６オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



（
６１
）

な
く
、
他
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
家
僕
か
ら
分
け
ら
れ
な
い
と
し
（
６２
）

て
も
、
自
由
民
に
と
っ
て
可
能
な
主
人
へ
の
奉
仕

（H
errendienst

）
と
い
う
理
念
は
、
ひ
と
た
び
成
立
し
、
そ
し
て
、
と
ど
め
が
た
く
拡
が
っ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の

〈
次
第
に
帝
国
と
そ
の
諸
部
分
を
征
服
し
た
〉
あ
の
多
様
な
諸
形
成
物
は
、
も
ち
ろ
ん
従
士
制
度
の
直
接
の
継
続
で
は
な
い
が
、
し
か

し
そ
れ
ら
は
、
同
じ
共
同
体
の
源
泉
の
パ
ラ
レ
ル
な
流
出
物
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
十
一
章
、
終
わ
り
】

【
第
十
一
章
の
注
】

注（
１
）

V
gl..
bes.

M
aurer,

F
ronh

öfe
B
d.
I.
W
aitz,

V
erfassungsgeschichte

II.170
f.
IV
.151

―305.
A
bhandl.über

die
A
nfänge

der
V
assallität

in
den

A
bh.
der
G
esellsch.

der
W
issensch.

zu
G
öttingen

B
d.
V
II.
S.69

f.
R
oth,

B
eneficialw

esen.
K
.

M
aurer,A

del,und
krit.U

ebersch.I.S.427
f.II.S.30

f.K
em
ble
I.S.162

f.

注（
２
）

こ
の
解
釈
に
と
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
は
、
フ
ー
フ
ェ
はhid

（higid

）
ま
た
はhiw

isc

と
呼
ば

れ
、
そ
れ
はhigan

ま
た
はhiw

an

（
家
族
仲
間F

am
iliengenossen

）
に
対
応
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
えfam

ilia

（
家
族
）
と
翻
訳
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。K

.M
aurer,U

ebersch.I.S.101.

注（
３
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
五
章
に
お
け
る
「
被
解
放
民
た
ち
は
、
ま
れ
に
し
か
家
の
中
で
何
ら
か
の
価
値
を
―
―
」

（liberi
----
raro

aliquod
m
om
entum

in
dom
o

）
と
い
う
表
現
は
、
被
解
放
民
た
ち
（L

iberten

）
が
他
人
の
家
に
属
す
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
。C

f.L
.B
urg.tit.57.「

被
解
放
民
は
主
人
の
家
族
に
あ
る
ご
と
く
に
評
価
さ
れ
る
。」（libertus

ut
in
dom
ini
fam
ilio

censeatur

）。

注（
４
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
章
。

注（
５
）

C
f.M
aurer,F

ronh
öfe
I.S.5.6.181

f.

民
族
法
は
、
こ
の
区
別
に
す
で
に
顧
慮
を
払
っ
て
い
る
。
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注（
６
）

反
対
の
こ
と
をK

em
ble
I.S.175

f

は
詳
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、K
.M
aurer,U

ebersch.II.S.391

―393

に
よ
っ
て
反

駁
さ
れ
て
い
る
。

注（
７
）

ハ
ン
ド
ラ
イ
フ
ン
グ
（
援
助
）
を
臣
下
の
採
用
に
制
限
し
よ
う
と
す
るW
aitz,

A
bhandl.

cit.
S.116

に
対
し
、Z

öpfl
§
10.
N
ote
2.

は
、
正
当
に
も
反
対
の
表
明
を
し
て
い
る
。
誠
実
宣
誓
は
、
授
手
托
身
行
為
（K

om
m
endation

）
の
よ
り
低
い
段
階
に
お
い
て
は
必
ず

し
も
つ
ね
に
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
つ
ね
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
「
で
き
」
た
。W

aitz
l.c.S.102.

注（
８
）

こ
れ
ら
の
奉
仕
は
、
明
示
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
し
か
し
、
原
則
と
し
て
す
で
に
慣
習
的
に
確
定
さ
れ
て
い
た
。

F
orm
.
Sirm

ond.
44.「

自
由
民
の
秩
序
か
ら
私
は
あ
な
た
に
奴
隷
か
ま
た
は
親
切
の
義
務
を
負
う
で
あ
ろ
う
。」（ingenuili

ordine
tibi

servitium
vel
obsequium

debeam

）
は
、
ひ
と
は
奴
隷
的
な
奉
仕
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
と
「
他

人
の
親
切
に
お
け
る
自
由
民
」（hom

o
ingenuus

in
obsequio

alterius

）
と
い
う
表
現
は
関
連
す
る
。l.R

ipuar.31.1,2
etc.

注（
９
）

叙
任
の
際
に
は
、
馬
と
武
器
を
伴
う
通
常
に
留
め
ら
れ
た
武
装
が
残
余
財
産
で
あ
る
。

注（
１０
）

A
elfr.

P
rol.
b.
Schm

id
S.58

に
よ
れ
ば
、
男
子
は
そ
の
主
人
を
自
己
自
身
の
ご
と
く
に
愛
す
べ
き
で
あ
る
。
血
の
紐
帯
す
ら
も
誠
実

の
背
後
に
退
き
（A

elfreds
G
es.§

42.
）、
そ
し
て
、
主
人
に
対
す
る
裏
切
り
は
、
償
う
こ
と
が
で
き
な
い
（A

elfr.P
rol.S.58

und
G
es.

§
4.

）。

注（
１１
）

ま
さ
に
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
し
ば
し
ば
疑
い
の
中
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
にW

aitz
l.c.S.119

f.

は
、vasallagium

（
家

来
）
のtrustis

か
ら
の
差
異
を
、
後
者
が
家
長
権
（m

undium

）
を
与
え
な
か
っ
た
点
に
み
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
家
士
制
（V

as-

sallität

）
に
つ
い
て
の
、
古
いtrustis

と
は
内
的
に
異
な
る
独
特
の
制
度
と
い
う
解
釈
は
、
支
持
し
が
た
い
。R

oth,
v.
M
aurer,

Z
öpfl

は
、
家
長
権m
undium

を
至
る
と
こ
ろ
で
認
め
て
い
る
。trustis

、serm
o

言
葉
、verbum

言
葉
、votum

誓
約
、tuitio

保
護
、de-

fensio

防
衛
、potestas

力
、patrocinium

守
護
、m

anus

手
、
と
い
う
諸
表
現
は
、m

undium
,
m
undeburdio,

m
undeburdium

と

完
全
に
同
義
で
あ
る
。

注（
１２
）

関
係
の
こ
の
―
―
最
も
重
要
な
―
―
側
面
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
部
族
に
お
い
て
非
常
に
不
揃
い
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
公
的
権
力
が
団
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体
の
公
的
意
義
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
的
権
力
が
団
体
を
そ
の
た
め
に
他
方
に
お
い
て
全
法
秩
序
の
基
礎
と
し
、
そ
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
土
地
の
な
い
自
由
民
に
つ
い
て
あ
る
主
人
団
体
（H

errenverband

）
へ
の
加
入
を
強
制
し
た
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
も
と
で
、
特

別
に
独
特
に
〔
形
成
さ
れ
た
〕（M

aurer,U
ebersch.II.S.30

f.

）。
ひ
と
が
全
体
を
平
和
団
体
（F

riedensverein

）
と
し
て
捉
え
る
こ

と
は
、
主
人
をgridhm

adhr

、
主
人
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
住
所
（D

om
icil

）
をgridh

（F
riede

平
和
）
と
す
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
呼

び
名
か
ら
生
じ
て
い
る
。
主
人
の
平
和
（H

errenfriede

）
の
破
壊
に
対
す
る
罰
金
と
し
て
のm

anbot

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
す
で
に

G
es.A

ethelbirds
§
25,Ines

§
76.

を
参
照
せ
よ
。

注（
１３
）

C
f.
bes.

W
aitz

l.c.
und

Z
öpfl

§
10.

そ
れ
ら
の
う
ち
の
後
者
〔
ツ
ェ
プ
フ
ル
〕
は
、
も
は
や
す
べ
て
の
授
手
托
身
行
為
の
統
一
的
性

格
を
指
摘
し
て
い
な
い
。

注（
１４
）

V
gl.bes.v.Savigny,verm

.Schriften
IV
.S.9

f.E
ichhorn,R

.G
.§
14.16.27.K

öpke
l.c.S.13

f.L
öbell,G

regor
v.T
ours

S.505
f.K
.M
aurer,A

del,nam
entlich

S.211
f.L
andau,T

erritorien
S.244

f.G
aupp,A

nsiedl.S.115

―152.Sachsse,G
rundl.

S.430
f.§
19.B

ethm
ann＝

H
ollw
eg
S.59

f.W
ittm
ann,S.82

f.R
oth,B

eneficialw
esen

S.1

―33.G
em
einer,C

entenen
S.73

f.

v.Sybel
S.144

f.v.M
aurer,F

ronh
öfe
I.S.137

f.W
aitz,V

erfassungsgeschichte
I.S.228

―238.262

―270.345

―374.II.228
f.

A
uch
P
hillips,R

.G
.§
13.33.Z

öpfl
§
8.W

alter
§
22.Schulte

§
15.D

aniels
I.§
119.S.333

―344.

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
法
に
関

し
て
は
、K

em
ble
I.S.162

f.Schm
id,G

lossar,v.G
esidhcundm

an
und

T
hegen

S.659.664.665.K
.M
aurer,U

ebersch.II.

S.388
f.A
del
S.137

f.

注（
１５
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章
な
い
し
第
十
四
章
、
―
―
カ
エ
サ
ル
『
ガ
リ
ア
戦
記
』V

I ,23

は
、E

ichhorn
§
16,K

öpke
S.22

が
認

め
る
よ
う
に
有
機
的
な
団
体
と
し
て
の
従
者
（G

efolge

）
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
個
別
の
遠
征
の
目
的
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
み
語
っ
て

い
る
。B

ethm
ann=

H
ollw
eg,
S.63

f.
W
ittm
ann

S.93.
T
hudichum

S.16.
K
.
M
aurer,

U
ebersch.

II.418
f.
G
em
einer

S.75.

W
aitz

I.
S.355

f.

軍
隊
指
導
者
に
よ
る
自
由
意
思
人
の
そ
の
よ
う
な
徴
集
は
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。
し
か
し
決
し
てSybel

S.144

が
認

め
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
従
士
制
の
芽
で
は
な
く
、
一
時
的
に
の
み
計
画
さ
れ
た
全
く
異
な
る
結
合
で
あ
っ
た
。

駿河台法学 第２３巻第２号（２０１０）２３９



注（
１６
）

K
.M
aurer,Schm

id,K
em
ble
l.c.v.M

aurer,F
ronh.I.S.138

f.
gesidhas

と
い
う
語
は
、
後
に
従
属
民
（abh

ängige
L
eute

）

と
い
う
よ
り
低
い
階
級
の
た
め
の
呼
び
名
へ
と
没
落
し
た
。thegnas

は
、T

hane

（
王
近
侍
の
武
人
）
と
な
り
、
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ク

族
のV

assallen

（
臣
下
）
に
対
応
し
た
。

注（
１７
）

K
.M
aurer,A

del
S.67

f.

ケ
プ
ケK

öpke
S.195

はconviva

（
食
客
）、satellites

（
親
衛
）、com

ites

（
扈
従
）, �ε

π
óμ
ε
ν
ο
ι

な
ど

の
呼
び
名
を
も
ま
た
報
告
し
て
い
る
。

注（
１８
）

K
.M
aurer,A

del
S.40

f.

注（
１９
）

M
aurer,F

ronh.1.S.142.

注（
２０
）

K
.M
aurer,U

ebersch.II.S.398.417.

注（
２１
）

W
aitz,V

erfassungsgeschichte
II.208

f.607
f.und

A
bhandl.cit.R

oth
l.c.S.116

f.276
f.K
.M
aurer,A

del
S.76.83

f.v.

M
aurer,F

ronh
öfe
I.S.147

f.Z
öpfl

§
10.D

aniels,R
.G
.I.§

136
f.W
alter

§
67.Schulte

§
43.

臣
下
が
古
いtrustis

と
全
く
関

連
し
な
い
独
立
の
制
度
で
あ
っ
た
と
す
る
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz

の
見
解
は
、
ロ
ー
トR

oth

、
マ
ウ
ラ
ーK

.M
aurer

お
よ
び
ツ
ェ
プ
フ
ル

Z
öpfl

に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
て
い
る
。

注（
２２
）

名
称
は
、
例
外
な
く
お
伴
（G
esellschafter

）
ま
た
は
家
臣
（
下
僕D

iener

）
を
意
味
す
る
。
描
か
れ
た
成
立
の
種
類
に
お
い
て
は
、

呼
び
名
の
交
替
は
、
と
く
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
同
じ
名
前
が
時
代
の
経
過
の
中
で
高
め
ら
れ
ま
た
は
低
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
非
常
に

さ
ま
ざ
ま
な
諸
関
係
の
た
め
に
同
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
ま
た
、
非
常
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
北
欧
に

お
い
て
は
、huskarl

は
、
王
の
宮
廷
の
役
人
と
全
く
同
様
に
農
民
の
奴
隷
を
意
味
し
、
そ
し
て
、
後
に
な
っ
て
始
め
て
後
者
は
こ
の
称

号
を
低
す
ぎ
る
も
の
と
し
て
捨
て
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
族
のvassallus

（
家
来
、
領
民
）
ま
た
はvassus

は
、
も
と
も
と
は
非
自
由

の
下
僕
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
後
に
な
っ
て
も
ひ
と
は
普
通
のK

olonen

（
小
作
農
民
）
をvassalli

inferiores

（
よ
り
卑
し
い
家
来
）

と
名
づ
け
た
。G

asindii

は
、
我
々
の
今
日
の
従
者G

esinde

で
あ
り
、gesidh

は
従
者F

olger

で
あ
り
、thegn

はm
inister

従
者
ま
た
は

serviens

奴
隷
奉
公
す
る
者
、
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。hiredhm

an
は
、H

ausm
ann

小
作
人
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
し
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て
、
従
者
の
総
体
はdom

estici

ど
れ
い
、dom

us

家
族
、fam

ilia

家
族
と
称
さ
れ
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
で
は
、hired

ま
た
はhiw

an

と

も
ま
た
称
さ
れ
る
。

注（
２３
）

と
く
に
、
そ
の
フ
ロ
ー
ン
ホ
ー
フ
に
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
反
駁
し
が
た
い
証
明
を
与
え
たK

.
M
aurer

とG
.v.
M
aurer

は
、
従
者
の

起
源
を
、
す
べ
て
の
奉
仕
関
係
と
同
様
に
、
家
か
ら
強
調
し
た
。V

gl.
F
ronh.

I.138:�
従
者
制
度
は
、
そ
の
最
も
内
的
な
本
質
上
、
家
族

生
活
の
共
同
体
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。�

注（
２４
）

R
oth
S.19.

は
、
従
者
の
下
位
の
も
の
を
も
ま
た
認
め
て
い
る
。G

aupp
S.145

は
、
従
者
組
織
は
一
定
の
程
度
に
至
る
ま
で
民
族
組
織

お
よ
び
ガ
ウ
組
織
の
中
へ
と
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
言
う
。
ゲ
マ
イ
ナ
ーG

em
einer

は
、C

entenen

の
中
で
、
従
者
（das

G
e-

folge

）
を
�
民
族
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
制
度
�
と
説
明
し
て
い
る
。
注（
２７
）を
参
照
せ
よ
。

注（
２５
）

B
ethm

ann＝
H
ollw
eg
S.61.

R
oth
S.8
f.
T
hudichum

S.14.
W
alter,

R
.G
.I.
§
21.
G
em
einer,

C
entenen

S.76
f.
W
aitz

I.
S

232
f.

は
、
そ
う
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ンW

ittm
ann

S.89

に
よ
れ
ば
、
民
族
団
体
全
体
の
指
導
者
だ
け
が
、
こ
れ
と
は
反
対
に
ガ
ウ
プ

G
aupp

S.146

に
よ
れ
ば
、
指
導
者
の
氏
族
の
全
構
成
員
が
〔
従
者
を
も
つ
権
利
を
有
し
た
〕。princeps

君
主
と
い
う
語
の
ほ
か
に
、
ひ

と
は
、
こ
の
た
め
に
大
部
分
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
武
装
し
た
従
者
を
も
っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
良
い
と
し
た
場
合
に
は
、
全
国
家
秩
序
が
破

ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
慮
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
ひ
と
は
、
正
当
に
も
ま
だ
必
ず
し
も
す
べ
て
の
人
々
に
そ
れ

の
利
用
の
た
め
に
事
実
的
な
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
私
人
は
き
わ
め
て
十
分
に
指
導
者
的
に
模
倣
さ
れ
た

〈
た
だ
僅
か
な
そ
し
て
は
る
か
に
低
い
立
場
の
人
々
か
ら
の
み
成
り
立
つ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
本
質
上
」
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〉

従
者
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
た
だ
極
め
て
重
要
な
扈
従
（K

om
itat

）
だ
け
が
公
的
な
重
要
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
ず
、

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
む
ろ
ん
十
分
に
た
だ
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
の
み
保
持
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
彼
ら

の
主
人
に
や
が
て
指
導
者
の
尊
厳
を
与
え
た
こ
と
、
そ
し
て
、
最
後
に
、「
存
在
す
る
」（
す
な
わ
ち
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
）
国
家

秩
序
は
む
ろ
ん
従
者
制
度
の
中
に
、
国
家
秩
序
を
事
実
結
局
は
打
破
す
る
国
家
秩
序
の
最
も
危
険
な
敵
を
有
し
た
こ
と
、
を
忘
れ
て
い
る
。

注（
２６
）

明
示
的
な
言
葉
を
も
っ
て
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz

、
ゲ
マ
イ
ナ
ーG

em
einer

、
お
よ
び
そ
の
他
の
人
々
は
、
そ
う
で
あ
る
。
ガ
ウ
プG

aupp

、
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ツ
ェ
プ
フ
ルZ

öpfl

、
そ
し
て
ラ
ン
ダ
ウL

andau

は
、
官
職
に
よ
る
従
者am

tliches
G
efolge

と
私
的
従
者P

rivatgefolge

を
区
別
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

注（
２７
）

最
も
広
範
に
及
ん
で
い
る
の
は
、
ゲ
マ
イ
ナ
ーG

em
einer

で
あ
る
。
彼
は
、
従
者
を
民
族
選
挙
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
（S.80.81.

）、
そ

れ
を
全
組
織
の
頂
点
と
み
な
し
、
そ
れ
に
戦
争
に
お
い
て
軍
隊
の
頂
点
に
あ
る
地
位
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
（S.84

）、
平
和
に
お
い
て
官

庁
、
元
老
院consilium

、
陪
審
仲
間
（Sch

öffenkolleg

）（S.85

―92

）
の
性
格
を
与
え
て
い
る
�
。

注（
２８
）

Savigny
l.c.S.10

f.E
ichhorn

§
14b.

ガ
ウ
プG

aupp

と
ゲ
マ
イ
ナ
ーG

em
einer

に
と
っ
て
は
、
逆
にcom

ites

扈
従
は
貴
族A

del

で

あ
る
。
従
者
を
�
氏
族
外
人G

eschlechtsfrem
den

の
間
で
の
種
族
団
体
の
模
倣
�
と
み
な
し
て
い
るSybel

（S.150
l.c.

）
の
解
釈
は
、

全
く
孤
立
し
て
い
る
。

注（
２９
）

最
初
に
マ
イ
ヤ
ーM

ajer

に
よ
っ
て
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
の
原
始
組
織
に
お
い
て
〔
称
さ
れ
て
い
る
〕。

注（
３０
）

こ
の
点
に
お
け
る
古
い
時
代
に
と
っ
て
非
常
に
特
別
に
重
要
な
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
諸
事
情
に
関
し
て
は
、
最
近
の
研
究
者
た
ち
、

と
く
に
ケ
ン
ブ
ルK

em
ble

、
シ
ュ
ミ
ー
トSchm

id

、
お
よ
びK

.

マ
ウ
ラ
ーK

.
M
aurer

の
間
に
一
致
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

注（
３１
）

K
.M
aurer,A

del
S.8
f.L
andau,T

err.S.245
f.K
em
ble
S.17

f.D
ahn
I.S.76.

注（
３２
）

特
別
に
べ
ー
オ
ウ
ル
フ
（B
eovulf

）
に
お
い
て
。W

aitz
I.S.373.374.und

K
em
ble
l.c.

に
お
け
る
引
用
を
参
照
せ
よ
。

注（
３３
）

そ
れ
ゆ
えl.Sal.40,I.5.

に
お
け
るconviva

regis
（
王
の
食
客
）
の
よ
う
な
表
現
〔
が
あ
る
〕。cf.

ダ
ー
ンD

ahnII,S.25
und

sonst

、

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
け
るT

ischgenossen

（
食
卓
仲
間
）
とH

erdgenossen

（
か
ま
ど
仲
間
）、beodgeneatas,heordgeneatas

を
参
照
せ
よ
。M
aurer,U

ebersch.II.389.

注（
３４
）

W
aitz

I.
S.347.

K
.
M
aurer

l.c.
M
aurer,

F
ronh.

I.
S.137

f.
G
erm
.
c.14.『

ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
四
章
。
す
で
に
古
いcom

ites

従
者
（
扈
従
）
た
ち
がL

äufer

召
使
とL

and

土
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
るR

oth,F
eudalität

S.261

に
反
対
し
て
、W

aitz
S.350.

N
.4.

を
参
照
せ
よ
。
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注（
３５
）

そ
れ
ゆ
えcom

es

扈
従
、folgarius,folger

の
名
称
が〔
あ
る
〕。
シ
ド
ニ
ウ
ス
・
ア
ポ
リ
ナ
ー
リ
ウ
ス（Sidonius

A
pollinarius

）（E
p.

IV
,
20

）
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
族
の
フ
ュ
ル
ス
ト
（
指
導
者
）
は
、
花
嫁
出
迎
え
の
旅
行
（B

rautfahrt

）
で
は
、
軍
隊
の
隊
列
に

お
け
る
親
類V

erw
andten

と
随
行
者
た
ちsocii

com
itantes

に
よ
っ
て
伴
わ
れ
て
い
る
。

注（
３６
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章：

「
平
和
に
お
い
て
は
飾
り
、
戦
争
に
お
い
て
は
護
衛
」（in

pace
decus

in
bello

praesidium

）。

注（
３７
）

少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ク
族
のA

ntrustionen

〔
信
認
？
〕
は
そ
う
で
あ
る
。R

oth,B
eneficialw

esen
S.127.

注（
３８
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
る
最
古
の
誠
実
宣
誓T

reueid

の
内
容
は
そ
う
で
あ
る
。
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
従
者
た
ち
（D

ienstm
annen

）
は
、

「
か
の
人
が
愛
す
る
も
の
を
愛
し
、
か
の
人
に
敵
対
す
る
も
の
を
憎
む
こ
と
」（zu

lieben,w
as
jener

liebe,zu
hassen,w

as
ihm

zu-

w
ider.

）
を
誓
う
。

注（
３９
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
四
章
。A
m
m
ian.
M
arc.

X
V
I,
12.
16.:

「
扈
従
た
ち
は
、
王
よ
り
後
に
生
き
る
こ
と
と
王
よ
り
前
に
死
な
な

い
こ
と
を
恥
辱
と
考
え
た
」（com
ites,flagitiam

arbitrati
post

regem
vivere

et
pro
rege

non
m
ori.

）。K
em
ble

とK
.M
aurer

l.c.

に
お
け
る
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
例
と
北
欧
の
例
。

注（
４０
）
�
ま
さ
に
領
主
が
父
殺
し
（V

aterm
ord

）
を
命
ず
る
と
き
は
、
男
子
は
そ
れ
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。�K

öpke
l.c.S.145.

注（
４１
）

例
え
ば
、E

dict.R
othar.§

13:dom
inus

（
主
人
）。

注（
４２
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
四
章：

「
国
の
第
一
人
者
た
ち
〔
長
老
た
ち
〕
は
勝
利
の
た
め
に
闘
い
、
扈
従
た
ち
は
国
の
第
一
人
者
〔
長
老
〕

の
た
め
に
戦
う
」（principes

pro
victoria

pugnant,com
ites
pro
principe.

）
よ
り
鋭
く
は
、
完
全
に
自
由
な
軍
隊
仲
間
に
帰
属
す

る
あ
の
独
立
性
の
欠
缺
は
、
ほ
と
ん
ど
表
現
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
えleg.

R
achis

§
11

に
お
い
て
も
ま
た
、gasindii

とarim
anni

は

対
立
し
て
い
る
。

注（
４３
）
「
彼
は
身
分
の
み
な
ら
ず
側
近
者
た
ち
を
も
つ
、
彼
ら
が
随
伴
す
る
そ
の
ひ
と
の
判
断
に
従
っ
て
」（G

radus
quin

etiam
et
ipse

com
itatus

habet,judicio
ejus,quem

sectantur.

）。
フ
ュ
ル
ス
ト
（
指
導
者
）
が
従
者
に
お
け
る
採
用
と
評
価
の
際
に
、
個
人
的
な

才
能
の
ほ
か
に
、
高
貴
な
出
自
ま
た
は
父
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
偉
大
な
功
績
を
も
ま
た
顧
慮
し
た
こ
と
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
諸
場
合
に

駿河台法学 第２３巻第２号（２０１０）２４３



お
い
て
お
そ
ら
く
、
よ
り
若
い
そ
し
て
試
練
を
受
け
て
い
な
い
人
々
を
も
ま
た
、
彼
ら
が
彼
ら
独
自
の
功
績
に
よ
り
請
求
権
を
も
た
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
優
遇
さ
れ
た
地
位
に
あ
ず
か
ら
せ
た
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』

第
十
三
章
に
お
け
る
多
く
の
論
評
が
な
さ
れ
た
言
葉
の
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
著
し
い
卓
越
性
ま
た
は
父
祖
の
大
き
な
功
績
は
君

主
の
価
値
を
さ
ら
に
若
者
た
ち
に
対
し
て
も
割
当
て
る
。
彼
ら
は
そ
の
他
の
よ
り
強
い
人
々
に
よ
っ
て
付
き
添
わ
れ
る
」（insignis

no-

bilitas
aut
m
agna

patrum
m
erita

principis
dignationem

etiam
adolescentu

lis
assignant;

ceteris
robustioribus

ag-

gregantur.
）。
多
数
の
異
な
る
説
明
の
試
み
は
、
ヴ
ァ
イ
ツW
aitz
I.S.264

―269

に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
、
そ
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
と

く
に
（Savigny,Sybel

S.144,K
.M
aurer,A

del
S.16

の
ご
と
く
）dignatio

をdignitas

と
理
解
し
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
全
く
後
者

を
読
も
う
と
し
、
そ
の
場
合
に
、
彼
ら
は
さ
ら
に
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
の
（
一
部
分
はceteris

の
代
わ
り
にceteri

と
い
う
判
読
を
基
礎
と

す
る
）
解
釈
に
到
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
人
々
の
見
解
が
反
駁
さ
れ
て
い
る
（S.264

―267

）。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
ヴ
ァ
イ
ツ
（W

aitz

S.267

―269

）
の
ほ
か
、
と
く
に
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
（E

ichhorn
§
16.n.i.

）、
ザ
ッ
ク
セ
（Sachsse,G

rundl.S.430
f.

）、
ベ
ー
ト
マ
ン＝

ホ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
（B

ethm
ann＝

H
ollw
eg
S.59

）、
ロ
ー
ト
（R

oth
S.12

）、
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ン
（W

ittm
ann
S.82

f.

）、
ケ
プ
ケ
（K

öpke

S.17

）、
ダ
ー
ン
（D

ahn
I.
S.70

）、
ト
ゥ
ー
デ
ィ
ッ
フ
ム
（T

hudichum
S.13

）、
ツ
ェ
プ
フ
ル
（Z

öpfl
S.258.

n.15

）
は
、dignatio

が
価
値W

ürdigung

よ
り
も
他
動
的
な
も
の
と
取
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
疑
い
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。A

dolescentuli

（
若
者
た
ち
）
は
、

お
そ
ら
く
、
ヴ
ァ
イ
ツ
が
認
め
る
よ
う
に
、
ま
だ
戦
闘
力
な
い
者
で
あ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
さ
に
戦
闘
力
あ
る
者
と
な
っ
た
者
た

ち
で
あ
る
。

注（
４４
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
四
章
。

注（
４５
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章：

「
彼
ら
に
と
っ
て
は
君
主
の
側
が
第
一
の
場
所
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
扈
従
た
ち
の
偉
大
な
競
争
」（m

ag-

naque
et
com
itum

aem
ulatio,quibus

prim
us
apud

principem
locus.

）。

注（
４６
）

antrustio

に
関
す
るl.Sal.

（ed.M
erkel

）96.
c.l.

に
よ
れ
ば
、
す
で
に
そ
う
で
あ
る
。

注（
４７
）

注（
１１
）を
参
照
せ
よ
。
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注（
４８
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
四
十
八
章
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
のhla^ford

（
今
日
のL

ord

）
は
、
す
な
わ
ち
、B

rodgeber

で
あ

る
。

注（
４９
）
「
戦
争
と
略
奪
に
よ
る
気
前
良
さ
の
原
因
か
ら
」（M

ateria
m
unificentiae

per
bella

et
raptus

）。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
前
に
は
、「
多

く
の
扈
従
を
全
く
武
力
と
戦
争
に
よ
っ
て
養
う
こ
と
」（m

agnum
que

com
itatum

non
nisi
vi
belloque

tueare

）
と
も
。
こ
れ
と

は
反
対
に
、
民
族
軍
隊
に
お
け
る
戦
闘
員
は
、
略
奪
物
の
一
部
に
対
す
る
「
法
的
な
」
請
求
権
を
有
し
た
。

注（
５０
）

そ
の
こ
と
が
ケ
ン
ブ
ルK

em
ble

の
詳
論
に
お
け
る
正
当
な
核
心
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
自
由
の
観
念
は
、
名
誉
の
死
、
あ
る
い
は
、

も
っ
と
厳
格
に
言
え
ば
、
位
階
お
よ
び
地
位
の
死
」（I.

S.
173

）
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
、
と
彼
が
言
う
と
き
、
そ
の
限
り
で
、
彼
は
正

し
い
。M

aurer

とK
.M
aurer

も
ま
た
、
大
体
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
前
者
は
、E

ichhorn
I.§
49
und

G
rim
m
R
.G
.S.250

と
は

反
対
に
、
人
的
に
自
由
な
従
者
の
関
係
を
、
一
つ
の
一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
隷
属
関
係
（H

örigkeit

）（F
ronh.

I.
S.183.

184.

）
と
し

て
、
一
部
は
、（A

ntrustionen,T
hanen

近
侍
の
武
士
な
ど
の
よ
う
なS.151

）
宮
廷
奴
隷
（H

ofh
örigkeit

）
と
、
一
部
は
、（
臣
下V

as-

sallen

に
お
け
る
よ
う
なS.157.184.

）
保
護
奴
隷
（Schutah

örigkeit

）
と
、
称
し
て
い
る
。

注（
５１
）

G
rim
m
,R
.G
.S.251.P

ertz,H
ausm

eier
S.130.M

aurer
I.S.184

f.

あ
る
代
官
（G

rafen

）
お
よ
び
あ
る
執
事
（H

ausm
eier

）
の

懲
罰
の
諸
例
を
、G
regor

T
ur.V

,47.48
u.V
II,15

が
与
え
て
い
る
。C

apit.de
villis

に
お
い
て
も
ま
た
、
諸
例
がc.16

に
お
い
て
記

述
さ
れ
て
い
る
。

注（
５２
）

ま
だ
ア
ル
ヌ
ル
フA

rnulf

の
時
代
にchron.W

eingart.〔
ワ
イ
ン
畑
小
話
集
〕
に
よ
れ
ば
、
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
の
貴
族
は
、
そ
の
息
子

が
フ
ラ
ン
ケ
ン
王
の
従
者
に
な
っ
た
ゆ
え
に
、
息
子
の
高
貴
性nobilitas

と
自
由
性libertas

の
低
下
に
つ
い
て
の
苦
痛
と
怒
り
か
ら
、
山

に
あ
る
彼
の
山
荘
の
隠
遁
生
活
に
入
っ
た
。

注（
５３
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章：

「
赤
面
は
扈
従
の
間
で
顧
慮
さ
れ
な
い
」（nec

rubor
inter

com
ites

aspici

）。
ケ
ン
ブ
ルK

em
ble

I.
S.166.

n.1

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
正
当
に
も
、「
こ
の
ま
さ
に
主
張
は
、
随
伴
者
た
ち
の
地
位
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
自
由
民
の
地

位
よ
り
も
劣
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
―
―
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
、
通
常
、
赤
面
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
さ
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れ
て
い
る
の
か
？

注（
５４
）

K
.M
aurer,U

ebersch.II.S.395.
注（
５５
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章
。

注（
５６
）

K
.M
aurer

l.c.S.395.396.

注（
５７
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章：

「
著
し
く
卓
越
し
た----

さ
ら
に----

若
い
人
が
、
す
な
わ
ち
、
―
―
選
挙
人
た
ち
の
集
団
に
よ
っ
て
若

者
が
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
」（Insignis

nobilitas ----etiam
----adolescentulis;

―
―electorum

juvenam
globo

circum
dari.

）。
第

十
四
章：

「
き
わ
め
て
多
数
の
高
貴
な
若
者
た
ち
の
」（plerique

nobilium
adolescentium

.

）。
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
お
よ
び
ア
ン

ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
王
国
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。C
f.M
aurer

I.S.152
f.

注（
５８
）

So
E
ichhorn

§
16.17

Savigny,IV
.S.51

f.K
em
ble
I.S.167.

注（
５９
）

P
hillips,

D
.G
.
I.
S.392

f.
A
ngels.

R
.G
.
S.68

―70.

し
か
り
。L

eo,
R
ectitudines

S.140

―141

は
、folc

をcom
itatus

（
側
近
者
）
と
、

folcriht

をD
ienstrecht

（
服
務
法
）
と
、folcland

をD
ienstland

（
服
務
国
）
と
す
ら
説
明
し
て
い
る
。
ラ
ン
ダ
ウL

andau
S.248

f.

も
ま
た
、
非
常
に
広
い
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

注（
６０
）

そ
の
こ
と
を
原
則
と
し
て
、
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz

が
行
っ
て
い
る
。V

gl.z.B
.I,S.359.

注（
６１
）

K
öpke

S.195.K
.M
aurer,U

ebersch.II.S.417.W
aitz
S.360.

注（
６２
）

M
aurer,F

ronh.I.167
f.

【
以
上
、
第
十
一
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
十
二
章
「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
継
続
的
形
成
と
拡
が
り
」
に
続
く
】

２４６オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�




