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第
十
二
章

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
継
続
的
形
成
と
拡
が
り

ゲ
ル
マ
ン
の
諸
民
族
が
確
定
的
な
住
居
の
獲
得
後
に
か
な
り
大
き
な
諸
帝
国
を
基
礎
づ
け
た
と
き
、〈
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に

従
っ
て
編
成
さ
れ
た
、
そ
し
て
、
ひ
と
つ
の
も
ち
ろ
ん
す
で
に
き
わ
め
て
強
化
さ
れ
た
民
族
王
制
に
お
い
て
頂
点
を
な
す
〉
自
由
な
民

族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
、
す
で
に
対
立
す
る
思
想
の
上
に
建
設
さ
れ
た
主
人
と
従
者
の
団
体
が
、
よ
り
若
い
、
よ
り
輝
か
し

い
、
よ
り
生
存
能
力
あ
る
制
度
と
し
て
、
成
立
し
て
い
た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
間
に
闘
争
は
避
け
が
た
か
っ

た
。
そ
し
て
、
民
族
移
動
後
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
す
べ
て
の
諸
帝
国
の
内
的
な
法
史
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
こ
の
闘
争
の
過
程
で
あ
る
。

そ
の
結
末
は
、
疑
い
の
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
の
中
で
勝
利
を
与
え
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
も
の
は
新
た
な
思

想
の
側
に
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
王
城
と
主
人
の
宮
廷
か
ら
民
族
の
最
も
内
的
な
マ
ル
ク
へ
と
、
抵
抗
し
が
た
く
侵
入
し
た
か
ら

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
自
己
管
理
の
理
念
は
、
ゲ
ル
マ
ン
的
な
法
意
識
の
中
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
の
最
古
の
鈍
重
で
不
器
用
な
形
式
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
理
念
の
容
易
な
可
動
性
と
統
一
的
な
集
中
化
に
抵
抗
す
る
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こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
新
帝
国
の
創
設
は
、
武
力
を
も
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、〈
生
来
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
自
然
的
基

礎
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
そ
し
て
、
征
服
さ
れ
た
民
族
要
素
を
自
己
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
〉
ま
さ
に
僅
か
な
能
力
に
お
い
て
、
古
い

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
弱
さ
が
い
ま
や
示
さ
れ
た
。
占
有
と
力
の
不
平
等
に
よ
っ
て
、〔
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
〕
権
利
と

義
務
の
原
則
的
な
平
等
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
最
後
に
し
か
し
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
の
制
度
と
の
接
触
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
会
が
、
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
的
組
織
の
中
へ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
組
織
の
没
落
に
作
用
し
た
。

と
く
に
異
国
の
も
の
が
影
響
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
方
法
は
、〈
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
自
由
が
等
し
く
速
や
か
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
も
な
く
、
等
し
く
完
全
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
基
礎
に
な
っ
た
の
で
も
な
い
こ
と
を
と
り
わ
け
惹
起
し
た
〉
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
民
族
の
発
展
が
、
一
般
に
は
き
わ
め
て
一
様
に
、
そ
し
て
個
別
的
に
は
き
わ
め
て
不
揃
い
に
、
形
成
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
っ
た
。

土
着
の
土
地
に
お
い
て
で
あ
れ
、
征
服
さ
れ
た
土
地
に
お
い
て
で
あ
れ
、
純
粋
に
ゲ
ル
マ
ン
の
諸
要
素
か
ら
成
長
し
、
そ
し
て
、
同

様
に
そ
の
頂
点
に
従
え
ば
、〈
と
く
に
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
や
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
諸
帝
国
の
よ
う
に
〉
本
質
的
に
ロ
ー
マ
の
影
響

か
ら
独
立
に
留
ま
っ
た
諸
帝
国
は
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
原
理
を
完
全
に
は
放
棄
せ
ず
、
た
だ
そ
れ
を
修
正
し
た
の
み
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
本
来
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
理
念
の
完
全
な
勝
利
に
至
っ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
の
そ
れ
の

妥
協
に
至
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

逆
に
、
ロ
ー
マ
の
国
民
性
（N

ationalität

）
を
形
成
す
る
こ
と
に
赴
い
た
諸
帝
国
に
お
い
て
は
、
ゲ
ル
マ
ン
的
要
素
が
後
退
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
完
全
に
古
い
組
織
の
没
落
が
生
じ
た
。
な
ぜ
な
ら
国
民
性
と
帝
国
主
義
的
な
習
慣
を
と
お
し
て
、
ロ
ー
マ
の

お
よ
び
ロ
ー
マ
化
さ
れ
た
地
方
住
民
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
己
管
理
か
ら
完
全
に
疎
外
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
や
が
て
単
独
で
歴
史
の

歩
み
を
決
定
し
た
フ
ラ
ン
ク
王
国
が
ゲ
ル
マ
ン
人
と
ロ
ー
マ
人
の
上
に
等
し
く
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
大
陸
の
運
命
に
と
っ
て
決
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定
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
と
お
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
す
べ
て
の
部
分
に
お
い
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
則
が
よ
り
高
い

範
囲
に
関
し
て
完
全
な
勝
利
に
到
達
し
た
。
よ
り
低
い
生
活
範
囲
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
ロ
ー
マ
的
と
な
っ
た
地
方
に
お

い
て
の
み
、
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
破
壊
が
徹
底
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
は
、
諸
関
係
は
一
様
で
は
な
く
、
そ
し
て
、
場
所
的
に
異
な
っ
て
形
成
さ
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
一
方
で
は
、
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
直
接
の
継
続
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
よ
り
も

は
る
か
に
深
く
、
上
か
ら
奉
仕
理
念
（D

ienstidee

）
を
強
要
し
た
。
他
方
で
は
、
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
（D

eutschthum

）
が
勝
利

し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
し
ば
し
ば
狭
い
範
囲
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
生
活
が
存
続
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
時

代
に
お
い
て
も
、
時
お
り
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
南
イ
タ
リ
ア
な
ど
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
己
管
理
の
非
常
に
完
全

な
破
壊
は
登
場
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
す
で
に
こ
の
時
代
に
、
我
々
の
時
代
の
主
要
な
諸
国
民
を
特
徴
づ
け
、
そ
し
て
、
新
世
界
の
共
和
国
へ
と
す
ら
共
に
海
を

越
え
て
渡
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
大
き
な
差
異
の
萌
芽
が
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
一
般
に
ロ
ー
マ
的
な
、
上
か
ら
の

民
族
存
在
の
規
律
を
期
待
す
る
と
い
う
い
か
な
る
革
命
に
お
い
て
も
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
性
癖
で
あ
る
中
央
集
権
化
へ
の
傾
向
、
そ
し

て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
、
自
ら
が
自
ら
を
助
け
、
下
か
ら
組
織
化
し
、
そ
し
て
自
己
自
身
の
中
に
生
活
の
規
範
を
見
出
す
と
い
う
慣
習

は
、
す
で
に
明
白
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
（M

erovinger

）
お
よ
び
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
（K

arolinger

）
の
諸
王
国
と
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
（W

es-

sex

）
お
よ
び
マ
ー
シ
ア
（
メ
ル
キ
アM

ercia

）
の
諸
帝
国
を
区
別
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
制
度
に
は
、
し
か
し
、
今
日
ま
で
、
非
常

に
多
彩
な
混
合
物
と
諸
対
立
の
非
常
に
錯
綜
し
た
交
差
が
留
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
我
々
が
希
望
す
る
よ
う
に
、
結
局
、

そ
れ
ら
の
非
常
に
持
続
的
な
宥
和
と
最
も
内
的
な
融
合
を
通
し
て
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
主
要
理
念
を
古
い
諸
制
度
の
中
で
も
た
ら
し
た
主
た
る
変
化
が
、
一
時
的
に
注
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視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�．

ま
ず
最
初
に
最
も
重
要
な
も
の
は
、「
組
織
の
諸
関
係
」（V

erfassungsverhältnisse

）
の
変
容
、
あ
る
い
は
、
い
ま
や
そ
れ

と
重
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
王
と
民
族
の
関
係
の
変
容
で
あ
っ
た
。

ゲ
ル
マ
ン
の
王
は
、
上
述
さ
れ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
民
族
の
王
（V
olkskönig

）
で
あ
っ
た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
法
形

成
は
、
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
民
族
統
一
体
の
一
部
が
王
に
譲
渡
さ
れ
た
限
り
で
、
踏
み
越
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
王
の
総
体

権
の
一
部
は
、
民
族
に
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
―
―
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
民
族
法
が
よ
り
古
い
法
で
あ
り
そ
し
て
王
権

の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
、
ま
だ
ゆ
る
ぎ
な
く
存
在
し
て
い
た
。
王
は
、
主
人
で
は
な
く
、
最
上
位
の
裁
判
官
で
あ
り
将
軍
で

あ
っ
た
。
彼
が
民
族
集
会
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
個
別
の
権
利
を
自
ら
の
も
の
と
し
た
と
き
で
す
ら
、
民
族
に
は
、
少
な
く
と
も
形
式

的
な
協
働
が
留
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
理
念
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
つ
ね
に
王
権
（K

önigsrecht

）
は
民
族
法
（V

olksrecht

）

の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
（
１
）

い
た
。
民
族
王
に
お
い
て
化
体
し
た
の
は
民
族
意
思
で
あ
り
、
そ
れ
の
守
護
者
と
し
て
彼
が
任
命
さ
れ
た

の
は
民
族
法
で
あ
り
、
彼
が
出
現
さ
せ
た
の
は
民
族
平
和
で
あ
り
、
彼
が
導
い
た
の
は
民
族
軍
隊
で
あ
り
、
彼
が
処
分
し
た
の
は
民
族

の
土
地
で
あ
り
、
彼
が
指
名
し
た
の
は
民
族
官
吏
で
あ
っ
た
。
ひ
と
が
こ
の
見
方
を
〈
王
の
権
力
の
起
源
が
民
族
の
中
に
代
わ
っ
て
民

族
の
外
に
見
出
さ
れ
た
〉
反
対
の
見
方
と
取
り
替
え
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
王
制
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な

王
制
へ
の
変
化
が
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
の
地
上
の
最
高
の
団
体
の
変
化
が
、
完
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
王
制
の
変
化
に
つ
い
て
の
萌
芽
は
、
早
期
に
、
支
配
者
が
民
族
王
と
し
て
の
そ
の
地
位
と
、
以
前
か
ら
た
だ
彼
固
有
の

個
人
的
な
権
利
に
お
い
て
の
み
根
ざ
し
た
別
の
地
位
を
、
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
ト
に
お
け
る
最
大
の
家
団
体
お
よ
び
農
場
団
体
の
頂
点
に

あ
る
地
位
を
、
結
合
さ
せ
た
こ
と
の
中
に
、
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
彼
は
「
主
人
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
彼
の
家
長
権
が
す
べ
て
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の
権
力
の
源
泉
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
王
の
意
思
が
王
権
、
王
の
平
和
、
王
の
命
令
、
王
の
財
産
と
王
の
奉
仕
が
、
よ
り
先
行
す
る
も
の
、

か
つ
、
決
定
的
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
彼
が
、
教
会
と
ロ
ー
マ
の
諸
影
響
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
、
最
終
的
に
は
彼
が

彼
の
全
民
族
に
主
人
と
し
て
、
こ
の
民
族
が
彼
に
臣
下
と
し
て
、
向
き
合
う
に
至
る
ま
で
に
、
彼
自
身
の
主
人
権
を
絶
え
ず
よ
り
広
い

範
囲
に
お
い
て
担
う
こ
と
が
、
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

１．

先
ず
最
初
に
、
す
で
に
外
的
に
は
、
本
来
の
王
の
家
臣
（K

önigsdienstleute

）
の
絶
え
ず
成
長
す
る
増
加
が
生
じ
た
。
す
で

に
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
は
、
大
規
模
な
扈
従
（K
om
itate

）
が
名
声
と
力
の
手
段
と
し
て
熱
心
に
切
望
さ
れ
て
（
２
）

い
た
。
確
か
に
、

王
制
の
成
立
と
確
立
は
、
彼
ら
に
多
く
を
負
っ
た
。
し
か
し
、
は
る
か
に
多
く
の
拡
が
り
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
大
帝
国
の
創
設
後
は
、

王
に
従
属
す
る
人
々
の
団
体
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
益
々
多
く
そ
れ
に
よ
っ
て
主
人
と
従
者
の
古
い
生
活
共
同
体
は
解
消
さ
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
そ
の
痕
跡
は
、
最
も
遠
隔
の
人
を
も
ま
た
人
的
な
奉
公
の
た
め
に
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
の
中
に
の
み
保
存
さ

れ
て
い
た
。
た
だ
一
部
の
み
が
ま
だ
宮
廷
に
留
ま
り
、
王
の
従
者
、
高
位
者
お
よ
び
劣
等
者
、
自
由
民
、
奴
隷
お
よ
び
非
自
由
民
、

ロ
ー
マ
人
お
よ
び
ゲ
ル
マ
ン
人
の
多
数
は
、
帝
国
の
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
の
諸
点
に
お
い
て
非
常
に
多
様
な
方
法
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
。

高
級
な
宮
廷
役
務
と
帝
国
役
務
は
、
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
、
軍
務
は
別
の
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
両
者
の
階
級
は
、
最

後
に
、
従
士
（M
inisterialen

）
と
臣
下
（V

asallen

）
に
分
け
ら
れ
た
。
低
い
身
分
の
人
々
は
、
あ
る
い
は
宮
廷
要
員
（H

ofpersonal

）

あ
る
い
は
小
作
農
民
（K

olonen

）
と
し
て
王
の
拡
張
さ
れ
た
土
地
占
有
を
経
営
し
た
。
他
の
人
々
は
、
手
工
業
者
お
よ
び
芸
術
家
の

役
務
を
遂
行
し
た
。
さ
ら
に
他
の
人
々
は
、
監
督
と
管
理
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
奉
仕
〔
服
務
〕
の
理
念

は
、
主
人
の
家
の
必
要
と
人
的
な
必
要
の
範
囲
を
す
で
に
は
る
か
に
超
え
て
及
び
、
そ
し
て
、
帝
国
全
体
の
裁
判
所
組
織
、
軍
隊
組
織

お
よ
び
財
政
組
織
の
中
に
突
き
出
た
一
つ
の
団
体
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

２．

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
主
人
の
奉
仕
（H

errendienst
）
と
言
う
理
念
が
官
僚
制
度
（B

eam
tenthum

）
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の
本
質
を
変
化
さ
せ
（
３
）

た
か
は
、
明
白
に
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
族
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
選
挙
さ
れ
た
代
表
者
た

ち
は
、
た
だ
マ
ル
ク
や
村
々
に
お
（
４
）

い
て
、
稀
に
は
ツ
ェ
ン
ト
に
お
い
て
の
み
存
（
５
）

続
し
、
決
し
て
ガ
ウ
に
は
存
続
し
な
か
っ
た
。
と
く
に

フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
か
ら
代
官
（
伯
爵G

rafen

）
た
ち
が
そ
し
て
彼
ら
の
上
に
将
軍
（H

erzog

）
た
ち
が
王
に
よ
っ

て
任
命
さ
れ
、
六
世
紀
以
降
は
、
原
則
的
に
も
ま
た
、
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
ル
た
ち
（C

entenare

）
が
王
ま
た
は
代
官
に
よ
っ
て
指
名
さ

れ
た
。
し
か
し
、
王
の
代
官
と
並
ん
で
先
ず
最
初
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
なealdorm

en

が
シ
ー
レ
ン
（
州Shiren

）
に
お
い
て

留
ま
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
お
よ
び
、Jarle

とE
orle

がF
ylken

とSysseln

に
お
い
て
ま
だ
長
く
独
立
の
将
軍
の
性
格
を
維
持
し
た

北
欧
に
お
い
て
も
ま
た
、
最
終
的
に
同
じ
結
果
に
至
っ
た
。
指
名
さ
れ
た
役
人
も
ま
た
、
も
ち
ろ
ん
最
初
は
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
の
裁
判
官
お
よ
び
軍
隊
指
導
者
に
留
ま
り
、
彼
ら
の
昇
格
の
際
の
民
族
の
形
式
的
協
働
は
い
つ
で
も
な
お
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

彼
ら
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
の
代
わ
り
に
、
そ
の
代
理
人
と
し
て
の
王
に
、
誠
実
と
責
任
を
負
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
王
の
任
命
権
と
解
任
権
を
危
う
く
す
る
職
務
の
傾
向
に
対
す
る
対
抗
重
力
を
事
実
的
な
人
生
の
長
さ
と
相
続
可
能
性
の

た
め
に
必
要
と
し
た
王
は
、
こ
の
重
力
を
や
が
て
、〈
彼
が
と
り
わ
け
彼
の
保
護
権
力
に
服
す
る
人
々
を
指
名
す
る
か
、
ま
た
は
、
逆

に
、
す
で
に
指
名
さ
れ
た
か
若
し
く
は
指
名
さ
れ
る
べ
き
官
吏
に
授
手
托
身
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
の
中
に
〉
見
出
し
た
。
す
で
に
ク

ロ
タ
ー
ル
二
世
の
命
令V

erordnung
C
hlothars

II
に
お
い
て
は
、
原
則
的
な
場
合
と
し
て
、
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
ル
た
ち
が
従
者
か
ら

採
用
（
６
）

さ
れ
、
そ
し
て
、
王
の
た
め
の
ガ
ウ
代
表
者
の
類
似
す
る
地
位
をcom

es

と
い
う
名
称
、
お
よ
び
―
―
グ
リ
ム
の
説
明
が
正
当
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
（
７
）

れ
ば
―
―G

raf

と
い
う
ド
イ
ツ
の
名
称
が
、
指
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
や
が
て
、
実
際
に
授
手
托
身
行
為
が

存
在
し
な
か
っ
た
場
所
で
も
ま
た
、
王
の
官
吏
は
王
の
従
者
と
み
な
さ
れ
、
官
吏
の
服
務
義
務
（D

ienstpflicht

）
が
臣
下
ま
た
は
従

士
の
誠
実
勤
務
（T

reudienst

）
に
完
全
に
類
似
す
る
関
係
と
し
て
現
わ
れ
、
民
族
の
職
務
か
ら
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
官
職
と
な
っ
た

の
で
（
８
）

あ
る
。
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逆
に
、
い
ま
や
宮
廷
の
職
務
が
帝
国
の
職
務
と
な
（
９
）

っ
た
。
使
者
お
よ
び
大
使
と
し
て
、
官
吏
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
に
、
枢
密
院

と
帝
国
議
会
の
構
成
員
と
し
て
、
内
閣
官
房
お
よ
び
財
政
制
度
の
代
表
者
と
し
て
、
王
の
従
士
た
ち
は
、
王
の
人
的
な
需
要
の
た
め
と

全
く
同
じ
方
法
に
お
い
て
、
活
動
し
て
い
た
。
宮
廷
と
帝
国
は
、
個
人
と
し
て
の
王
と
帝
国
権
力
の
担
い
手
と
し
て
の
王
が
同
一
人
で

あ
る
の
と
ま
さ
に
同
様
に
、
同
一
で
あ
っ
た
。
宮
廷
の
服
務
と
帝
国
の
服
務
の
間
に
は
、
も
は
や
最
も
軽
い
差
異
も
存
し
な
か
っ
た
。

今
日
も
な
お
、
そ
の
歴
史
が
大
部
分
の
よ
り
高
い
宮
廷
お
よ
び
国
家
職
務
の
名
に
お
い
て
（
例
え
ば
、
大
臣M

inister

そ
の
も
の
、
元

帥M
arschall

な
ど
の
よ
う
に
）
読
み
取
ら
れ
う
る
と
こ
ろ
の
こ
の
解
釈
は
、
多
く
の
追
憶
の
中
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
け
る
そ
の
意
味
に
と
っ
て
は
、
た
だ
二
つ
の
知
ら
れ
た
事
実
に
つ
い
て
の
み
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
に
過
ぎ
な
い
。
一
つ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
結
局
は
王
を
自
ら
駆
逐
し
た
家
の
長
老
（m

ajor
dom
us

）
が
、
先
ず
第
一
に
王
の
家

制
度
の
代
表
者
、
そ
れ
ゆ
え
し
か
し
同
時
に
最
上
位
の
帝
国
官
吏
で
あ
っ
た
の
（
１０
）

か
が
、
第
二
は
、
ど
の
よ
う
に
バ
イ
エ
ル
ン
の
将
軍

タ
ッ
シ
ロ
ー
（T

assilo

）
が
、
彼
が
彼
の
民
族
の
頂
点
に
あ
る
地
位
を
自
ら
に
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
フ
ラ
ン
ク
族
の
支
配

者
に
従
者
と
し
て
誠
実
を
誓
約
し
た
（
１１
）

の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
以
来
、
服
務
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
臣
下
制
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
最
上
位
の
政
治
的
諸
関
係
の
た
め
の
形
式
と
な
っ
た
の
か
が
〔
想
起
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
〕。

王
が
帝
国
を
そ
う
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
ま
も
な
く
地
方
お
よ
び
地
区
の
代
表
者
た
ち
も
ま
た
、
こ
れ
ら
を
彼
ら
の
主
人
の
宮
廷
か

ら
統
治
し
、
彼
ら
の
個
人
的
な
奉
公
を
職
務
案
件
と
同
一
視
し
、
彼
ら
に
従
属
す
る
人
々
を
代
理
人
と
し
て
用
い
、
そ
し
て
そ
の
よ
う

に
し
て
彼
ら
の
領
土
の
管
理
を
彼
ら
の
宮
廷
の
管
理
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
を
始
（
１２
）

め
た
。

３．

全
く
類
似
し
て
、
軍
隊
制
度
の
改
変
が
実
現
さ
（
１３
）

れ
た
。
王
は
、
以
前
か
ら
、
彼
の
民
族
の
将
軍
（H

erzog

）
で
あ
り
、
民
族

は
、
王
に
対
す
る
関
係
で
は
、
端
的
に
�
軍
隊
（das

H
eer

）�
で
あ
（
１４
）

っ
た
。
王
に
は
、
民
族
集
会
に
よ
っ
て
徴
兵
権
（H

eerbann

）、

戦
争
と
平
和
に
関
す
る
権
利
、
す
べ
て
の
兵
役
義
務
者
の
召
集
権
が
移
譲
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
王
が
召
集
し
、
そ
し
て
、
民
族
の
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ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
従
っ
て
民
族
官
吏
の
も
と
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
民
族
の
敵
に
向
け
て
の
王
の
呼
び
か
け
に
従
っ
た
の
は
、
民

族
の
軍
隊
で
あ
（
１５
）

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ
固
有
の
利
益
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、�
ラ
ン
ト
防
衛
�
の
た
め
、
ま
た
は
、
破
ら
れ

た
民
族
平
和
の
復
讐
の
た
め
に
の
み
、
自
由
な
民
族
は
も
と
も
と
召
集
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
（
１６
）

あ
り
、
そ
し
て
、
自
由
な
民
族
が

そ
の
装
備
と
そ
の
生
計
を
自
ら
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
（
１７
）

う
に
、
そ
の
民
族
は
自
己
の
権
利
と
自
己
の
義
務
に
基
づ
い
て
王

の
「
も
と
に
」
戦
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
王
の
「
た
め
に
」
戦
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

す
で
に
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
鋭
い
観
察
に
よ
れ
ば
主
人
の
「
た
め
に
」
戦
っ
た
と
こ
ろ
の
、
戦
争
時
の
扈
従
（D

ienstgefolge

）
の
軍

隊
義
務
は
、
全
く
異
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
家
族
共
同
体
か
ら
の
彼
の
起
源
に
忠
実
に
、
そ
の
軍
隊
義
務
は
、
戦
場
に
お
け
る

親
衛
、
宮
廷
で
の
王
宮
の
警
戒
で
（
１８
）

あ
り
、
そ
し
て
、
民
族
戦
争
に
お
い
て
共
に
戦
う
の
み
な
ら
ず
、
主
人
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
任
意
の

企
て
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
私
闘
の
た
め
に
、
武
装
し
た
あ
ら
ゆ
る
奉
仕
の
た
め
に
召
集
さ
れ
る
こ
と
が
で
（
１９
）

き
た
。

王
の
人
格
が
帝
国
を
、
王
の
偉
大
さ
が
帝
国
の
構
成
部
分
を
意
味
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
戦
争
の
従
者
が
軍
隊
の

核
心
と
な
っ
た
。
王
と
長
老
た
ち
の
臣
下
た
ち
は
、
彼
ら
の
奴
隷
た
ち
（hom

ines

）
に
よ
っ
て
伴
わ
（
２０
）

れ
て
、
数
に
つ
い
て
す
ら
、
少

な
く
と
も
征
服
軍
隊
の
圧
倒
的
な
構
成
部
分
を
形
成
し
た
。
彼
ら
（
臣
下
た
ち
）
か
ら
軍
隊
指
導
者
の
地
位
が
占
め
ら
れ
、
彼
ら
は
次

第
に
多
く
特
別
の
戦
争
に
慣
れ
か
つ
戦
争
に
熟
練
し
た
階
級
、
す
な
わ
ち
、
軍
役
を
生
涯
の
職
業
と
み
な
し
、
そ
し
て
、
宮
廷
の
従
者

か
ら
益
々
区
別
さ
れ
た
階
級
と
な
（
２１
）

っ
た
。

ひ
と
が
臣
下
と
奴
隷
の
中
に
や
が
て
軍
隊
の
制
度
を
認
め
、
普
通
の
軍
隊
命
令
（
徴
兵
権H

eerbann

）
の
中
に
た
だ
自
ら
を
関
連

づ
け
る
強
化
の
み
を
認
め
る
こ
と
が
起
き
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
普
通
自
由
民
（G

em
einfreien

）
の
兵
役
義
務
（
戦
争
義

務K
riegspflicht

）
は
、
益
々
多
く
臣
下
の
戦
争
義
務
か
ら
い
ま
な
お
量
的
に
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
一
方
で
は
、
条
件
付
か
つ
制

限
さ
れ
た
義
務
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
自
弁
と
自
己
装
備
を
通
し
て
負
担
と
な
る
義
務
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
自
由
民
た
ち
も
ま
た
、
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い
ま
や
も
は
や
自
分
の
た
め
に
戦
う
の
で
は
な
く
、
彼
ら
も
ま
た
、
純
粋
に
人
的
な
諸
目
的
の
た
め
に
召
集
さ
（
２２
）

れ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら

の
義
務
も
ま
たservitium

（
ど
れ
い
）
と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
、
奴
隷
で
あ
（
２３
）

っ
た
。
軍
隊
命
令
と
軍
隊
平
和
は
、
王
の
主
人
権
（H

erren-

rechte

）
と
な
り
、
そ
し
て
、
全
軍
隊
は
、
王
のtrustis

ま
た
は
王
の
扈
従
と
し
て
現
わ
（
２４
）

れ
た
。

４．

奉
仕
の
理
念
が
―
―
か
つ
て
は
完
全
な
自
由
と
は
調
和
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
（
２５
）

た
が
―
―
ひ
と
つ
の
点
に
お
い
て
す
べ
て
の
帝

国
に
所
属
す
る
人
々
に
拡
大
さ
れ
た
の
で
、
公
的
な
権
力
が
自
由
民
か
ら
要
求
し
た
す
べ
て
の
給
付
と
公
（
２６
）

課
は
、
容
易
に
類
推
の
方
法

に
お
い
て
「
公
的
な
奉
仕
ま
た
は
王
の
奉
仕
」（ö ffentlicher

oder
K
önigsdienst

）（
王
の
奉
公
あ
る
い
は
公
の
奉
公servitia

rega-

lis
s.P
ublica

、
公
の
諸
機
能functiones

publicae

、
王
の
従
順obsequia

regalia

な
ど
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ

し
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
王
の
奉
仕
は
、
い
ま
や
兵
役
と
関
連
す
る
か
ま
た
は
そ
れ
に
代
替
す
る
給

付
お
よ
び
公
課
で
（
２７
）

あ
り
、
王
の
奉
仕
は
、
王
と
そ
の
官
吏
た
ち
の
宿
泊
と
糧
食
提
供
の
義
務
で
（
２８
）

あ
り
、
王
の
奉
仕
は
、
八
世
紀
以
来
、

か
つ
て
は
自
由
意
思
に
よ
る
毎
年
の
奉
納
物
（annua

dona

）
お
よ
び
そ
の
他
の
や
が
て
形
成
さ
れ
る
租
税
（Steuern

）
で
（
２９
）

あ
り
、

王
の
奉
仕
は
、
公
的
な
夫
役
（F
rohnen

）
で
あ
り
、
城
や
橋
の
建
設
で
あ
り
、
駅
逓
の
奉
仕
と
牛
馬
を
使
う
夫
役
な
ど
で
（
３０
）

あ
り
、
最

後
に
、
王
の
奉
仕
は
、
内
的
平
和
の
維
持
の
た
め
に
自
由
民
に
課
さ
れ
る
援
助
、
ラ
ン
ト
と
裁
判
所
の
服
従
義
務
（L

andfolge
und

G
erichtsfolge

）、
裁
判
所
に
お
け
る
出
廷
と
判
決
（
３１
）

発
見
に
す
ら
な
っ
た
。

な
る
ほ
ど
〈
完
全
自
由
民
の
み
な
ら
ず
、
特
権
が
例
外
を
定
め
て
い
な
い
限
り
、
保
護
義
務
者
た
ち
と
世
俗
的
お
よ
び
聖
職
者
的
な

主
人
た
る
地
主
た
ち
に
も
ま
た
、
課
さ
（
３２
）

れ
る
〉
こ
の
王
の
奉
仕
に
お
い
て
は
、「
公
的
な
」
奉
仕
と
い
う
理
念
は
、
王
に
彼
の
奴
隷
お

よ
び
非
自
由
民
に
よ
っ
て
奉
仕
主
人
お
よ
び
土
地
主
人
（
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
）
と
し
て
給
付
さ
れ
た
古
い
王
の
奉
仕
と
は
反
対
に
お
い
て

受
け
止
め
ら
（
３３
）

れ
た
。
し
か
し
、
奉
仕
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
よ
り
少
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
関

係
に
お
い
て
公
的
な
奉
仕
は
、
従
属
す
る
人
々
の
奉
仕
と
類
似
し
て
考
え
ら
れ
、
規
律
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
い
ま
や
奉
仕
（
使
役ser-
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vitium

）
が
�
帝
国
の
す
べ
て
の
構
成
員
を
し
て
、
そ
れ
ら
の
者
同
士
を
結
び
つ
け
、
そ
し
て
、
帝
国
の
最
高
指
導
者
と
結
び
つ
け
る
、

紐
帯
と
な
（
３４
）

っ
た
�
と
、
正
当
に
も
言
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

５．

奉
仕
に
対
応
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
た
る
内
容
が
主
人
の
人
格
か
ら
出
発
す
る
特

別
の
「
平
和
」
の
維
持
、
増
大
お
よ
び
創
出
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
権
利
と
義
務
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
独
立
の
保
護
権
力
と
し
て

の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
「
家
長
権
」（M

undium

）
で
あ
る
。
同
じ
方
法
に
お
い
て
、
王
に
は
、
奉
仕
主
人
ま
た
は
土
地
主
人
（
グ
ル

ン
ト
ヘ
ル
）
と
し
て
の
王
に
従
属
す
る
人
々
に
対
す
る
家
長
権
が
帰
（
３５
）

属
し
、
そ
の
家
長
権
か
ら
〈
こ
の
団
体
の
人
的
範
囲
を
、
王
の
家
、

空
間
的
環
境
、
物
お
よ
び
諸
権
利
と
同
様
に
、
包
含
す
る
〉
特
別
の
王
の
平
和
（K

önigsfriede

）
が
発
出
（
３６
）

し
た
。
こ
の
家
長
権
と
こ

の
平
和
は
、
と
こ
ろ
で
、
ま
も
な
く
非
常
に
拡
大
さ
れ
た
意
義
を
獲
得
し
た
。
ま
ず
最
初
に
、
そ
れ
は
、
王
が
か
つ
て
民
族
集
会
に
帰

属
し
た
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
す
る
保
護
権
力
を
自
己
の
権
利
と
し
て
取
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
体
に
よ
っ
て
直
接
に
平
和
を
も
た

ら
さ
れ
た
保
護
仲
間
（Schutzgenossen

）
に
適
用
さ
れ
た
。
後
見
人
を
有
せ
ず
ま
た
は
後
見
人
が
彼
ら
の
た
め
に
世
話
を
し
な
い

限
り
（
３７
）

で
の
寡
婦
た
ち
や
孤
児
た
ち
、
民
族
外
人
（F

olksfrem
de

）
し
た
が
っ
て
ま
た
ユ
ダ
（
３８
）

ヤ
人
、
そ
し
て
そ
の
他
の
援
助
を
必
要
と

す
る
人
々
は
、
王
の
平
和
の
も
と
に
お
か
（
３９
）

れ
た
。
そ
れ
が
し
ば
し
ば
登
場
し
た
ご
（
４０
）

と
き
、
そ
の
よ
う
な
人
々
の
明
示
的
な
授
手
托
身
行

為
は
、
そ
の
よ
う
な
保
護
関
係
の
存
在
に
と
っ
て
は
非
本
質
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
彼
ら
の
司
教
た
ち
お
よ
び
僧
院
長
た
ち
、
彼

ら
の
教
会
お
よ
び
修
道
院
は
、
王
に
臣
（
４１
）

従
し
、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
類
推
的
な
誠
実
臣
従
関
係
の
黙
示
的
な

前
提
の
も
と
に
、〈
彼
ら
に
、
王
の
特
別
のM

undeburdium
の
保
護
を
与
え
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
彼
ら
の
訴
訟
を
確
定
的
な
判

決
の
た
め
に
国
王
裁
判
所
に
提
起
す
る
権
利
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
〉
王
の
特
別
の
ム
ン
ド
証
書
（
保
護
証
書M

undbriefe

）
を
受
け

取
（
４２
）

っ
た
。
同
様
に
、
教
会
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
、
王
の
家
長
権
の
も
と
に
服
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
た
め
に
彼
ら

の
建
物
、
財
産
、
祭
日
を
獲
得
し
、
そ
し
て
、
人
々
に
特
筆
さ
れ
た
（
４３
）

平
和
の
保
護
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
平
和
は
、
平
和
が
し
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ば
し
ば
神
の
平
和
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
の
平
和
と
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
王
の
平
和
の
上
に
す
ら
置
か
（
４４
）

れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
厳
格
に
受
け
取
ら
れ
る
な
ら
ば
、
た
だ
王
の
平
和
の
下
位
の
種
類
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
、
王
の
付
与
に
帰

着
さ
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
（
４５
）

な
い
の
で
あ
る
。
王
の
保
護
権
力
の
こ
の
よ
う
な
拡
大
に
従
っ
て
、
そ
の
概
念
は
、
容
易
に
〈
民
族
の
完
全
仲

間
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
属
さ
ず
、
た
だ
こ
れ
に
対
す
る
保
護
団
体
に
お
い
て
の
み
立
つ
〉
民
族
部
分
、
従
っ
て
と
く
に
ロ
ー
マ

の
属
領
に
、
拡
張
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
、
し
か
し----

も
ち
ろ
ん
い
つ
？
と
い
う
年
に
従
っ
て
は
決
定
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
が----

王
は
、
完
全
自
由
民
お
よ
び
そ
の
奴
隷
た
ち
（hom

ines

）、
要
す
る
に
、
民
族
全
体
に
対
す
る
関
係
を
も
ま
た
、
最
上

位
の
家
長
権
と
し
て
、
臣
下
た
ち
や
保
護
被
命
令
者
た
ち
に
対
す
る
主
人
権
に
類
似
す
る
そ
し
て
た
だ
よ
り
弱
い
だ
け
の
一
般
的
権
利

と
し
て
、
把
握
し
た
。
王
の
家
長
権
は
、
次
第
し
だ
い
に
王
の
す
べ
て
の
権
力
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
、〈
も
は
や
民
族
平
和
の
頂
点
で

は
な
く
、
王
の
人
格
か
ら
た
え
ず
よ
り
広
い
範
囲
に
お
い
て
民
族
を
把
握
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
王
の

平
和
は
、
帝
国
の
基
礎
理
念
と
み
な
さ
れ
た
の
で
（
４６
）

あ
る
。
い
ま
や
王
は
、
自
ら
を
民
族
全
体
の
「
主
人
」
と
し
て
、
家
の
主
人
ま
た
は

奉
仕
主
人
、hla^ford

お
よ
びm
und

（
４７
）

bora

、dom
inus

ま
た
はsenior

と
（
４８
）

称
し
、
ま
た
は
、
み
な
す
こ
と
が
で
き
た
一
方
で
は
、
逆
に
、

す
べ
て
の
帝
国
所
属
民
は
、
彼
の
従
属
的
奉
仕
的
人
々
、
彼
のleudes

ま
た
はhom

ines

と
し
て
現
（
４９
）

れ
た
。
彼
ら
の
服
従
の
根
拠
は
、

い
ま
や
、
臣
下
制
に
類
似
す
る
た
だ
も
っ
と
弱
い
〈
そ
れ
の
説
明
の
た
め
に
と
き
お
り
民
族
全
体
の
形
式
的
な
奉
仕
の
服
従
す
ら
が
擬

制
さ
れ
た
と
こ
（
５０
）

ろ
の
〉
関
係
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
関
係
は
、
ひ
と
が
真
の
「
国
家
の
」
臣
下
制
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
だ
け

は
自
ら
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、〈
そ
し
て
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
は
、
真
実
に
お
い
て
は
、
純
粋
に
人
的
な
、
圧
倒

的
に
家
父
長
的
な
奉
仕
の
紐
帯
、
す
な
わ
ち
、《
必
ず
し
も
す
で
に
特
別
の
誠
実
奉
仕
を
と
お
し
て
王
に
結
び
つ
け
ら
れ
そ
し
て
特
別

の
王
の
保
護
に
預
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
》
あ
ら
ゆ
る
帝
国
所
属
員
を
、
全
く
一
般
的
に
直
接
に
王
と
結
び
つ
け
、
そ
し
て
、
彼
に
一

般
的
な
王
の
平
和
と
王
の
保
護
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
奉
仕
の
紐
帯
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
臣
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下
関
係
」（U

nterthanenverhältnis

）
で
あ
っ
た
。
必
ず
し
も
至
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
し
て
必
ず
し
も
完
全
に
で
は

な
い
が
、
そ
れ
を
と
お
し
て
民
族
の
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
は
、
失
わ
れ
て
行
っ

た
。
―
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
念
は
、
非
常
に
生
き
生
き
と
す
ら
存
続
し
て
（
５１
）

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
帝
国
と
民
族
の

た
め
に
本
来
的
に
合
一
す
る
紐
帯
は
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
次
第
に
多
く
、
と
り
わ
け
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
族
の
も
と
で
は
、
王
の
主
人

権
（H

errenrecht

）
と
民
族
の
臣
下
制
（U

nterthanenschaft

）
だ
け
と
な
っ
た
。

こ
の
急
変
の
最
も
重
要
な
外
的
承
認
は
、
あ
ら
ゆ
る
武
装
能
力
者
（W

affenm
ündige

）
が
王
に
誠
実
宣
誓
の
形
式
に
お
い
て
給

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
臣
下
宣
誓
（U

nterthaneneid

）
に
お
い
て
存
（
５２
）

す
る
。
純
粋
の
民
族
王
に
対
し
て
は
、
お
そ
ら
く
完

全
自
由
民
は
宣
誓
し
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
民
族
王
自
ら
が
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
宣
（
５３
）

誓
し
、
そ
し
て
、
民
族
仲
間

（
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
）
が
相
互
に
宣
誓
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
に
保
持
さ
れ
て
い
る
諸
形
式
に
お
け
る
臣
下
宣
誓
は
、
奉

仕
的
な
誠
実
宣
誓
（T

reueid

）
の
模
倣
で
あ
り
、
そ
し
て
、
王
が
す
で
に
主
人
と
み
な
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
確
か
に
は
じ
め
て
一

般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
並
ん
で
、
し
ば
し
ば
宣
誓
の
形
式
の
中
で
、
な
お
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
見
方
の
保
持
が

表
明
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
も
と
で
は
、
王
の
意
思
に
服
従
す
る
こ
と
は
「
契
約
」
か
ら
導
出
さ
れ
、
そ
し
て
、
忠
誠

の
宣
誓
（H

uldigungseid

）
は
、
た
だ
「
条
件
付
」
で
の
み
、
す
な
わ
ち
、
王
が
王
の
側
で
も
ま
た
契
約
を
維
持
し
た
場
合
に
の
み
、

給
付
さ
（
５４
）

れ
た
。
ゴ
ー
ト
族
の
も
と
で
は
、
ひ
と
は
、
同
様
に
、
相
互
性
に
固
執
し
、
そ
し
て
、
王
と
民
族
と
を
宣
誓
さ
（
５５
）

せ
た
。
フ
ラ
ン

ク
族
の
も
と
で
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
以
前
か
ら
、
こ
こ
で
と
く
に
強
調
さ
れ
た
臣
下
宣
誓
は
、
純
粋
な
奉
仕
宣
誓
（D

iensteid

）

の
性
格
を
（
５６
）

有
し
、
そ
し
て
、
八
〇
二
年
に
は
、
カ
ー
ル
大
帝
に
よ
っ
て
明
示
的
に
、
男
子
が
彼
の
主
人
に
債
務
を
負
う
と
こ
ろ
の
誠
実

が
約
束
さ
れ
る
べ
き
で
（
５７
）

あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
奉
仕
の
思
想
が
公
的
に
帝
国
の
基
礎
原
理
と

し
て
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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６．

民
族
王
の
主
人
へ
の
変
化
と
と
も
に
、
法
と
裁
判
所
に
対
す
る
彼
の
地
位
も
ま
た
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
民

族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
中
に
生
き
て
い
る
、
そ
し
て
、
た
だ
集
合
さ
れ
た
民
族
に
よ
っ
て
の
み
指
示
さ
れ
る
べ
き
、
民
族
法
は
、
も
ち
ろ
ん

つ
ね
に
な
お
法
の
主
た
る
源
泉
に
と
ど
ま
っ
て
（
５８
）

い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
並
ん
で
、
王
が
彼
の
命
令
権
力
の
中
に
存
す
る
権
利
に
よ
っ
て

命
令
す
る
こ
と
お
よ
び
禁
止
す
る
こ
と
を
発
布
す
る
諸
命
令
は
、
王
の
平
和
の
重
要
性
が
そ
こ
に
お
い
て
上
昇
（
５９
）

す
る
の
と
同
じ
程
度
に

お
い
て
意
義
を
獲
得
し
た
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
の
立
法
は
、
ゲ
ル
マ
ン
族
に
と
っ
て
は
平
和
の
確
保
と
改
善
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ

（
６０
）る

。
王
の
法
（K

ö nigsrecht
）
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
帝
国
法
（R

eichsrecht

）
と
な
り
、
そ
し
て
、
と
く
に
民
族
法
が
変
更
さ
れ

た
個
々
の
諸
場
合
に
お
い
て
の
み
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
カ
ピ
ト
ゥ
ラ
ー
リ
ア
に
お
い
て
も
ま
た
、
民
族
は
、
な
お
と
も
に
働
い
た
の
で

（
６１
）

あ
る
。
類
似
の
方
法
に
お
い
て
、
王
は
、
民
族
の
最
上
位
の
裁
判
所
の
主
人
と
な
っ
た
。
つ
ね
に
王
は
、
最
上
位
の
裁
判
官
で
あ
り
、

裁
判
所
の
「
主
人
」（G

erichtsherr

）
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
た
だ
彼
に
従
属
す
る
人
々
の
上
に
の
み
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
一
方
で

は
、
民
族
の
た
え
ず
大
き
く
な
る
集
団
が
王
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
裁
判
所
（H

errschaftsgerichten

）
に
服
せ
し
め
ら
れ
、
他
方
で
は
、

正
規
の
ガ
ウ
裁
判
所
お
よ
び
ツ
ェ
ン
ト
裁
判
所
に
お
い
て
も
ま
た
、
王
と
そ
の
官
吏
た
ち
の
影
響
は
圧
倒
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
判
決

発
見
者
（U

rtelsfinder

裁
判
官
）
は
、
な
る
ほ
ど
自
由
な
裁
判
所
仲
間
（G

erichtsgenossen

）
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
し
か
し
し
だ

い
に
個
々
の
指
名
さ
れ
た
判
決
者
（U

rteiler

）
が
優
遇
さ
れ
た
地
位
を
受
け
取
（
６２
）

っ
た
。
最
後
に
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
参
審
員
組
織

に
お
い
て
は
、
本
来
の
判
決
は
、
た
と
え
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
に
せ
よ
指
名
さ
れ
た
参
審
員
（Schöffen

）
に
移
っ

た
の
で
（
６３
）

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
参
審
員
は
、
な
る
ほ
ど
最
初
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
代
弁
者
（W

orthalter

）
と
し
て
現
れ

た
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
、
し
ば
し
ば
す
で
に
新
た
な
奉
仕
理
念
の
意
味
に
お
け
る
官
吏
と
み
な
さ
れ
た
の
で
（
６４
）

あ
る
。
王
と
そ
の
代
理

人
が
ほ
と
ん
ど
男
子
に
対
す
る
主
人
の
�
し
つ
けdisciplina

�
と
し
て
完
全
自
由
民
に
対
し
て
行
使
し
た
と
こ
（
６５
）

ろ
の
、
刑
事
裁
判
権

に
お
け
る
激
変
は
、
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
王
国
裁
判
所
（K

önigliches
P
falzgericht

）
の
権
限
は
、
そ
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の
名
称
が
す
で
に
、
民
族
全
体
の
ひ
と
つ
の
裁
判
所
か
ら
で
は
な
く
、
宮
廷
の
主
人
の
家
裁
判
所
お
よ
び
宮
廷
裁
判
所
か
ら
生
じ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
絶
え
ず
成
長
し
た
の
で
（
６６
）

あ
る
。

７．

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
諸
関
係
に
お
い
て
、
と
こ
ろ
で
、
な
る
ほ
ど
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
王
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
王

と
同
様
に
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
は
し
ば
し
ば
程
度
に
従
っ
て
後
者
よ
り
も
制
限
さ
れ
て
（
６７
）

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼

の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
権
力
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ル
マ
ン
的
な
家
長
権
に
対
し
て
と
同
様
に
引
か
れ
る
制
限
は
、
全
く
別
の
基
礎
の

上
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
民
族
集
会
を
と
お
し
て
す
る
民
族
王
の
制
限
と
は
、
全
く
異
な
る
民
族
要
素
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
て

お
り
、
そ
し
て
、
全
く
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
総
体
権
で
は
な
く
、
総
体
権
か
ら
自
ら
導
き

出
さ
れ
た
個
々
の
諸
権
利
の
総
計
が
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
王
に
対
立
し
た
。
と
く
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
は
、
帝
国
支
配
を
王

と
分
け
持
っ
た
名
士
た
ち
（G

ro�
en

）
は
、
閉
じ
た
総
体
を
構
成
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
影
響
は
そ
も
そ
も
し
ば
し

ば
法
的
と
い
う
よ
り
も
よ
り
多
く
事
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
七
世
紀
に
お
い
て
初
め
て
、
と
く
に
ク
ロ
タ
ー
ル
二
世（C

hlothar
II

）

を
と
お
し
て
彼
ら
に
一
定
の
共
通
の
諸
権
利
が
保
証
さ
（
６８
）

れ
た
。
民
族
集
会
の
代
わ
り
に
帝
国
宮
廷
会
議
（R

eichshoftage

）
と
し
て

登
場
（
６９
）

し
た
名
士
た
ち
の
集
会
は
、
そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
も
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
国
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
ブ
ル
グ
ン
ド

王
国
に
お
い
て
も
、
古
い
民
族
集
会
に
根
ざ
し
た
の
で
は
な
く
、
王
の
そ
の
臣
下
た
ち
と
と
も
に
す
る
家
評
議
会
（häuslicher

R
ath

）
に
根
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
臣
下
た
ち
、optim

ates

（
貴
族
た
ち
）、prim

ores

（
高
貴
の
人
た
ち
）
あ
る
い

は
、proceres

（
長
官
た
ち
）
と
し
て
総
括
さ
れ
る
司
教
た
ち
、
帝
国
官
吏
、
臣
下
た
ち
お
よ
び
大
土
地
所
有
者
た
ち
は
、
そ
れ
ゆ
え

原
則
と
し
て
た
だ
審
議
集
会
だ
け
を
構
成
し
た
。
彼
ら
の
絶
え
ず
成
長
す
る
力
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
力
が
慣
習
と
帝
国
法
律
を
と
お

し
て
帝
国
の
正
規
の
機
関
（O

rgan

）
と
（
７０
）

な
り
、
そ
し
て
立
法
、
裁
判
所
お
よ
び
行
政
に
関
与
す
る
こ
と
へ
と
導
い
た
が
、
し
か
し
な

が
ら
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
力
は
明
瞭
に
、
王
に
助
言
す
る
王
の
臣
下
た
ち
の
公
会
議
の
性
格
を
に
な
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
民
族
を
、
そ
の
力
は
決
し
て
代
表
し
て
き
て
い
（
７１
）

な
い
。

帝
国
宮
廷
会
議
お
よ
び
個
々
の
地
方
に
お
い
て
そ
れ
に
対
応
す
る
地
方
宮
廷
会
議
に
対
す
る
関
係
で
は
、
全
諸
民
族
の
集
会
は
消
滅

し
た
。
た
だ
マ
ル
ク
、
ツ
ェ
ン
ト
お
よ
び
ガ
ウ
に
お
い
て
の
み
、
民
族
集
会
は
、
ま
だ
存
在
し
、
そ
し
て
、
ひ
と
は
、
ひ
と
が
民
族
に

問
う
こ
と
を
欲
す
る
と
き
は
、
個
々
の
ガ
ウ
集
会
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
７２
）

っ
た
。
唯
一
、
年
々
の
大
閲
兵
式
（H

eerschau

）（
マ

ル
ス
の
原cam

pus
M
artius

、
後
に
マ
デ
ィ
ウ
ス
の
原M
adius

）
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
族
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
完
全
自
由
民

の
集
会
が
さ
ら
に
存
続
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
召
集
軍
（H

eerbann

）
は
、
現
在
も
ま
た
、
可
視
的
と
な
っ
た
民
族

と
し
て
行
動
し
ま
た
は
決
議
す
る
こ
と
が
で
（
７３
）

き
た
。
召
集
軍
が
一
緒
で
な
か
っ
た
と
き
は
、
ひ
と
は
、
ま
だ
現
在
も
、
民
族
の
少
な
く

と
も
形
式
的
同
意
を
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
信
じ
た
と
こ
ろ
で
、
新
た
な
王
の
擁
立
の
際
に
お
け
る
よ
う
に
、
王
お
よ
び
帝
国
議
会

の
滞
在
地
に
偶
然
に
居
合
わ
せ
る
民
衆
の
同
意
的
な
歓
呼
（acclam

atio
populi

群
集
の
叫
び
）
が
民
族
決
議
に
代
替
せ
ざ
る
を
え
な

か
（
７４
）

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
諸
関
係
に
お
け
る
よ
う
に
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
組
織
は
、〈w

itenagem
ot

が
は
る
か
に
独
立

し
た
諸
権
限
を
（
７５
）

備
え
、
し
か
も
そ
の
う
え
、
そ
れ
が
司
教
た
ち
お
よ
び
王
の
臣
下
た
ち
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
一
部
分
さ
ら
に
選
ば
れ
る

民
族
官
吏
か
ら
も
ま
た
、
成
り
立
ち
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
民
族
の
参
加
す
ら
許
し
た
よ
う
に
見
（
７６
）

え
る
ゆ
え
に
、
民
族
全
体
の
代
表
た
る

性
格
を
全
く
失
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
（
７７
）

っ
て
〉、
フ
ラ
ン
ク
族
の
組
織
に
対
す
る
対
立
物
を
提
供
し
て
い
る
。

８．

同
じ
差
異
は
、
国
民
の
財
産
（N

ationaleigenthum

）
の
取
扱
い
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て

は
、
民
族
財
産
（V

olksgut

）
お
よ
び
民
族
ラ
ン
ト
（
民
族
の
土
地V

olksland

）
と
い
う
名
称
が
、
王
の
処
分
権
限
が
確
立
し
た
場

所
で
も
ま
た
、
さ
ら
に
長
い
間
保
持
さ
れ
、
そ
し
て
、
民
族
の
総
手
的
所
有
権
（
総
有G

esam
m
teigenthum

）
と
い
う
思
想
が
確

保
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
（
７８
）

さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
後
も
ま
たw

itenagem
ot

の
同
意
が
旧
民
族
ラ
ン
ト
の
譲
渡
の
た
め
に
要
求
さ
れ

た
一
方
（
７９
）

で
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
は
、
王
の
財
産
と
国
民
の
財
産
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
時
代
に
お
い
て
は
、
問
題
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と
な
っ
て
い
（
８０
）

な
い
。
全
く
同
じ
方
法
に
お
い
て
、
王
に
移
行
し
た
ロ
ー
マ
的
な
国
庫
財
（
８１
）

産
も
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
不
可
分
の
民
族
マ
ル

ク
も
、
征
服
さ
れ
ま
た
は
国
庫
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
土
地
も
、
純
粋
に
私
法
的
に
取
得
さ
れ
た
土
地
、
マ
ル
ク
、
村
落
、
森
、
牧
草
地

お
よ
び
草
原
も
、
支
配
者
に
、
相
続
財
産
と
し
て
す
な
わ
ち
自
由
な
特
別
財
産
と
し
て
、
帰
属
さ
せ
ら
（
８２
）

れ
た
。
そ
れ
ら
は
王
に
、
あ
ら

ゆ
る
自
由
民
に
彼
の
固
有
財
産
が
属
す
る
と
全
く
同
様
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
主
人
の
宮
廷
（H

errenhof,pala-

tium

宮
殿
、curtis

regia

王
の
城
、dom

inicum

君
主
の
も
の
）
の
付
属
物
（P

ertinenzen

）
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
借
用

さ
れ
た
ロ
ー
マ
の
名
称
を
も
っ
てfiscus

（
国
庫
）、publicum

（
国
家
所
有
財
産
）、res

publica

（
国
有
財
産
）
と
呼
ば
れ
た
と
き

は
、
ひ
と
は
、
そ
の
場
合
に
指
導
者
と
私
法
的
主
体
と
し
て
の
国
家
の
ロ
ー
マ
的
な
区
別
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
、
遠
く
隔
た
っ

て
い
た
。
公
的
目
的
の
た
め
に
役
立
ち
、
ま
た
は
、
公
的
原
因
か
ら
王
に
帰
す
る
動
産
も
ま
た
、
国
家
の
財
産
で
は
な
く
、
王
の
財
産

（Schatz

）、
王
の
相
続
可
能
な
、
分
割
可
能
な
そ
し
て
譲
渡
可
能
な
所
有
物
（H

abe

）
で
あ
り
、
完
全
自
由
民
の
運
ぶ
所
有
物
と
同

じ
意
味
に
お
い
て
、
彼
の
国
有
財
産
（aerarium

）
で
あ
り
、
彼
の
宝
物
（thesaurus

）
を
構
成
（
８３
）

し
た
。
平
和
金
と
罰
金
と
は
、
財

貨
収
入
、
自
由
民
の
租
税
と
と
も
に
、
小
作
民
の
地
代
を
合
わ
せ
て
、
ひ
と
つ
の
か
た
ま
り
に
融
合
し
た
。
総
財
産
を
、
し
か
し
、
王

は
自
由
な
裁
量
に
従
っ
て
処
分
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
彼
個
人
の
諸
目
的
の
た
め
、
ま
た
は
、

帝
国
の
諸
目
的
の
た
め
に
使
用
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
諸
目
的
の
間
に
は
、
区
別
は
も
は
や
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
王
の

権
力
の
上
昇
の
た
め
に
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
は
、
容
易
に
測
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
に
し
て
し
か
し
ま
さ
に
こ
こ
に

お
い
て
、
封
建
国
家
の
世
襲
財
産
的
な
理
念
（patrim

oniale
Idee

）
へ
の
国
家
理
念
の
新
た
な
変
化
へ
の
萌
芽
が
存
在
し
た
か
は
、

以
下
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

�．

し
か
し
、
組
織
の
み
な
ら
ず
、
公
的
な
地
位
、
民
族
の
階
級
的
編
成
も
ま
た
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
拡
張
か
ら
把
握
さ
れ
た
。

古
い
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
応
し
た
の
は
、
本
来
の
階
級
制
度
の
欠
缺
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
由
民
は
民
族
で
あ
り
、
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と
り
わ
け
高
貴
な
氏
族
は
他
の
人
々
よ
り
も
多
く
支
配
者
に
任
命
さ
れ
、
奴
隷
お
よ
び
半
自
由
民
は
単
な
る
保
護
仲
間
で
あ
り
、
非
自

由
民
は
法
外
人
（rechtlos

）
で
あ
っ
た
。
や
が
て
出
生
に
よ
る
貴
族
（G
eburtsadel

）
と
リ
ー
テ
ン
階
級
（
農
奴
階
級L

itenstand

）

が
自
己
完
結
し
た
と
き
、
旧
シ
ス
テ
ム
は
修
正
さ
れ
た
が
、
し
か
し
破
壊
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
統
一
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

は
三
つ
の
構
成
部
分
か
ら
な
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
全
く
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
の
中
に

の
み
、
民
族
貴
族
の
上
昇
、
自
由
と
非
自
由
の
間
に
立
つ
階
級
の
引
き
上
げ
は
、
根
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
よ
り
深
く
こ
の
階
級
制
度
へ

と
関
わ
っ
た
の
は
、〈
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
を
新
た
な
等
級
づ
け
の
基
礎
と
な
し
た
〉
土
地
と
の
よ
り
確
か
な
連
結
で
あ
っ
た
。
旧
法
と

は
ま
さ
に
対
立
す
る
原
理
の
う
え
に
、
し
か
し
、
民
族
の
階
級
的
編
成
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
拡
張
と
と
も
に
、〈
帝
国
に
お
け

る
主
人
の
地
位
と
団
体
に
お
け
る
奉
仕
者
の
地
位
を
と
お
し
て
決
定
さ
れ
た
〉
奉
仕
関
係
に
従
う
階
級
の
等
級
づ
け
と
い
う
新
た
な
理

念
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
初
め
て
、
設
定
さ
れ
た
。
こ
の
新
た
な
階
級
概
念
は
、
そ
の
側
で
は
じ
め
は
同
様
に
ま
ず
圧
倒
的
に
人
的
な

基
礎
の
上
に
成
長
し
、
や
が
て
は
し
か
し
物
的
な
基
礎
の
上
に
も
成
長
し
て
、
古
い
階
級
概
念
を
任
意
に
妨
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
非

常
な
多
様
性
、
混
乱
、
そ
し
て
、
一
部
分
、
階
級
の
解
体
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
最
後
に
は
、
後
期
中
世
に
お
い
て
初
め
て
終
結
へ
と

到
達
す
る
階
級
シ
ス
テ
ム
が
そ
こ
か
ら
発
展
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

最
も
早
期
に
、
民
族
貴
族
は
、
新
た
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
理
念
に
屈
服
（
８４
）

し
た
。
最
古
の
王
制
が
民
族
貴
族
の
頂
点
に
す
ぎ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
両
者
は
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
永
続
的
に
は
調
和
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
至
る
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
ゆ
え
、
古
い
貴
族
は
、
王
制
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
と
り
、
そ
し
て
緩
慢
な
消
滅
に
お
い
て
で
あ
れ
、
流
血
に
よ
る
没
落
に
お

い
て
で
（
８５
）

あ
れ
、
や
が
て
敗
北
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
事
態
の
転
換
に
自
己
を
委
ね
て
、
そ
れ
が
従
者
に
お
い
て
で
あ
れ
、
つ
ね
に
類
似

の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
官
吏
階
級
に
お
い
て
で
あ
れ
、
王
へ
の
奉
仕
（K

önigsdienst

）
に
お
い
て
そ
の
安
全
を
（
８６
）

求
め
、
そ
の
よ

う
に
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
れ
だ
け
救
い
が
た
い
階
級
と
し
て
没
落
せ
ん
が
た
め
に
、
個
々
の
構
成
員
た
ち
の
た
め
に
古
い
権
力
の
一
部
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を
救
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
古
い
貴
族
に
い
ま
や
名
誉
、
光
輝
お
よ
び
富
を
与
え
た
の
は
、
も
は
や
民
族
に
よ
っ
て
高
く
尊
敬
さ

れ
た
古
い
氏
族
か
ら
の
出
生
で
は
な
く
、〈「
彼
の
」
品
位
、「
彼
の
」
恩
恵
、「
彼
の
」
全
権V

ollm
acht

に
よ
り
、
普
通
自
由
民
（G

e-

m
einfreien

）
の
み
な
ら
ず
、
ロ
ー
マ
人
、
奴
隷
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
解
放
奴
隷
に
も
ま
た
、
同
一
の
高
い
地
位
を
指
図
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
し
て
、
事
実
、
彼
の
従
者
た
ちU

nterthanen

の
す
べ
て
の
層
か
ら
の
諸
要
素
を
帝
国
の
頂
点
へ
と
高
め
た
（
８７
）

の
は
〉、
王
の
意

思
で
あ
っ
た
。
王
の
奉
仕
そ
の
も
の
は
、
殺
人
賠
償
金
を
高
め
、
そ
し
て
、
た
と
え
最
初
は
そ
れ
ゆ
え
た
だ
王
だ
け
が
尊
敬
さ
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
間
接
的
に
は
従
者
を
そ
の
他
の
点
で
は
彼
と
同
列
に
立
つ
人
々
よ
り
も
特
別
扱
い
す
る
こ
と
で
あ
（
８８
）

っ
た
。
し

か
し
所
有
財
産
（H

abe
）、
知
行
（B

eneficium

）
お
よ
び
官
職
（A

em
ter

）
の
付
与
に
も
王
は
（
８９
）

導
き
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

富
、
土
地
占
有
、
そ
し
て
、
権
力
に
も
導
い
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
王
の
従
者
の
階
級
か
ら
、
従
士
の
人
々
、
聖
職
者
お
よ
び
官
吏
た

ち
か
ら
、
上
に
向
か
っ
て
〈
彼
の
奉
仕
か
ら
彼
ら
が
彼
ら
の
諸
力
を
吸
い
尽
く
し
た
と
こ
ろ
の
〉
君
主
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
最
も
有
効

に
支
え
た
、
名
士
た
ち
の
強
力
な
貴
族
政
治
が
展
開
し
た
。
王
制
と
の
紐
帯
に
お
い
て
、
こ
の
貴
族
政
治
は
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
が

固
有
の
主
人
に
対
す
る
関
係
で
は
、
独
立
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
危
険
な
も
の
に
も
ま
た
な
る
よ
う
な
権
力
へ
と
成
長
し
て
き
た
。

す
で
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
帝
国
統
治
へ
の
参
加
を
有
し
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
官
職
の
占
有
を
公
法
に
お

い
て
特
権
を
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
総
体
と
し
て
取
得
し
て
し
ま
っ
て
（
９０
）

い
た
。「
貴
族
」
は
、
も
ち
ろ
ん
特
権
を
与
え
ら
れ
た
総
体
で
は

な
く
、
そ
し
て
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
総
体
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
異
な
る
諸
要
素

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
特
権
を
法
的
に
は
ま
だ
出
生
を
と
お
し
て
伝
播
せ
し
め
た
の
で
は
な
く
、
外
部
に
向
か
っ
て

は
閉
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
す
べ
て
の
三
つ
の
点
に
お
い
て
、
総
体
は
、
次
第
し
だ
い
に
そ
れ
に
付
着

し
た
瑕
疵
を
克
服
し
た
。
す
な
わ
ち
、
古
い
出
生
に
よ
る
階
級
（G

eburtsstände

）
の
差
異
は
そ
の
中
で
消
失
し
、
そ
れ
〔
特
権
を

与
え
ら
れ
た
総
体
〕
は
自
ら
、
と
く
に
土
地
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
の
そ
の
連
結
以
来
、
出
生
の
階
級
（G

eburtsstand

）
と
な
っ
た
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の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
新
た
に
押
し
寄
せ
る
諸
要
素
に
反
対
し
て
効
果
的
に
自
ら
を
守
っ
た
。
奉
仕
の
単
な
る
貴
族
政
治
か

ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
や
が
て
唯
一
の
、
後
に
は
高
貴
な
貴
族
と
し
て
、
自
ら
を
た
え
ず
よ
り
堅
固
に
確
立
す

る
た
め
に
、
帝
国
の
真
実
の
功
労
貴
族
（D

ienstadel

）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

民
族
の
核
心
た
る
自
由
民
た
ち
を
も
ま
た
、
解
体
過
程
は
捉
（
９１
）

え
た
。
普
通
の
完
全
な
自
由
は
、
放
浪
と
市
民
戦
争
の
時
代
に
お
い
て

稀
な
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
、
最
後
に
は
、
原
則
か
ら
例
外
と
な
っ
た
。
自
由
民
の
一
部
は
、
主
人
の
奉
仕
を
と
お
し
て
新
た
な
貴
族

階
級
に
上
昇
し
、
大
き
な
集
団
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
従
属
関
係
の
中
に
沈
ん
だ
。
臣
下
的
な
授
手
托
身
行
為
か
ら
法
律
的
に
ほ
と
ん

ど
区
別
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
事
実
的
に
徹
底
し
て
異
な
る
普
通
の
奉
仕
関
係
に
お
け
る
献
身
は
、
自
ら
の
周
り
を
引
き
裂

い
て
掴
み
と
っ
た
の
で
あ
る
。
官
吏
に
よ
っ
て
防
衛
さ
れ
る
代
わ
り
に
共
犯
的
に
行
使
さ
れ
る
名
士
た
ち
の
圧
制
、
法
外
な
罰
金
の
賦

課
、
一
般
の
兵
役
義
務
お
よ
び
そ
の
他
の
公
的
な
奉
仕
の
増
大
す
る
負
担
、
野
蛮
な
時
代
の
苦
境
と
零
落
、
す
べ
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
な
沈
降
す
る
力
は
、
完
全
な
自
由
民
を
し
て
群
れ
を
成
し
て
王
、
教
会
、
そ
し
て
世
俗
的
な
名
士
へ
の
授
手
托
身
行
為
へ

と
駆
り
立
て
た
の
で
あ
る
。
自
由
の
喪
失
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
不
法
と
暴
力
に
対
す
る
有
効
な
主
人
の
保
護
が
、
引
き
受
け
ら
れ
た

奉
仕
と
公
課
に
対
し
て
は
保
証
さ
れ
た
利
益
が
、
扶
養
ま
た
は
土
地
占
有
に
お
い
て
存
続
し
て
、
償
い
を
し
た
。
教
会
に
対
し
て
は
、

宗
教
的
な
動
機
も
ま
た
併
せ
て
作
用
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
動
機
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
強
制
が
助
力

し
た
。
そ
し
て
、
実
力
行
為
に
従
っ
て
、
ま
さ
に
土
地
を
も
た
な
い
自
由
民
に
は
、
立
法
自
身
が
主
人
に
対
す
る
献
身
へ
と
強
制
す
る

こ
と
を
た
め
ら
わ
な
か
（
９２
）

っ
た
。
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
自
由
民
た
ち
は
、
人
的
に
は
自
由
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
し
か
し
彼
ら

は
、
彼
ら
の
主
人
た
ち
の
家
長
権
へ
と
服
し
、
彼
ら
は
保
護
奴
隷
的
と
な
り
、
そ
し
て
、
事
実
上
極
め
て
僅
か
に
し
か
リ
ー
テ
ン
お
よ

び
解
放
奴
隷
（L

iberten

）
か
ら
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
。
関
係
は
通
常
少
な
く
と
も
相
続
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
た
え
ず
新
た
な
授
手

托
身
行
為
が
行
わ
れ
た
一
方
で
は
、
非
自
由
性
か
ら
多
く
の
諸
要
素
が
類
似
の
状
態
に
出
世
し
た
の
で
、〈
奉
仕
の
種
類
と
土
地
に
対
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す
る
彼
ら
の
関
係
に
従
っ
て
、
極
端
に
さ
ま
ざ
ま
に
置
か
れ
、
名
づ
け
ら
（
９３
）

れ
て
、
そ
れ
ら
の
総
体
に
お
い
て
は
、
非
自
由
民
（U

n-

freien

）
か
ら
も
完
全
自
由
民
（V

ollfreien

）
か
ら
も
同
様
に
厳
し
く
区
別
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
〉
奴
隷
的
な
人
々
の
階
級
か
ら
民
族
の

非
常
に
多
く
の
ク
ラ
ス
が
成
立
し
た
。
後
者
〔
非
自
由
民
〕
か
ら
は
、
彼
ら
が
自
由
権
の
一
部
を
有
し
た
こ
と
を
と
お
し
て
、
前
者
〔
完

全
自
由
民
〕
か
ら
は
、
彼
ら
が
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
家
長
権
に
服
し
、
従
っ
て
人
的
に
隷
属
し
た
こ
と
を
と
お
し
て
、
従
者
た
ち
で
あ

り
、
臣
民
（hom

ines

）
と
な
っ
た
。

時
代
の
経
過
の
中
で
、
こ
の
ク
ラ
ス
に
お
い
て
出
生
の
差
異
は
次
第
に
消
滅
し
、
そ
し
て
、
自
由
民
と
非
自
由
民
の
諸
関
係
す
ら
入

り
乱
れ
始
め
た
。
さ
ら
に
教
会
の
影
響
と
道
徳
の
力
を
と
お
し
て
、
非
自
由
民
の
古
い
無
権
利
状
態
が
消
滅
し
た
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、

主
人
に
対
す
る
従
者
の
地
位
お
よ
び
帝
国
に
対
す
る
主
人
の
地
位
に
従
っ
て
、
最
終
的
に
は
再
び
出
生
に
よ
る
階
級
へ
と
完
結
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
職
業
的
諸
階
級
を
生
み
出
し
た
新
た
な
階
級
概
念
に
基
づ
く
新
た
な
区
別
が
形
成
さ
れ
た
。
名
士
た
ち
の
優
遇
さ
れ
た
従
者

と
官
吏
は
、
主
人
の
奉
仕
を
と
お
し
て
歩
兵m
ilites

（
騎
士R

itter

）
ま
た
は
召
使m

inisteriales

（
臣
下D

ienstm
annen

）
と
し
て
、

半
自
由
民
（M

inderfreien

）
や
奴
隷
（H
örigen

）
の
上
に
、
そ
し
て
最
後
に
は
完
全
自
由
民
の
上
へ
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
中
世

の
終
わ
り
に
は
自
ら
ま
と
ま
っ
た
よ
り
低
い
貴
族
と
し
て
基
礎
を
お
く
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
上
昇
し
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
に
自
己
を

上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
従
属
的
な
人
々
は
、
主
人
の
奉
仕
と
価
値
の
種
類
に
従
っ
て
分
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
定
住
者

は
、
農
奴
的
か
つ
非
自
由
な
農
民
階
級
と
な
り
、
土
地
を
持
た
な
い
人
々
は
土
地
の
従
者
（G

esinde

）
ま
た
は
家
の
従
者
と
な
り
、

あ
る
い
は
、
奴
隷
的
な
手
工
業
階
級
お
よ
び
芸
術
家
階
級
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
形
成
も
ま
た
、
後
に
な
っ
て
初
め
て
完
成
さ
れ
た
。

し
か
し
原
理
は
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
同
一
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
も
は
や
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
に
対
す
る
個
人
の
関
係
で
は
な
く
、
主
人
に
対
す
る
彼
の
関
係
お
よ
び
よ
り
上
位
の
主
人
に
対
す
る
主
人
の
関
係
が
、
階
級

（Stand

）
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
原
理
で
あ
る
。
民
族
法
が
殺
人
賠
償
金
の
算
定
に
お
い
て
、
一
部
は
主
人
の
名
声
に
従
っ
て
、
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一
部
は
給
付
さ
れ
た
奉
仕
の
種
類
に
従
っ
て
、
す
で
に
強
い
考
慮
を
そ
れ
に
払
っ
た
と
こ
ろ
の
こ
の
思
想
は
、
最
後
に
は
、
民
族
全
体

を
主
人
た
ち
と
従
者
た
ち
の
大
き
な
団
体
へ
と
、〈
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
主
人
は
上
に
向
か
っ
て
同
時
に
別
の
主
人
の
従

者
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
従
者
は
、
し
か
し
た
だ
間
接
的
に
彼
の
主
人
の
主
人
の
従
者
で
あ
り
、
そ
し
て
結
局
は
王
の
従
者
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
の
団
体
、
そ
れ
ゆ
え
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
組
織
の
集
中
的
な
格
闘
に
対
す
る
直
接
の
対
立
に
お
い
て
、
大
き
な
階
段
が
下

か
ら
上
に
上
昇
し
て
王
位
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
最
終
的
に
は
天
に
ま
で
導
く
と
こ
ろ
の
団
体
〉
へ
と
、
改
変
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
フ
ラ
ン
ク
王
国
時
代
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
開
始
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
し
て
、
そ
の
臣
下
に
対
す
る

王
の
直
接
の
関
係
を
法
的
に
は
ま
だ
何
処
で
も
解
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
こ
の
発
展
の
完
成
は
、
こ
れ
ま
で
一
面
的
に
考
察
さ
れ
た

人
的
な
諸
関
係
の
基
礎
の
上
に
は
決
し
て
登
場
し
な
か
っ
た
。
そ
の
独
特
の
刻
印
は
、
そ
れ
に
む
し
ろ
は
じ
め
て
土
地
と
の
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
団
体
の
つ
な
が
り
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
十
二
章
、
本
文
終
わ
り
】

【
第
十
二
章
の
注
】

注（
１
）

積
極
的
に
反
対
の
こ
と
を
初
め
て
言
明
し
た
の
は
、G

regor
T
ur.II,34

に
お
け
る
ア
ヴ
ィ
ト
ゥ
ス
司
教
（B

ischof
A
vitus

）
で
あ

る
。
彼
は
ブ
ル
グ
ン
ド
王
に
対
し
て
、「
あ
な
た
は
確
か
に
民
衆
の
頭
で
あ
り
、
民
衆
が
あ
な
た
の
頭
で
は
な
い
」（tu

enim
es
caput

populi,non
populus

caput
tuum

.

）
と
言
っ
て
い
る
。

注（
２
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
三
章
。

注（
３
）

v.Savigny,G
esch.des.r.R

.I.265
f.Sybel

S.218
f.W
aitz
I.242.II.302

f.D
as
salische

R
echt

S.134
f.L
andau,T

err.

S.324
f.Z
öpfl

S.38.Schulte
§
45
f.G
em
einer,C

entenen
S.162

f.

を
、
し
か
し
全
く
と
く
にv.M

aurer,F
ronh.I.S.176

f.
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を
参
照
せ
よ
。
―
さ
ら
に
対
応
す
る
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
諸
事
情
に
関
し
て
は
、ealdorm

an,
eorl,

gerefa,
hundred

に
関
す
る

シ
ュ
ミ
ー
ト
の
グ
ロ
ッ
サ
ー
ル
（Schm

id,G
lossar

専
門
語
辞
典
）
を
参
照
せ
よ
。K
em
ble
II.S.104

f.

ゴ
ー
ト
族
に
関
し
て
はK

öpke

S.194.195.
注（
４
）

し
か
し
そ
れ
で
も
す
で
に
―
―
村
の
代
表
者D

orfvorsteher

と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
フ
ラ
ン
ク
族
のtribunus

（
行
政
区

の
長
）
お
よ
び
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
族
のsculdahis

（
村
長
）
が
指
名
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
５
）

さ
ら
に
サ
リ
カ
法
（cf.auch

W
aitz,das

alte
R
echt

S.134
f.V
erfassungsgesch.II.26.313

）、
後
に
は
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
（W

et-

terau

）
に
お
い
て
、G

rim
m
,W
eisth.III.415.420

f.

に
お
け
る
ツ
ェ
ン
テ
ンC

enten

に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
。

注（
６
）

P
ertz

III.
13.
c.
8,
in
l.
Sal.
ed.
M
erkel

p.
46：

「
代
表
に
選
ば
れ
た
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
ル
た
ち
が
置
か
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
ゆ
え
彼

ら
は
、
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
ル
た
ち
、
ま
た
は
、
代
表
の
地
位
に
あ
る
人
々
と
言
わ
れ
る
。」（ut

in
truste

electi
centenarii

ponantur;

―centenarii
ergo

vel
qui
intruste

esse
dicuntur.

）。

注（
７
）

G
rim
m
,R
.G
.S.753＝

socius
仲
間
、G
eselle.

仲
間
。

注（
８
）

そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
官
吏
（B

eam
ten

）
と
代
官
（G

rafen

）
をm

inisteriales

（
奴
隷
）
と
称
す
る
こ
と
。C

ap.v.802.c.40.P
ertz

III.96.：

「
同
様
に
侍
臣
た
ち
か
ら
ま
た
は
我
々
の
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
ル
た
ち
た
る
奴
隷
た
ち
か
ら
」（sim

iliter
et
de
com
itibus

vel
cen-

tenariis
m
inisterialibus

nostris.

）。E
pist.

v.
807
b.
P
ertz

III.
150：

「
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
ル
た
ち
の
補
助
奴
隷
た
ち
あ
る
い
は
残
り

の
奴
隷
た
ち
」（vicarii
centenarii

seu
reliqui

m
inisteriales.

）。
彼
ら
は
、
王
の
代
理
人
た
ち
（A

gentes

）
と
も
呼
ば
れ
る
。K

em
-

ble,
C
od.
dipl.

III.
N
.
555.

S.
39
d.a.
969：

「
朕
エ
ア
ド
ガ
ー
ル
ス
は
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
司
教
、
修
道
院
長
、
侍
臣
、

副
侍
臣
、
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
ル
た
ち
、
お
よ
び
、
我
々
の
そ
の
他
の
代
理
人
た
ち
に
と
っ
て
の
、
ア
ン
グ
ロ
族
の
王
で
あ
る
。」（E

go
E
ad-

garus
dei
gratia

rex
A
nglorum

om
nibus

episcopis
abbatibus

com
itibus

vicecom
itibus

centenariis
ceterisque

agenti-

bus
nostris.

）。
代
官
と
被
派
遣
者
（m

issi

）
の
殺
人
賠
償
金
（W

ergeld

人
命
金
）
は
、trustis

（
受
命
者
？
）
に
お
け
る
よ
う
に
三

倍
に
さ
れ
て
い
た
。M

arculf
I,8

に
お
け
る
代
官
の
辞
令
書
式
は
、
王
を
、
忠
誠
（fides

）
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
者
の
利
益
を
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保
護
す
る
主
人
と
名
づ
け
て
い
る
。
死
刑
が
、
代
官
に
と
っ
て
、
王
に
対
す
る
服
従
の
違
反
の
際
に
お
け
る
脅
し
と
な
っ
て
い
る
。

（C
hlotachar.decr.c.10b.P

ertz
II.
S.
13.
G
regor

T
ur.
IV
,
46.

）。
王
の
所
得
に
つ
い
て
の
心
配
は
、
代
官
の
義
務
の
も
と
に
つ

ね
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
王
の
財
産
と
所
有
物
に
関
す
る
上
級
の
監
視
が
彼
に
課
さ
れ
て
い
る
。W

aitz
II.S.331.562

f.

注（
９
）

C
f.bes.G

rim
m
,R
.A
.S.250

f.M
aurer,F

ronh.I.S.176
f.K
em
ble
II.104

―125.W
aitz
II.S.358

f.

注（
１０
）

P
erz,G

esch.D
er
M
erovinger

H
ausm

eier.M
aurer,F

ronh.I.S.209
f.141

f.190
f.Sch

öne,die
A
m
tsgew

.der
fränk.

m
ajores

dom
us,B

raunschw
.1856.

W
aitz
II.367

f.v.D
aniels

§
156.R

oth,B
eneficialw

.S.308
f.

注（
１１
）

A
nn.L

aur.m
aj.a.757b.P

ertz
I.S.140.

「
そ
し
て
ピ
ッ
ピ
ー
ヌ
ス
王
は
、
彼
の
原
理
を
、
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
と
の
交
渉
に
お
い
て
、

〈
臣
下
の
礼
に
お
い
て
授
手
托
身
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
族
の
将
軍
で
あ
る
タ
ッ
シ
ロ
ー
が
、
手
の
保
証
に
よ
っ
て
誓
約
し
、
あ
た
か
も
臣
下

が
彼
の
主
人
た
ち
に
関
し
て
法
に
よ
っ
て
ま
っ
す
ぐ
な
理
解
で
か
つ
確
固
た
る
献
身
の
状
態
に
存
す
る
義
務
を
負
う
ご
と
く
に
、
ピ
ッ

ピ
ー
ヌ
ス
王
と----

息
子
た
ち----
に
忠
誠
を
約
束
し
た
と
き
に
〉、
保
持
し
た
。」（E

t
rex

P
ippinus

tenuit
placitum

suum
in

com
pendio

cum
F
rancis,ibique

T
assilo

venit
dux

B
ajoariorum

,in
vassatico

se
com
m
endans

per
m
anus

sacram
enta

juravit
m
ulta

et
innum

erabilia
reliquias

sanctorum
m
anus

im
ponens

et
fidelitatem

prom
isit
regi

P
ippino

et
----
filiis

----
sic
ut
vassus

recta
m
ente

et
firm
a
devotione

per
justitiam

erga
dom
inos

suos
esse

deberet.

）。
関
係
の
性
質
に
つ

い
て
は
、
ひ
と
が
、
そ
れ
が
通
常
登
場
す
る
ご
と
き
表
現
を
、
例
え
ば
、P

oeta
Saxo

（P
ertz

II.
S.
512

）
に
お
け
る
デ
ン
マ
ー
ク
王

の
非
常
に
率
直
な
服
従
（hum

illim
a
subjektione

）
ま
た
は
〔
次
の
〕
言
葉
を
考
慮
す
る
場
合
に
、
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
彼
は
言
う
。
カ
エ
サ
ル
よ
。
私
と
征
服
さ
れ
た
諸
王
国
を
受
け
入
れ
よ
。

さ
も
な
く
ば
、
私
は
、
独
力
で
あ
な
た
の
奴
隷
た
ち
と
格
闘
す
る
。」

（Suscipe
C
aesar,ait,m

e
necnon

regna
subacta;

sponte
tuis
m
em
et
confero

servitiis.

）
と
。

注（
１２
）

M
aurer,F

ronh.I.S.167
f.207.W

aitz
II.S.337

f.
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注（
１３
）

M
aurer,F

ronh.I.S.442
f.R
oth
S.169

f.392
f.W
aitz
II.S.468

f.IV
.S.459

f.Schulte,R
.G
.§
51.W

alter
§
131

―140.

Z
öpfl
§
36.

注（
１４
）

従
っ
てE

d.R
othar.c.386.

に
お
け
る
�exercitus

軍
隊
�。C

f.auch
K
öpke

S.198
f.

注（
１５
）

K
arol.M

.cap.a.811

（P
ertz

I.172.c.7

）：

「
彼
ら
が
そ
の
人
の
農
夫
た
ち
で
あ
る
と
こ
ろ
の
侍
臣
と
と
も
に
」（cum

com
ite
cu-

jus
pagenses

sunt.

）。L
eg.G

uidonis
c.4：

「
も
し
侍
臣
が
父
祖
の
土
地
の
防
衛
の
た
め
に
彼
の
ア
リ
マ
ン
ノ
ス
た
ち
に
向
け
て
敵
意

を
も
っ
て
準
備
す
る
こ
と
を
警
告
す
る
と
き
は
」（si

com
es
----
ad
defensionem

loci
patriae

arim
annos

suos
hostiliter

praeparare
m
onuerit.

）。L
.L
iutpr.c.83.

現
在
も
な
お
�C

om
pagnie

（
会
社
、
中
隊
）�（com

pagenses

か
ら
）。

注（
１６
）

さ
ら
にC

ap.
v.
864
c.
27：

「
祖
国
の
防
衛
に
向
け
て
す
べ
て
の
人
々
は
い
か
な
る
例
外
も
な
し
に
出
頭
す
る
。」（ad

defensionem

patriae
om
nes
sine

ulla
exceptione

veniant.

）。C
ap.
v.
847.

P
ertz

III.
395：

「
我
々
は
、
い
か
な
る
我
々
の
中
の
人
で
あ
ろ
う

と
も
、
彼
が
い
か
な
る
王
国
に
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
予
備
兵
と
と
も
に
敵
に
向
か
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
王
国
の
諸
利
益
か
ら
出
発

す
る
こ
と
を
、
欲
す
る
。
も
し
、
生
じ
な
い
か
偶
然
生
ず
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
ラ
ン
ト
ウ
ェ
ー
リ
〔
国
境
守
備
〕
と

彼
ら
が
言
っ
て
い
る
王
国
の
侵
入
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
王
国
の
す
べ
て
の
民
衆
が
侵
入
を
撃
退
す
る
こ
と
に
向
け
て
出
発
す
る
こ
と
を
、

欲
す
る
。」（volum

us,
ut
cujuscunque

nostrum
hom
o,
in
cujuscunque

regno
sit,
cum

seniore
suo
in
hostem

vel
aliis

suis
utilitatibus

pergat,
nisi
talis

regni
invasio

quam
lantuw

eri
dicunt,

quod
absit,

acciderit,
ut
om
nis
populus

illius

regni
ad
eam

repellendam
com
m
uniter

pergat;

）。「
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
注
。
ラ
ン
ト
ウ
ェ
ー
リ
に
つ
い
て
と
は
、
す
な
わ
ち
、

祖
国
の
防
衛
に
つ
い
て
の
意
味
で
あ
る
。」（und

adnotatio
dazu:de

lantuw
eri,id

est
de
patriae

defensione.

）。

注（
１７
）

C
ap.K

arol.M
.B
on.a.811b.P

ertz
I.173.§

8.C
ap.v.806.813.c.9

u.17.P
ertz

III.145.188.E
pist.v.828

bei
B
aluz

I.656.

注（
１８
）

さ
ら
にG

lossar

に
お
い
て
。C

avense

（
警
護
？
）
は
、「
王
のcasindios

す
な
わ
ち
、
王
の
宮
殿
を
警
護
す
る
人
々
」（casindios

re-

gis,i.e.qui
palatium

regis
custodiunt.

）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。Z

öpfl
§
10.N

ote
53.
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注（
１９
）

C
ap.v.847

（N
ote
16

）.C
ap.v.753

（P
ertz

I.43

）c.9.

注（
２０
）

M
aurer,

F
ronh.

I.
S.
20.
32.
44.
77.
459
f

を
、
奴
隷
た
ち
（H
örigen

）
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
兵
役
義
務
に
つ
い
て
、W

alter

§
134

を
、hom

ines

（
奴
隷
）
に
関
し
て
、
参
照
せ
よ
。

注（
２１
）

こ
の
視
点
の
も
と
で
、
九
世
紀
半
ば
以
来
、vassalli

（
家
来
）
とm

inisteriales

（
自
由
で
な
い
召
使
、
奴
隷
）
が
区
別
さ
れ
た
。

M
aurer,F

ronh.I.S.163.156.

注（
２２
）

す
で
にlex

R
ip.
L
X
V
§
2

に
お
い
て
は
、「
敵
に
向
け
て
、
あ
る
い
は
、
王
の
残
り
の
利
益
に
向
け
て
」（in

hostem
seu

in
reli-

quam
utilitatem

regis
）
の
勧
告
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
ル
ペ
リ
ッ
ヒ
（C

hilperich

）
は
、G

regor
T
ur.
V
I.
40

に

よ
れ
ば
、
彼
の
娘
の
ス
ペ
イ
ン
へ
の
嫁
入
り
行
列
に
お
け
る
お
供
の
た
め
に
、
軍
隊
命
令
を
出
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
パ
リ
に

お
い
て
不
満
足
〔
な
事
態
〕
を
生
み
出
し
た
。

注（
２３
）

M
aurer,F

ronh.I.S.376.W
aitz
II.S.471.n.2.

注（
２４
）

敵
に
お
け
る
殺
人
賠
償
金
の
三
倍
化
も
ま
た
、
い
ま
や
こ
の
視
点
の
も
と
に
現
れ
た
。

注（
２５
）

M
aurer,F

ronh.I.S.375：

�
奉
仕
は
、
完
全
な
自
由
の
反
対
物
を
構
成
し
た
。�

注（
２６
）

M
aurer

I.S.373
f.

の
ほ
か
、
と
く
にW

aitz
II.498

f.E
ichhorn,R

.G
.§
24.88.171.Z

öpfl
§
40.

を
参
照
せ
よ
。

注（
２７
）

M
aurer

l.c.S.448

―450.

注（
２８
）

M
aurer

S.415

―417.423

―430.

注（
２９
）

M
aurer

S.417

―423.450.451.

注（
３０
）

M
aurer

S.430

―442.

注（
３１
）

す
で
にl.A

lam
.36,5

und
l.B
ajuv.II.15,1

に
お
い
て
は
、
原
理
（placitum

）
に
お
い
て
刑
罰
の
ゆ
え
の
義
務
と
し
て
要
求
さ
れ

て
い
る
。

注（
３２
）

M
aurer

S.454

―477.
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注（
３３
）

M
aurer

S.402

―412.

注（
３４
）

M
aurer

S.376.
注（
３５
）
（
七
世
紀
の
）G

es.A
ethelbirths

c.10

に
お
い
て
は
、
王
のm

undbyrd

は
、
ま
だ
彼
の
従
者
と
扈
従
に
の
み
制
限
さ
れ
て
い
る
。

注（
３６
）

C
f.A
nhang

X
II.und

A
nhang

X
X
I.c.16

bei
Schm

id,angelsächs.G
esetze.

注（
３７
）

L
.Sal.H

erold.X
IV
,5.K

arol.
M
.
C
ap.
B
oi.
a.
803.

P
ertz

I.
S.
127.

c.
3：

「
寡
婦
た
ち
、
孤
児
た
ち
お
よ
び
無
力
者
た
ち
が
神

の
保
護
と
我
々
の
ム
ン
デ
ブ
ル
ド
の
も
と
で
平
和
を
持
つ
よ
う
に
」（ut

viduae,orfani
et
m
inus

potentes
sub
dei
defensione

et

nostro
m
undeburdo

pacem
habeant.

）。C
ap.813.c.2.S.188：

「
教
会
た
ち
、
寡
婦
た
ち
、
孤
児
た
ち
が
、
王
の
権
利
に
よ
っ
て

平
和
を
も
つ
よ
う
に
」（ut

ecclesiae,
viduae,

pupilli
per
bannum

regis
pacem

habeant.

）。L
.
R
othar.

c.
385.

ア
ル
ゲ
ル
ザ

ク
セ
ン
の
諸
事
情
に
つ
い
て
は
、G

es.A
ethelredhs

V
.21.V

I.26.

注（
３８
）

L
eg.E

dw
.et
G
uthr.c.12.L

eg.A
ethelr.V

I.c.48.V
III.c.33.S.249.L

eg.C
nut.II.40.S.295.A

nhang
V
.c.8.S.390.

H
enr.10.

§
3.
57.
§
7.
S.
443.

474.
bei
Schm

id.

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
王
は
、�
親
戚M

agen

ま
た
は
ム
ン
ト
ボ
ー
ラM

undbora

の
代
わ
り
に
�
聖
職
者
お
よ
び
外
国
人
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
彼
は
、
し
か
し
す
べ
て
の
人
々
や
物
に
対
し
て
、
特
別
の
平

和
を
、
す
な
わ
ち
、cyninges
hand

―gridh

を
、
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
。L

eg.
E
dw
.
et
G
uthr.

c.
1.
L
eg
A
ethelr.

V
I
c.
14.

C
nut
I.2.§

2.A
nh.IV

.2.

ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
は
、leg.E

d.conf.25.S.505

（「
王
の
後
見
と
防
衛
の
も
と
に
」sub

tutela
et
de-

fensione
regis

）。

注（
３９
）

外
国
人
、
寡
婦
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
商
人
の
た
め
の
特
別
の
後
見
証
書
（M

undbriefen

）
に
つ
い
て
の
書
式
に
つ
い
て
は
、Sickel,M

und-

briefe
H
.3.S.80

f.

を
参
照
せ
よ
。

注（
４０
）

C
hlod.c.add.l.Sal.

（P
ertz

II.3

）c.7

�
王
の
言
葉
に
向
け
て
（in

verbum
regis

）�
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
、
寡
婦
は
、
夫

の
両
親
が
存
在
し
な
い
場
合
に
、
自
ら
を
推
薦
し
た
。contin

に
よ
れ
ば
孤
児
（W

aisenkind

）
は
、
同
様
で
あ
っ
た
。G

regor.
T
ur.

X
I.c.79,E

d.R
othar.c.390

に
よ
る
外
国
人
（F

rem
de,w

aregangi
）、
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz

に
よ
っ
て
臣
下
（V

asallität

）
に
関
す
る
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論
文
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
王
の
時
代
か
ら
の
報
告
さ
れ
た
あ
る
例
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
。

注（
４１
）

M
arculf.

F
orm
.
I,
24：

「
我
々
の
保
護
の
言
葉
の
も
と
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
、---

す
べ
て
の
物
、
ま
た
は
、
彼
の
あ
る
い
は
扈
従
の

奴
隷
た
ち
、
ま
た
は
、
友
人
た
ち
と
と
も
に
、
我
々
は
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ど
こ
か
ら
で
あ
ろ
う
と
も
私
自
ら
が
合
法

と
す
る
場
合
に
、
平
静
が
戻
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」（sub

serm
one
tuitionis

nostrae
visi
fuerim

us
recepisse

---
cum

om
nibus

rebus
vel
hom
inibus

suis
aut
gasindis

vel
am
icis
seu
undecunque

ipse
legitim

o
reddebit

m
itio.

）。A
nnal.B

ertiniani
a.

877.
P
ertz

I.
S.
504.：

「
司
教
た
ち
は
、〈
彼
ら
と
彼
ら
の
教
会
を
そ
の
人
に
義
務
が
負
わ
さ
れ
る
保
護
に
向
け
て
、
そ
し
て
、
彼
ら
に

守
ら
れ
る
べ
き
教
会
法
的
特
権
に
よ
っ
て
〉、
志
願
者
た
ち
に
、
彼
に
従
っ
て
知
る
こ
と
、
お
よ
び
、
同
様
に
彼
の
臣
下
た
ち
の
助
言
と

援
助
に
よ
っ
て
そ
の
人
に
忠
誠
を
な
す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
勧
め
る
で
あ
ろ
う
。」（E

piscopi
se
suasque

ecclesias
illi

ad
debitam

defensionem
et
canonica

privilegia
sibi
servanda

com
m
endaverunt,profitentes

secundum
suum

scire
et

posse
juxta

suum
m
inisterium

consilio
et
auxilio

illi
fideles

fore.

）。C
f.W
aitz
II.350

f.

注（
４２
）

V
gl.bes.Sickel,die

M
undbriefe

ec.der
ersten

K
arolinger.B

eiträge
zur
D
iplom

atik.H
eft
3

―5.1864.1865.B
es.H

.3.

S.8

―19.31
f.66

f.82

―103.

授
手
托
身
行
為
と
後
見
証
書
の
相
互
に
対
す
る
関
係
は
、
争
わ
れ
て
い
る
。V

gl.W
aitz
IV
.199

f.R
oth,

F
eudalität

S.268
f.Sickel

l.c.S.97
f.H
eft
5.A
nh.N

.2

―4.9.12.13.

注（
４３
）

W
ilda,

お
よ
び
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
法
に
関
し
て
は
、Schm

id,
G
lossar

v.
C
iric

―fridh
S.
544.

545.
fridh

S.
585
und

h
a^d

―

gridh.

を
参
照
せ
よ
。

注（
４４
）

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
ア
エ
テ
ル
ス
タ
ン
王
の
諸
法
律G

esetzen
A
ethelstans

V
.
10.
21.
.
V
I.
13.
26.
42.
A
nhang

IV
.
c.
1.
2.

31.

に
お
い
て
は
、jeder

ciricgridh
sei
C
ristenes

a^gen
gridh.

と
い
わ
れ
て
い
る
。
ク
ヌ
ー
ト
王
の
諸
法
律G

es.C
nuts

I.S.250.

c.1
und

A
nh.IV

.c.1.S.384

に
お
い
て
は
、
神
の
平
和
が
王
の
平
和
の
上
に
お
か
れ
て
お
り
、G

es.A
ethelr.c.10

und
13.14.S.

222.
230.

に
お
い
て
は
、
神
の
平
和
は
、
王
の
平
和
と
民
族
の
平
和
と
同
列
に
お
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、“

and
si
ealc

cirice
on

G
odes

gridhe
and
on
thaes

cynges
and
on
alles

cristenes
folces.”
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注（
４５
）

L
eg.W

ilh.I.2

「
平
和
と
負
担
免
除
を
聖
な
る
教
会
に
我
々
は
承
認
し
た
。」（pacem
et
im
m
unitatem

ecclesiae
sanctae

conces-

sim
us.

）。L
eg.H

enr.10,§
11.11,§

1.12,§
1.3.13,§

1.68,§
2.79,§

3.5.6.87,§
6.L
eg.E

d.conf.1.2.6.12.26.27.

そ
れ
に
つ
い
て
は
、C

ap.d.813.c.2.P
ertz

I.188：

「
教
会
が----

王
の
権
利
に
よ
っ
て
平
和
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
た
め
に
」（ut

ec-

clesiae
----
per
bannum

regis
pacem

habeant.

）。C
ap.
A
quisgr.

d.
802
c.
5
ib.
S.
91

に
お
い
て
は
、
カ
ー
ル
大
帝
は
神
の
教

会
（ecclesia

D
ei

）
の
保
護
者
に
し
て
守
り
手
（protector

et
defensor

）
で
あ
る
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

注（
４６
）

ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
諸
法
律
に
お
い
て
は
、
王
のm

undbyrd

と
い
う
概
念
が
至
る
と
こ
ろ
で
登
場
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
の
原
典

資
料
に
お
い
て
は
、
よ
り
し
ば
し
ばserm

o
regis

（
王
の
言
葉
）、os

regis

（
王
の
言
葉
）、dom

inatio

（
支
配
）、potestas

（
権
力
）

が
同
一
の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な
方
法
に
お
い
て
、
い
ま
や
保
護
剥
奪
（A

echtung

）
も
ま
た
そ
の
本
質
を
変

更
す
る
。
そ
れ
は
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
法
の
喪
失
と
い
う
よ
り
以
上
に
王
の
保
護
の
喪
失
と
な
る
で
あ
ろ
う
。L

.
Sal.
H
erold.

59,
I：

「
王

は
言
葉
の
外
に
あ
る
。」（R

ex
extra

serm
onem

ponet.

）。L
.E
dw
ard.c.7.§

I：

「
王
は
自
身
の
言
葉
の
語
か
ら
自
ら
を
超
越
し
て

行
動
す
る
で
あ
ろ
う
。」（utlagabit

eum
rex
de
verbo

oris
sui.

）。
そ
れ
と
並
ん
で
、
し
か
し
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
は
、

こ
こ
で
は
そ
も
そ
も
帝
国
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ゆ
え
に
、
民
族
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
喪
失
と
し
て
の
保

護
剥
奪
の
観
念
も
ま
た
、
徹
底
し
て
生
き
生
き
と
保
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
私
は
、leg.E

dg.II.c.7.S.188.A
ethelr.c.4.S.202.

C
nut
c.25.S.284.c.33.S.290.

に
お
い
て
、
賠
償
し
よ
う
と
し
な
い
者
は
、
我
々
す
べ
て
の
人
々
の
友
好
関
係
―ure

ealra
freond-

scipes

―
を
失
い
、callon

folce
ungetryw

e
―
民
族
全
体
に
不
誠
実
と
い
う
表
現
を
〔
受
け
取
る
〕、
と
言
わ
れ
る
場
合
に
（leg.E

dw
.

II.
d.
904
S.
110

）、
関
連
づ
け
て
い
る
。V

gl.
auch

leg.
A
ethelr.

I.
1.
§
9.
C
nut
II.
30.
§
8:
beo^

se
theo^f

u^tlah
w
idh
eall

folc.

注（
４７
）

Schm
id,G

lossar
v.C
yning.K

.M
aurer,U

ebersch.II.S.420.

注（
４８
）

G
regor

T
ur.
IV
,
51.
V
II,
15

に
お
い
て
は
、C

hildebert

は
す
で
に
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
お
よ
び
自
由
民
た
ち
に
対
す
る
関
係
で
長
老

senior

と
呼
ば
れ
、C

ap.
v.
587.

P
ertz

III.
5.

に
お
い
て
は
、G

untchram
m
us

王
とC

hildebertus

王
と
は
�
主
人dom

ni

�
と
呼
ば
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れ
、B

runhildis

の
女
王
は
�
女
主
人dom

na

�
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

注（
４９
）

M
aurer,

F
ronh.

I.
S.
187
f.
412.

413.
F
redegar.

C
hron.

c.
58

に
お
い
て
は
、「
彼
の
貧
し
い
人
々
と
同
様
に
高
貴
な
人
々
の
諸

団
体
に
お
い
て
」（in

universis
leudibus

suis
tam

sublim
ibus

quam
pauperibus

）
は
、
そ
れ
に
続
く
「
王
国
の
彼
の
民
衆
の
団

体
に
向
け
て
」（ad

universum
regni

suum
populum

）
と
同
意
義
で
あ
る
。G

regor
T
ur.V

II,33

に
お
け
る
「
あ
な
た
方
が
こ
の

場
合
熱
心
に
仕
え
る
こ
と
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
、
王
で
あ
る
。」（rex

est,cui
vos
nunc

deservire
debeatis

）、IX
,36

「
我
々

は
彼
に
仕
え
る
」（serviam

us
ei

）
は
、
全
く
同
じ
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、M

arculf.I,7.34

に
お
い
て
は
、
臣
下
（U

nterthanen

）

は
、
ま
さ
に
「
奴
隷
た
ち
」（servi

）
お
よ
び
「
あ
な
た
方
の
奉
公
す
る
者
た
ち
」（sevientes

vestri

）
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

注（
５０
）

以
下
の
注（
５４
）
を
参
照
せ
よ
。

注（
５１
）

き
わ
め
て
明
瞭
に
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
解
釈
が
、
一
種
の
国
家
契
約
説
と
混
合
し
て
、leg.

E
dw
.
II.

に
お
い
て
は
、
提

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、c.
1.
§
1.
S.
114

は
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
彼
（
王
）
は
、
彼
ら
（die

W
itan

）
に
そ
の
場
所
で
、
だ
れ

が
罰
金
に
服
そ
う
と
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
彼
が
存
在
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
（on

thaere
geferraedden

）
あ
ろ
う
と

欲
し
、
彼
が
愛
す
る
も
の
を
愛
し
、
そ
し
て
、
彼
が
恐
れ
る
も
の
を
恐
れ
よ
う
と
欲
す
る
の
か
、
な
ど
と
、
問
う
た
。」C.5,S.116：

「
も

し
誰
か
が
こ
の
こ
と
を
踏
み
越
え
、
そ
し
て
、
彼
の
誓
約
と
民
族
全
体
が
負
っ
て
い
る
彼
の
契
約
（the

eal
theod

geseald
haefdh

）

を
破
る
と
き
は
、
彼
は
、
裁
判
の
書
（G

erichtsbuch
）
が
そ
れ
を
教
え
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
そ
れ
を
賠
償
す
る
。
第
一
章
。
彼
が
し

か
し
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
な
い
と
き
は
、
彼
は
、
我
々
の
す
べ
て
の
人
々
の
友
好
関
係
と
彼
が
有
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
失
う
。」foedus

A
ngl.et

D
anorum

（991

）c.3
f.S.203

に
お
い
て
は
、
民
族
を
王
の
�
平
和
仲
間
（
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ンF

riedensgenossen

）�
と
呼

ん
で
い
る
。
独
立
の
民
族
法
と
し
て
のfolc

―riht

は
つ
ね
に
生
き
続
け
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
い
か
にfolc

―fridh

がcyneges

―fridh

に

対
し
て
意
義
を
と
ど
め
た
か
は
、
王
の
殺
害
が
民
族
平
和
の
破
壊
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
民
族
全
体
」
に
向
け
て
賠
償
が

支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
！
こ
と
に
お
け
る
以
上
に
一
義
的
に
は
、
い
か
な
る
個
々
の
特
徴
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

A
nh.V

II.c.3.§
4.S.398:se

w
er
gebiradh

m
agum

and
seo
cyne

―bot
tham

leodum

（ipsius
terrae

populus

）.E
dg.IV

.
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15.A
ethelst.I.pr.callon

folce
to
fridhesbote.

注（
５２
）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、W

aitz
I.
S.
312.

v.
Sybel

S.
239
f.
M
aurer,

F
ronh.

I.
S.
111.

Z
öpfl

§
10.
X
IV
.
3.
G
rim
m
,
R
.A
.
S.

252
f.G
em
einer,C

entenen
S.
137
f.,

を
、
と
く
に
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
族
の
諸
事
情
に
つ
い
て
は
、R

oth,
B
eneficialw

esen
S.
108

f.277
f.386

f.W
aitz

II.S.115
f.III.249

f.V
assallitat

S.79

を
、
ゴ
ー
ト
族
の
事
情
に
つ
い
て
は
、K

öpke
S.193

f.

を
、
ア
ン

ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
事
情
に
つ
い
て
は
、Schm

id
v.C
yninc

S.551.

を
参
照
せ
よ
。

注（
５３
）

即
位
の
際
に
お
け
る
そ
の
後
の
祝
祭
的
な
約
束
に
お
け
る
痕
跡
はG

rim
m
l.c.

。
異
説
、W

aitz

。

注（
５４
）

シ
ュ
ミ
ー
トA

nh.
X
c.
1.
S.
404

bei
Schm

id

に
よ
る
、
推
測
す
る
に
ア
エ
テ
ル
ス
タ
ン
の
時
代
か
ら
由
来
す
る
臣
下
宣
誓
（U

n-

terthaneneid,
hyld

―adhas

）
の
定
式
は
、�
私
が
そ
れ
に
値
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
彼
が
私
を
離
さ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
私
が
私
を

彼
に
服
従
さ
せ
そ
し
て
彼
の
意
思
（his

w
illan

gecea^s

）
を
選
ん
だ
と
き
に
、
そ
れ
が
我
々
の
契
約
で
あ
っ
た
（uncer

form
ae^ l

）
よ

う
に
、
彼
が
す
べ
て
の
こ
と
を
履
行
す
る
こ
と
、
と
い
う
条
件
の
も
と
に
��
忠
実
か
つ
誠
実hold

und
treu

�
で
あ
る
こ
と
〔
で
あ
る
〕。

注（
５５
）

K
öpke

l.c.

王
は
高
位
の
官
吏
を
と
お
し
て
�
公
の
権
威
を
も
っ
て
（publica

auctoritate

）�、
私
は
�
種
族
の
幸
福
に
向
け
て
（ad

gentis
utilitatem

）�
約
束
す
る
、
す
な
わ
ち
、�
彼
は
あ
な
た
方
が
誓
う
人
に
か
け
て
あ
な
た
方
に
誓
う
（jurat

vobis
per
quem

ju-

ratis

）�
と
宣
誓
す
る
。

注（
５６
）

す
で
にM

arculf
I,
40

に
お
け
る
宣
誓
の
定
式
は
、
奉
仕
的
な
誠
実
宣
誓
を
含
ん
で
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
をleudisam

ium

と
名
づ

け
て
い
る
。
リ
プ
ア
リ
ア
法l.

R
ip.
69,
1

は
、
す
で
に
「
も
し
だ
れ
か
あ
る
不
誠
実
な
人
が
王
に
反
抗
す
る
と
き
は
、
彼
は
命
で
も
っ
て

処
理
し
、
そ
し
て
、
彼
の
す
べ
て
の
物
は
国
庫
に
譲
与
さ
れ
る
」（si

quis
hom
o
infidelis

regi
extiterit,de

vita
com
ponat

et
om
-

nes
res
ejus

fisco
censeantur.

）、
と
し
て
い
る
。G

regor
T
ur.
III.
c.
14

に
お
い
て
は
、
宣
誓
は
、「
誠
実
の
宣
誓
」（sacram

en-

tum
fidelitatis

）
と
称
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、C

ap.
a.
789.

c.
2.
P
ertz

I.
68.

に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
は
、
定
式
は
次
の
よ
う
に
言

う
。
す
な
わ
ち
、「
な
ぜ
な
ら
私
は
誠
実
で
あ
り
、
そ
し
て
、
主
人
に
私
の
命
の
日
々
の
間
〔
誠
実
で
あ
る
〕
か
ら
で
あ
る
。」（quia

fide-

lis
sum

et
ero
diebus

vitae
m
eae.

）。
ロ
ー
ト
（R

oth

）
は
、
正
当
に
も
、
こ
の
宣
誓
に
い
か
な
る
重
要
性
が
付
与
さ
れ
る
か
、
い
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か
な
る
拘
束
を
も
っ
て
彼
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
が
本
来
的
に
完
全
自
由
民
に
対
す
る
王
の
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
の
基
礎
と
な
っ
た
か
を
、
気
づ
か
せ
て
い
る
。
す
で
に
十
二
歳
と
と
も
に
宣
誓
を
行
う
義
務
が
開
始
し
た
。C

ap.
a.
805.

c.
9.

P
ertz

I.133.

注（
５７
）

P
ertz

I.99：

「
私
は----

あ
た
か
も
人
が
命
令
に
よ
っ
て
彼
の
主
人
に
対
し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
ご
と
く
に
、
誠
実
で
あ
る
。」（fide-

lis
sum

----
sicut

hom
o
per
drictum

debet
ese
dom
ino
suo.

）。

注（
５８
）

上
述
第
五
章
な
い
し
第
七
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
５９
）

王
の
命
令
と
そ
の
増
大
す
る
意
味
に
つ
い
て
は
、v.Savigny,G

esch.II.§
34.W

ilda
S.111

f.E
ichhorn

I.§
149
f.W
alter,R

.

G
.S.208

f.Z
öpfl,R

.O
.§
17.W

aitz
II.S.80

f.488
f.III.504

f.

注（
６０
）

と
く
に
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
法
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、leg.E

dw
.II.c.1

pr.S.110：

�
そ
れ
に
よ
っ
て
平
和
が
従
来
よ

り
も
良
く
な
る
。�
多
く
の
法
律
は“
fridh”

（
例
え
ばS.

106

）
と
い
う
。
同
様
に
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
の
法
律
は
、�「
平
和
の
継
続
の
た

め
に
契
約
さ
れ
た
」（pactus
pro
tenore

pacis.

）�〔
と
い
う
〕。

注（
６１
）

C
ap.C

ar.M
.a.803.c.19.P

ertz
I.115

は
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
法
律
に
お
い
て
あ
ら
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
諸
章
に
つ
い
て
民
集

は
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
」（ut

populus
interrogetur

de
capitulis

quae
in
lege

noviter
addita

sunt.

）
と
。C

ap.
C
arol.

C
alv.

a.
864.

c.
6.
P
ertz

I.
S.
490

に
お
い
て
は
、「
そ
し
て
ど
こ
で
あ
っ
て
も
法
は
民
衆
の
同
意
と
王
の
命
令
か
ら
生
ず
る
。」（et

quoniam
lex
consensu

populi
fit
et
constitutione

R
egis.

）、
と
。
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
に
お
け
る
民
族
の
協
働
に
関
し
て
は
、B

ore-

tius,die
K
apitularien

im
L
angobardenreich.

H
alle
1864.

S.
4
f.

を
参
照
せ
よ
。
し
ば
し
ば
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
諸
法
律
に
お

い
て
は
、
民
族
の
同
意
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、W

ihtraeds
G
es.
696.

S.
14：

「
従
順
な
民
族
と
協
同
し
て
―a^nm

o^dll^ ce

m
id
thy

h
e^rsum

an
folcy.

」。A
elfred

とG
udrum

の
平
和
に
は
、
王
とW

itan

の
ほ
か
に
、�
東
ア
ン
ゲ
ル
族
の
も
と
に
あ
る
民
族
全

体
�
が
連
な
っ
て
い
る
。Schm

id
S
106.C

f.auch
ib.S.204.

注（
６２
）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
も
と
で
す
で
に
ど
こ
ま
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
か
は
、
周
知
の
よ
う
に
き
わ
め
て
争
わ
れ
て
い
る
。W

aitz,
das
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alte
R
echt

S.140
f.151

f.V
erf.G

esch.I.334.II.31.421.Z
öpfl
§
125.III.

注（
６３
）

K
arol.M

.C
ap.m

in.a.803.P
ertz

I.115.c.3.W
aitz
IV
.S.325

f.Z
öpfl
§
125
a.IV

.
注（
６４
）

C
ap.A

quisgr.809.c.11.P
ertz

I
S.156：

「
判
定
者
た
ち
、
ケ
ン
テ
ナ
ー
ル
た
ち
、
陪
席
裁
判
官
た
ち---

は
、
実
行
さ
れ
る
べ
き

彼
の
任
務
に
向
け
て
組
織
さ
れ
る
。」（ut

judices,centenarii,scabini
---
constituantur

ad
sua
m
inisteria

exercenda.

）。

注（
６５
）

W
aitz
II.S.327

―329.434.594
f.IV
.445

f.

逮
捕
、
追
放
、
警
察
も
ま
た
、
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
王
と
代
官（G

raf

）に
よ
っ

て
無
制
限
に
行
使
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。

注（
６６
）

W
aitz
II.S.451

f.IV
.400

f.

注（
６７
）

後
期
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
王
た
ち
は
、
後
期
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
王
た
ち
と
同
様
に
、
大
物
た
ち
の
権
力
を
と
お
し
て
ほ
と
ん
ど
無
力
化

さ
れ
て
い
た
。W

aitz
II.S.487

f.622
f.IV
.546

f.

注（
６８
）

E
dictum

C
hlothar.II.d.614.P

ertz
I.14.

注（
６９
）

Z
öpfl

§
39.W

aitz
II.S.459

f.III.S.462
f.

ま
た
、U

nger,L
andstände

I.S.50

―102.

フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
は
、
五
七
八

年
の
グ
ン
ト
ク
ラ
ン
ム
ス
と
キ
ル
デ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（pactum

inter
G
untchram

m
um
et
C
hildebertum

578

）
と
の
間
の
合
意
に
お

い
て
初
め
て
。P

ertz
I.6

（「
仲
介
者
た
ち
、
司
祭
た
ち
、
そ
し
て
長
官
た
ち
に
」m

ediantibus
sacerdotibus

atque
proceribus

）

お
よ
び
五
九
五
年
の
キ
ル
デ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
王
の
勅
令decr.C

hildeb.a.595

（ib.S.
8.

）
は
、「
関
係
す
る
わ
れ
わ
れ
の
貴
族
た
ち
と
の
合

意
」（una

cum
nostris

optim
atibus

pertractantibus

）
に
証
書
の
上
で
言
及
し
て
い
る
。
と
く
に
グ
レ
ゴ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー

ル
スG

regor
v.T
ours

は
、
帝
国
議
会
（R

eichstage
）
（
訴
訟
記
録placita

、
会
合concilia

、
教
会
会
議synodi

、
会
議conventus

）

に
つ
い
て
報
告
し
て
お
り
、
彼
か
ら
我
々
はepiscopi

（
司
教
）、leudes,

fideles

（
信
徒
）、antrustiones,

seniores
terrae

（
国
の

長
老
た
ち
）
が
こ
こ
に
集
合
し
た
こ
と
を
も
ま
た
知
る
の
で
あ
る
。

注（
７０
）

H
icm
ar
c.
29.
30.

は
、
そ
の
一
つ
に
は
「
聖
職
者
の
長
老
た
ち
と
俗
人
の
長
老
た
ち
の
諸
団
体
の
一
般
が
集
合
し
た
」（generalitas

universorum
m
ajorum

tam
clericorum

quam
laicorum

conveniebat.

）
の
に
対
し
て
、
他
の
一
つ
は
「
長
老
た
ち
と
優
れ
た
人
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の
助
言
者
た
ち
」（seniores

et
praecipui

consiliarii

）
だ
け
が
出
席
し
た
と
こ
ろ
の
、
一
年
に
お
け
る
二
つ
の
通
例
の
訴
訟
記
録
（pla-

cita
）
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。

注（
７１
）

W
aitz
IV
.S.500.501.

は
、
も
ち
ろ
ん
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
時
代
に
、
集
合
さ
せ
ら
れ
た
大
物
た
ち
の
中
に
一
定
の
�
ラ
ン
ト
の
代
表
�

を
認
め
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
総
体
の
名
に
お
い
て
行
動
し
て
い
た
、
と
主
張
し
た
。
類
似
し
てU

nger
I.
S.
55
f.

。
そ
れ
ら
がfideles

信

徒
た
ち
の
頂
点
を
構
成
し
、
信
徒
た
ち
は
し
か
し
最
終
的
に
は
民
族
と
同
一
と
な
っ
た
限
り
で
の
み
、
こ
の
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
こ
れ

と
は
反
対
に
、
ギ
ゾ
ーG

uizot,
E
ssais

S.
336

は
、
彼
が
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
正
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ら
の
集
会
に
お

い
て
彼
ら
の
政
府
を
監
督
し
指
揮
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
国
民
で
は
決
し
て
な
い
。
彼
の
国
民
を
監
督
し
そ
し
て
指

揮
す
る
た
め
に
彼
の
周
り
に
個
々
人
を
集
合
さ
せ
る
の
は
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
帝
で
あ
る
」（ce

n'est
point

la
nation

franque
qui

vient
dans

ces
assem

blées
surveiller

et
diriger

son
gouvernem

ent:
c’est

C
harlem

agne
qui
rassem

ble
autour

de
lui

des
individus

pour
surveiller

et
diriger

sa
nation.

）。
す
で
に
勅
令
（K

apitularien

）
の
形
式
か
ら
こ
の
こ
と
は
生
じ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
が
帝
国
議
会
決
議
で
あ
る
と
こ
ろ
で
も
ま
た
、
王
だ
け
が
語
り
そ
し
て
命
令
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

貴
族
た
ち
の
同
意
（consensus

der
proceres

）
よ
り
も
、
会
議
（consilium

）
に
つ
い
て
よ
り
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

注（
７２
）

U
nger

I.S.57
f.E
ichhorn,R

.G
..§
145.

注（
６１
）
を
も
ま
た
参
照
せ
よ
。

注（
７３
）

A
nnal.M

et.a.692.F
redegar.c.131.Z

öpfl
§
36.V

.W
aitz
II.468

f.III.469
f.IV
.463

f.U
nger

I.60
f.

注（
７４
）

L
uitpr.P

rol.E
dicti

de
anno

V
III：

「
す
べ
て
の
民
衆
に
助
け
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
」（assistente

om
ni
populo

）。R
acis,P

ro-

log.：

「
我
々
に
そ
し
て
我
々
の
裁
判
に
、
そ
し
て
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
卓
越
し
た
人
々
に
、
正
義
が
現
れ
た
」（sed

nobis
et
nostris

ju-

dicibus
atque

L
angobardis

adstantibus
justum

com
paruit.

）。W
aitz
III.501.

注（
７５
）

W
itenagem

ot

に
は
、
王
の
擁
立
、
重
要
な
諸
決
定
と
国
の
諸
条
約
の
承
認
、
新
た
な
法
律
へ
の
同
意
、
国
有
財
産
の
処
分
の
際
の
協

働
、
が
帰
属
し
た
。
例
え
ば
、G

es.W
ihträds

d.696.S.
14.
Ines

S.
20.
A
elfreds

S.
68.
E
dw
.
II.
S.
114.

E
dm
unds

I.
S.
172.

A
ethelr.I.S.198

ec.

お
よ
び
、C

odex
diplom

at.v.K
em
ble

に
お
け
る
多
数
の
証
書
を
参
照
せ
よ
。
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注（
７６
）

concilium
F
efresham

ense

に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
ケ
ン
ト
のepiscopi

司
教
た
ち
、thaini,com

ites

扈
従
た
ちet

villani

そ
し
て

農
夫
た
ち
が
出
席
し
て
い
た
。Schm

id
S.148.

注（
７７
）

と
く
にK

em
ble
II.S.154

―230.

を
見
よ
。leg.E

d.conf.

（T
extus

L
am
bardi

）c.32.S.509
f.

に
お
け
るfolcgem

ote

の
成
立
に

関
す
る
情
報
は
、
歴
史
的
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
ひ
と
が
ま
だ
十
二
世
紀
に
お
い
て
は
そ
の
意
義
と
起
源
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
た
か
を
証
明
し
て
い
る
。

注（
７８
）

し
ば
し
ば
証
書
に
お
い
て
は
、
と
く
に
王
の
側
か
ら
の
利
用
権
の
付
与
に
際
し
て
、
王
が
処
分
す
る
土
地
を
共
有
の
土
地
（gem

eines

L
and

）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、U

rk.v.805.N
r.190.C

od.dipl.I.S.232

「
共
有
の
森
を
」（com

m
unem

silbam

）。811.

N
r.
198
ib.
248

「
共
有
の
森
林
に
お
い
て
」（in

com
m
une

saltu

）;839

「
わ
れ
わ
れ
が
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
共
有
物
〔
？
〕
と
言
っ

て
い
る
共
有
の
森
に
お
い
て
」（in

com
m
une

silfa
quod

nos
Saxonice

in
gem
enisse

dicim
us.

）。
犯
罪
者
を
王
の
手
に
―cyn-

inge
to
handa

―
私
の
法
の
力
に
向
け
て
（ad
m
ei
juris

arbitrium

）
投
げ
入
れ
た
国
で
す
ら
（
我
々
は
そ
れ
が
貸
さ
れ
た
民
族
の
土

地geliehenes
V
olksland

で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。）、U

rk.v.995
N
r.692.IV

.S.290.

に
お
い
て
は
、
共
有
地
に

存
す
る
地
所
（rus

in
com
m
uni
terra

situm

）
と
称
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
は
、
明
ら
か
に
民
族
の
土
地
に
属
す
る
、
王
が
許
し
て

い
る
土
地
、
ま
た
は
、
王
が
利
用
権
を
許
し
て
い
る
土
地
は
、
王
の
共
有
に
お
い
て
（in

regis
com
m
unione

）（U
rk.
A
ethelberts

v.863

）、cinges
b
o^cholt

（U
rk.E

rduulfs
v.875

）、
王
の
山
（m

ons
regis

）（U
rk.v.838.

N
r.
239.

I.
S.
3.
17

）
と
名
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
民
族
の
総
有
的
所
有
権
に
つ
い
て
の
持
続
的
な
見
解
に
と
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
八
四
一
年
の
証
書U

rk.
v.

841.N
r.248.II.S.11.

で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、�
大
修
道
院
長
と
彼
の
家
族
に
（abbati

et
ejus

fam
iliae

）��
最
良
の
メ
ル
キ
イ
人

た
ち
の
種
族
の
許
可
と
証
言
と
と
も
に
（cum

licentia
et
testim

onio
obtim

atum
gentis

M
erciorum

）�
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
（
治

外
法
権
）
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
王
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
大
修
道
院
長
と
彼
の
聖
な
る
集
会
は---

私
と
す

べ
て
の
メ
ル
キ
イ
人
に
、
有
名
な
ト
メ
ウ
ウ
オ
ル
テ
ィ
エ
村
に
お
い
て
王
に
享
受
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
占
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
す
な
わ

ち
、
大
変
美
し
く
細
工
さ
れ
装
飾
さ
れ
た
非
常
に
価
値
あ
る
銀
の
大
盤
と
、
純
金
に
お
け
る
一
九
〇
マ
ン
キ
ュ
ー
サ
を
委
ね
た
。」（abbas
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et
illius

sancta
congregatio

---
dederunt

m
ihi
et
om
nibus

M
erciis

regaliter
perfruendum

et
possidendum

in
fam
oso

vico
T
om
euuorthie

m
agnum

discum
argenteum

,
valde

bene
operatum

ac
faleratum

in
m
agno

praetio
et
190
m
an-

cusas
in
auro

puro

）。
ま
た
彼
ら
は
ベ
ル
ト
ゥ
ウ
ル
フ
の
王
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
そ
の
高
貴
な
友
人
た
ち
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
メ

ル
キ
イ
人
の
全
種
族
の
た
め
に
（pro

B
erthuulfo

rege
et
pro
illius

caris
am
icis
et
pro
om
ni
gente

M
erciorum

）
ミ
サ
と
詩

篇
を
読
む
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
も
う
一
度
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
敬
虔
さ
を
す
べ
て

の
メ
ル
キ
イ
人
た
ち
と
と
も
に
彼
の
集
会
に
与
え
た
と
こ
ろ
の
王
は
」（rex

---
qui
hanc

pietatem
---
cum

om
nibus

M
erciis

illi

congregationi
---
donaverat.

）。
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
民
族
仲
間
の
総
体
が
、
王
と
並
ん
で
土
地
（L

and

）
を
占
有
し
、
契
約
者
と
み

な
さ
れ
、
円
盤
と
金
が
そ
の
中
に
十
分
に
置
か
れ
た
王
の
財
産
の
共
同
所
有
者
で
あ
っ
た
。

注（
７９
）

C
od.
dipl.

の
無
数
の
証
書
が
証
拠
を
与
え
て
い
る
。
王
は
、
本
来
の
承
認
者
と
し
て
そ
し
て
お
そ
ら
く
所
有
者
と
し
て
も
ま
た
、
自
ら

を
み
な
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
彼
は
「
私
は
許
す
、
私
は
与
え
る
、
私
は
認
め
る
、
私
は
託
す
る
」（concedo

do
dono

trado

）
な

ど
の
よ
う
な
表
現
に
、
た
い
て
い
明
示
的
に
「
私
の
高
官
た
ち
の
助
言
と
同
意
と
と
も
に
」（cum

consilio
et
consensu

principum

m
eorum

）
ま
た
は
類
似
の
こ
と
を
付
加
し
た
。C

f.z.B
.U
rk.N

r.114
v.759

―765.I.S.139;U
rk.v.814

N
r.203

ib.S.256;N
r.

1036
d.826.V

.80;N
r.1068.1081.1096

ec.ib;N
r.1224.1255.1256

d.959
u.965

ib.V
I.S.21.75.

聖
職
者
の
大
物
た
ち
と
俗

界
の
大
物
た
ち
は
、
そ
れ
ゆ
え
単
な
る
証
人
と
し
て
で
は
な
く
、「
私
は
同
意
し
そ
し
て
署
名
し
た
」（consensi

et
subscripsi

）
と
い

う
書
式
を
も
っ
て
証
書
に
署
名
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、U

rk.
N
r.
1102.

1103.
1107

de
931.

932.
V
I.
S.
186.

193.
206.

。
最
初
の
証
書
は
七
〇
名
の
大
物
た
ち
に
よ
っ
て
、
二
番
目
の
証
書
は
五
五
名
の
大
物
た
ち
に
よ
っ
て
、
三
番
目
の
証
書
は
九

〇
名
の
大
物
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
もarchiepiscopi

大
司
教
た
ち
、subreguli

領
主
た
ち
、episcopi

司
教
た
ち
、duces

将
軍

た
ち
、abbates

und
m
inistri

大
修
道
院
長
た
ち
お
よ
び
大
臣
た
ち
に
よ
っ
て
「
私
何
某
は
同
意
し
そ
し
て
署
名
し
た
」（ego

N
N
con-

sensi
et
subscripsi

）
と
い
う
語
を
も
っ
て
署
名
さ
れ
て
い
る
。

注（
８０
）

W
aitz
II.555

f.IV
.5
f.119

f.Z
öpfl
§
40.
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注（
８１
）

E
ichhorn

§
25.G

aupp,A
nsiedl.S.335

f.

注（
８２
）

T
hudichum

,M
arkv.S.133.134.

―
―T

hudichum
l.c.S.133.N

ote
2
und

M
aurer,E

inl.114.

に
お
け
る
一
一
四
八
年
（「
扈

従
で
あ
る
ア
ド
ル
フ
お
よ
び
集
合
さ
せ
ら
れ
た
同
じ
教
会
の
す
べ
て
の
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
人
に
」a

com
ite
A
dolpho

et
om
nibus

H
ol-

satis
eidem

ecclesiae
collatas

）
お
よ
び
一
四
二
四
年
（「
湖
水---

す
べ
て
の
土
地
の
共
有
財
産
」stagnum

---
com
m
une

totius

terrae
）
の
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
に
お
け
る
内
海
に
つ
い
て
の
国
有
財
産
の
追
憶
。

注（
８３
）

宝
物
庫
（thesauri

）
は
王
権
（regnum

）
と
と
も
に
相
続
さ
れ
（G

regor
T
ur.
II.
20.
41.
42.
IV
.
20.
V
II.
6.
F
redeg.

c.
42.

56.67

）、
そ
し
て
、
分
け
ら
れ
た
（F

redeg.c.75.85

）。C
f.auch

W
aitz
IV
.S.7.8.

注（
８４
）

こ
れ
に
つ
い
て
最
良
の
も
の
は
、K

.
M
aurer,

A
del

に
お
い
て
で
あ
る
。
と
く
にD

as
R
esum

é
S.
198

―222.
W
aitz,

das
alte

R
echt

S.104.105.207.V
erf.G

esch.II.32.242
f.

は
本
質
的
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
真
の
貴
族
を
フ
ラ
ン
ク
人
の
も
と
に

認
め
るZ

öpfl
§
9.
10.
E
ichhorn

I.
§
46
f.
W
alter

§
408
f.

は
一
部
分
、
そ
し
て
、
勤
務
貴
族
（D

ienstadel

）
と
は
別
の
い
か
な

る
貴
族
も
認
め
な
いG

aupp
S.115

f.

は
、
異
な
る
見
解
で
あ
る
。

注（
８５
）

フ
ラ
ン
ク
族
と
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
族
、
し
た
が
っ
て
最
も
重
要
な
諸
種
族
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
な
時
代
に
お
い
て
王
家
の
世
襲
貴

族
以
外
の
世
襲
貴
族
（G

eschlechtsadel
）
は
も
は
や
証
明
さ
れ
な
い
。

注（
８６
）

最
も
注
目
す
べ
き
例
は
、
ザ
ク
セ
ン
と
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
征
服
後
は
、
ザ
ク
セ
ン
の
貴
族
た
ち
（adalingi

）
は
、
そ
し
て
、
お
そ

ら
く
は
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
貴
族
た
ち
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
の
総
体
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
王
の
従
者
団
体
の
中

へ
と
入
っ
た
こ
と
で
あ
る
。G

aupp,das
R
echt

der
alten

Sachsen
S.39.K

.M
aurer

S.113.118
f.

注（
８７
）

王
制
の
こ
の
調
停
力
は
、
そ
の
最
も
善
行
を
な
す
諸
結
果
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
す
で
に
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
―
―
彼
の
立
場
か
ら
も
ち
ろ

ん
非
難
的
に
―
―
王
の
宮
廷
で
は
し
ば
し
ば
解
放
奴
隷
が
最
も
高
い
名
誉
に
立
身
出
世
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』

第
二
十
五
章
。
―
―
フ
ラ
ン
ク
人
の
も
と
で
は
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
王
の
僕
で
あ
り（R

om
ani,pueri

regis

）、
国
王
の
本
来
の
従
士（
ア

ン
ト
ゥ
ル
ス
チ
オ
ー
ネ
ンA

ntrustionen

）
の
下
の
リ
ー
テ
ンliti

で
あ
っ
た
（R

ecap.
L
eg.
Sal.
§
30.
33

）。decr.
T
hass.

§
7

に
お
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い
て
は
、「adelschalc

と
言
わ
れ
る
主
人
の
奴
隷
た
ち
」（servi

principis
qui
dicuntur

adelschalc

）
す
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ロ
イ
ダ
ス
タ
ー
伯
爵
（G

raf
L
eudaster

）
の
有
名
な
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
宮
廷
の
勤
め
を
と
お
し
て
料
理
場
の
ボ
ー

イ
が
伯
爵
に
立
身
出
世
す
る
こ
と
が
起
こ
り
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
オ
ッ
ト
ー
大
帝
（O

tto
d.
G
r.

）
が
ザ
ク
セ
ン
公
爵
〔
大
公
〕
と

し
た
ヘ
ル
マ
ン
・
ビ
ル
ル
ン
グ
（H

erm
ann
B
illung

）
は
、
低
い
地
位
か
ら
王
の
奉
仕
を
と
お
し
て
立
身
し
た
の
で
あ
っ
た
。

注（
８８
）

K
.M
aurer,A

del
S.32

f.40
f.84

f.137
f.ec.U

ebersch.II.S.403
f.W
aitz
I.S.362.II.S.180

f.,das
alte
R
echt

S.104

f.,M
aurer,F

ronh.I.S.115
f.
u.A
.

フ
ラ
ン
ク
人
の
も
と
で
、
彼
は
、
殺
人
賠
償
金
を
三
倍
に
し
た
。
こ
の
特
権
を
至
る
と
こ
ろ
で
国

王
の
官
吏
た
ち
は
、
彼
ら
は
支
配
者
の
奉
仕
者
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
享
受
し
た
。
軍
役
が
王
の
役
務
と
な
っ
て
以
来
は
軍
隊
が
、
特
別
に

王
を
保
護
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
ゆ
え
に
聖
職
者
た
ち
が
、
そ
し
て
同
一
の
理
由
か
ら
外
国
人
が
、
寡
婦
と
孤
児
た
ち
が
〔
こ
の
特
権

を
享
受
し
た
〕。

注（
８９
）

A
nnal.L

auresham
.a.796.P

ertz
I.182.E

ginhart
796.ib.S.183.

に
お
け
る
王
の
従
者
た
ち
の
間
で
の
金
銭
と
土
地
の
分
配
の

例
。
さ
ら
に
第
十
三
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
９０
）

そ
れ
を
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル
（H

incm
ar

）
は
、�
多
数
者
の
普
遍
性
（generalitas

m
ajorum

）�
と
名
づ
け
て
い
る
。
注（
７０
）を
見
よ
。

注（
９１
）

以
下
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、K

.
M
aurer,

A
del
u.
U
eberschau

l.c.

の
ほ
か
、
と
く
にE

ichhorn,
R
.G
.
I.
§
46
f.
Z
öpfl

§
9.
10.

K
em
ble
I.S.185

f.W
aitz
II.S.147

f.M
aurer,F

ronh.I.S.12

―104.176

―206.244

―246.253.F
ürth,M

inisterialen,

そ
こ
に

は
詳
細
な
証
明
が
見
出
さ
れ
る
。

注（
９２
）

V
gl.M

aurer,E
inl.S.213,der

das
C
ap.v.847.P

ertz
III.395：

「
我
々
は
、
我
々
の
王
国
に
お
け
る
だ
れ
か
あ
る
自
由
民
が
、

あ
る
主
人
を
欲
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
欲
す
る
。
我
々
の
中
に
そ
し
て
我
々
の
誠
実
に
お
い
て
彼
〔
主
人
〕
は
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。」

は
、
お
そ
ら
く
正
当
に
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
（volum

us
ut
unusquisque

liber
hom
o
in
nostro

regno
seniorem

qualem

voluerit
in
nobis

et
in
nostris

fidelibus
accipiat

w
ol
m
it
R
echt

so
deutet.

）。
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
諸
法
律
は
、
そ
れ
を
物

語
っ
て
い
る
。C

f.G
es.A

ethelst.

（925

―940

）II.c.2.S.132.L
eg.H

enr.8.§
4.
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注（
９３
）

個
々
の
ク
ラ
ス
の
最
も
詳
細
な
叙
述
を
与
え
て
い
る
の
は
、M

aurer,F
ronh.I.S.12

―104.C
f.auch

W
aitz
l.c.G

rim
m
,R
.G
.S.

301
f.F
ürth,M

inisterialen
S.7
f.

【
以
上
、
第
十
二
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
�．

「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
土
地
と
の
つ
な
が
り
」
第
十
三
章
に
続
く
】

�．

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
土
地
と
の
つ
な
が
り

第
十
三
章

土
地
と
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
つ
な
が
り
は
、
そ
も
そ
も
ゲ
ル
マ
ン
族
の
移
住
と
同
様
に
古
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
す

で
に
前
述
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
的
な
家
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
家
支
配
）
は
、
直
ち
に
完
全
に
自
由
な
特
別
財
産
に
お
い
て
そ
の
物
的
な
模

写
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
垣
で
囲
ま
れ
た
地
域
の
境
界
が
及
ぶ
限
り
で
は
、
家
と
農
場
、
そ
し
て
、
仲
間
と
の
共
同
体
か
ら

完
全
に
分
離
さ
れ
た
す
べ
て
の
付
属
物
に
お
い
て
は
、
自
由
民
は
、
今
日
の
意
味
に
お
け
る
単
な
る
私
法
的
な
所
有
権
者
で
あ
る
の
み

で
は
な
く
、
彼
は
同
時
に
、
マ
ル
ク
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
は
「
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
」
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
彼
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
彼
の
上
に
立
つ
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
地
域
権
力
を
と
お
し
て
、
そ
し
て
、
結
局
は
王
の
権
力
を
と
お
し

て
制
限
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り
彼
は
、
公
的
性
質
を
も
つ
固
有
の
か
つ
独
立
し
た
権
力
の
保
有
者
で
あ
り
、

物
的
な
平
和
と
法
の
範
囲
す
な
わ
ち
空
間
的
物
的
な
統
一
体
の
担
い
手
で
あ
り
か
つ
保
持
者
で
あ
っ
た
。
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
と
も
と
は
た
だ
自
由
の
諸
帰
結
の
下
に
あ
る
一
つ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
す
ぎ
ず
、
最
も
僅
か
に
し
か
、
家

長
に
対
し
家
族
の
上
へ
の
彼
の
人
的
な
主
人
権
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
ム
ン
デ
ィ
ウ
ム
（
家
長
権M

undium

）
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
ム
ン
デ
ィ
ウ
ム
は
、
直
接
に
彼
の
人
格
（P

erson

）
か
ら
流
出
し
た
。
同
様
に
、
逆
に
、
土
地
と
の
つ
な
が
り
、
フ
ー
フ
ェ
ま
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た
は
農
場
へ
の
帰
属
関
係
は
、
家
族
の
何
ら
か
の
構
成
員
の
側
で
の
従
属
性
の
基
礎
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
〈
主
人
の
農
地
を
耕
し
、

ま
た
は
、
自
己
の
土
地
の
上
に
あ
る
独
立
の
住
居
に
居
住
し
た
〉
奴
隷
お
よ
び
非
自
由
民
に
お
い
て
も
ま
た
、
全
く
た
だ
主
人
と
の
彼

の
人
的
な
結
合
が
彼
ら
の
服
従
の
原
因
で
あ
り
、
そ
し
て
、
土
地
へ
の
隷
属
（G

rundhörigkeit

）
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
ま
ず
最
初
に
は
人
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
並
ん
で
、
そ
し
て
、
最
後
に
は
人

的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
代
わ
っ
て
、
人
々
を
も
把
握
す
る
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
、
そ
し
て
、
土
地
と
の
結
合
か
ら
流
出
す
る
従

属
性
が
、
成
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〉
両
者
の
関
係
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
変
化
が
生
じ
た
。

�．

最
も
早
期
に
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、「
農
場
諸
団
体
」（H

ofverbänden

）
に
お
け
る
低
い
奉
仕
関
係
に
関
し
て
完
成
さ
（
１
）

れ
た
。

最
古
の
、
す
で
に
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
（
２
）

れ
た
非
自
由
民
ま
た
は
奴
隷
の
コ
ロ
ヌ
ス
制
度
（K

olonat

小
作
制
度
）
に
お
い

て
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
奉
仕
の
土
地
と
の
つ
な
が
り
は
、〈
非
自
由
民
ま
た
は
奴
隷
に
一
定
の
租
税
お
よ
び
奉
仕
の
給
付
と
引

き
換
え
に
自
己
の
経
営
の
た
め
の
フ
ー
フ
ェ
を
与
え
た
主
人
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
い
つ
で
も
終
了
さ
せ
、
小
作
人
な
し
に
土
地
を
、

土
地
な
し
に
小
作
人
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
純
粋
に
事
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、

伝
統
的
に
小
作
人
に
は
占
有
が
、
彼
が
彼
の
義
務
を
履
行
す
る
限
り
、
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
彼
は
フ
ー
フ
ェ
と
一
緒
に
譲
渡
さ
れ
、
彼
の
子

供
た
ち
に
は
関
係
の
継
続
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に
、
そ
の
地
位
が
一
部
分
、
物
的
な
ら
び
に
人
的
関
係
に
お
い
て

契
約
類
似
の
法
的
原
因
に
基
づ
い
て
い
た
と
こ
ろ
の
リ
ー
テ
ン
（L

iten

）
お
よ
び
解
放
奴
隷
（L

iberten

）
に
と
っ
て
は
、
彼
か
ら

フ
ー
フ
ェ
を
恣
意
的
に
奪
お
う
と
す
る
主
人
に
対
す
る
関
係
で
現
実
の
権
利
保
護
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
人
的
な
従
属
と
並
ん
で
、
類
似
の
種
類
の
物
的
な
関
係
が
、〈
い
ま
や
支
配
と
奉
仕
の
よ
う
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
派

生
し
た
占
有
と
が
対
応
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支

配
）
関
係
は
い
ま
だ
徹
底
し
て
物
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
関
係
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
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１．

そ
れ
は
、
契
約
の
方
法
で
の
従
属
的
占
有
の
基
礎
づ
け
が
授
手
托
身
行
為
の
増
加
に
よ
っ
て
絶
え
ず
よ
り
頻
繁
な
も
の
と
な
っ

た
と
き
に
、
ま
ず
最
初
は
同
様
に
留
ま
っ
た
。
低
い
奉
仕
関
係
に
お
い
て
自
ら
を
委
ね
た
あ
の
自
由
民
た
ち
の
大
部
分
は
、
新
た
な
主

人
か
ら
独
立
の
生
計
を
営
む
た
め
の
土
地
を
一
定
の
地
代
（Z

insen

）
と
夫
役
（F

rohnen

）
と
引
き
換
え
に
受
け
取
っ
た
。
そ
の
一

方
、
彼
ら
は
、
逆
に
、
彼
ら
が
土
地
占
有
を
有
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
土
地
占
有
を
主
人
に
所
有
の
た
め
に
委
託
し
、
そ
し
て
そ
れ
に

つ
い
て
、
し
ば
し
ば
た
だ
名
目
的
な
地
代
の
約
束
と
引
き
換
え
に
従
属
的
な
占
有
権
だ
け
を
返
還
さ
せ
た
の
で
（
３
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
よ
う
な
諸
場
合
に
お
い
て
は
、
た
と
え
理
念
上
も
ま
た
、
人
的
な
奉
仕
の
服
従
が
い
つ
で
も
ま
だ
原
因
で
あ
り
、
物
的
諸
関
係
の

創
出
は
結
果
と
見
え
た
と
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
す
で
に
逆
で
あ
っ
た
。
形
式
的
に
は
、
授
手
托
身

行
為
は
付
与
ま
た
は
委
託
に
先
行
し
た
。
土
地
を
持
た
な
い
自
由
民
た
ち
に
と
っ
て
の
土
地
占
有
の
取
得
、
定
住
し
て
い
る
自
由
民
た

ち
に
と
っ
て
の
土
地
占
有
に
お
け
る
有
効
な
保
護
の
獲
得
、
そ
れ
は
た
い
て
い
の
場
合
す
で
に
行
為
の
「
動
機
」
で
あ
っ
て
か
つ
本
来

の
「
内
容
」
で
あ
っ
た
。
次
第
に
多
く
、
そ
れ
ゆ
え
当
事
者
の
権
利
意
識
の
中
に
、
法
的
に
も
ま
た
物
的
な
基
礎
が
人
的
団
体
の
基
盤

で
あ
る
と
い
う
見
解
、
命
令
さ
れ
る
者
が
土
地
と
そ
の
占
有
の
ゆ
え
に
奉
仕
し
、
主
人
は
彼
の
真
正
の
土
地
所
有
権
の
ゆ
え
に
支
配
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
、
確
立
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
従
属
的
な
占
有
が
よ
り
確
か
に
、
お
そ

ら
く
全
く
一
定
の
制
限
を
伴
っ
て
、
譲
渡
可
能
ま
た
は
相
続
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
だ
け
一
層
可
能
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
承

継
す
る
そ
の
後
の
取
得
者
ま
た
は
被
命
令
者
の
後
継
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
土
地
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
取
得
権
原
ま
た
は
彼
ら
の
出
自

が
彼
ら
の
人
的
な
従
属
性
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
み
え
た
か
ら
で
あ
る
。

２．

本
来
の
終
結
に
は
、
し
か
し
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
土
地
隷
属
（G

rundhörigkeit

）
の
形
成
は
、
他
の
側
面
か
ら
対

立
す
る
発
展
が
同
一
目
標
へ
と
到
達
し
た
と
き
に
始
め
て
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
真
実
に
は
物
的
な
紐
帯
が
よ
り
古
い

も
の
で
あ
っ
た
諸
関
係
を
、
人
的
な
内
容
を
も
っ
て
漸
次
的
に
み
た
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
派
生
的
な
占
有
は
、
す
な
わ
ち
、
徹
底
し
て
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必
ず
し
も
必
然
的
に
た
だ
奉
仕
関
係
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
一
部
分
は
、
ゲ
マ
イ
ン
ラ
ン
ト
（G

em
ein-

land

）（
総
有
財
産G

esam
m
teigen

と
特
別
利
用Sondernutzung

）
に
つ
い
て
の
古
代
ゲ
ル
マ
ン
法
と
の
関
連
に
お
い
て
、
一
部
分

は
、
ロ
ー
マ
の
制
度
（
ウ
ー
ス
ス
、
利
用
権usus

、
収
益
権fructus

、
永
代
借
地
権em

phyteusis

、
プ
レ
カ
ー
リ
ウ
ム
〔
何
時
で
も

撤
回
さ
れ
う
る
土
地
貸
与
〕praecarium

）
へ
の
依
存
に
お
い
て
、
派
生
的
ま
た
は
貸
与
方
式
で
の
土
地
占
有
の
法
律
関
係
が
、「
独

立
し
た
」
純
粋
に
私
法
的
な
制
度
と
し
て
広
く
採
用
さ
れ
た
。
授
与
者
（G

eber

）
の
た
め
に
真
正
な
所
有
財
産
を
留
保
し
て
行
う
単

な
る
利
用
の
た
め
に
す
る
土
地
の
放
棄
（H

ingabe

）
は
、
し
ば
し
ば
そ
し
て
特
別
に
王
と
教
会
の
拡
大
さ
れ
た
占
有
へ
と
、
自
由
民

た
ち
の
利
益
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
に
お
い
て
登
場
し
た
。
同
様
に
、
逆
に
、
先
行
ま
た
は
後
続
す
る
授
手
托
身
行
為「
な
し
に
」

行
う
自
由
な
所
有
財
産
の
委
託
を
と
お
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法
律
関
係
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
場
合
は
、
し
た
が
っ
て
、

物
的
な
諸
関
係
に
制
限
さ
れ
た
ま
ま
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
放
棄
を
も
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
人
的
な
関
係
を
基
礎

づ
け
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
純
粋
に
物
的
な
従
属
関
係
が
存
在
し
た
。
よ
り
狭
い
そ
し
て
よ
り
広
い
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お

い
て
は
、
他
人
の
土
地
に
居
住
す
る
自
由
民
は
、
彼
が
従
来
そ
う
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
と
最
終
的
に
完
全
自
由
制
そ
の
も
の
が
主
体
的
に
物
的
に
完
全
に
自
由
な
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
に
か
か
ら

し
め
ら
れ
た
と
き
は
、
彼
（
自
由
民
）
は
し
か
し
そ
れ
で
も
、
彼
が
派
生
的
占
有
の
ほ
か
に
自
己
の
土
地
を
有
し
た
場
合
に
お
い
て
の

み
、
彼
の
政
治
的
諸
権
利
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
利
に
お
い
て
減
少
さ
れ
ず
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
ら
な
い
と
き
は
、

自
由
民
は
、
真
正
の
所
有
財
産
を
前
提
と
す
る
す
べ
て
の
自
由
権
お
よ
び
最
終
的
に
完
全
な
自
由
そ
の
も
の
を
失
っ
た
。
自
由
民
の
自

由
の
制
限
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
ず
最
初
は
、
臣
下
に
生
じ
た
自
由
の
制
限
と
は
ま
っ
た
く
別
の
種
類
の
制
限
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
制
限
は

た
ん
に
消
極
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
自
由
民
は
、
彼
の
人
格
の
上
に
立
つ
主
人
を
も
た
ず
、
彼
に
は
た
だ
一
定
の
諸
権
利
だ
け
が

欠
け
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
時
代
の
経
過
の
中
で
、
変
化
し
え
な
い
恒
常
性
を
も
っ
て
消
極
的
な
制
限
が
積
極
的
な
制

駿河台法学 第２４巻第１・２合併号（２０１０）１６３



限
へ
と
変
化
し
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
が
「
人
格
」（P

erson

）
に
対
す
る
主
人
権
（H

errenrecht

）
を
与
え
る
、

と
い
う
方
向
へ
の
発
展
が
完
成
さ
れ
た
。
圧
制
と
抑
圧
は
、
自
由
民
の
子
孫
か
ら
彼
の
自
由
の
一
部
を
次
々
と
奪
い
、
立
法
は
主
人
た

ち
を
支
え
、
そ
し
て
最
後
に
は
、
治
外
法
権
の
諸
特
権
（Im

m
unitätsprivilegien

）
を
と
お
し
て
、
明
示
的
に
、
地
域
に
居
住
す
る

す
べ
て
の
人
々
の
上
へ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
）
と
い
う
政
治
的
内
容
を
伴
う
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
荘
園
）
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
異
な
る
源
泉
か
ら
同
一
目
標
に
接
近
し
た
二
つ
の
潮
流
が
合
一
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
も
と
も
と
人
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
団
体
は
、
物
的
な
基
礎
の
上
に
も
た
ら
さ
れ
、
物
的
な
従
属
関
係
が
人
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
結
合
の
た
め
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
制
（G

rundherrlich

（
４
）

keit

）
が
合
一
さ
せ
る
紐
帯
を
構
成
し
、
す
べ
て
の
団
体

へ
の
帰
属
が
物
的
な
権
原
か
ら
流
出
す
る
と
こ
ろ
の
〉
統
一
的
な
農
場
団
体
（H

ofverband

）
が
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
た
。

�．

全
く
類
推
的
に
、
王
お
よ
び
そ
の
大
物
た
ち
の
従
士
階
級
の
よ
り
高
い
範
囲
に
お
い
て
は
、
誠
実
奉
仕
（T

reudienst

）
の
物

化
（V

erdinglichung

）
が
形
成
さ
れ
、
た
だ
こ
こ
で
の
み
目
標
が
後
に
な
っ
て
初
め
て
、
そ
し
て
そ
れ
も
後
期
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
時
代

に
お
い
て
初
め
て
達
成
さ
（
５
）

れ
た
。
そ
の
時
代
か
ら
廷
臣
（V

asall

）
に
は
、
扶
養
と
装
備
と
並
ん
で
す
べ
て
の
種
類
の
恩
恵
贈
与
物
が

与
え
ら
れ
る
の
が
常
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
は
、
や
が
て
最
も
重
要
な
位
置
を
〈
と
く
に
王
に
よ
っ
て
そ
し
て
教
会
に
よ
っ
て
彼

ら
の
拡
大
さ
れ
た
領
土
か
ら
臣
下
た
ち
へ
報
酬
と
し
て
給
付
さ
れ
た
、
そ
し
て
古
い
生
活
共
同
体
の
解
消
後
に
給
付
さ
れ
る
べ
き
奉
仕

の
期
待
に
お
い
て
も
ま
た
与
え
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
土
地
が
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
ば
し
ば
十
分
に
ま
さ
に
そ

の
よ
う
な
土
地
の
付
与
に
対
す
る
見
込
み
がvassaticum

〔
廷
臣
関
係
〕
に
入
る
動
機
で
あ
っ
た
し
、
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
お
そ
ら

く
十
分
に
明
示
的
な
条
件
と
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
付
与
は
、
自
由
な
所
有
財
産
に
つ
い
て
起
こ
り
え
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
最
古

の
時
代
に
お
い
て
起
き
た
の
で
あ
る
。
真
正
の
所
有
財
産
の
留
保
の
も
と
に
、
た
だ
特
権
（beneticum

）
の
貸
与
権
（leihw

eises
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R
echt

）
ま
た
は
名
目
権
（prekäres

R
echt

）
だ
け
を
与
え
る
こ
と
が
、
次
第
に
王
と
教
会
の
確
立
し
た
慣
習
と
な
っ
た
。
反
対
に
、

い
ま
や
し
ば
し
ば
、
臣
下
た
ち
が
彼
ら
の
自
由
な
所
有
財
産
を
主
人
に
委
託
し
、
そ
し
て
、
特
権
と
し
て
逆
に
受
領
す
る
こ
と
が
登
場

し
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
最
初
は
、
財
産
の
付
与
と
誠
実
奉
仕
と
の
間
に
は
、
内
的
関
連
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
特
権
を
伴

わ
な
い
授
手
托
身
行
為
が
登
場
し
た
の
と
同
様
に
、
授
手
托
身
行
為
な
き
特
権
も
ま
た
存
在
し
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
、

た
だ
物
的
関
係
だ
け
が
成
立
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
誠
実
奉
仕
と
特
権
制
度
と
は
、
誠
実
奉
仕
が
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
財
産
付
与
ま
た
は

財
産
委
託
の
誘
因
で
あ
っ
た
と
い
う
、
法
律
的
に
は
重
要
で
な
い
事
実
に
お
い
て
の
み
接
触
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

時
代
の
経
過
の
中
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
法
律
制
度
は
、
絶
え
ず
と
も
に
成
長
し
た
。
臣
下
た
ち
は
原
則
と
し
て
特

権
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
慣
習
に
従
っ
て
、
一
定
の
財
産
は
、
た
だ
忠
誠
約
束
（fidelitatis

prom
issio

）
に
対
し
て
の
み
付

与
さ
れ
た
。
伝
統
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
廷
臣
に
対
し
て
、
廷
臣
が
彼
の
債
務
を
履
行
し
た
場
合
に
、
特
権
が
終
身
で
与
え

ら
れ
、
そ
し
て
、
彼
の
死
後
も
同
じ
条
件
で
彼
の
息
子
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
。
法
的
な
相
続
可
能
性
は
、
ま
だ
問
題
と
は
な
ら
ず
、
従

者
の
死
な
ら
び
に
主
人
の
死
と
と
も
に
人
的
な
誠
実
団
体
（T

reuverband

）
は
終
了
し
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
〔
人
的
誠
実
団
体
〕

の
顧
慮
が
存
在
す
る
と
き
は
、
特
権
は
原
状
に
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
確
立
し
た
原
則
に
よ
れ
ば
、
し
か
し
、
廷
臣
た

ち
は
、
主
人
の
後
継
者
に
授
手
托
身
行
為
を
し
、
息
子
た
ち
は
父
の
廷
臣
関
係
の
中
に
入
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
、
そ
の
場
合
に
特
権

の
確
認
ま
た
は
更
新
が
結
合
さ
れ
た
。
―
委
託
さ
れ
た
財
産
に
関
し
て
は
、
し
か
し
、
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
は
、
ま
だ
廷
臣

た
ち
の
た
め
に
は
、
は
る
か
に
固
く
そ
し
て
有
利
に
形
成
さ
れ
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
長
い
間
、
た
と
え
実
際
上
た
え
ず
よ
り
内
的
に
騎
士
的
な
主
人
奉
仕
（H

errendienst

）
が
土
地
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
廷
臣
で
あ
る
こ
と
（V

assallität

）
が
純
粋
に
人
的
な
基
礎
で
あ
る
と
い
う
古
い
思
想
は
、
そ
れ
と
は
独
立
し
た
特
権
制

度
と
並
ん
で
、
取
り
消
さ
れ
ず
に
残
っ
た
。
後
期
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
に
お
い
て
初
め
て
、
土
地
占
有
そ
の
も
の
が
騎
士
的
な
誠
実
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義
務
の
真
の
「
法
律
上
の
原
因
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
奉
仕
と
誠
実
と
は
そ
れ
自
ら
が
物
的
と
な
り
、
そ
れ
ら
は
、
貸
与
占
有

（L
eihbesitz

）
を
と
お
し
て
条
件
づ
け
ら
れ
そ
し
て
決
定
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
終
了
し
た
。
廷
臣
制
と
特
権
制
度
か
ら
、
そ
の
よ

う
に
し
て
「
封
建
制
度
」（L

ehnsw
esen

）
が
成
長
し
た
。
移
行
は
多
様
で
あ
り
、
古
い
特
権
と
新
し
い
封
土
（L

ehen

）
と
の
間
の

境
界
は
不
確
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
発
展
の
道
は
、
大
体
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
り
、
農
民
の
財
産
権
の
変
化
と
の
類
似
性
は
驚
く
べ

き
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
多
様
性
に
お
い
て
、
法
律
関
係
の
改
変
を
決
定
し
た
の
は
単
純
な
諸
原
則
で
あ
り
、
そ
し
て
、
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
と
奉
仕
と
の
物
化
に
と
っ
て
は
、
最
高
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
最
低
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、
原
因
は
た
だ
一
つ
の
も
の
、

す
な
わ
ち
、
土
地
占
有
と
い
う
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
な
唯
一
の
意
義
で
あ
っ
た
。

�．

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
の
物
化
か
ら
、
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
さ
ら
に
必
然
性
を
も
っ
て
も
う
一
つ
の
別
の
変
化
が
結
果
し
た
。

そ
れ
は
、
家
長
的
原
則
の
、
領
主
的
原
則
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
代
替
で
あ
る
。

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
た
だ
、
同
時
に
我
々
の
今
日
の
私
的
所
有
権
を
代
表
す
る
〈
そ
の
利
用
可
能
な
構
成
部
分
の
ゆ
え
に

す
で
に
相
続
可
能
性
、
譲
渡
性
、
量
的
な
ら
び
に
質
的
な
分
割
可
能
性
を
備
え
た
独
立
の
財
産
権
へ
と
発
展
し
て
し
ま
っ
て
い
た
〉
古

代
ゲ
ル
マ
ン
の
特
別
財
産
（Sondereigen

）
の
一
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
内
向
的
か

つ
外
向
的
に
拡
大
さ
れ
た
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
す
べ
て
の
人
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
そ
の
付
属
物
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け

よ
り
多
く
す
べ
て
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
法
的
性
質
を
受
け
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
そ
し
て
ま

た
次
第
に
多
く
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
が
財
産
権
と
し
て
扱
わ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
土
地
占
有
の
従
物
と
し
て
で
あ
れ
、

そ
れ
が----

土
地
占
有
か
ら
切
り
離
さ
れ
て----

独
立
の
不
動
産
物
権
と
し
て
で
あ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
次
第
に
あ
ら
ゆ
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
権
は
相
続
可
能
、
譲
渡
可
能
と
な
り
、
そ
し
て
、
現
実
の
ま
た
は
観
念
的
な
割
合
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
中
に
含
ま
れ
る

個
別
の
諸
権
限
に
従
っ
て
分
割
可
能
と
な
っ
た
。
公
的
な
権
力
は
、
そ
れ
が
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
）
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
そ
れ
ゆ
え
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最
終
的
に
は
純
粋
に
私
法
的
な
取
り
扱
い
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

公
法
と
私
法
の
対
立
は
、
古
い
時
代
に
は
、
そ
れ
が
封
建
国
家
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
き
わ
め
て
疎
遠
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
〔
諸
団
体
〕
に
お
い
て
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
と
同
様
に
、
一
部
分
は
よ
り
多
く
我
々
の
今
日
の
公

法
の
諸
視
点
か
ら
、
一
部
分
は
よ
り
多
く
我
々
の
私
法
の
諸
視
点
か
ら
取
り
扱
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
つ
ね
に
た
だ
唯
一
の
法
、
一
種
類

の
法
の
み
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
人
格
が
先
行
し
た
限
り
で
は
、
す
べ
て
の
法
は
、
今
日
の
私
法
の
性
格
よ
り
も
、
よ
り
多
く
今

日
の
公
法
の
性
格
を
有
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
と
そ
こ
か
ら
流
出
す
る
総
体
権
力
の
概
念
も
、
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
の
概
念
と
そ
こ
か
ら
流
出
す
る
個
人
権
力
（E
inzelgew

alt

）
の
概
念
も
、
そ
れ
ら
の
古
い
形
式
に
お
い
て
は
、
封
建
時
代
に
お

け
る
そ
の
類
似
物
（A

naloga

）
よ
り
も
、
公
的
権
力
に
関
す
る
我
々
の
今
日
の
諸
観
念
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
人
格
そ
の
も

の
と
同
様
に
、
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
諸
権
力
は
、
不
可
分
で
、
譲
渡
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
し
か
も
相
続
権
を
と
お
し
て
で

は
な
く
出
生
を
と
お
し
て
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
り
、
そ
れ
ら
〔
の
諸
権
力
〕
は
、〈
土
地
に
つ
い
て
の
諸
権
利

が
そ
れ
ら
の
諸
権
力
の
流
出
物
か
つ
付
属
物
と
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
〉、
最
初
か
ら
土
地
に
つ
い
て
の
諸
権

利
に
〈
総
体
財
産
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
、
特
別
利
用
は
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
の
地
位
に
、
従
属
的
占
有
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
け

る
個
別
の
従
者
の
地
位
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
〉
同
一
の
性
格
を
刻
印
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
土
地
に
つ
い
て
の
諸
権
利
は
独

立
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
財
産
権
的
側
面
、
そ
の
物
権
法
的
内
容
は
、
そ
の
性
質
を
決
定
し
、
人
（P

erson

）
へ
の
顧
慮
は
、
対
象

へ
の
顧
慮
の
前
に
後
退
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
い
ま
や
し
か
し
、
例
え
ば
、
公
法
的
内
容
と
私
法
的
内
容
の
区
別
が
登
場
し
た
の
で

は
な
く
、
土
地
に
つ
い
て
の
利
用
可
能
な
諸
権
利
が
、
い
ま
や
実
力
行
使
権
（G

ew
altrecht

）
を
そ
の
側
で
も
た
ら
し
、
そ
し
て
、

そ
れ
ら
に
独
自
の
本
質
を
も
つ
押
印
を
刻
印
し
た
。
法
は
一
様
で
あ
り
続
け
た
が
、
し
か
し
次
第
に
多
く
、
法
の
〈
我
々
が
今
日
、
私

法
に
お
い
て
適
用
し
て
い
る
〉
見
方
と
取
扱
い
が
優
勢
と
な
っ
た
。
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ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
奉
仕
の
家
夫
長
的
形
態
か
ら
領
主
的
形
態
へ
の
移
行
は
、
徹
底
し
て
緩
慢
な
も
の
で
あ
っ
た
。
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝

の
時
代
に
お
い
て
は
、
決
定
的
に
ま
だ
家
父
長
的
形
態
が
勝
っ
て
い
た
が
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
時
代
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
領
主
的

な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
理
念
の
前
進
に
停
止
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
ら
見
え
た
。
し
か
し
諸
事
実
の
力
は
、
カ
ー
ル

〔
大
帝
〕
の
意
思
と
支
配
者
た
る
才
能
す
ら
よ
り
も
大
き
か
っ
た
。
民
族
の
法
意
識
は
、
個
々
の
点
で
ロ
ー
マ
の
影
響
の
も
と
に
展
開

さ
れ
た
国
家
理
念
の
た
め
に
は
必
ず
し
も
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
短
い
休
止
状
態
の
後
に
、
そ
れ
ゆ
え
物
化
（V

erdinglichung

）

と
領
主
制
（P

atrim
onialität

）
と
は
、
そ
れ
だ
け
一
層
と
ど
め
が
た
く
自
ら
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
方
向
に
お
け
る
紛

う
か
た
な
き
諸
開
始
と
、
我
々
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
諸
点
で
出
会
う
の
で
あ
る
。

王
制
が
次
第
に
多
く
す
べ
て
の
公
的
権
力
の
源
泉
と
な
っ
た
ゆ
え
に
、
最
重
要
の
こ
と
が
ら
は
、
王
位
（K

rone

）
の
主
観
的
お
よ

び
客
観
的
な
物
化
で
あ
っ
た
。

主
観
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
王
位
（K
rone

）
は
、
他
部
族
の
王
位
よ
り
も
早
期
に
王
宮
（K

önigshof

）
に
属
す
る
不
動
産

物
権
（Im

m
obiliarrecht

）
と
な
っ
た
。
氏
族
王
（G

eschlechtskönige

）
ま
た
は
世
襲
王
（G

eburtskönige

）
か
ら
、
フ
ラ
ン

ク
王
国
の
支
配
者
は
、
先
ず
最
初
に
〈
民
族
の
協
働
の
後
退
、
王
位
継
承
制
度
の
開
始
が
、
し
か
し
最
も
明
ら
か
に
複
数
の
相
続
人
の

間
の
帝
国
分
割
が
、
示
し
て
い
る
よ
（
６
）

う
に
〉
相
続
王
（E

rbkönige

）
と
な
っ
た
。
徹
底
し
て
前
面
に
現
わ
れ
た
の
は
、
す
べ
て
の
法

的
関
係
に
お
い
て
、
国
王
支
配
（
王
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
の
有
用
な
側
面
で
あ
っ
た
。
王
室
財
産
と
そ
こ
か
ら
生
ず
る
諸
収
入
が
、
少
な

か
ら
ず
し
か
し
や
が
て
類
推
的
に
解
釈
さ
れ
た
帝
国
全
体
か
ら
の
諸
収
入
が
、
や
が
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
）
の
本
質
的
な
構
成
部

分
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
が
と
り
わ
け
帝
国
分
割
の
際
に
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
管
理
と
取
り
立
て
が
、
官
吏
た
ち
の
主

た
る
義
務
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
占
有
財
産
と
諸
収
入
の
源
泉
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
個
々
の
支
配
権
限
は
、
や
が
て
そ
れ

ら
の
付
属
物
で
あ
り
流
出
物
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
土
地
占
有
お
よ
び
〈
土
地
占
有
を
伴
う
か
ま
た
は
伴
わ
な
い
〉
諸
収
入
は
、
そ
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れ
が
一
定
の
地
方
の
諸
収
入
で
あ
れ
、
一
定
の
種
類
の
諸
収
入
で
あ
れ
、
完
全
私
有
地
（A

llod

）
ま
た
は
特
権
（B

eneficium

）
と

し
て
譲
渡
さ
れ
（
７
）

え
た
。
そ
の
結
果
、
個
々
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
そ
の
も
の
が
―
―
裁
判
所
の
収
益
と
と
も
に
裁
判
権
（G

erichts-

barkeit

）
が
、
関
税
と
と
も
に
関
税
高
権
（Z

ollhoheit

）
等
々
が
―
―
譲
渡
可
能
と
し
て
現
わ
れ
た
。
す
で
に
ダ
ゴ
ベ
ル
ト
王
（K

önig

D
agobert

）
に
よ
る
ト
ゥ
ー
ル
ズ
の
教
会
へ
の
王
の
諸
収
入
の
付
与
が
、
司
教
（B

ischof

）
に
と
っ
て
は
伯
爵
（G

raf

代
官
）
の
任

命
権
を
含
ん
だ
と
い
う
（
８
）

こ
と
は
、
公
的
権
力
の
財
産
法
的
解
釈
が
こ
こ
で
は
す
で
に
全
く
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
し
て
、
い
か
に
し
て
速

や
か
に
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
に
お
い
て
公
的
権
力
の
贈
呈
が
形
式
的
な
原
則
と
な
り
え
た
か
、
い
か
に
し
て
す
で
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ

朝
の
時
代
に
お
い
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
事
後
的
な
付
与
が
登
場
し
え
た
の
か
、
い
か
に
し
て
最
後
に
公
職
採
用
（B

eam
tungen

）
が

付
与
さ
れ
た
特
権
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
貸
与
占
有
（L

eihbesitz

）
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
が
、
は
じ
め
は
事
実
的
に
、
や
が
て

は
法
的
に
相
続
可
能
と
な
り
、
最
後
に
は
譲
渡
可
能
か
つ
分
割
可
能
と
な
り
え
た
の
か
が
、
説
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
手
短
か
に
言
え

ば
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
王
位
が
不
動
産
物
権
で
あ
り
、〈
帝
国
に
お
け
る
個
別
の
諸
支
配
権
限
か
ら
一
度
限
り
譲
渡
さ
れ
た
か
、
ま
た

は
、
ひ
と
つ
の
物
権
法
的
な
占
有
権
原
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
貸
与
さ
れ
た
〉
こ
の
不
動
産
物
権
の
諸
断
片
で
あ
る
、
と
い
う
（
９
）

解
釈
が
浸

透
し
た
。

客
観
的
に
は
、
王
制
は
、
民
族
王
制
（V

olkskönigthum
）
か
ら
地
域
王
制
（G

ebietskönig

（
１０
）

thum

）
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
、

例
え
ば
今
日
の
意
味
に
お
け
る
領
土
王
制
（T

erritorialkönigthum
）
で
は
な
く
、
物
的
、
領
主
的
な
支
配
（dingliche,

patrim
o-

niale
H
errschaft

）、
帝
国
の
最
上
位
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
土
地
支
配G

rundherrschaft

）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

解
釈
も
ま
た
、
ま
さ
に
王
の
特
別
財
産
に
連
結
し
た
。
帝
国
の
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
は
、
王
自
身
が
真
正
の
所
有
者
で
あ
り
、
王

は
、
彼
の
被
保
護
者
た
ち
（B

eneficiaten

）
お
よ
び
小
作
人
た
ち
（K

olonen
）
に
対
し
て
は
直
接
に
、
被
保
護
者
た
ち
の
土
地
占

有
に
基
づ
い
て
居
住
す
る
人
々
に
対
し
て
は
間
接
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
と
し
て
対
立
し
た
。
こ
こ
で
は
、
王
の
諸
収
入
、
留
保
さ
れ
た
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か
ま
た
は
課
さ
れ
た
地
代
、
最
後
に
し
か
し
留
保
さ
れ
た
か
ま
た
は
課
さ
れ
た
諸
奉
仕
も
ま
た
、
現
実
の
物
的
負
担
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
結
局
、
奉
仕
関
係
全
体
が
、
土
地
か
ら
の
流
出
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
帝
国
所
属
者
た
ち
の
地
位
が
ま
す
ま
す
王
の

従
者
に
類
似
す
る
も
の
と
な
り
、
王
の
奉
仕
が
一
般
的
な
義
務
と
な
っ
た
と
き
、
他
方
で
、
軍
役
、
夫
役
お
よ
び
す
べ
て
の
種
類
の
公

課
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
裁
判
結
果
（G

erichtsfolge

）
お
よ
び
判
決
発
見
（U
rtelsfindung

）
さ
え
も
、
土
地
の
占
有
と
関
係
づ
け
ら

れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
し
て
、
最
後
に
ま
さ
に
物
的
負
担
、
対
応
す
る
諸
権
利
が
物
的
権
利
（R

ealrechte

〔
土
地
と
結

合
し
た
不
動
産
制
限
物
権
〕）
と
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
で
は
、
土
地
所
有
権
の
ゲ
ル
マ
ン
的
見
方
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
所
有
財
産
―
―

自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
総
体
所
有
財
産
（G

esam
m
teigen

）
な
ら
び
に
自
由
な
特
別
財
産
―
―
も
ま
た
、
王
に
対
す
る
関

係
で
直
接
の
物
的
な
従
属
関
係
に
入
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
従
属
関
係
は
、
付
与
さ
れ
た

ま
た
は
委
託
さ
れ
た
土
地
占
有
の
関
係
よ
り
も
、
異
常
に
は
る
か
に
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
い
つ
で
も
こ
れ
に
類
似
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
王
に
対
し
て
は
、
特
別
の
誠
実
奉
仕
関
係
の
た
め
の
臣
下
関
係
と
正
確
に
同
じ
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
負
担
付
の
所
有
財
産
は
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
意
味
に
お
け
る
真
正
の
、
自
由
な
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
的
な
所
有
財
産
で
は
も
は
や

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
主
人
権
（H
errenrecht

）
の
一
片
が
彼
か
ら
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
片
を
有
し

た
の
は
、
し
か
し
、
王
ま
た
は
王
か
ら
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
物
的
権
利
、
す
な
わ
ち
、
王
の
全
領
域

に
つ
い
て
の
王
の
最
上
位
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
制
（G

rundherrlichkeit

）
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
次
第
に

す
べ
て
の
王
の
諸
権
利
を
、
か
つ
て
は
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
す
る
王
の
諸
権
利
に
、
や
が
て
は
臣
下
の
上
の
人
的
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
に
対
す
る
王
の
諸
権
利
に
帰
着
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
結
局
は
、
王
の
地
域
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト（
地
域
支
配G

ebietsherrschaft

）

に
帰
着
さ
せ
る
可
能
性
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
全
期
間
の
間
、
も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
諸
萌
芽
が
存
在
し
た

が
、
さ
ら
に
、
王
と
臣
下
の
間
で
は
人
的
な
紐
帯
が
も
と
も
と
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
が
広
く
優
勢
と
な
り
、
さ
ら
に
地
域
ヘ

１７０オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



ル
シ
ャ
フ
ト
が
民
族
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
民
族
支
配
）
の
流
出
物
お
よ
び
付
属
物
と
み
な
さ
れ
、
さ
ら
に
王
は
、
よ
り
し
ば
し
ば
彼
の
土

地
に
従
っ
て
よ
り
も
彼
の
民
族
に
従
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
（
１１
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
帝
国
の
諸
分
割
に
お
い
て
、
財
政
の
諸
問
題

に
お
い
て
な
ど
の
よ
う
な
個
別
の
諸
場
合
に
お
い
て
は
、
や
は
り
地
域
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
が
す
で
に
き
わ
め
て
特
徴
的
に
現
わ
れ
、

そ
し
て
、〈
た
だ
王
だ
け
が
そ
れ
ら
に
と
っ
て
結
合
す
る
紐
帯
で
あ
っ
た
〉
多
く
の
諸
国
民
の
結
合
体
（V

ereinigung

）
が
そ
れ
ら

の
進
歩
を
き
わ
め
て
容
易
に
し
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

王
位
（K

rone

）
の
こ
の
主
観
的
お
よ
び
客
観
的
な
物
化
は
、
し
か
し
、
帝
国
の
頂
点
に
お
い
て
立
ち
止
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
次
第
に
公
法
の
す
べ
て
の
支
配
権
限
を
把
握
し
た
。
全
く
王
制
に
類
似
し
て
、
相
続
さ
れ
う
る
部
族
公
国
（Stam

m
esher-

zogthum

）
は
―
―
い
つ
で
も
も
ち
ろ
ん
ま
だ
民
族
選
挙
と
王
の
認
可
を
と
お
し
て
制
限
さ
れ
て
で
は
あ
る
が
―
―
不
動
産
的
な
性
格

を
も
つ
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
制
へ
と
発
展
し
た
。
タ
ッ
シ
ロ
ー
（T

assilo

）〔
バ
イ
エ
ル
ン
王
〕
と
デ
ン
マ
ー
ク
王
の
奉
仕
服
従
（D

ienster-

gebung

）
に
お
い
て
は
、〈
両
者
が
彼
ら
の
ラ
ン
ト
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
尊
厳
を
フ
ラ
ン
ク
王
に
委
託
し
、
そ
し
て
、
フ
ラ

ン
ク
王
か
ら
特
権
と
し
て
受
け
取
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
す
で
に
明
ら
か
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
民
族
指
導
者
職
の
代
わ
り
に

新
た
な
解
釈
が
登
場
し
て
い
る
。
カ
ー
ル
大
帝
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
国
民
的
な
将
軍
制
（H

erzogthüm
er

）
を
粉
砕

し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
将
軍
職
制
ま
た
は
称
号
だ
け
の
将
軍
制
、
お
よ
び
、
と
り
わ
け
代
官
制
（G

rafschaften

）
も
ま
た
、
そ

れ
ら
の
も
と
も
と
純
粋
に
実
行
さ
れ
た
官
職
の
性
質
か
ら
、
す
で
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
末
期
の
時
代
に
は
、
多
く
の
も
の
を
失
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
。
公
職
就
任
の
事
実
上
の
相
続
可
能
性
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
特
権
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
取
り
扱
い
を

と
お
し
て
不
動
産
特
権
へ
の
そ
れ
ら
の
移
行
の
道
が
拓
か
れ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
代
官
は
財
産
と
と
も
に
彼
の
地
域
の
中
に
居
住
し
て

い
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ク
ロ
タ
ッ
ヘ
ル
二
世
（C

hlotacher
II

）
の
勅
令
は
、
最
初
に
そ
の
よ
う
な
変
化
を
用
意
し
た
の
で
（
１２
）

あ
る
。

よ
り
重
要
と
な
っ
た
の
は
、
特
権
的
権
利
と
し
て
の
土
地
占
有
を
職
務
遂
行
の
報
酬
と
し
て
付
与
す
る
と
い
う
習
慣
で
あ
っ
た
。
そ
の
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よ
う
な
特
権
（B

eneficium

）
は
、
は
じ
め
は
職
務
の
付
属
物
で
あ
っ
た
と
し
（
１３
）

て
も
、
次
第
に
そ
の
関
係
は
逆
転
し
、
職
務
は
特
権
の

付
属
物
と
な
り
、
特
権
は
し
か
し
代
官
制
に
お
け
る
世
襲
的
ま
た
は
封
建
的
な
土
地
占
有
と
混
合
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
職
務
は
、

職
務
地
域
に
お
け
る
土
地
占
有
の
流
出
物
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
主
観
的
に
物
的
な
権
利
と
し
て
現
わ
れ
た
。
こ
れ
と
の
関
連

に
お
い
て
、
や
が
て
他
方
で
は
、
職
務
は
客
観
的
に
も
ま
た
物
的
に
把
握
さ
れ
、
そ
れ
は
、
土
地
ゲ
ノ
ッ
セ
ま
た
は
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
に

対
す
る
人
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
か
ら
、
直
接
的
な
、
導
出
さ
れ
た
〈
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
類
似
す
る
そ
し
て
地
域
に
つ
い
て

の
た
だ
も
っ
と
弱
い
〉
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
〔
支
配
権
〕
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
よ
う
や
く
間
接
的
に
、
土
地
の
付
属
物
と
し
て
、

人
々
は
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
十
三
章
、
本
文
終
わ
り
】

【
第
十
三
章
の
注
】

注（
１
）

と
く
にv.M

aurer,E
inl.S.207.210

f.229
f.F
ronh

öfe
I.S.27

f.66
f.265

f.342
f.W
aitz
II.S.153.160

f.173
f.194

f.K
.

M
aurer,U

ebersch.I.420

―426.II.38
―56.R

oth
S.375

f.E
ichhorn,Z

eitschr.f.geschichtl.R
echtsw

iss.I.S.156
f.B
lunt-

schli,R
.G
.I.S.93

f.Z
öpfl
§
98.V

.V
I

。G
rim
m
,R
.A
.S.559

f.

を
見
よ
。

注（
２
）
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
五
章
。

注（
３
）

こ
の
最
後
の
場
合
に
お
い
て
は
、
再
受
戻
権
（W

iedereinlösungsrecht

）
は
予
定
条
件
と
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
こ
の

こ
と
は
民
族
法
（V

olksrecht

）
の
保
護
の
も
と
に
す
ら
お
か
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。C

ap.IV
.v.819.c.4.C

ap.817.c.4.P
ertz

III.

214.

注（
４
）

dom
inatio

支
配
（form

.B
ignon.c.5

）、potestas

主
権
（leg.H

enr.I.20
§
2

）m
undeburdum

ま
た
はdefensio

（form
.Sir-

m
ond.

c.
44

）
お
よ
び
お
そ
ら
く
は
一
般
的
な
名
称
を
も
っ
てm

itium
（R

oth
S.
164
f.

）
と
呼
ば
れ
た
。
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
自
身
に
と
っ
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て
は
、potentes

、dom
ini

、divites

、
英
語
で
はlandrica

ま
た
はhlaford

の
よ
う
な
名
称
の
ほ
か
に
、
や
が
て
と
く
にseniores

（seigneur

領
主
）
と
い
う
称
号
が
一
般
的
と
な
っ
た
。

注（
５
）

W
aitz,

V
assallität

l.c.
S.
89.
V
erf.
II.
S.
195
f.
G
rim
m
,
R
.A
.
S.
563.

Z
öpfl

§
10.
X
f.
R
oth,

B
eneficialw

esen
S.
203
f.

416
f.

注（
６
）

W
aitz
II.S.90

f.

相
続
可
能
性
（E

rblichkeit

）
に
関
し
てS.61.67.93

f.

お
よ
び
王
位
の
諸
分
割
に
関
し
てSchulte,das

R
echt

der
E
rstgeburt

S.17
―31.46.

を
参
照
せ
よ
。

注（
７
）

そ
の
よ
う
な
譲
渡
をW

aitz
II.
S.
551.

570.
571

が
報
告
し
て
い
る
。
後
に
は
と
き
お
り
そ
の
三
分
の
一
の
三
分
の
一
が
ケ
ン
テ
ナ
ー

ル
た
ち
（C

entenare

）
に
譲
渡
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
平
和
金
（F

riedensgelder

）
の
三
分
の
一
の
代
官
（
グ
ラ
ー
フ
）
た
ち
へ
の
譲

渡
も
ま
た
、
こ
の
視
点
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。C

ap.a.783.c.5.P
ertz

I.46.L
.B
ajuv.II.16.W

aitz
II.567.568.

注（
８
）

W
aitz
II.S.336.N

ote
3
aus
A
udoneus

v.E
ligii
I.32.

「
私
は
し
か
し
、
教
会
の
財
産
の
財
政
特
権
が
彼
の
た
め
に
法
律
上
要
求

す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
、〈
た
え
ず
今
日
も
な
お
同
一
の
都
市
に
お
い
て
教
皇
の
証
書
に
よ
っ
て
扈
従
が
組
織
さ
れ
ん
が
た
め
に
〉、
引
き

受
け
る
」（A

deo
autem

om
ne
sibi
jus
fiscalis

census
ecclesiae

vindicat,ut
usque

hodie
in
eadem

urbe
per
pontificis

lit-

teras
com
es
constituatur.

）
を
参
照
せ
よ
。

注（
９
）

W
aitz
II.S.579.

注（
１０
）

W
aitz
II.S.87.88.

注（
１１
）

フ
ラ
ン
ク
族
の
王
（R

ex
francorum

）。
同
様
に
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
証
書
に
お
い
て
は
、
王
は
、
ま
だ
圧
倒
的
に
民
族
に
従
っ
て

名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、ic

aedhilbald
m
yrcna

kingc,U
rk.v.743

―745
b.
K
em
ble
I.
N
r.
95.
S.
114.

O
ssa
rex
M
er-

ciorum

（
メ
ル
キ
イ
族
の
王
オ
ッ
サ
）。772

ib.N
r.119.S.146.

八
〇
五
年
に
お
い
て
初
め
てib.S.232

メ
ル
キ
ア
の
王rex

m
erciae

と
カ
ン
テ
ィ
ア
の
王rex

cantiae

が
登
場
す
る
。927

ib.
N
r.
344.

II.
S.
157

で
は
、
す
で
にA

thelstanus
m
onarchus

totius
B
rit-

tanniae

（
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
君
主
ア
テ
ル
ス
タ
ー
ヌ
ス
）〔
が
登
場
し
て
い
る
。〕
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注（
１２
）

P
ertz

I.15
§
12

。
こ
の
点
にSchulze,E

rstgeburt
S.55

も
ま
た
連
な
っ
て
い
る
。überh.ib.S.48

―68.

を
参
照
せ
よ
。

注（
１３
）

N
eugart,

C
od.
dipl.

I.
S.
232.

N
r.
284：

「
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
も---

法
に
基
づ
い
て
彼
の
扈
従
が
そ
こ
で
所
有
す
る
と
認
識
さ
れ

る
。」（quicquid

---
ex
jure

com
itatus

sui
inibi

possidere
dinoscitur.

）
―V

gl.auch
Schulze

l.c.S.60
f.,bes.S.61.N

ote

3
und

62.N
ote
1.

【
以
上
、
第
十
三
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
Ｃ．

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
か
ら
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
の
治
外
法
権
。
第
十
四
章
」
に
続
く
】

Ｃ．

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
か
ら
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
の
治
外
法
権

第
十
四
章

〈
土
地
と
の
よ
り
確
固
と
し
た
つ
な
が
り
を
と
お
し
て
す
べ
て
の
生
活
領
域
に
お
い
て
強
化
さ
れ
た
〉
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
が
民

族
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
秩
序
に
対
し
て
行
っ
た
闘
争
に
お
い
て
は
、
決
定
的
な
モ
メ
ン
ト
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
を
包

含
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
団
体
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
登
場
し
た
公
的
な
諸
団
体
か
ら
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
の
解

放
、
お
よ
び
、
帝
国
の
独
立
し
た
構
成
部
分
へ
の
そ
れ
ら
の
改
変
で
あ
っ
た
。

最
も
広
範
な
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
自
体
た
だ
拡
張
さ
れ
た
フ
ー
フ
ェ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
属
す
る
人
的
範
囲
は
、
た

だ
拡
張
さ
れ
た
家
族
（fam

ilia

）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
も
と
も
と
彼
の
土
地
と
い
か
な
る
他
の
諸
権

利
も
持
た
な
い
彼
の
人
々
に
対
す
る
関
係
で
完
全
自
由
民
た
る
土
地
所
有
者
（L

oseigner

）
と
し
て
向
き
合
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
、

マ
ル
ク
、
ツ
ェ
ン
ト
（C

ent

〔
百
個
か
ら
な
る
軍
区
〕）、
ガ
ウ
そ
し
て
民
族
の
中
で
は
、
完
全
に
権
利
を
有
し
完
全
に
義
務
を
負
担

す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
〔
仲
間
〕
以
上
で
も
な
く
以
下
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
事
実
的
で
法
的
で
は
な
い
差
異
、
量
的
で
あ
る
が
質
的
で
は
な
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い
差
異
だ
け
が
、
占
有
、
力
、
影
響
力
の
等
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
と
お
し
て
生
み
出
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
お
し
て
、
そ
れ
自
体

あ
ら
ゆ
る
自
由
民
に
帰
属
す
る
経
済
的
お
よ
び
政
治
的
な
諸
権
利
の
行
使
と
利
用
の
た
め
の
手
段
が
、
も
ち
ろ
ん
極
め
て
異
な
っ
て
分

配
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
、
先
行
す
る
叙
述
が
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
共
同
の
自
由
が
す
べ
て
の
政
治
的
諸
関
係
に
お
い
て
後
退
し
た

と
き
、
土
地
占
有
が
有
用
な
諸
権
利
と
な
っ
た
ゆ
え
に
経
済
的
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
、
従
属
す
る
代
理
人
ま
た
は
非
自
由
の
代
理
人

を
と
お
し
て
の
様
々
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
テ
（
仲
間
の
諸
権
利
）
と
そ
れ
ら
の
行
使
の
可
能
性
が
自
由
民
の
上
に
高
く
位
置
し
た
と
き
、

そ
れ
で
も
な
お
、
最
初
は
、
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
〈
そ
こ
か
ら
帝
国
が
構
成
さ
れ
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
法
が
生
き
る
〉
統
一

体
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
「
の
中
に
」
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
団
体
が
下
位
の
統
一
体
と
し
て
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
「
原
則
」
は
、
侵
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
則
の
駆
逐
と
と
も
に
、
す
な
わ
ち
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
組
織
、
ツ
ェ

ン
ト
組
織
お
よ
び
ガ
ウ
組
織
か
ら
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
出
現
と
、
本
来
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
ツ
ェ
ン
ト
、
お
よ
び
代
官
制
（
グ

ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
）
へ
の
そ
れ
ら
の
改
変
と
と
も
に
、
は
じ
め
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
法
秩
序
の
崩
壊
が
開
始
し
、
そ
し
て
、

個
々
の
地
域
お
よ
び
諸
ラ
ン
ト
に
お
い
て
〈
あ
の
プ
ロ
セ
ス
が
そ
こ
に
お
い
て
多
か
れ
少
な
か
れ
徹
底
的
に
完
成
さ
れ
た
の
と
〉
同
一

の
程
度
に
お
い
て
前
進
し
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
団
体
か
ら
の
こ
の
治
外
法
権
（E

xem
tion

）
は
、「
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
」

（Im
m
unität

）
と
い
う
法
制
度
の
主
た
る
内
容
を
構
成
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
概
念
の
あ
ら
ゆ

る
拡
大
、
そ
の
概
念
の
あ
ら
ゆ
る
充
填
物
は
、
外
延
的
と
同
様
に
き
わ
め
て
内
包
的
に
自
ら
を
高
め
る
諸
特
権
を
と
お
し
て
、
同
時
に

こ
の
治
外
法
権
に
お
け
る
進
歩
を
指
称
し
て
（
１
）

い
る
。

イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
萌
芽
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
完
全
自
由
民
の
ゲ
ノ
ッ
セ
た
ち
の
垣
で
囲
ま
れ
た
家
空
間
と
農
場
空
間
の
自
由
と
平
和

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
担
い
手
が
一
区
画
の
土
地
所
有
者
（L

oseigner

）
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
こ
の
空
間
に
付
着
す
る
物
的
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な
特
別
平
和
（Sonderfriede

）
の
結
果
に
お
い
て
、
そ
の
空
間
は
、
対
外
的
に
閉
じ
ら
れ
た
統
一
体
（E

inheit

）
を
構
成
し
た
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
ま
た
は
そ
の
代
理
人
は
、
た
だ
主
人
の
媒
介
を
と
お
し
て
の
み
活
動
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
官
吏
と
王
の
官
吏
は
、
た
だ
所
有
者
の
同
意
を
も
っ
て
の
み
踏
み

入
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
最
古
の
物
的
な
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
は
、
一
般
民
族
法
と
し
て
の
完
全
自
由
の
減
少
と
と
も
に

失
わ
れ
て
行
っ
た
が
、
そ
の
残
滓
は
、
し
か
し
、
教
会
、
宮
殿
、
城
砦
お
よ
び
市
民
の
家
々
の
庇
護
権
（A

sylrecht

）
に
お
い
て
、

そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
戸
主
権
（H

ausrecht

）
に
お
け
る
重
要
な
拡
張
に
お
い
て
、
存
続
し
た
。
こ
の
物
的
な
治
外
法
権
と
並
ん
で
、

〈
家
族
に
属
す
る
人
々
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
お
よ
び
公
的
権
力
に
対
し
て
代
表
す
る
こ
と
を
自
ら
の
中
に
包
含
す
る
〉
人
的
な

家
父
長
権
（
ム
ン
デ
ィ
ウ
ム
）
が
存
立
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
前
者
か
ら
先
ず
最
初
は
完
全
に
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

家
と
農
場
の
ほ
か
に
、
更
な
る
土
地
占
有
が
〈
農
地
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
農
地
共
同
体
）
ま
た
は
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
マ

ル
ク
共
同
体
）
を
と
お
し
て
は
も
は
や
制
限
さ
れ
な
い
〉「
完
全
な
」
所
有
財
産
と
し
て
排
除
さ
れ
た
場
合
に
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の

拡
大
は
登
場
せ
ざ
る
を
得
な
か
（
２
）

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
オ
ル
ヌ
ム
（O

rnum

）、
柵
を
め
ぐ
ら
し
た
農
地
や
荒
地

（R
ottland

）、
拘
束
さ
れ
た
森
林
に
お
い
て
そ
れ
が
登
場
し
た
よ
う
に
、
区
画
化
し
（A

bm
arkung

）
垣
で
囲
う
こ
と
を
と
お
し
て

可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
に
お
い
て
土
地
占
有
者
が
、
た
ん
に
個
々
の
地
所
と
共
に
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
所
有
財
産
全
体
と
共
に
も

ま
た
、
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
彼
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
拘
束
は
停
止

し
、
そ
の
拘
束
と
と
も
に
し
か
し
当
然
に
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
権
利
も
ま
た
停
止
し
た
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
土
地

占
有
者
は
、
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
基
礎
と
な
っ
て
以
来
、
同
時
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
結
合

か
ら
除
外
さ
れ
た
。
も
と
も
と
あ
ら
ゆ
る
自
由
民
が
〈
そ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
離
脱
す
る
〉
権
利
を
有
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
で
も
な
お
そ
れ
と
結
合
さ
れ
た
不
利
益
は
、
た
だ
比
較
的
大
規
模
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
（
地
主
）
た
ち
に
と
っ
て
の
み
諸
利
益
を
と
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お
し
て
克
服
さ
れ
た
の
で
、
最
終
的
に
は
、
た
だ
彼
ら
だ
け
が
そ
う
す
る
権
限
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
の
で
（
３
）

あ
る
。
一
つ
の
マ
ル
ク
全

体
ま
た
は
多
数
の
マ
ル
ク
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
た
め
に
は
、
開
墾
さ
れ
な
い
地
域
に
お
け
る
個
々
の
占
有
者
の
た
め
に
は
、
は
じ
め
か

ら
ゲ
マ
イ
ン
デ
所
属
性
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
そ
の
よ
う
な
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
が
あ
ら
ゆ
る
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
、
彼
は
、
あ
る
程
度
ひ
と
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
自
ら
の
た
め
に
構
成
し
た
。
彼
の
領
地
は
、〈
自
由
な
マ
ル
ク

の
す
べ
て
の
構
成
部
分
を
自
己
の
中
に
包
含
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
〔
自
由
な
マ
ル
ク
〕
か
ら
自
ら
を
た
だ
個
々
の
農
場
が

そ
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
と
お
し
て
の
み
区
別
し
た
と
こ
ろ
の
〉
特
別
の
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
は
、
ま
だ
何
ら
特
別
の
こ
と
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
、
彼
の
土
地
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
人
々
、
自
由
民
な
ら
び
に
非
自
由
民
、
お
よ
び
奴
隷
た
ち
を
把
握
す
る
、
物
的
な
平
和
圏
の

担
い
手
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
彼
の
人
的
な
家
父
長
権
と
そ
の
中
に
存
す
る
公
的
権
力
に
対
抗
す
る
意
義
と
は
、
自
由
な
土

地
居
住
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、〈
古
代
か
ら
た
だ
主
人
の
手
段
を
と
お
し
て
の
み
公
的
な
諸
団
体
の
ゲ
ノ
ッ
セ
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な

い
〉
非
自
由
民
た
ち
と
奴
隷
た
ち
に
の
み
、
拡
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

人
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
）
が
次
第
に
多
く
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
制
の
帰
結
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
状
態
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
自
由
な
土
地
居
住
者
た
ち
を
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
た
ち
の
人
的
支
配
の
下
に
服
せ
し
め
る
こ
と
へ
と
導
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
〔
イ
ン

ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
〕
を
こ
の
意
味
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
権
力
慣
習
が
承
認
し
た
こ
と
が
、
最
古
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
の
主
た
る

意
義
で
あ
（
４
）

っ
た
。
ひ
と
は
、
他
人
の
土
地
の
受
領
と
自
己
の
土
地
の
委
託
の
中
に
黙
示
的
な
授
手
托
身
行
為
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
ゆ
え
、
ひ
と
は
、
自
由
民
た
る
小
農
た
ち
（H

intersassen

）
も
ま
た
、
公
的
権
力
に
対
し
て
彼
ら
の
主
人
を
と
お
し
て
代
理
さ
れ

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
た
ん
な
る
物
的
な
従
属
性
を
人
的
な
従
属
性
へ
と
変
化
さ
せ
た
か
、

あ
る
い
は
、
む
し
ろ
ひ
と
は
、
人
的
な
従
属
性
を
物
的
な
従
属
性
の
中
へ
と
入
り
込
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
自
由
民
た
る
小
農
た
ち
は
兵
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役
義
務
を
負
い
続
け
た
が
、
し
か
し
も
は
や
代
官
（
グ
ラ
ー
フ
）
で
は
な
く
彼
ら
の
セ
ニ
ョ
ー
ル
が
彼
ら
を
召
集
し
、
そ
し
て
、
彼
ら

を
指
揮
し
た
。
代
官
裁
判
所
（G

rafengericht

）
と
ツ
ェ
ン
ト
裁
判
所
が
彼
ら
の
た
め
に
管
轄
権
を
有
し
た
が
、
し
か
し
主
人
は
召

喚
を
受
領
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
出
頭
を
仲
立
ち
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
公
的
な
役
務
と
公
課
が
彼
ら
か
ら
要
求
さ

れ
、
公
的
な
官
吏
で
は
な
く
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
が
そ
れ
ら
を
分
配
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
徴
収
し
た
。
要
す
る
に
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト

の
地
区
は
、〈
主
人
の
介
在
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
公
的
権
力
の
影
響
力
を
許
す
〉
た
ん
に
物
的
の
み
な
ら
ず
人
的
に
も
ま
た
閉
じ
た

統
一
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
に
お
け
る
公
的
権
力
は
、
ま
だ
終
了
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
通
常
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
権
力
の
中
に
存
し
た
諸
権
限
だ
け
を
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
は
自
己
の
権
利
に
基
づ
い
て
行
使
し
た
。

そ
の
他
の
点
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
は
、
た
だ
よ
う
や
く
否
定
的
な
意
義
だ
け
を
有
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
絶
え
ず
成
長
す
る

拡
張
に
お
け
る
積
極
的
内
容
の
追
加
的
登
場
が
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
概
念
の
継
続
的
形
成
に
お
け
る
更
な
る
段
階
で
あ
っ
た
。
一
部
分

は
慣
習
と
伝
統
を
と
お
し
て
、
一
部
分
は
〈
こ
こ
で
は
至
る
所
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
そ
れ
ら
が
作
っ
た
以
上
に
発
展
を
結
果
し
そ
し

て
そ
れ
ら
を
保
証
し
た
と
こ
ろ
の
〉
特
権
を
と
お
し
て
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
主
人
た
ち
に
〈
絶
え
ず
増
大
す
る
数
と
固
有
の
権
利
と

し
て
の
拡
張
に
お
け
る
〉
公
的
権
力
の
諸
権
限
が
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
団
体
は
、
み
ず
か
ら
古
い
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
団
体
の
意
義
を
獲
得
し
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
破
壊
し
こ
れ
ら
に
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
公
的
権
力
の
譲

渡
は
、
そ
う
見
え
る
よ
う
に
、〈
一
部
分
は（「
何
で
あ
ろ
う
と
も
国
庫
は
そ
こ
か
ら
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
」quicquid

fiscus
inde

sperare
potuerat.

と
い
う
）
一
般
的
な
書
式
を
と
お
し
て
一
定
の
範
囲
に
お
（
５
）

い
て
付
与
さ
れ
、
一
部
分
は
、
個
別
に
関
税
、
裁
判

所
の
収
益
、
王
の
奉
仕
お
よ
び
王
の
地
代
と
し
て
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
自
身
に
振
り
替
え
ら
れ
た
〉
公
的
収
入
の
委
託
に
よ
っ
て
始
ま
（
６
）

っ
た
。

そ
の
点
に
は
し
か
し
、
領
主
的
な
解
釈
の
浸
透
以
来
、
同
時
に
、
権
力
権
（G

ew
altrecht

）
の
付
与
、
と
く
に
公
的
な
裁
判
権
の
付
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与
が
、
存
在
（
７
）

し
た
。
や
が
て
領
主
シ
ス
テ
ム
が
勝
利
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
一
層
大
き
な
範
囲
に
お
い
て
公
的
権
力
の
贈
与
と

譲
渡
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
最
後
に
は
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
地
区
の
土
地
所
有
権
を
越
え
て
〈
自
己
の
土
地
に
居
住
す
る
自

由
民
お
よ
び
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
地
域
の
近
隣
ま
た
は
周
辺
に
居
住
す
る
に
す
ぎ
な
い
自
由
民
に
す
ら
〉
拡
張
さ
れ
た
の
で
（
８
）

あ
る
。

す
で
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
以
来
、
こ
の
方
法
で
多
く
の
教
会
お
よ
び
王
が
、
彼
自
身
の
占
有
財
産
の
た
め
に
、
さ
も
な
け
れ
ば
ケ
ン

テ
ナ
ー
ル
（C

entenar
）
が
行
使
し
た
諸
権
限
を
―
―
と
く
に
財
産
事
件
お
よ
び
よ
り
僅
か
な
刑
事
上
の
事
件
に
お
け
る
裁
判
権
を
、

対
応
す
る
強
制
権
力
お
よ
び
禁
止
権
力
と
並
ん
で
―
―
固
有
の
主
人
権
の
た
め
に
、
取
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
領
地
は
、
そ
れ

ゆ
え
、
あ
る
程
度
、
そ
こ
に
お
い
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
村
長
（Schlthei�

）
が
正
規
の
下
位
裁
判
官
の
地
位
を
務
め
た
と
こ
ろ
の
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
ツ
ェ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
ガ
ウ
団
体
か
ら
、
こ
れ
と
は
反
対
に
ま
だ
決
し
て
除
外
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
た
だ
奴
隷
と
非
自
由
民
の
上
に
の
み
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
監
督
官
（Im

m
unitätsvogt

）
は
、
彼
の
主
人
の
名
に
お
い

て
上
位
の
裁
判
権
を
行
使
し
、
自
由
民
た
る
小
農
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
場
合
に
お
い
て
は
、
と
く
に
し
た
が
っ
て
身
体
と
生
命
が

問
題
と
な
る
場
所
で
は
、
代
官
裁
判
所
（G

rafengericht

）
の
前
に
立
た
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
し
て
、
外
部
に
立
つ
自
由
民
と
の

イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
人
々
の
訴
訟
も
ま
た
、
こ
の
裁
判
所
に
属
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
主
人
は
、
固
有
の

決
定
を
せ
い
ぜ
い
仲
裁
裁
判
の
効
果
を
も
っ
て
下
す
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
（
９
）

な
い
。
フ
ラ
ン
ク
時
代
全
体
に
お
い
て
、
た
だ
き
わ
め
て

ま
れ
に
の
み
、
完
全
な
代
官
権
力
が
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
主
人
に
与
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。「
個
々
の
」
ガ
ウ
代
官
的
な
諸
権
限
を
も

ち
ろ
ん
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
た
ち
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
受
け
取
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
し
か
し
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
ガ

ウ
組
織
か
ら
決
し
て
除
外
さ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
僅
か
な
例
外
は
あ
る
が
、
諸
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
は
、
そ
れ
が
存
し
た
ガ
ウ
の
一
部

で
あ
り
、
そ
し
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
は
、
彼
の
自
由
民
た
る
小
農
た
ち
と
同
様
に
結
合
す
る
人
々
（com

pagenses

）
で
あ
り
、
ガ
ウ

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
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オ
ッ
ト
ー
大
帝
の
時
代
以
来
始
め
て
、
ひ
と
は
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
を
〈
そ
れ
を
も
っ
て
と
く
に
聖
職
者
た
る
人
々
に
「
す
べ

て
の
」
代
官
制
の
諸
権
限
が
付
与
さ
れ
、
そ
し
て
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
が
そ
の
よ
う
に
し
て
古
い
ガ
ウ
の
意
義
を
有
す
る
固
有
の
公
的

な
諸
団
体
と
な
る
ま
で
に
〉
拡
張
さ
せ
た
。

さ
ら
な
る
経
過
の
中
で
、
帝
国
に
お
け
る
最
高
の
官
職
の
諸
権
限
も
ま
た
、
大
公
国
〔
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
〕
の
諸
権
利
と
な
り
、
侯
爵

〔
フ
ュ
ル
ス
ト
〕
的
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
主
人
た
ち
の
固
有
の
権
利
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
か
ら
領
土
と

な
っ
た
。

一
連
の
こ
れ
ら
の
治
外
法
権
の
か
な
め
石
を
構
成
す
る
の
は
、
や
が
て
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
最
終
的
に
は
帝
国
を
ば
ら
ば
ら
に
分

裂
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
、
帝
国
か
ら
の
領
土
の
解
放
で
あ
っ
た
。

完
全
に
自
由
な
農
場
（H

öfe
）、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
農
場
マ
ル
ク
、
ツ
ェ
ン
ト
の
意
味
を
伴
う
諸
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
、
代
官
〔
伯
爵
〕

領
（G

rafschaften

）
の
権
利
を
も
つ
諸
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
、
侯
爵
〔
フ
ュ
ル
ス
ト
〕
の
領
地
、
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
領
（L

andesherrschaf-

ten

）
お
よ
び
主
権
を
も
つ
諸
国
家
、
そ
れ
ら
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
を
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
諸
団
体
と
そ
れ
ら
を
継
続
す
る
官
職
諸

団
体
か
ら
絶
え
ざ
る
進
歩
に
お
い
て
除
去
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
つ
い
て
は
、
ガ
ウ
に
従
う
帝
国
の
秩
序
が
公
的
生
活
の
い
ま
だ
ゆ
る
ぎ
な
い
基
礎
で
あ
っ
た
一
方
で
は
、
そ
の
時

代
に
は
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
が
ま
だ
ほ
と
ん
ど
僅
か
に
し
か
〈
ド
イ
ツ
で
は
お
そ
ら
く
バ
イ
エ
ル
ン
を
例
外
と
し
て
ほ
と
ん
ど
〉
発
展
し

て
お
ら
ず
、
西
部
地
域
に
お
い
て
も
ま
た
た
だ
稀
に
の
み
世
俗
的
な
大
物
た
ち
に
付
与
さ
れ
、
と
り
わ
け
し
か
し
最
初
に
ゲ
マ
イ
ン
デ

と
ツ
ェ
ン
ト
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
初
め
て
破
壊
的
に
浸
透
し
た
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
（
１０
）

な
い
。

【
以
上
、
第
十
四
章
、
本
文
終
わ
り
】
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【
第
十
四
章
の
注
】

注（
１
）

E
ichhorn,

R
.G
.
§
86.
172.

173.
Z
.f.
gesch.

R
.W
.
I.
191
f.
Sybel

S.
251
f.
M
ontag,

G
esch.

der
staatsb.

F
reih.

I.
216
f.

L
andau

S.
344
f.
R
oth,

B
eneficialw

esen
S.
118.

354.
W
aitz

II.
291
f.
317
f.
569
f.
IV
.
243
f.
M
aurer,

E
inl.
S.
239

―245.

F
ronh.I.275

―306.A
rnold,V

erfassungsgesch.der
deutsch.F

reistädte
I.12

f.H
eusler,die

Stadt
B
asel

im
M
.A
.S.5

f.

O
senbrüggen,

der
H
ausfriede.

E
rl.
1857.

Z
öpfl,

das
alte

B
am
b.
R
.S.
157
f.
und

R
.G
.
§
41.
P
hillips,

R
.G
.
§
65.
W
alter

§
108
f.
Schulte

§
50.
Sickel,

die
M
undbriefe,

Im
m
unitäten

und
P
rivilegien

der
ersten

K
arolinger;

in“
B
eiträge

zur

D
iplom

atik”
H
eft
3

―5.W
ien
1864

u.65;bes.H
.3.S.19

―65
und

H
.5.

―
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
に
つ
い
て
は

K
.M
aurer,U

ebersch.II.S.41

―62.K
em
ble,Introduction

zu
C
od.dipl.I.S.X

L
III
f.

さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
起
源
に
関
し
て
対
立
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
、
ジ
ー
ベ
ル
（Sybel

）
と
ヴ
ァ
イ

ツ
（W

aitz

）
の
先
行
に
従
い
、
ロ
ー
マ
の
租
税
自
由
（Steuerfreiheit

）
ま
た
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
教
会
の
所
有
財
産
の
模
倣
さ

れ
た
公
課
自
由
（A

bgabenfreiheit

）
と
結
び
つ
け
、
そ
し
て
そ
の
場
合
、
と
り
わ
け
金
融
的
側
面
を
出
発
点
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。

他
の
人
々
は
、
王
の
財
産
の
諸
特
権
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ッ
ケ
ル
（Sickel

）
は
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
を
王
の
財
産
の

も
と
も
と
の
特
権
と
説
明
し
（H

.
5.
S.
1
f.

）、
同
様
に
（S.

30

）
公
的
な
官
吏
の
登
場
の
自
由
（S.

18
f.

）、
一
定
の
公
的
な
公
課
と
給

付
を
自
ら
徴
収
す
る
権
利
（S.33

f.

）、
一
定
の
裁
判
権
（S.51

f.

）
な
ど
を
包
含
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
場
合
、
ま
ず
最
初
に
王
の
財
産
の

上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
諸
制
度
に
、
や
が
て
他
の
聖
職
者
の
諸
制
度
に
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
王
の
財
産
が
こ
れ
ら
の
特
権

を
有
し
た
の
か
を
、
彼
は
言
っ
て
い
な
い
。
大
部
分
、
私
に
は
、
Ｋ
・
マ
ウ
ラ
ー
（K

.M
aurer

）
が
全
体
に
お
い
て
同
意
し
て
い
る
イ

ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
本
質
を
マ
ウ
ラ
ー
（M

aurer

）
が
行
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
に
、
本
文
に
お
い
て
は
と
く
に
従
わ
れ
て
い
る
。

ホ
イ
ス
ラ
ー
（H

eusler

）
が
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
を
一
定
の
諸
空
間
―
―
す
な
わ
ち
、
家
、
聖
林
、
教
会
―
―
の
高
め
ら
れ
た
平
和
か
ら

導
き
、
そ
し
て
、
付
与
を
と
お
し
て
よ
り
大
き
な
領
域
を
超
え
て
拡
張
さ
れ
る
こ
の
「
消
極
的
な
」
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
か
ら
、
そ
れ
に
従

属
す
る
一
部
は
「
物
的
な
」、
一
部
は
「
人
的
な
」
諸
関
係
か
ら
流
出
す
る
主
人
の
裁
判
権
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
こ
と
は
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そ
れ
自
体
正
当
で
あ
る
。
た
だ
彼
は
、
ま
さ
に
一
つ
の
制
度
へ
の
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
関
係
の
融
合
の
中
に
存
在
し
た
と
こ
ろ
の
時

代
の
経
過
の
中
で
、
あ
ま
り
に
も
僅
か
に
し
か
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
概
念
の
変
化
を
注
視
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、〈
彼

が
も
と
も
と
の
消
極
的
な
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
と
そ
の
後
の
積
極
的
な
諸
高
権
（H
oheitsrechte

）
の
付
与
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

後
者
を
全
く
も
は
や
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
と
名
づ
け
よ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
の
〉
ア
ル
ノ
ル
ト
（A

rnold

）
に
対
し
て
も
ま
た
、
異
論
と
し

て
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
の
自
由
に
ツ
ェ
プ
フ
ル
（Z
öpfl

）
も
ま
た
連
な
っ
て
い
る
。
ラ
ン
ダ
ウ
（L

andau

）
は
、
彼
が

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
権
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
展
の
結
論
を
そ
の
出
発
点
に
置
い
て
い
る
。

注（
２
）

M
aurer,F

ronh.I
285

―295.E
inl.S.189.217

f.239.242.243.M
arkv.S.11

f.

注（
３
）

M
aurer,E

inl.S.148.150.151.153.216
f.242.

注（
４
）

M
aurer,

F
ronh.

I.
287
f.

す
で
にform

.
M
arc.

I,
3

は
、ingenui

（
自
由
民
）
とservientes

（
奴
隷
奉
公
人
）
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
。

注（
５
）

公
的
な
権
力
に
原
則
と
し
て
留
保
さ
れ
た
給
付
と
公
課
に
つ
い
て
は
、Sickel,H

.5.S.39.42.55
f.

を
参
照
せ
よ
。
イ
ギ
リ
ス
のtri-

noda
necessitas

（
三
大
必
要
）
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
第
十
章
を
〔
参
照
の
こ
と
〕。

注（
６
）

Sickel,
H
.
5.
S.
35
f.

に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
譲
渡
は
、
そ
れ
が
明
示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
場
所
で
も
ま
た
、
認
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

注（
７
）

前
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
８
）

そ
の
こ
と
は
、
九
世
紀
の
は
じ
め
に
初
め
て
登
場
す
る
。W

aitz
IV
.273.Sickel,H

.5.S.28.

注（
９
）

E
ichhorn,Z

eitschr.l.c.I.193

―198.

注（
１０
）

M
arculf

I,
3.
4.
17

に
お
い
て
は
、
す
で
に
世
俗
的
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
と
聖
職
者
的
な
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
た
め
の
書
式
が
〔
存
在
し

て
い
る
〕。V

gl.Sickel,H
.5.S.15

f.

【
以
上
、
第
十
四
章
の
注
、
終
わ
り
】
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【
以
下
、「
Ｄ．

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
。
第
十
五
章
」
に
続
く
】

Ｄ．

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
。

第
十
五
章

ロ
ー
マ
法
が
諸
対
立
を
先
鋭
化
し
そ
し
て
分
離
し
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
を
混
合
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
の
領
域
で

登
場
し
た
ド
イ
ツ
法
の
特
殊
性
で
あ
る
。
迅
速
に
、
論
理
的
に
そ
し
て
一
貫
し
て
、
し
か
し
一
面
的
か
つ
表
面
的
に
ロ
ー
マ
の
精
神
が

発
展
し
た
の
に
対
し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
、
不
明
瞭
に
そ
し
て
矛
盾
に
満
ち
て
、
し
か
し
ま
た
よ
り
多
面
的
に
か
つ
よ
り
深
く
、
ド
イ
ツ

精
神
は
、
自
ら
を
発
展
せ
し
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
マ
の
抽
象
化
が
ひ
と
た
び
獲
得
さ
れ
た
概
念
を
不
動
の
も
の
と
し
て
対
立
さ
せ

た
一
方
で
は
、
ド
イ
ツ
の
意
識
は
徹
底
し
て
具
体
的
に
留
ま
り
、
等
し
か
ら
ざ
る
も
の
の
中
に
つ
ね
に
同
時
に
親
近
性
を
見
出
し
、
そ

し
て
、
す
べ
て
の
生
活
関
係
の
相
対
性
を
言
葉
に
お
い
て
も
概
念
に
お
い
て
も
評
価
し
た
。
ロ
ー
マ
人
が
そ
の
法
の
法
律
的
な
熟
達
と

思
想
的
な
完
成
に
比
類
な
く
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
人
に
は
、
彼
が
彼
の
法
の
内
容
と
生
活
力
に
つ
い
て
獲
得
し
た
と
こ

ろ
の
も
の
を
と
お
し
て
、
形
式
的
な
瑕
疵
を
補
充
し
た
。
そ
し
て
結
局
、
ド
イ
ツ
法
は
、〈
そ
れ
が
対
立
を
超
え
て
そ
し
て
対
立
の
中

に
内
的
な
統
一
性
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
、
統
一
性
の
中
に
生
き
生
き
と
し
た
多
様
性
を
現
象
さ
せ
そ
し
て
妥
当
さ
せ
る
ゆ
え
に
〉

ロ
ー
マ
法
よ
り
も
高
い
段
階
に
到
達
す
る
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
一
般
的
な
観
察
の
た
め
の
際
立
っ
た
証
拠
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
内
的
構
造
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
関
係
で
あ
る
。
二
つ
の
団
体
形
式
は
対
立
物
で
あ
り
、
そ
し
て
、
対
立
す
る
極
か
ら
そ
れ
ら
の
結
果
を
導
出
し
て
い

る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
多
数
性
（V

ielheit

）
が
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
単
一
性
〔
統
一
体
〕（E

inheit

）

が
、
も
と
も
と
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
前
者
に
お
い
て
は
、
単
一
性
は
は
た
だ
全
体
性
（G

esam
m
theit

）
に
よ
っ
て
の
み
代
表
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さ
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
多
数
性
は
た
だ
主
人
た
ち
（H

erren

）
に
よ
っ
て
の
み
代
表
さ
れ
る
。
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は

そ
れ
で
も
や
は
り
同
時
に
単
一
性
で
あ
り
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
多
数
性
で
あ
り
、
そ
し
て
、
結
局
、
い
ず
れ
の
中
に
も
い
ず
れ
も

が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
、
単
一
体
権
〔
単
一
体
法E

inheitsrecht

〕
の
創

造
へ
の
絶
え
ざ
る
運
動
が
行
わ
れ
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
に
お
い
て
は
、
多
数
性
へ
の
主
人
権
（H

errenrecht

）
の
分
散
の
た
め
の

運
動
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
結
局
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
自
己
の
中
か
ら
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
頂
点
を
生
み
出
し
、
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
団
体
は
自
ら
の
中
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
生
み
出
し
た
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
運
動
を
、
我
々
は
、

し
ば
し
ば
す
で
に
追
跡
し
て
き
て
お
り
、
そ
し
て
、
独
立
の
主
人
権
が
そ
こ
か
ら
成
立
し
、
そ
し
て
そ
の
主
人
権
が
そ
の
側
か
ら
絶
え

ず
す
べ
て
の
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
諸
団
体
を
破
壊
し
た
の
を
見
て
き
て
い
る
。
し
か
し
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
、
ほ
と
ん
ど
独
立
し
た
態

度
に
お
い
て
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
は
、
そ
の
側
か
ら
自
ら
の
中
に
新
た
な
形
式
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
再
生

産
す
る
こ
と
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
将
来
の
解
消
の
芽
を
展
開
す
る
こ
と
を
開
始
す
る
。

も
と
も
と
一
人
の
主
人
の
従
者
た
ち
の
〔
間
の
〕
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
結
合
が
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
の
本
質
か
ら
結
果
す
る
。
た
だ
主
人
の
み
が
社
団
（
団
体V

erein

）
を
束
ね
る
紐
帯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
が
主
人
を
考
え

続
け
る
と
き
は
、
全
体
は
結
合
さ
れ
な
い
原
子
へ
と
崩
壊
（
１
）

す
る
。
対
外
的
に
も
対
内
的
に
も
、
団
体
は
、
た
だ
主
人
を
と
お
し
て
お
よ

び
主
人
に
お
い
て
の
み
単
一
体
〔
統
一
体
〕
で
あ
り
、
そ
し
て
、
社
団
の
個
々
の
構
成
員
た
ち
の
間
に
は
法
的
な
関
連
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
主
人
も
ま
た
、
団
体
の
案
件
が
及
ぶ
限
り
で
部
分
（
２
）

的
に
ま
た
は
完
全
に
、
団
体
の
構
成
員
た
ち
を
す
べ
て
の
そ
の
他
の
諸
団

体
へ
の
参
加
か
ら
排
除
し
、
そ
し
て
、〈
彼
の
媒
介
が
初
め
て
彼
ら
に
疎
遠
な
領
域
に
お
け
る
権
利
能
力
を
与
え
る
〉
と
い
う
よ
う
に

彼
ら
を
対
外
（
３
）

的
に
代
表
（
４
）

す
る
。
こ
の
人
的
紐
帯
に
、
い
ま
や
も
ち
ろ
ん
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
物
化
以
来
、
一
部
は
個
々
の
階
級
の
た

め
に
一
部
は
従
属
的
な
人
々
の
総
体
の
た
め
に
、
物
的
な
統
一
体
が
加
わ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
も
ま
た
、
彼
ら
の
間
の
直
接
の
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関
連
を
創
出
せ
ず
、
彼
ら
を
た
だ
土
地
に
よ
る
媒
介
を
と
お
し
て
主
人
の
夫
役
農
場
（F

ronhof

）
と
結
び
つ
け
た
。
あ
ら
ゆ
る
夫
役

農
場
は
、
そ
れ
に
所
属
す
る
自
由
民
、
奴
隷
お
よ
び
非
自
由
民
た
る
男
た
ち
（M

ansen

）
と
と
も
に
、
彼
ら
が
た
と
え
実
際
に
は
ば

ら
ば
ら
に
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
法
的
に
は
、
対
外
的
に
閉
じ
ら
れ
た
統
一
体
、
イ
ン
テ
グ
リ
ー
タ
ス
（integritas

統
（
５
）

合
体
）

を
構
成
し
た
。
し
か
し
こ
の
統
一
体
に
と
っ
て
は
、〈
全
く
主
人
の
人
格
が
彼
の
奴
隷
た
ち
（hom

ines

）
の
た
め
で
あ
る
よ
う
に
〉

た
だ
主
人
の
農
場
の
み
が
ま
ず
も
っ
て
首
領
（H

aupt,
caput

）
で
あ
り
紐
帯
で
あ
る
。
人
的
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
グ
ル
ン
ト
（
土
地
）

ヘ
ル
シ
ャ
（
６
）

フ
ト
の
完
全
な
結
合
物
も
ま
た
、
な
る
ほ
ど
団
体
の
統
一
性
を
堅
固
に
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
自
体
い
ま
だ
何
も
の
も
そ
こ

か
ら
従
属
す
る
構
成
員
相
互
間
の
共
同
団
体
の
中
へ
と
は
移
動
さ
せ
な
か
っ
た
。

共
通
の
主
人
と
共
通
の
夫
役
農
場
を
と
お
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
合
と
並
ん
で
、
そ
れ
で
も
や
は
り
独
立
の
紐
帯
も
ま
た
従
属
す
る

人
々
ま
た
は
彼
ら
の
一
定
の
階
級
を
相
互
に
結
合
す
る
と
い
う
理
念
が
、
農
場
法
（H

ofrecht

荘
園
法
）、
夫
役
法
（D

ienstrecht

）

お
よ
び
封
土
法
（L

ehnrecht

）
と
し
て
の
そ
の
諸
分
枝
に
お
け
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
法
（jus

curiae

宮
廷
法
）
の
形
成
と
の
解
き
が

た
い
相
互
作
用
に
お
い
て
、
成
立
し
た
。〈
ド
イ
ツ
の
家
長
権m

undium

が
以
前
か
ら
、「
た
だ
」
権
利
と
し
て
の
み
把
握
さ
れ
た
ロ
ー

マ
の
家
父
権potestas

と
は
異
な
り
、
同
時
に
権
利
で
あ
り
義
務
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
行
使
に
お
い
て
は
つ
ね
に
慣
習
と
伝
統
を

と
お
し
て
一
定
の
制
限
に
服
さ
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
そ
の
よ
う
な
法
の
諸
発
端
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
と
同
様
に
古
い
。

非
自
由
民
で
す
ら
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
れ
ば
、
主
人
に
対
し
て
独
立
し
た
一
定
の
諸
権
利
を
有
し
た
の
で
（
７
）

あ
る
。
半
自
由
民
お
よ
び
自

由
民
と
い
う
構
成
分
子
を
と
お
し
て
の
団
体
の
拡
張
に
よ
っ
て
、
主
人
に
対
す
る
従
者
た
ち
の
請
求
権
に
関
す
る
絶
え
ず
よ
り
確
か
な

慣
習
が
形
成
さ
れ
た
。
団
体
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
共
同
団
体
的
な
案
件
の
秩
序
に
つ
い
て
の
よ
り
大
き
な
ま
た
は
よ
り

小
さ
な
参
加
と
、
民
族
法
に
従
っ
て
た
だ
主
人
に
の
み
帰
属
す
る
財
産
の
規
律
さ
れ
た
共
同
の
享
受
と
は
、
確
定
し
た
慣
習
に
従
っ
て
、

す
べ
て
の
構
成
員
た
ち
に
喜
ん
で
与
え
ら
れ
た
。
い
か
な
る
民
族
裁
判
所
も
、
そ
の
よ
う
な
慣
習
法
を
破
っ
た
主
人
を
そ
れ
ら
の
慣
習
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法
の
遵
守
へ
と
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
慣
習
法
は
破
ら
れ
な
か
っ
た
。
奉
仕
服
従

（D
ienstergebung

）
に
契
約
が
先
行
し
た
と
こ
ろ
で
す
ら
、
契
約
を
民
族
裁
判
所
は
保
護
し
な
か
（
８
）

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
遵
守
は
神
聖
な
義
務
と
み
な
さ
れ
た
。
保
護
は
、
も
ち
ろ
ん
た
だ
唯
一
主
人
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
た
。
し
か
し
な

が
ら
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
た
だ
裁
判
官
職
を
要
求
し
、
そ
し
て
、
か
れ
に
よ
っ
て
召
喚
さ
れ
た
人
々
の
範
囲
を

と
お
し
て
法
を
す
ら
指
示
さ
せ
、
そ
し
て
、
判
決
を
見
出
さ
せ
た
。
自
由
な
諸
要
素
が
非
自
由
民
の
も
と
で
よ
り
多
く
混
合
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
確
か
に
伝
統
、
契
約
お
よ
び
比
較
を
と
お
し
て
、
団
体
を
支
配
す
る
諸
規
範
の
総
体
が
、
最
後
に
は
そ
こ
か
ら

〈
民
族
法
に
確
定
性
に
関
し
て
完
全
に
同
列
に
立
っ
た
〉
真
実
の
「
権
利
」
が
生
ず
る
ま
で
に
、
生
じ
た
の
で
（
９
）

あ
る
。
そ
れ
ら
の
内
容

に
従
っ
て
個
々
の
諸
団
体
の
諸
権
利
が
す
べ
て
に
お
い
て
類
似
に
展
開
さ
れ
た
が
、
し
か
も
民
族
法
と
は
必
ず
し
も
全
く
同
じ
に
展
開

さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
民
族
法
的
な
諸
制
度
が
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
再
び
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
す
べ
て
の
し
か
し
そ

れ
ら
の
諸
制
度
は
主
人
権
を
と
お
し
て
修
正
さ
れ
た
。
主
人
は
、
平
和
の
担
い
手
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
に
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼

は
、
被
告
と
部
族
を
等
し
く
す
る
団
体
の
構
成
員
た
ち
か
ら
判
決
発
見
者
を
関
与
さ
せ
、
そ
し
て
、
宮
廷
裁
判
所
（H

ofgericht

）、

人
民
裁
判
所
（M

annengericht

）
お
よ
び
レ
ー
ン
〔
采
邑
〕
裁
判
所
（L

ehngericht

）
が
成
立
（
１０
）

し
た
。
主
人
は
、
要
求
と
禁
止
、

強
制
と
命
令
を
有
す
る
。
し
か
し
彼
は
、
伝
統
を
と
お
し
て
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
た
慣
習
か
ら
離
れ
ず
、
そ
し
て
、
こ
の
慣
習
を
集
合

さ
れ
た
人
々
か
ら
指
示
さ
（
１１
）

れ
た
。
主
人
は
、
個
々
人
の
導
出
さ
れ
た
財
産
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
独
立
の
契
約
法
と
相
続
法
が
そ

の
た
め
に
形
成
さ
れ
の
で
あ
り
、
た
だ
す
べ
て
の
種
類
の
ネ
ー
エ
ル
レ
ヒ
ト
（N

äherrecht

）
と
フ
ァ
ル
レ
ヒ
ト
（F

allrecht

）
が

起
源
を
想
起
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
主
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
人
的
な
暴
力
権
（G

ew
altrechte

）
を
有
し
、
奴
隷
た
ち
の
も
と
で

も
ま
た
、
婚
姻
強
制
、
譲
渡
権
お
よ
び
質
入
権
を
有
し
た
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、〈
耕
作
地
（Scholle

）
に
と
ど
ま
り
た
だ
団
体
に

お
い
て
結
合
す
る
こ
と
へ
と
強
い
ら
れ
る
こ
と
〉
の
確
定
し
た
権
利
を
初
期
の
時
期
に
個
人
は
取
得
し
た
。
主
人
が
個
々
人
の
地
位
を
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決
定
し
、
全
体
の
組
織
を
与
え
、
そ
し
て
、
代
理
人
を
指
名
し
た
。
し
か
し
次
第
々
々
に
こ
こ
で
も
ま
た
、
確
立
し
た
階
級
の
形
成
、

政
治
的
な
諸
制
度
、
剥
奪
し
得
な
い
官
職
権
（A

m
tsrechte

）
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
す
べ
て
の
諸
関
係
に
民

族
法
が
浸
透
し
、
そ
し
て
、
特
別
の
諸
関
係
に
自
ら
を
適
合
さ
せ
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
民
族
的
観
念

も
ま
た
、
団
体
の
相
互
に
親
密
な
構
成
員
た
ち
を
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
従
属
的
な
人
々
に
よ
っ
て
自
ら
団
体
の
法
が
指
示
（
１２
）

さ
れ
、
そ

し
て
、
継
続
的
に
形
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
法
の
源
泉
を
、
一
部
分
だ
け
は
ま
だ
主
人
の
中
に
、
他
の
部
分
は
人
々
の
中
に
見
出

す
こ
と
も
ま
た
、
自
明
で
あ
る
。
彼
ら
の
相
互
的
な
権
利
と
義
務
も
ま
た
、
こ
の
法
を
と
お
し
て
規
律
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
そ

の
た
め
に
―
―
少
な
く
と
も
一
部
分
―
―
総
体
そ
の
も
の
が
源
泉
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
彼
ら
の
間
の
法
的
結
合
、
平
和
と
法
の
友
好

関
係
が
成
立
し
た
。
多
数
性
を
そ
の
よ
う
な
方
法
で
結
び
つ
け
た
平
和
と
法
の
共
同
体
（F

riedens＝
und

R
echtsgem

einschaft

）

は
、
そ
れ
が
〈
あ
ら
ゆ
る
個
々
人
を
あ
ら
ゆ
る
個
々
人
と
結
び
つ
け
る
が
、
し
か
し
総
体
を
一
つ
の
統
一
体
と
し
て
完
結
さ
せ
る
〉
紐

帯
を
結
び
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
数
性
を
し
か
し
ま
さ
に
一
つ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
し
た
。
そ
の
内
的
な
諸
案
件
に
お

い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
民
族
法
上
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
た
。
対
外
的
に
は
、

そ
れ
は
民
族
法
上
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
徹
底
し
て
、
そ
れ
が
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
枠
内
に
存
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

異
な
っ
て
い
た
。

同
一
の
主
人
に
属
し
た
の
で
は
な
い
す
べ
て
の
諸
団
体
ま
た
は
人
々
に
対
す
る
関
係
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
た
だ
主
人
と
の
お
よ
び
主
人
を
と
お
し
て
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
の
み
権
利
能
力
が
あ
り
、
あ
る

い
は
、
そ
も
そ
も
法
的
な
統
一
体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
独
特
に
形
成
さ
れ
た
の
は
、
主
人
自
身
に
対
す
る
そ
れ
〔＝

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
〕
の
関
係
で
あ
っ
た
。
一
方
で
は
、
主
人
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
自
然
の
ハ
ウ
プ
ト

（H
aupt

）
で
あ
り
、
そ
れ
の
法
の
源
泉
、
そ
れ
の
平
和
の
源
泉
、
そ
れ
の
統
一
体
の
源
泉
、
そ
れ
の
財
産
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
他
方
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で
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
主
人
に
対
す
る
関
係
で
は
、
そ
れ
へ
と
主
人
権
の
一
部
が
総
体
権
（G

e-

sam
m
trecht

）
の
た
め
に
移
行
し
た
と
こ
ろ
の
独
立
の
権
利
主
体
で
あ
っ
た
。〈
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
い
ま
や

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
慣
習
、
法
指
針
（R

echtsw
eisung

）
お
よ
び
選
択
（K

ure

）
を
と
お
し
て
よ
り
確
か
な
基
礎
を
与
え

そ
し
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
保
護
を
保
証
し
た
〉
荘
園
法
（H
ofrecht

）
ま
た
は
夫
役
法
（D

ienstrecht

）
は
、
い
ま
や
、

な
る
ほ
ど
も
と
も
と
は
主
人
か
ら
導
か
れ
た
が
、
し
か
し
ま
た
主
人
に
対
す
る
関
係
で
独
立
の
も
の
と
な
っ
た
総
体
の
所
有
財
産
と

な
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
、
総
体
そ
の
も
の
が
（
例
え
ば
荘
園
ア
ル
メ
ン
デH

ofallm
ende

に
つ
い
て
の
）
固
有
の

財
産
権
と
主
人
に
対
す
る
固
有
の
政
治
的
諸
請
求
権
と
を
獲
得
し
た
。
主
人
権
の
一
部
が
そ
れ
を
と
お
し
て
従
属
す
る
総
体
に
移
る
過

程
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
た
ち
）
集
会
の
権
利
が
そ
の
代
表
者
（V

orstand

）
に
移
行
す
る
の
と
全
く
類
似
の
過
程
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
発
展
の
終
局
が
し
ば
し
ば
代
表
者
の
主
人
へ
の
変
化
で
あ
っ
た
の
で
、
後
に
は
、
逆
に
一
人
の
人
間
の
す
べ
て
の
権
利
が

多
数
性
に
解
消
す
る
こ
と
も
ま
た
生
じ
た
。
は
じ
め
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
だ
長
い
間
、
支
配
的
な
頂
点
を
伴
う
諸
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
と
従
属
的
な
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
伴
う
支
配
者
た
ち
が
鋭
く
か
つ
明
瞭
に
二
つ
の
異
な
る
団
体
の
種
類
と
し
て
対

立
し
た
の
で
あ
り
、
一
方
で
は
総
体
権
が
、
他
方
で
は
主
人
権
が
、
ま
だ
長
い
間
、
た
ん
に
理
念
上
本
源
的
な
要
素
で
あ
っ
た
の
み
な

ら
ず
、
事
実
上
も
ま
た
優
勢
な
要
素
で
あ
っ
た
。

何
時
は
じ
め
て
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
団
体
へ
と
発
展
し
完
成
さ
れ
た
か
は
、
確
定
さ
れ
な
い
。
は
じ

め
て
文
書
上
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
九
世
紀
の
終
わ
り
に
お
け
る
従
者
た
ち
の
間
の
ソ
キ
エ
タ
ス
（societas

）
で
（
１３
）

あ
る
。
全
く

し
か
し
た
ぶ
ん
、
相
互
に
平
等
に
立
つ
主
人
た
ち
の
団
体
の
構
成
員
た
ち
が
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
団
体
を
と
お
し
て
相

互
に
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
決
し
て
欠
け
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
が
大
部
分
の
ド
イ
ツ

の
法
制
度
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
の
と
同
様
に
、
従
属
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
の
最
初
の
文
書
上
の
痕
跡
よ
り
も
は
る
か
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に
古
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
�
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（G

enossen

仲
間
た
ち
）�
と
い
う
従
属
的
な
人
々
の
呼
び
名
か
ら
は
、
ま
だ
決
し
て
、
彼

ら
が
一
つ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
は
、
結
論
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
表
現
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
家
的
生

活
の
狭
い
共
同
団
体
（G

em
einschaft

）
が
名
誉
あ
る
指
示
の
も
と
に
組
合
的
平
等
化
（die

soziale
G
leichstellung

）
と
称
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
に
対
す
る
関
係
に
も
ま
た
つ
な
が
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
従
者
た
ち
（G

efolgsleuten

）
お

よ
び
ア
ン
ト
ゥ
ル
ス
チ
オ
ン
た
ち
（A

ntrustionen

）
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
彼
ら
がG

esellen

（
朋
輩
た
ち
）、G

efä hrten

（
同

行
者
た
ち
）、F

reunde

（
友
た
ち
）、F

isch＝
H
eerdgenossen

（
魚
と
か
ま
ど
の
仲
間
た
ち
）、socii

（
仲
間
た
ち
）、conviae

（
同

行
者
た
ち
）、com

m
ensales

（
食
卓
仲
間
）、am

ici

（
友
た
ち
）、pares

（
同
輩
た
ち
）
な
ど
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
す
（
１４
）

れ
ば
、
こ
れ

ら
の
表
現
す
べ
て
は
、
明
ら
か
に
明
示
的
な
付
加
物
か
ら
も
ま
た
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
る
よ
う
に
、
従
者
相
互
間
の
関
係
に
で
は
な
く
、

た
だ
主
人
と
の
関
係
に
の
み
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
互
の
間
で
は
、
彼
ら
は
、
従
者
た
ち
に
お
い
て
存
続
す
る
出
生
身
分
の
差

異
が
こ
の
こ
と
を
妨
げ
た
ゆ
え
に
、
真
の
仲
間
団
体
（G

enossenverband

）
を
全
く
形
成
す
る
こ
と
が
「
出
来
」
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
貴
族
た
ち
、
自
由
民
た
ち
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
お
よ
び
リ
ー
テ
ン
〔
半
自
由
民
〕
た
ち
は
、
同
じ
ト
ゥ
ル
ス
テ
ィ
ス
（trustis

廷
臣
）

の
中
に
あ
り
え
た
が
、
し
か
し
彼
ら
は
相
互
に
仲
間
団
体
の
中
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
従
者
に
お
け
る
個
々
の
諸
階
級
に
は
、
し
か

し
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
形
成
へ
の
動
機
と
必
要
が
欠
け
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
民
族
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
け

る
彼
ら
の
地
位
は
、
た
だ
修
正
さ
れ
た
の
み
で
廃
止
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
（
１５
）

あ
る
。
従
者
に
お
け
る
貴
族
た
ち
と
自
由
民
た
ち

に
対
し
て
は
、
民
族
法
と
民
族
裁
判
所
は
、
役
務
以
外
の
す
べ
て
の
案
件
に
お
い
て
保
護
を
与
え
た
が
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
主
人
が

裁
判
官
で
あ
っ
た
役
務
上
の
案
件
は
、
先
ず
第
一
に
と
り
わ
け
た
だ
家
的
お
よ
び
私
的
な
生
活
の
領
域
に
の
み
関
係
し
た
。
こ
の
従
者

裁
判
権
（G

efolgegerichtsbarkeit

）
の
ゆ
え
に
、
マ
ウ
ラ
ー
（M

aurer

）
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
従
者
が
以
前
か
ら
保
護
ゲ
ノ
ッ
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セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成
し
て
（
１６
）

い
た
こ
と
を
認
め
ん
が
た
め
に
は
、
根
拠
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

古
い
ト
ゥ
ル
ス
テ
ィ
ス
が
階
級
と
職
業
に
従
う
い
く
つ
か
の
ク
ラ
イ
ス
に
分
か
れ
て
い
た
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
時
代
に
お
い
て
、
自
由

な
封
臣
た
ち
（freie

V
assallen

）
と
高
位
の
廷
臣
た
ち
（M

inisterialen

）
が
す
で
に
役
務
法
上
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成

し
た
か
ど
う
か
は
、
不
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
出
生
の
差
異
は
す
で
に
十
分
に
消
失
し
て
お

り
、
封
臣
た
ち
は
、
独
立
の
統
一
体
と
し
て
の
能
力
が
あ
ら
ん
が
た
め
の
自
由
を
十
分
に
有
す
る
一
方
、
相
互
間
の
合
意
を
必
要
と
せ

ん
が
た
め
の
自
由
を
十
分
に
失
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
高
位
の
廷
臣
た
ち
は
、
同
様
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
権
利
を
獲
得

せ
ん
が
た
め
に
は
、
十
分
に
独
立
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
存

在
に
つ
い
て
の
確
実
な
証
拠
は
、
次
の
時
期
か
ら
初
め
て
提
出
さ
れ
る
の
で
（
１７
）

あ
る
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
最
下
層
の
種
類
、
す
な
わ
ち
、
本
来
の
荘
園
法
（H

ofrecht

）
の

諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
す
で
に
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
閉
じ
ら
れ
た
荘
園
地
区
と

イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
地
区
に
お
い
て
は
、
同
時
に
同
一
の
主
人
と
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
（F

ronhof

夫
役
農
場
）
に
結
合
さ
れ
た
人
々
は
、
共

通
の
状
態
と
共
通
の
法
的
な
ら
び
に
経
済
的
利
害
を
と
お
し
て
相
互
間
の
よ
り
緊
密
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
自
ず
か
ら
指
示
さ
れ

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
も
ま
た
、
出
生
の
諸
階
級
の
差
異
が
阻
止
的
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
由
民
た
ち
（F

reie

）、

奴
隷
た
ち
（H

örige

）
お
よ
び
非
自
由
民
た
ち
（U

nfreie
）
は
、
仲
間
（
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
）
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、

自
由
民
た
る
土
地
居
住
者
た
ち
（G

rundsassen

）
は
、
依
然
と
し
て
民
族
法
上
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
構
成
員
で
あ
り
、
非

自
由
民
た
ち
は
、
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
仲
間
た
ち
の
団
体
が
前
提
と
す
る
権
利
の
独
立
性
を
欠
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
半
自
由
民

と
奴
隷
、
リ
ー
テ
ン
と
リ
ベ
ル
テ
ン
、
バ
ル
シ
ャ
ル
ケ
ン
（B

arschalken

）
と
ア
ル
デ
ィ
オ
ー
ネ
ン
（A

ldionen

）、
保
護
奴
隷
と

土
地
奴
隷
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
は
、
一
方
で
は
、
本
質
的
に
同
輩
者
（pares

）
と
し
て
現
れ
ん
が
た
め
に
は
、
相
互
に
十
分
に
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近
く
接
近
し
て
お
り
、
そ
し
て
他
方
に
お
い
て
全
一
体
と
し
て
現
れ
ん
が
た
め
に
は
、
彼
ら
に
し
か
し
な
が
ら
自
由
民
た
ち
（in-

genui
）
の
た
め
に
継
続
す
る
民
族
団
体
が
欠
け
て
い
た
一
方
（
１８
）

で
は
、
独
立
し
た
権
利
を
十
分
に
有
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
農
場
マ
ル

ク
（H

ofm
ark

）
は
〈
同
一
の
主
人
の
農
場
に
奉
仕
し
か
つ
地
代
を
支
払
い
、
そ
し
て
同
一
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
森
々
や
牧
草
地
を

用
益
し
た
と
こ
ろ
の
〉
全
く
隷
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
農
場
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
観
念
が

当
然
の
ご
と
く
に
存
在
し
た
。
事
実
、
な
ぜ
な
ら
ま
た
す
で
に
、
ロ
タ
ー
ル
王
の
勅
令
（E

d.R
othar.

）
は
、
小
集
団
奴
隷
（servus

m
assarius

）
の
組
合
員
（socius

）
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
西
ゴ
ー
ト
法
（L

ex
W
isigoth.

）
は
王
領
の
家
臣
た
ち
（F

iskalinen

）

の
奴
隷
仲
間
（conservi

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
（
１９
）

る
が
、
そ
れ
は
、
後
に
類
似
の
呼
び
名
（
例
え
ば
、
組
合
員
仲
間consocii

、
同
輩

た
ちpares

、
同
胞
た
ちconsortes
）
と
同
様
に
一
般
的
に
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
ホ
ー
フ
仲
間
）
の
た
め
に
通
例
的
と
な
っ
た
呼
び

名
で
あ
っ
た
。
ひ
と
た
び
成
立
す
る
と
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
は
そ
の
他
の
ホ
ー
フ
諸
団
体
へ
も
浸
透
し
、
そ
し
て
、
こ
こ

で
は
古
い
出
生
の
差
異
の
前
進
す
る
平
準
化
を
、
そ
の
側
で
、
こ
の
平
準
化
が
「
そ
れ
」〔
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
〕
の
た
め

に
な
っ
た
と
同
様
に
、
促
進
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
至
る
と
こ
ろ
で
従
属
的
農
民
た
ち
の
す
べ
て
の
階
級
は
奴
隷
た
ち
に
接
近
し
、

自
由
民
た
ち
は
、
彼
ら
が
諸
権
利
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
自
由
民
に
接
近
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
最
終
的
に
そ
れ
は
、

ほ
と
ん
ど
全
て
の
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
に
お
い
て
、
全
フ
ー
フ
ェ
占
有
者
の
閉
じ
ら
れ
た
諸
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（H

of-

genossenschaften

）
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
や
が
て
た
だ
そ
の
構
成
部
分
の
も
と
も
と
の
混
合
に
従
っ
て
、
あ

る
と
き
は
自
由
の
要
素
が
、
あ
る
と
き
は
従
属
性
の
要
素
が
、
優
勢
を
占
め
た
の
で
（
２０
）

あ
る
。

ホ
ー
フ
諸
団
体
（H

ofverbande

）
に
お
け
る
よ
う
に
、
し
か
し
、
や
が
て
よ
り
高
次
の
奉
仕
諸
団
体
に
お
い
て
も
ま
た
、
同
一
の

主
人
の
〈
階
級
と
職
業
を
等
し
く
す
る
〉
従
者
の
間
の
従
属
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
が
絶
え
ず
判
然
と
現
れ
た
。
そ
し
て
、

帝
国
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
一
つ
の
大
き
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
と
は
ほ
と
ん
ど
な
っ
て
お
ら
ず
、
最
高
位
の
帝
国
諸
関
係
に
お
い
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て
も
ま
た
、
新
た
に
形
成
さ
れ
る
奉
仕
貴
族
が
王
に
対
し
て
独
立
の
総
体
権
を
も
つ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
結
合
さ
れ
た
総
体

（generalitas
universorum

m
ajorum

多
数
者
た
ち
の
諸
団
体
の
総
体
）
と
し
て
向
き
合
う
と
い
う
解
釈
の
痕
跡
が
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
総
体
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
時
代
に
お
い
て
す
ら
と
き
お
り
そ
の
代
表
者
で
あ
る
執
事
（H

ausm
eier

）
を
自
ら

選
（
２１
）

任
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
一
定
の
組
織
を
自
ら
に
与
え
て
い
る
。

【
以
上
、
第
十
五
章
本
文
、
終
わ
り
】

【
第
十
五
章
の
注
】

注（
１
）

こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
で
は
な
く
、
た
だ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
に
の
み
結
合
さ
れ
て
い
る

フ
ラ
ン
ク
王
国
の
実
体
全
体
（G

esam
m
tk
örper

）
に
つ
い
て
す
ら
妥
当
す
る
。W

aitz
II.87.Sybel

160：

�
王
な
く
し
て
は
彼
ら
（
さ

ま
ざ
ま
な
諸
民
族
）
は
ま
と
ま
っ
て
一
緒
に
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
王
だ
け
が
彼
ら
を
合
一
し
ま
と
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。�

と
。

注（
２
）

ひ
と
が
全
部
的
に
団
体
に
属
す
る
か
、
ま
た
は
、
あ
る
人
的
な
関
係
を
も
っ
て
の
み
、
あ
る
い
は
、
全
く
た
ん
に
物
的
な
関
係
を
も
っ

て
の
み
、
団
体
に
属
す
る
か
ど
う
か
に
従
っ
て
、
従
属
的
な
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
ク
ラ
ス
に
お
い
て
彼
ら
に
留
ま
っ
て
い
る
民
族
法
へ
の

参
加
の
程
度
が
決
定
さ
れ
る
。

注（
３
）

す
で
に
リ
プ
ア
リ
ア
法
三
十
章
、
三
十
一
章
は
、
自
由
民
た
る
従
者
た
ち
を
代
理
す
る
こ
と
と
非
自
由
民
た
る
従
者
た
ち
を
代
理
す
る

こ
と
を
、
一
般
的
に
、respondere

（
保
証
す
る
こ
と
）
とrepraesentare

（
代
表
す
る
こ
と
）
と
し
て
総
括
し
て
い
る
。
公
的
権
力
に

対
す
る
代
理
に
つ
い
て
は
、M

aurer,F
ronh.I.S.8.9.23.27.30.53.92.321.330.331

u.s.w
.

を
参
照
せ
よ
。

注（
４
）

そ
れ
ゆ
え
団
体
の
中
で
の
み
完
全
に
自
由
なconnubium

婚
姻
とcom

m
ercium

取
引
が
〔
存
在
し
た
〕。
他
の
自
由
民
ま
た
は
奴
隷
た

ち
に
向
け
て
の
譲
渡
（V

eräu�
erung

）
は
、〈
自
己
の
マ
ン
キ
ピ
アm

ancipia

（
奴
隷
た
ち
）
の
解
放
（l.

W
isig.

V
,
7.
c.
16

）
お
よ
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び
消
費
貸
借
の
付
与
（l.B

urg.21.c.1.

）
も
ま
た
そ
れ
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
〉、
非
自
由
民
（M

aurer,l.c.S.320

―322

）
の
み
な
ら

ず
、
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ニfiscalini

（l.W
isig.l.c.

）、
被
解
放
奴
隷
（C
ap.561

c.6.P
ertz

IV
.12

）、
そ
し
て
自
由
民
た
る
人
々
（freien

hom
ines

）（M
aurer,

l.c.
S.
331

）
に
す
ら
、
主
人
の
同
意
な
し
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
取
得
行
為
（E

rw
ebungen

）
も
同
様
で
あ

る
（l.B

ajuv.tit.15.c.3.E
d.R
othar.c.237.239.L

.L
iutpr.V

I,5.c.24
u.33.

）。
同
様
の
方
法
で
他
国
人
と
の
婚
姻
の
締
結
が

制
限
さ
れ
て
い
た
。M

aurer
S.321.322.328

―330.

こ
れ
ら
の
制
限
の
本
質
は
、C

ap.III.803.c.10.

の
よ
う
な
諸
表
現
を
示
し
て
い

る
。P

ertz
III.

115.：

「
住
民
も
役
人
も
対
外
的
に
派
遣
さ
れ
て
ど
こ
か
で
報
告
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」（ut

nec

colonus
nec
fiscalinus

foras
m
itio
possint

alicubi
traditiones

facere.

）。V
gl.C

ap.864.c.30.ib.496.

注（
５
）

M
aurer,

E
inl.
S.
126.

127.
230

―234.
F
ronh.

I.
332.

経
済
的
に
も
ま
た
、
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
は
、
全
体
の
中
心
点
で
あ
っ
た
。

M
aurer,F

ronh.l.c.229
f.254

f.318
f.

従
属
的
な
農
場
は
そ
の
付
属
物
で
あ
り
（B

rev.v.812.P
ertz

III.177：

「
命
令
さ
れ
た
る

諸
農
場
は
同
一
の
王
室
に
関
係
す
る
。」respiciunt

ad
eandem

curtem
m
ansi

ingenuiles;
U
rk.
752.

N
eugart

I.
23：

「
王
室
は

----

こ
の
王
室
と
関
係
す
る
十
一
に
分
割
さ
れ
た
〔
農
場
を
〕」curtis

----
cum

11
casatas

quod
ad
haec

pertinet
etc.

）、
従
属

的
な
人
々
は
―
―
自
由
民
す
ら
―
―
従
属
的
な
諸
農
場
の
付
属
物
と
み
な
さ
れ
た
。U

rk.v.881.R
ied,C

od.D
ipl.R

atisp.I.67：

「
一

部
分
の
石
灰
〔
土
地
〕
お
よ
び
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
市
民
名
簿
お
よ
び
全
体
と
し
て
正
当
に
同
一
の
財
産
に
所
属
す
る
も
の
と
と
も
に
」

（cum
parskalkis

om
nique

censu
eorum

cunctisque
juste

ad
eandem

proprietatem
pertinentibus.

）。U
rk.950

ib.97.

E
d.R
othar.c.374.195

―197.L
.L
uitpr.V

I,44.

注（
６
）

両
者
〔
人
的
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
〕
を
包
含
す
る
名
称
は
、
と
く
に
ミ
ー
テ
ィ
ウ
ムm

itium

で
あ
る
。
し
か
し

im
m
unitas

（
義
務
を
免
れ
て
い
る
こ
と
、
特
権
）、dom

inatio

（
支
配
、
独
裁
権
）、dom

inium

（
支
配
、
所
有
）
な
ど
。foras

m
itio

（
注（
４
））
とforas

m
archam

（C
ap.779.c.19.P

ertz
III.38

）
の
譲
渡
の
禁
止
は
、
現
在
同
一
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

注（
７
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
二
十
五
章：

「
各
人
が
そ
の
住
居
を
、
そ
の
家
を
支
配
す
る
。----

そ
し
て
、
そ
の
限
り
で
奴
隷

が
服
従
す
る
。」（suam

quisque
sedem

,suos
penates

regit, ----
et
servus

hactenus
paret.

）。
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注（
８
）

後
に
登
場
し
た
よ
う
に
、
明
示
的
に
民
族
法
の
保
護
が
留
保
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
。
委
託
さ
れ
た
財
産
を
再
び
受
け
戻
す
こ
と
の
た

め
に
グ
ラ
ー
フ
裁
判
所
が
権
限
を
有
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
約
定
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。C

ap.
817.

c.
11.
P
ertz

III.215.V
gl.M

aurer,F
ronh.I.67.B

luntschli,R
.G
.I.95

f.
注（
９
）

ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
の
形
成
に
関
し
て
は
、E

ichhorn,Z
eitschr.cit.I.S.199

f.R
.G
.§
259.Z

öpfl,R
echtsquellen

§
24.M

aurer
l.

c.
I.
S.
499

―505.

真
の
ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
の
開
始
が
帰
す
る
時
代
は
、
ほ
と
ん
ど
お
よ
そ
決
定
さ
れ
な
い
。
す
で
に
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
時
代

に
お
い
て
、antiqua

consuetudo

古
い
慣
習
、loci

consuetudo

場
所
の
慣
習
、
あ
る
い
は
、
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ネ
ン
と
リ
ー
テ
ン
の
法

す
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。U

rk.
v.
775
b.
H
ontheim

I.
136：

「
別
の
法
と
慣
習
を
我
々
の
王
国
の
内
部
で
残
り
の
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ヌ

ス
た
ち
は
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。」（aliam

legem
et
consuetudinem

sicut
reliqui

infra
regna

nostra
habuerint

fiscalini.

）。

F
orm
.A
ndegav.c.24

u.29：

「
法
に
よ
っ
て
改
良
す
る
こ
と
」（pro

lege
em
endare.

）。L
.B
urg.tit.57：

「
あ
た
か
も
そ
れ
が
慣

習
に
属
す
る
ご
と
く
」（sicut

est
consuetudinis.

）。C
ap.
L
angob.

v.
801.

P
ertz

III.
84：

「
ア
ル
デ
ィ
オ
ー
ネ
ス
た
ち
は
彼
ら
の

法
に
よ
っ
て
生
き
る
。」（A

ldiones
ea
lege

vivant.

）。C
ap.v.861.P

ertz
III.477：

「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
法
で
は
な
い
ゆ
え
に
、

フ
ラ
ン
ク
族
の
法
律
顧
問
が
彼
の
法
を
作
成
し
、
農
夫
た
ち
や
奴
隷
た
ち
が
彼
ら
の
監
督
者
に
従
っ
て
法
を
作
成
す
る
こ
と
を
、
欲
し
な

い
。」（nolum

us
quia

nec
lex
est,ut

advocatus
F
rancus

suam
legem

,sed
coloni

vel
servi

de
sua
advocatia

legem
com
-

ponat.

）。

注（
１０
）

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
裁
判
所
の
成
立
と
歴
史
に
つ
い
て
は
、M

aurer,
G
esch.

D
er
altgerm

.
G
erichtsv.

11

―14.
65.
67.
F
ronh.

I.

158.159.170.185.484

―499.308

―311.U
nger,G

erichtsv.93.264
f.W
aitz
IV
.383

f.

後
の
二
人
に
反
対
し
て
、
マ
ウ
ラ
ー
は
、

正
当
に
も
、
レ
ー
ン
裁
判
所
な
ら
び
に
す
べ
て
の
種
類
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
裁
判
所
お
よ
び
ホ
ー
フ
裁
判
所
の
た
め
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的

な
ム
ン
デ
ィ
ウ
ム
（
家
長
権
）
の
中
に
存
す
る
保
護
権
力
と
保
護
義
務
か
ら
の
起
源
を
要
求
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
た
だ
〔
次
の
こ
と
〕
で
あ
る
。

ａ．

あ
ら
ゆ
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
裁
判
権
は
、
団
体
の
内
部
的
案
件
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
民
族
裁
判
所
を
、
た
だ
非
自
由
民
に
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対
し
て
の
み
完
全
に
、
半
自
由
民
ま
た
は
自
由
な
臣
下
に
対
し
て
は
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
に
お
い
て
排
除
し
た
と
い
う
こ
と
。

ｂ．

裁
判
権
は
結
合
の
内
容
と
と
も
に
成
長
し
、
そ
し
て
変
化
し
、
そ
れ
ゆ
え
保
護
主
人
的
な
裁
判
権
か
ら
次
第
に
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
的
な

裁
判
権
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
と
く
に
主
人
の
裁
判
権
の
利
益
（beneficia

）
は
、
そ
れ
が
内
的
に
臣
下
制
と
連
結
さ
れ
た
と
き

に
は
じ
め
て
、
基
礎
と
な
り
え
た
と
い
う
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
は
、
よ
り
古
い
時
代
に
つ
い
て
は
た
だ
、
後
に
「
レ
ー
ン
裁
判
所
」

（L
ehngerichte

）
へ
と
改
変
さ
れ
た
「
臣
下
制
的
」
な
裁
判
所
（vassalistische

G
erichte

）
に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

ｃ．

と
く
に
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
（
治
外
法
権
）
の
主
人
へ
の
公
的
な
裁
判
権
の
譲
渡
以
来
、
そ
し
て
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
権
と
し

て
の
王
の
裁
判
権
の
理
解
以
来
、
よ
う
や
く
次
第
に
、〈
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
裁
判
権
は
も
と
も
と
よ
り
多
く
教
育disciplina

や
整
頓dis-

positio

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
〉
民
族
法
的
な
裁
判
権
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
裁
判
権
の
内
的
な
差
異
が
消
失
し
た
と
い
う
こ
と
。
そ
れ

ゆ
え
、
民
族
法
的
な
制
度
、
判
決
発
見
、
参
審
員
（Sch

öffen

）、
集
会
（U

m
stand

）、
手
続
に
つ
い
て
の
諸
原
則
、
時
と
場
所
、
物

的
義
務
（D

ingpflichtigkeit

）
な
ど
も
ま
た
、
よ
う
や
く
次
第
に
こ
こ
で
入
り
口
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

注（
１１
）

M
aurer

l.c.S.477

―484.

注（
１２
）

M
aurer,F

ronh.I.S.501.504.

注（
１３
）

そ
れ
は
、Schannat,hist.E

pisc.W
orm
.II.S.14

に
お
け
る
八
九
七
年
の
証
書
（U

rk.v.897

）
に
お
い
て
初
め
て
名
づ
け
ら
れ
た

と
こ
ろ
の
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ヌ
ス
の
奴
隷
た
ち
（servi

fiscalini

）
の
間
の
ソ
キ
エ
タ
ス
・
パ
ラ
フ
リ
ド
ー
ル
ム
（socie-

tas
parafridorum

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
「
王
位
の
権
力
の
た
め
に
パ
ラ
フ
リ
ド
ゥ
ス
た
ち
を
遠
征
に
送
る
こ
と
を
常
と
し
た

人
々
」（qui

regiae
potestati

parafridos
in
expeditione

reddere
consueverunt.

）、
す
な
わ
ち
、U

rk.v.918
ib.S.16

に
よ
れ

ば
、「
パ
ラ
フ
レ
ド
ゥ
ス
た
ち
お
よ
び
王
位
の
権
力
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
を
需
要
が
要
求
す
る
と
き
に
奴
隷
の
身
分
に
お
い
て
果
た
し

て
い
た
と
こ
ろ
の
家
族
と
両
性
」（fam

ilia
utriusque

sexus,
quae

parafredos
et
cetera

utensilia
regiae

potestati,
quando

usus
exigit,

in
servitium

persolverat.

）
が
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
来
の
奉
仕
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
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注（
１４
）

上
述
第
十
一
章
を
参
照
せ
よ
。
友
た
ちam

ici

と
同
僚
た
ちpares

は
、M

arculf
I
23.
24.
32.

に
お
け
るA

ntrustionen

を
意
味
し
て

い
る
。F

orm
.
L
indenbrog.

c.
36.
37.
126.

―
ま
だ
一
三
四
七
年
に
お
い
て
、
カ
ー
ル
四
世
は
、
ケ
ル
ン
の
大
司
教
を
全
く
こ
の
非
常

に
古
い
家
的
生
活
共
同
体
の
模
範
に
従
っ
て「
日
常
の
家
庭
の
下
僕
た
る
食
卓
仲
間
」（in

fam
iliarem

cottidianum
dom
esticum

com
-

m
ensalem

）
と
認
め
た
。L

acom
blet,niederrhein.U

rk.III.655.

注（
１５
）

上
述
第
十
一
章
を
参
照
せ
よ
。「
こ
の
」
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
従
者
た
ち
は
相
互
の
間
で
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
た
ち
）
で
あ

り
え
た
。
し
た
が
っ
て
自
由
民
た
ち
は
、
例
え
ば
、
民
族
仲
間
で
あ
り
え
た
し
、
そ
れ
ら
の
個
々
人
は
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
あ
り
え
た
。

し
か
し
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
存
続
す
る
そ
の
よ
う
な
仲
間
関
係
が
、
団
体
を
「
と
お
し
て
」
成
立
し
そ
し
て

そ
の
限
界
に
む
け
て
制
限
さ
れ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
は
、
最
小
限
の
親
近
性
も
有
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
指
摘
を
必
要

と
し
な
い
。

注（
１６
）

F
ronh.I.S.487

u.a.a.O
.

注（
１７
）

以
下
、
第
二
十
二
章
、
第
二
十
三
章
、
を
参
照
せ
よ
。

注（
１８
）

こ
れ
ら
の
諸
ク
ラ
ス
へ
と
、
マ
ウ
ラ
ー
（M

aurer,
F
ronh.

I.
477

f.

）
も
ま
た
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
開
始
を
お
き
違

え
て
い
る
。

注（
１９
）

E
d.
R
othar.

c.
238：

「
主
人
の
奴
隷
は
自
己
の
財
産
か
ら----

仲
間
に
お
い
て
与
え
そ
し
て
仲
間
に
お
い
て
受
け
取
る
許
可
を
も
つ

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
売
る
こ
と
は
、
家
が
滅
び
な
い
た
め
に
そ
れ
が
家
に
貢
献
す
る
限
り
で
家
自
身
の
便
益
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
の
で

な
い
な
ら
ば
、
許
さ
れ
な
い
。」（servus

m
assarius

licentiam
habeat

de
peculio

suo
----

in
socio

dare
et
in
socio

recipere,

vendere
autem

non
licet,nisi

pro
utilitate

casae
ipsius

necessarium
est,quatenus

casae
proficiat,

ut
non

depereat.

）。

L
.
W
isig.

V
,
7.
c.
16.
fiscalini

に
つ
い
て：

「
た
だ
我
々
の
奴
隷
た
ち
に
よ
っ
て
彼
ら
の
奴
隷
仲
間
た
ち
が
売
っ
た
も
の
が
調
達
さ
れ

る
こ
と
」（ut

a
servis

nostris
tantum

m
odo,quod

conservi
eorum

vendiderint,com
paretur.

）。

注（
２０
）

M
aurer,F

ronh.I.S.481

―483.S.366

―374.
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注（
２１
）

W
aitz
II.623.624.

【
以
上
、
第
十
五
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
Ｅ．

他
の
諸
影
響

第
十
六
章

教
会
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
に
続
く
】

Ｅ．

他
の
諸
影
響

第
十
六
章

教
会
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

ド
イ
ツ
の
法
発
展
全
体
に
と
っ
て
と
同
様
に
、
と
く
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
に
と
っ
て
も
ま
た
、
ゲ
ル
マ
ン
的
な
本
質
が
キ

リ
ス
ト
教
会
と
の
間
に
結
ん
だ
結
合
は
、
非
常
に
大
き
な
意
義
を
有
し
た
。
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
逆
に
、
ゲ
ル
マ
ン

の
民
族
性
が
そ
の
側
か
ら
教
会
の
形
成
に
向
け
て
及
ぼ
し
た
影
響
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
会
の
基
礎
は
つ
ね
に
ゲ
ル
マ

ン
以
前
の
基
礎
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
継
続
的
形
成
に
お
い
て
も
ま
た
、
ゲ
ル
マ
ン
的
法
理
念
と
並
ん
で
、
一
部
は
ロ
ー

マ
的
な
諸
伝
統
が
、
一
部
は
世
界
的
宗
教
的
な
諸
理
念
が
絶
え
ず
作
用
し
た
ゆ
え
に
、
団
体
（K

örperschaft

）
と
し
て
の
教
会
お
よ

び
教
会
の
中
に
含
ま
れ
る
諸
団
体
の
法
律
史
は
、
特
別
の
領
域
に
属
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
た
だ
ド
イ
ツ
団
体
法
（V

ere-

insrecht

）
へ
の
教
会
の
影
響
だ
け
が
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
会
は
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
に
外
部
か
ら
や
っ
て
き
た
。
民
族
が
そ
れ
を
自
ら
生
み
出
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
こ
に

存
在
し
そ
し
て
関
連
を
要
求
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
す
で
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
諸
理
念
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
理

念
の
闘
争
に
お
い
て
は
、
教
会
へ
の
加
入
は
、
先
ず
第
一
に
決
定
的
に
後
者
の
有
利
に
作
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ

た
。教

会
―
―
と
く
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
そ
し
て
実
現
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
形
式
に
お
け
る
教
会
―
―
は
、
し
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か
し
そ
の
内
部
的
組
織
に
お
い
て
も
ま
た
、
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
よ
り
も
ド
イ
ツ
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
に
類
似
し
て
い

た
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
組
織
に
つ
い
て
は
、
教
会
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
も
は
や
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
先
ず
第
一
に
司
教

た
ち
の
総
体
が
教
会
の
担
い
手
と
し
て
現
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
一
方
で
は
、
教
皇
主
位
権
（P

rim
at

）
が

前
面
に
現
わ
れ
て
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
け
る
王
国
お
よ
び
諸
地
方
の
公
会
議
（K

oncilien

）

は
、〈
王
と
そ
の
役
人
に
よ
る
そ
の
招
集
と
指
揮
の
ゆ
え
に
、〔
そ
し
て
〕
世
俗
的
な
大
物
た
ち
の
集
会
と
の
そ
の
内
的
な
結
び
つ
き
お

よ
び
王
に
対
す
る
司
教
た
ち
の
地
位
の
ゆ
え
に
〉、
王
国
か
ら
独
立
し
た
教
会
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
集
会
で
あ
る
よ
り
も
は
る

か
に
多
く
、
王
国
ま
た
は
王
国
の
一
部
分
の
聖
職
者
的
な
「
大
物
た
ち
」
の
諸
集
会
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
教
会
の
中
に
、
た
だ
〈
世
俗
的
な
諸
団
体
の
模
範
に
従
っ
て
組
織
さ
れ
た
偉
大
な
天
上
の
王
国
の
、
地
上
的
な
諸
関
係

へ
と
入
り
込
む
〉
部
分
の
み
を
見
出
し
た
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
、
こ
の
神
の
王
国
お
よ
び
神
の
教
会
に
向
け
て
、
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
な
法
理
念
で
は
な
く
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
法
理
念
の
み
を
譲
渡
し
た
。
す
べ
て
の
法
と
す
べ
て
の
権
力
は
、
彼
ら
に
、
こ
こ

で
は
、
上
か
ら
下
へ
と
付
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
下
位
の
も
の
た
ち
に
よ
っ
て
上
位
者
の
名
に
お
い
て
、

そ
し
て
、
最
終
的
に
は
神
じ
し
ん
の
名
に
お
い
て
、
行
使
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
教
会
に
属
す
る
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
偉
大
な
神
の
王

国
、
神
の
国
の
市
民
（civitas
D
ei

）
に
、
こ
の
世
で
も
あ
の
世
で
も
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
構
成
員
と
し
て
属
し
た
の
で
あ
る
。
神

自
身
は
天
上
の
王
で
あ
り
、
そ
し
て
、
神
の
息
子
と
相
続
人
た
ち
は
こ
の
王
国
の
共
同
王
（M

itkonig

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら

は
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
民
族
王
で
は
な
く
、
信
者
た
ち
が
そ
れ
に
忠
実
な
下
僕
と
し
て
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対

し
て
豊
か
な
恩
恵
を
報
酬
と
し
て
与
え
た
と
こ
ろ
の
、
偉
大
な
主
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
と
の
関
係
に
従
っ
て
キ
リ
ス
ト

教
徒
た
ち
の
地
位
が
段
階
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
神
の
最
も
近
い
そ
し
て
最
も
信
頼
さ
れ
る
従
者
は
聖
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
と
り

な
し
が
主
人
に
お
け
る
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
な
し
え
た
強
力
な
天
上
の
臣
下
た
ち
で
あ
っ
た
。
地
上
で
の
代
理
人
お
よ
び
官
吏
は
、
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世
俗
的
な
役
人
た
ち
と
同
様
に
、
し
か
し
王
国
の
支
配
的
諸
権
利
の
単
独
占
有
に
お
い
て
は
世
俗
的
な
偉
大
者
よ
り
も
さ
ら
に
多
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
秩
序
と
権
限
を
有
す
る
、
教
会
の
高
位
高
官
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
も
と
で
初
め
て
、
信
仰
告
白
を
と
お
し
て
誓
約

し
た
神
の
誠
実
な
奉
仕
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
神
の
王
国
の
政
府
へ
の
参
加
を
も
た
な
い
、
世
俗
人
た
ち
（L

aien

）
が
成
立
し
た
の

で
あ
る
。
全
く
類
似
し
て
、
教
会
的
団
体
の
編
成
が
民
族
意
識
に
代
わ
っ
て
作
ら
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
教
会
は
、
王
の
臣
下
が
そ

れ
に
つ
い
て
の
主
人
権
を
行
使
し
た
王
の
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
に
比
較
し
う
る
、
よ
り
狭
い
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
）
的
団
体
の
空
間
的
な

中
心
点
で
あ
っ
た
。
世
俗
的
な
王
国
に
と
っ
て
王
の
宮
廷
が
頂
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
次
第
に
ロ
ー
マ
教
会
が
地
上
に
お
け
る
神
の
世

界
の
中
心
点
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
あ
る
対
立
の
中
に
立
ち
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
時
代
に
最
も
強
力
に
教
会
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
要
素
を
代
表
し
た
、
唯
一
の
教
会
の
諸
制
度
は
、
諸
僧
院
（K

löster

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
ま
た
、
こ

の
時
代
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
民
族
意
識
の
中
で
の
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
言
え
ば
、
決
し
て
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
は

な
く
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
団
体
を
意
味
し
た
。
そ
れ
ら
は
ジ
ッ
ペ
ま
た
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
比
較
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
、

家
的
な
共
同
団
体
ま
た
は
家
制
度
の
模
範
に
従
っ
て
形
作
ら
れ
た
、
そ
の
頂
点
に
僧
院
長
を
と
お
し
て
代
表
さ
れ
る
聖
職
者
が
立
つ
と

こ
ろ
の
奉
仕
団
体
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
家
族fam

ilia

で
あ
り
、
聖
な
る
人
と
彼
の
代
理
人
のhired

で
あ
り
、
彼
ら
は

従
者
た
ち
が
主
人
の
農
場
に
属
す
る
の
と
同
様
に
、
僧
院
に
属
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
よ
う
や
く
次
第
に
、
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ

ン
デ
お
よ
び
奉
仕
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
同
様
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
と
独
立
の
総
体
権
を
獲
得
す
る
の
で
（
１
）

あ
る
。

教
会
の
下
へ
の
世
俗
人
た
ち
と
彼
ら
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
た
地
域
の
配
分
は
、
た
と
え
教
区
（P

arochien

）、
副
僧
正
職
（A

rchidi-

akonate

）、
お
よ
び
、
司
教
職
（E

piskopate

）
が
し
ば
し
ば
既
存
の
民
族
区
分
お
よ
び
土
地
区
分
へ
と
関
連
し
た
と
し
（
２
）

て
も
、
全
体

に
お
い
て
は
、
徹
底
し
て
行
政
目
的
の
た
め
に
上
か
ら
作
ら
れ
た
区
分
の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
世
俗
人
た
ち
の
ゲ
マ
イ
ン

デ
も
ま
た
、
た
と
え
民
衆populus

、
平
民plebs

な
ど
が
、
牧
師
（P

farrer

）
や
司
教
（B

ischof

）
の
選
挙
に
お
い
て
お
よ
び
そ
の
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他
の
重
要
な
教
会
の
行
為
の
際
に
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
組
織
さ
れ
た
、
自
ら
管
理

す
る
教
会
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
種
類
の
行
政
的
司
教
区
（V

erw
altungs-

sprengel

）
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
世
俗
人
た
ち
は
、
た
だ
受
動
的
に
の
み
教
会
に
属
し
て
い
る
。
教
会
権
力
の
共
同
の
担
い
手
の
総
体
と
し
て
の
よ
り
狭
い

意
味
に
お
け
る
教
会
は
、
聖
職
者
た
ち
の
世
界
的
な
奉
仕
団
体
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
地
域
の
境
界
ま
た
は
民
族
の
境
界
を
と
お
し
て

は
制
限
さ
れ
ず
、
固
有
の
法
に
従
っ
て
生
き
る
こ
の
大
き
な
団
体
は
、
民
族
に
対
し
て
、
閉
じ
ら
れ
た
疎
遠
な
統
一
体
と
し
て
対
立
し

て
い
る
。
し
か
し
自
由
民
た
ち
の
大
き
な
平
和
と
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
民
族
と
の
教
会
の
結
合
が
問
題
と
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、
教
会
が
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
内
的
に
か
つ
多
様
に
、
王
の
宮
廷
か
ら
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
入
り
込
ま
さ
れ
て
い

る
�
王
国
�
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
王
に
対
し
て
も
ま
た
独
立
に
登
場
せ
ん
が
た
め
に
は
ま
だ
十
分
に
強

く
な
い
が
、
教
会
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
も
構
成
部
分
に
お
い
て
も
王
の
家
長
権
の
も
と
に
自
ら
を
放
棄
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

に
し
て
王
国
の
構
成
部
分
と
な
っ
た
。
教
会
の
高
位
高
官
者
た
ち
は
授
手
托
身
行
為
を
し
、
そ
し
て
、
特
権
を
受
け
取
り
、
ラ
ン
ト
の

教
会
は
法
の
保
護
支
配
の
中
に
入
り
、
そ
し
て
、
皇
帝
の
尊
厳
の
再
輸
入
以
来
、
ロ
ー
マ
教
会
お
よ
び
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト＝

カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
は
、
皇
帝
の
保
護
支
配
の
も
と
に
参
入
し
た
。
教
会
に
世
俗
的
な
支
配
権
力
が
保
証
し
た
地
上
的
な
保
護
の
た
め
に
は
、

教
会
は
、
教
会
が
こ
の
支
配
権
力
に
付
与
し
た
宗
教
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
と
お
し
て
、
こ
れ
に
報
い
た
。
教
会
が
あ
ら
ゆ
る
主
人
権
を

神
の
命
令
に
遡
ら
せ
、
あ
ら
ゆ
る
世
俗
的
な
権
力
を
天
上
の
起
源
に
遡
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
会
は
、
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
同

権
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
一
致
か
ら
由
来
す
る
権
力
に
、
本
来
的
に
合
法
的
な
権
利
〔
法
〕
と
し
て
の
上
か
ら
導
か
れ
た
権
利
〔
法
〕
を

対
立
さ
せ
た
。
と
り
わ
け
教
会
は
、
王
が
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理
人
で
あ
り
、
神
か
ら
彼
の
民
族
に
対
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト（
支
配
）

を
借
用
物
に
つ
い
て
の
神
の
奉
仕
職
務
と
し
て
有
す
る
の
で
あ
る
、
と
教
（
３
）

え
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
古
い
国
民
の
土
地
す
ら
、
神
が
王
に
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与
え
た
特
権
と
さ
れ
た
の
で
（
４
）

あ
る
。
王
の
神
的
権
利
は
、
し
か
し
も
ち
ろ
ん
王
の
臣
下
た
ち
と
官
吏
た
ち
に
お
い
て
設
定
さ
れ
、
王
の

付
与
に
遡
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
権
力
に
お
い
て
存
続
し
、
そ
れ
ゆ
え
最
も
狭
い
範
囲
の
中
に
ま
で
民
族
宗
教
が
、
支
配
と
奉
仕
と
い
う
拡

大
さ
れ
た
理
念
に
、
最
も
本
質
的
な
支
え
の
一
つ
を
提
供
し
た
。

し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
て
教
会
が
ド
イ
ツ
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
ま
ず
も
っ
て
至
る
と
こ
ろ
で
た
だ
否
定
的
に
の
み
対
抗
し

た
と
し
て
も
、
教
会
は
、
間
接
的
に
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
す
で
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
要
素
の
拡
張
の
た
め
に
、
す
な

わ
ち
、
と
り
わ
け
、
教
会
が
非
自
由
民
た
ち
の
運
命
の
改
善
を
求
め
て
獲
得
し
た
と
こ
ろ
の
法
外
な
功
績
を
と
お
し
て
、
ド
イ
ツ
の
自

己
管
理
（
自
治Selbstverw

altung
）
の
基
礎
の
拡
大
の
た
め
に
働
（
５
）

い
た
。
ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
（
荘
園
法
）
と
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
荘

園
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
形
成
の
た
め
に
、
教
会
は
、
そ
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
（
治
外
法
権
）
の
中
で
最
も
早
期
に
活
動
し
、
そ
し
て
、
そ

れ
を
と
お
し
て
と
り
わ
け
、
完
全
自
由
民
の
た
め
に
の
み
存
在
し
た
最
も
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
被
制
限
状
態
が
克
服
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
十
六
章
、
終
わ
り
】

【
第
十
六
章
の
注
】

注（
１
）

よ
り
詳
細
な
証
拠
は
、
第
三
十
一
章
、
お
よ
び
、
第
二
部
に
お
い
て
〔
あ
る
〕。

注（
２
）

L
andau,T

erritor.S.367

―392.

彼
は
、
し
か
し
は
る
か
に
行
き
過
ぎ
て
い
る
。

注（
３
）

―
―
カ
ピ
ト
ゥ
ラ
リ
ア
か
ら
証
明
し
う
る
―
―
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う

で
あ
る
。
例
え
ばU

rk.
v.
772.

N
r.
120
b.
K
em
ble,
C
od.
dipl.

I.
S.
147：

「
神
の
救
済
が
予
定
さ
れ
る
ア
ン
ゲ
ル
族
の
王
オ
ッ
サ
」

（O
ssa
D
ei
praedestinatione

rex
A
nglorum

.

）。U
rk.
v.
854.

N
r.
271.

ib.
II.
52：

「
万
能
の
神
に
よ
っ
て
私
に
委
託
さ
れ
た
民
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衆
」（populi

ab
om
nipotente

deo
m
ihi
collati

）。U
rk.v.969.N

r.555.ib.III.39：

「
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
ア
ン
グ
ロ
族
の
王
は
」

（dei
gratia

rex
A
nglorum

.

）。N
r.605.ib.S.

149：

「
主
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
王
」（rex

a
dom
ino
constitutus

）。N
r.
607.

ib.S.151.N
r.1041.ib.IV

.S.88.d.832.N
r.1068.ib.S.133.d.888：

「
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
メ
ル
キ
イ
族
の
王

国
の
支
配
に
お
け
る
代
理
人
は
」（gratia

dei
disponente

procurator
in
dom
inio
regni

M
erciorum

.

）。

注（
４
）

例
え
ば
、U

rk.v.860

―865.N
r.289

b.K
em
ble
II.S.78;v.851.N

r.271.ib.S.52.

を
参
照
せ
よ
。

注（
５
）

と
く
にG

frörer,V
olksrechte

II.S.1
f.

を
見
よ
。

【
以
上
、
第
十
六
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
第
十
七
章

ロ
ー
マ
の
国
家
理
念
の
ド
イ
ツ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
影
響
」
に
続
く
】

第
十
七
章

ロ
ー
マ
の
国
家
理
念
の
ド
イ
ツ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
影
響

ロ
ー
マ
の
制
度
と
の
最
初
の
接
触
が
ゲ
ル
マ
ン
世
界
の
形
成
に
、
そ
し
て
と
く
に
法
と
組
織
の
継
続
的
形
成
に
、
及
ぼ
し
た
影
響
を
、

ひ
と
が
、
い
か
に
高
く
あ
る
い
は
低
く
評
価
す
る
に
せ
よ
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
の
闘
争
に

お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
の
法
理
念
と
国
家
理
念
の
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
（
仲
間
団
体
）
の
速
や
か
な
破
壊
と
主
人
権
の
拡
大
の
上
に

及
ぼ
し
た
影
響
は
、
見
誤
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ゲ
ル
マ
ン
人
に
は
、
死
滅
し
つ
つ
あ
る
帝
国
の
文
化
と
法
は
、
疎
遠
で
理
解
し
が
た
い
も
の
と
し
て
向
き
合
っ
た
。
し
か
し
少
な
く

と
も
外
面
的
に
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
過
去
の
破
壊
行
為
に
対
す
る
彼
の
課
題
を
履
行
し
よ
う
と
欲
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ら
を
何
ら
か

の
方
法
に
お
い
て
自
己
の
制
度
と
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
人
間
の
結
合
の
原
理
に
関
す
る

ゲ
ル
マ
ン
人
の
諸
観
念
を
も
ま
た
ロ
ー
マ
の
地
方
居
住
者
た
ち
の
中
で
そ
れ
に
つ
い
て
生
き
て
い
た
諸
思
想
に
あ
る
程
度
接
近
さ
せ
、
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そ
し
て
、
逆
に
こ
れ
ら
の
諸
思
想
を
〔
ゲ
ル
マ
ン
〕
固
有
の
体
系
に
可
能
な
限
り
適
合
さ
せ
、
挿
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

両
者
の
関
係
に
お
い
て
は
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
媒
介
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
ほ
と
ん
ど
適
切
で
は
な
か
っ
た
。〈
カ

エ
サ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
自
治
を
奪
わ
れ
、
法
に
お
い
て
も
言
語
に
お
い
て
も
統
一
さ
れ
て
、
国
家
ま
た
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
つ

い
て
の
す
べ
て
の
参
加
が
上
か
ら
受
け
取
ら
れ
た
〉
ロ
ー
マ
人
た
ち
に
お
い
て
は
、
法
理
念
は
ほ
と
ん
ど
生
き
て
お
ら
ず
、
ゲ
ル
マ
ン

人
た
ち
の
自
由
、
自
治
お
よ
び
選
挙
、
彼
ら
の
総
体
権
（G
esam

m
trecht

総
有
権
）
お
よ
び
総
体
財
産
（G

esam
m
tverm

ögen

総

有
財
産
）、
彼
ら
の
組
織
を
伴
う
ド
イ
ツ
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
そ
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た

か
も
し
れ
な
い
制
度
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
逆
に
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
自
然
の
基
礎
を
と
お
し
て
の
そ
の
拘

束
性
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
を
自
ら
に
引
き
寄
せ
る
能
力
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ゲ
ル
マ
ン
的
な
完
全
自
由
お

よ
び
真
正
な
固
有
財
産
に
基
礎
を
置
く
民
族
と
そ
の
構
成
員
の
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い

て
は
、
そ
の
本
質
が
破
壊
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
し
て
、
破
壊
さ
れ
な
い
限
度
で
は
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
た
だ
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
保
護

仲
間
）
と
し
て
の
み
余
地
を
有
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
固
有
の
法
に
従
っ
て
生
活
す
る
他
の
部
族
団
体
と
し
て
、
彼
ら
は
、

ゆ
る
い
保
護
結
合
を
と
お
し
て
の
み
彼
ら
と
結
び
つ
い
て
、
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
立
し
た
の
で
あ
る
。

王
と
王
の
臣
下
た
ち
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
お
よ
び
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
従
属
す
る
人
々
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
に
関
し
て
は
、
事
情
は

違
っ
て
い
た
。
家
お
よ
び
農
場
、
従
者
、
奉
仕
団
体
お
よ
び
王
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
主
人
権
（deutsches

H
errenrecht

）
は
、

ロ
ー
マ
の
帝
国
（im

perium

）
と
そ
の
官
僚
制
度
（B

eam
tenthum

）
の
中
央
集
権
化
さ
れ
た
国
家
の
全
能
性
か
ら
、
限
り
な
く
異

な
っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
両
者
が
統
一
体
か
ら
出
発
し
そ
し
て
統
一
体
か
ら
多
数
者
の
権
利
を
導
出
し

た
点
、
そ
れ
ら
両
者
は
上
か
ら
下
へ
の
組
織
を
意
味
し
て
い
た
点
に
お
い
て
、
相
互
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
他
方
で

は
、
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
、
外
国
人
、
ロ
ー
マ
人
を
排
除
せ
ず
、
彼
の
参
加
を
、
民
族
仲
間
の
参
加
と
同
様
に
、
許
し
ま
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た
は
強
制
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
ー
マ
人
た
ち
が
、
よ
り
高
い
範
囲
と
よ
り
低
い
範
囲
に
お
い
て
、
容
易
に
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
の
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
的
結
合
に
入
り
込
ん
だ
の
に
対
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
は
、
そ
の
側
で
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
諸
制
度
の
中
で
、
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
（
支
配
）
と
奉
仕
に
関
す
る
固
有
の
理
念
を
再
び
見
出
す
も
の
と
信
じ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
極
め
て
暴
力
的
に
ゲ
ル
マ
ン

人
た
ち
に
対
立
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
が
、
そ
の
没
落
の
時
代
に
お
い
て
も
ま
た
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
対
し
て
、
依
然
と
し
て
、
彼
ら
が
知
っ

て
い
た
き
わ
め
て
高
度
な
政
治
的
な
創
造
物
と
し
て
現
れ
た
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
一
層
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
。
長
い
慣
習
を
と
お
し

て
神
聖
化
さ
れ
た
帝
国
に
対
す
る
深
い
畏
敬
の
念
が
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
心
情
の
中
に
生
き
て
お
り
、
彼
の
世
界
支
配
を
求
め
る
理
念
的

な
要
求
は
、
必
ず
し
も
全
く
色
あ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
全
体
の
臣
下
に
対
す
る
最
上
位
の
主
人
を
ひ
と
は
皇
帝

（K
aiser

）に
認
め
た
よ
う
に
、
ひ
と
は
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
後
で
す
ら
、
遠
い
ビ
ザ
ン
ツ
に
お
け
る
無
力
な
皇
帝（Im

perator

）

に
認
め
た
。
ゲ
ル
マ
ン
人
の
王
た
ち
が
ロ
ー
マ
の
称
号
を
自
ら
に
付
与
さ
せ
、
ま
た
は
彼
ら
の
尊
厳
を
確
証
さ
せ
た
と
き
、
こ
れ
に

よ
っ
て
と
り
わ
け
〔
ロ
ー
マ
人
の
〕
地
方
居
住
者
た
ち
に
対
す
る
王
の
権
力
の
た
め
の
支
配
の
称
号
が
獲
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
固
有
の
民
族
の
自
由
な
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
完
全
仲
間
）
に
も
ま
た
、
王
は
、
こ
れ
を
と
お
し
て
権
力
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
て
、

か
つ
て
の
世
界
帝
国
の
皇
帝
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
支
配
者
の
権
利
は
、
王
に
と
っ
て
も
、
選
ば
れ
た
部
族
王
の
民
族
的
な
権
利
よ
り
も
、

よ
り
合
法
的
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
か
た
は
、
帝
国
の
頂
点
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
官
吏
の
組
織
に
お
い
て
、
お
よ
び
、

地
域
の
区
分
に
お
い
て
も
存
続
し
つ
づ
け
た
。
国
家
の
官
僚
で
あ
る
と
い
う
ロ
ー
マ
的
な
諸
理
念
、
行
政
の
管
轄
地
域
、
お
よ
び
、
対

応
す
る
専
門
語
は
、
一
部
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
、
一
部
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
、
ゲ
ル
マ
ン
の
官
吏
た
ち
、
お
よ
び
、
彼
ら

に
対
応
す
る
地
区
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
地
区
団
体
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
結
び
つ
き
が
外

面
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
高
い
程
度
に
お
い
て
公
的
権
力
の
強
化
の
た
め
、
そ
し
て
、

公
的
権
力
の
主
人
権
へ
の
最
終
的
な
上
昇
の
た
め
に
、
と
も
に
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
八
〇
〇
年
に
非
常
に
偉
大
な
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
王
が
祝
祭
的
な
方
法
に
お
い
て
対
外
的
に
も
ま
た
皇
帝
た
ち
の
相
続
人

た
る
地
位
（E

rbschaft

）
に
着
い
た
と
き
に
、
そ
れ
は
、
け
っ
き
ょ
く
最
終
的
に
は
空
し
い
形
式
で
は
な
く
、
我
々
の
民
族
の
発
展

の
内
容
豊
か
な
そ
し
て
重
要
な
側
面
の
終
結
で
あ
っ
た
。
神
の
代
理
人
と
し
て
の
教
皇
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
カ
ー
ル
大
帝
の
皇
帝
戴

冠
に
よ
っ
て
、
民
族
の
観
念
に
従
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
最
上
位
の
主
人
権
が
王
に
移
行
し
た
。
合
法
的
な
法
と
神
的
な
法
に
よ
り

ド
イ
ツ
人
と
ロ
ー
マ
人
が
彼
〔
カ
ー
ル
大
帝
〕
に
直
ち
に
服
す
る
と
こ
ろ
の
主
人
の
称
号
が
彼
に
獲
得
さ
れ
、
そ
し
て
、
世
界
支
配
を

求
め
る
観
念
的
な
要
求
が
彼
の
た
め
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
教
会
そ
の
も
の
は
、
す
べ
て
の
地
上
の
関
係
に
お
い
て
、
教
会

が
後
に
な
っ
て
要
求
し
た
よ
う
に
は
、
ま
だ
こ
の
皇
帝
の
支
配
と
並
ん
で
ま
た
は
全
く
優
越
せ
ず
、
こ
の
皇
帝
支
配
の
下
に
立
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
教
会
の
最
高
の
精
神
的
な
首
長
す
ら
皇
帝
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
ま
た
は
確
証
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
的
な
支
配
理
念

（H
errschaftsidee

）
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
教
会
の
影
響
と
ロ
ー
マ
の
影
響
の
も
と
に
そ
の
最
高
の
段
階
を
達
成
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
主
人
権
の
た
め
の
最
終
的
な
源
泉
と
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
神
に
よ
っ
て
直
接
に
付
与
さ
れ
た
世
界
支
配
の
理
念

と
な
っ
て
い
た
。
中
断
さ
れ
な
い
一
千
年
間
の
前
進
に
お
い
て
達
成
し
た
と
こ
ろ
の
、
自
由
の
発
展
と
統
一
体
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支

配
）
へ
の
分
散
は
、
そ
の
頂
点
に
到
達
し
、
そ
し
て
、
我
々
は
、
そ
れ
ゆ
え
八
〇
〇
年
を
も
っ
て
我
々
の
国
民
の
最
初
の
時
代
を
完
結

し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
く
時
代
に
移
行
す
る
前
に
、
我
々
は
こ
の
時
期
の

終
わ
り
に
設
定
さ
れ
る
帝
国
を
全
体
と
し
て
観
察
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
速
や
か
な
そ
の
帝
国
の
瓦
解
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て

―
―
外
観
上
は
少
な
く
と
も
―
―
法
発
展
お
よ
び
組
織
発
展
に
お
け
る
後
退
的
な
運
動
を
招
来
し
た
と
こ
ろ
の
諸
理
由
を
挙
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
十
七
章

終
わ
り
。
第
十
七
章
に
は
、
注
は
な
い
。】

【
以
下
、「
Ｆ．

全
体
と
し
て
の
カ
ー
ル
大
帝
の
帝
国

第
十
八
章
」
に
続
く
】
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Ｆ．

全
体
と
し
て
の
カ
ー
ル
大
帝
の
帝
国

第
十
八
章

先
行
す
る
状
態
と
引
き
続
く
状
態
の
狭
間
に
あ
っ
て
カ
ー
ル
大
帝
の
帝
国
は
、
い
つ
で
も
驚
嘆
す
べ
き
何
も
の
か
を
保
持
す
る
で
あ

ろ
う
。
多
く
の
関
係
に
お
い
て
、
事
実
、
こ
の
力
強
い
建
造
物
は
、
封
建
王
政
（F

eudalm
onarchie

）
ま
た
は
十
五
世
紀
の
帝
国
す

ら
よ
り
も
、
我
々
の
近
代
的
な
諸
観
念
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ひ
と
は
、
あ
ま
り
に
多
く
わ
れ
わ
れ
の
近
代
の
国

家
思
想
を
持
ち
込
み
す
ぎ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
う
す
る
こ
と
で
引
き
続
く
時
代
を
理
解
し
が
た
い
後
退
と
思
わ
せ
る
手
続
、
に
警

戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
、
ひ
と
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
〈
そ
の
中
で
統
一
的
な
国
家
理
念
が
支
配
し
、
国
家
権
力
が
存

在
し
、
国
家
の
組
織
が
そ
の
構
成
員
に
対
す
る
総
体
の
関
係
を
規
律
し
た
と
こ
ろ
の
〉
真
の
�
国
家
�
を
見
出
す
の
が
つ
ね
で
あ
る
。

ひ
と
は
、
国
家
の
官
僚
制
度
に
つ
い
て
、
国
家
の
臣
民
団
体
（U

nterthanenverband

）
を
、
す
な
わ
ち
、
我
々
の
意
味
に
お
け
る

政
府
を
考
え
る
。
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
た
ぶ
ん
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
れ
で
も
な

お
か
つ
た
だ
ロ
ー
マ
の
法
理
念
お
よ
び
国
家
理
念
の
余
韻
と
し
て
個
々
人
の
頭
の
中
に
存
在
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ゲ
ル

マ
ン
の
法
意
識
に
は
こ
の
時
代
に
お
け
る
国
家
理
念
は
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
引
き
続
く
数
世
紀
に
お
い
て
も
登
場
し
な
か
っ
た
。
い

か
に
し
て
一
つ
の
民
族
か
ら
い
っ
た
ん
獲
得
さ
れ
た
国
家
理
念
が
再
び
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
は
、
事
実
に
お
い
て
も

ま
た
、
説
明
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
！
。
フ
ラ
ン
ク
王
朝
が
そ
の
全
盛
期
に
お
い
て
我
々
に
国
家
の
外
観
を
喚
起
す
る
こ
と
の
理
由

は
、
そ
こ
に
お
い
て
す
べ
て
の
先
行
す
る
発
展
形
態
が
そ
の
中
に
結
合
さ
れ
、
相
互
に
格
闘
す
る
時
代
思
想
が
よ
り
高
い
統
一
体
を
と

お
し
て
一
定
の
和
解
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
独
特
の
仕
方
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
諸
対
立
の
真
の
調
停
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
た
だ
外
形
的
に
の
み
一
つ
の
偶
然
的
に
幸
福
な
関
係
の
中
で
混
合
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
上
に
あ
る
よ
り

高
い
統
一
体
は
、
諸
関
係
そ
れ
自
体
か
ら
起
因
し
そ
し
て
帝
国
の
す
べ
て
の
諸
民
族
に
浸
透
す
る
必
然
的
な
理
念
で
は
な
く
、
偉
大
な
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王
朝
の
強
力
な
人
格
で
あ
っ
た
。

カ
ロ
リ
ン
グ
王
国
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
は
、
ロ
ー
マ
人
に
対
し
て
と
は
違
っ
て
現
れ
た
。
王
国
を
聖
職
者
た
ち
と
世
俗
人
た
ち
は
異

な
っ
て
理
解
し
た
。
次
第
し
だ
い
に
ゲ
ル
マ
ン
人
自
身
の
間
に
自
由
な
農
民
た
ち
と
王
の
臣
下
た
ち
の
相
容
れ
な
い
見
方
が
成
立
し
た
。

あ
ら
ゆ
る
人
々
に
承
認
さ
れ
た
中
心
点
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
最
終
的
に
す
べ
て
の
理
解
を
合
わ
せ
見
出
し
た
と
こ
ろ
の
偉
大

な
支
配
者
は
、
こ
の
諸
対
立
の
闘
争
を
一
時
的
に
は
除
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
彼
は
、
彼
の
死
後
相
容
れ
な
い
も
の
が
崩
壊
し
敵

対
的
な
も
の
が
相
戦
う
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
建
造
物
の
基
礎
は
外
観
的
に
の
み
確

固
と
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
、
諸
対
立
の
外
観
的
な
和
解
の
中
に
基
礎
の
崩
壊
の
芽
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

ゲ
ル
マ
ン
的
な
民
族
性
と
ロ
ー
マ
的
な
民
族
性
の
間
の
和
解
は
、
ま
ず
も
っ
て
外
観
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
結
合
は
外
面
的
な
も
の

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
人
は
、
彼
の
王
（K

önig

）
が
同
時
に
ロ
ー
マ
の
皇
帝
（Im

perator

）
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
彼
の
王
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ま
ず
第
一
に
は
た
だ
王
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

現
在
で
は
支
配
者
が
多
く
の
こ
と
を
巡
っ
て
よ
り
近
い
存
在
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
人
は
、
し
か
し
な
か
ら
そ
れ
を
と
お
し
て
は
ゲ
ル
マ
ン

的
な
本
質
に
自
ら
は
接
近
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
後
に
ロ
ー
マ
諸
民
族
の
国
民
性
、
言
語
、
習
慣
お
よ
び
法
に
お
い
て
成
就
さ
れ
た
ご

と
き
、
死
滅
し
た
古
代
と
ド
イ
ツ
の
民
族
性
の
内
的
な
融
合
は
、
ま
だ
ど
こ
で
も
達
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
カ
ー
ル

大
帝
の
後
継
者
た
ち
の
間
で
帝
国
の
諸
国
民
の
再
び
生
じ
た
対
立
が
帝
国
を
永
続
的
に
分
散
さ
せ
、
そ
し
て
、
次
第
に
〈
ド
イ
ツ
的
な

本
質
が
そ
こ
で
純
粋
に
保
持
さ
れ
続
け
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
本
質
の
ゆ
え
に
ロ
ー
マ
的
な
本
質
の
中
で
没
落
す
る
こ
と
に
な
る
〉

諸
地
域
が
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

国
家
と
教
会
は
、
ま
だ
対
立
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
地
上
に
お
け
る
神
の
王
国
と
い
う
二
つ
の
宣
言
と
し
て
の
両
者
の
解

釈
は
、
皇
帝
が
、
同
時
に
教
会
の
地
上
的
な
支
配
者
で
あ
る
こ
と
を
辞
め
る
や
否
や
、
必
然
的
に
勃
発
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
彼
ら
の
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将
来
の
闘
争
の
芽
を
含
ん
で
い
た
。

と
り
わ
け
し
か
し
ゲ
ル
マ
ン
的
法
意
識
そ
の
も
の
の
中
に
、
ま
だ
完
全
に
そ
し
て
鋭
く
〈
歴
史
の
開
始
以
来
、
二
つ
に
分
裂
し
た
結

合
の
形
式
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
関
連
す
る
国
民
の
全
体
的
な
外
的
生
活
と
精
神
生
活
の
二
つ
に
分
裂
し
た
方
向
、
を
生
み
出
し
た
〉
あ

の
原
始
の
対
立
、
す
な
わ
ち
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
対
立
が
、
存
在
し
た
。
両
者
に
は
、
ほ
と
ん
ど
同
一
の
領

域
が
割
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
没
落
の
中
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
繁
栄
の
中
に
あ
り
、
そ

し
て
、
い
か
な
る
支
配
者
の
力
も
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
没
落
を
止
め
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
拡
大
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ま
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
が
帝
国
の
本
来
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
村
お
よ
び
マ
ル
ク
に
お
け
る
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
い
ま

だ
例
外
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト（
百
人
組
）は
、
た
だ
重
要
で
な
い
範
囲
に
お
い
て
初
め
て
イ
ン
ム
ニ
テ
ー

ト
を
と
お
し
て
細
分
化
さ
れ
、
代
替
さ
れ
た
。
さ
ら
に
徹
底
し
て
自
由
な
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
原
則
に
基
づ
い
て
国
家
組
織

一
般
の
核
心
を
構
成
し
た
ガ
ウ
組
織
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
ま
だ
影
響
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
帝
国
の
個
々
の
諸

民
族
と
諸
部
族
は
、
ま
だ
全
く
古
い
意
味
に
お
い
て
民
族
お
よ
び
部
族
の
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
大
き
な
平
和
団
体
お
よ
び
法
団
体
と

し
て
妥
当
し
た
。
自
由
な
農
民
に
対
し
て
は
、
現
在
も
な
お
、
帝
国
そ
れ
自
体
が
〈
農
民
に
ま
で
下
れ
ば
よ
り
小
さ
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
な
範
囲
の
数
へ
と
自
ら
を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
〉
最
も
広
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
現
れ
、
そ
し
て
、

王
と
王
の
官
吏
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
代
表
者
た
ち
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
と
奉
仕
の
理
念
は
、
王
の
宮
殿
か
ら
そ
し
て
主
人
の
農
場
か
ら
民
族
の
最
も
内
的
な
マ
ル

ク
へ
と
、
自
ら
を
す
で
に
深
く
沈
殿
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
か
ら
、
政
治
的
に
重
要
な
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
し
て
し
か
も
こ
の
重
要
性
に
対
す
る
直
接
の
割
合
に
お
い
て
、
支
配
的
な
頂
点
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
王

は
、
徹
底
し
て
す
で
に
帝
国
の
主
人
で
あ
り
、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
（H

erzog
将
軍
、
大
公
）、
グ
ラ
ー
フ
（G

raf

伯
爵
）
お
よ
び
ツ
ェ
ン
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テ
ナ
ー
ル
（C

entenar

）
は
、
総
体
の
委
託
よ
り
も
す
で
に
よ
り
多
く
付
与
さ
れ
た
主
人
権
ま
た
は
固
有
の
主
人
権
を
行
使
し
た
。

し
か
し
、
古
い
組
織
に
対
し
て
も
っ
と
危
険
で
あ
っ
た
の
は
、
絶
え
ず
増
大
す
る
範
囲
を
も
ち
絶
え
ず
高
ま
る
意
味
を
も
つ
支
配
的
諸

団
体
の
全
く
固
有
の
そ
し
て
独
立
し
た
シ
ス
テ
ム
が
、
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
間
に
、
そ
し
て
、
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中

へ
と
、
自
ら
を
押
し
込
ま
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
次
第
し
だ
い
に
王
に
お
い
て
頂
点
を
な
す
こ
れ
ら
の
諸
団
体
が
帝
国
の
本
来

の
担
い
手
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
階
級
制
度
、
官
僚
制
度
、
軍
隊
制
度
、
裁
判
所
組
織
、
土
地
占
有
の
分
配
は
、
す
で
に
従
士

（G
efolgsleuten

）
の
団
体
、
臣
下
（V

assallen

）
お
よ
び
騎
士
に
叙
せ
ら
れ
た
従
士
（M

inisterialen

上
級
従
士
）
の
団
体
、
よ

り
低
い
種
類
の
宮
廷
人
（H

ofesleuten

）
お
よ
び
従
者
（D

ienstleuten

）
の
団
体
を
と
お
し
て
の
完
全
な
組
織
改
変
の
中
で
把
握
さ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
拡
大
し
た
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
中
で
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
団
体
が
、
全
体
組
織
の
独
立
し
た
基
礎
と

し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
並
ん
で
自
ら
を
構
成
す
る
手
段
を
見
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
す
で
に
至
る
所
で

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
、
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
自
ら
の
中
に
創
出
し
始
め
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
団
体
が
、
将
来
そ
こ
で
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
道
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
内
的
に
融
合
し
て
で
は
な
く
た
だ
外
的
に
の
み
混
合
し
て
、
対
立

し
た
。
そ
し
て
、
カ
ー
ル
大
帝
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
没
落
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
共
通
の
自
由
の
没
落
、
自
治
お
よ
び
公

法
の
没
落
を
、
一
時
的
に
食
い
止
め
た
と
き
、
彼
の
死
後
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
と
お
し
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
解
体
に
お
け
る

そ
れ
だ
け
ヨ
リ
速
や
か
な
進
歩
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
ま
さ
に
、
よ
り
近
く
そ
れ
ら
が
我
々
に
そ
れ
ら

の
諸
概
念
の
い
く
つ
か
に
お
い
て
立
っ
て
い
る
限
り
で
、
そ
の
古
い
形
式
に
お
い
て
は
時
代
を
満
足
さ
せ
る
能
力
が
な
か
っ
た
。
偉
大

な
国
家
を
創
造
す
る
の
に
適
切
で
は
な
く
、
し
か
し
ま
た
、
よ
り
狭
い
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
自
ら
を
人
間
的
結
合
の
た
ん
に
自
然
的
な

基
礎
か
ら
解
放
す
る
の
に
も
役
に
立
た
ず
、
た
だ
自
由
民
の
た
め
に
の
み
存
在
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
平
等
原
則
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
ま
さ
に
平
等
原
則
の
ゆ
え
に
、
民
族
の
個
々
の
諸
要
素
の
差
異
を
緩
和
せ
ず
に
激
し
く
し
、
自
由
の
感
覚

と
男
子
の
誇
り
と
い
う
美
徳
を
も
っ
て
、
同
時
に
一
定
の
狭
量
さ
と
農
民
的
偏
狭
さ
を
養
っ
て
、
古
い
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
は
、
独
自
の
力
に
基
づ
い
て
新
た
な
時
期
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

的
団
体
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
に
存
在
し
て
い
る
統
一
体
の
原
理
を
と
お
し
て
最
も
普
遍
的
な
諸
団
体
を
創
造
す
る
の
に
適
し
て
い
た

団
体
、
す
な
わ
ち
、
自
然
的
な
基
礎
を
と
お
し
て
結
合
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
に
自
由
な
関
連
を
許
し
た
団
体
、
そ
し
て
す

な
わ
ち
、
と
り
わ
け
〈
自
由
と
非
自
由
の
間
の
裂
け
目
を
補
充
し
そ
し
て
《
確
保
さ
れ
て
き
た
奴
隷
制
を
と
お
し
て
責
任
を
負
わ
さ
れ

た
古
代
の
運
命
の
前
に
我
々
を
保
持
す
る
と
こ
ろ
の
諸
階
級
の
段
階
を
創
造
す
る
》
と
い
う
力
強
い
力
を
自
ら
の
中
に
担
っ
て
い
る
〉

団
体
、
さ
ら
に
す
な
わ
ち
、
最
後
に
誠
実
と
献
身
と
い
う
美
徳
と
並
ん
で
、
堂
々
た
る
理
解
と
理
想
的
な
努
力
を
生
み
出
し
た
と
こ
ろ

の
団
体
、
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
い
く
つ
か
の
も
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
法
か
ら
失
わ
れ
た
。

そ
れ
は
、
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
再
び
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
今
日
、
い
ま
だ
再
び
獲
得
さ
れ
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
諸
対
立
の
よ
う
に
、
最
後
に
、
カ
ー
ル
大
帝
の
王
国
に
お
け
る
家
父
長
的＝

人
的
な
結

合
と
土
地
か
ら
流
出
す
る
結
合
と
の
諸
対
立
も
ま
た
、
和
解
さ
れ
ず
、
並
行
的
に
外
的
な
混
合
に
お
い
て
存
在
し
た
。
同
様
に
、
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
関
連
の
紐
帯
を
土
地
の
中
へ
と
置
き
換
え
る
と
い

う
抵
抗
し
が
た
い
傾
向
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
土
地
占
有
が
、
す
べ
て
の
権
利
の
、
す
な
わ
ち
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
な
権
利
お
よ
び
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
権
利
の
基
礎
と
な
り
始
め
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
法
は
、
す
な
わ
ち
公
法
も
私
法
も
、
土

地
占
有
の
性
格
、
従
っ
て
財
産
権
の
性
格
を
認
め
る
べ
き
概
念
の
中
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
発
展
は
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、

は
じ
め
は
、
個
々
の
関
係
を
捉
え
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
、
と
く
に
た
だ
よ
り
狭
い
生
活
範
囲
に
お
い
て
の
み
浸
透
す
る
結
果
を
有
し
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た
に
す
ぎ
な
い
。
な
る
ほ
ど
自
由
な
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
も
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
も
、
す
で
に
マ
ル
ク
団
体
お
よ
び
フ
ー
フ
ェ
団
体

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
独
立
の
意
義
に
お
い
て
、
農
民
相
互
間
の
純
粋
に
人
的
な
共
属
、
農
場
人
の
主
人
と
の
、

そ
し
て
、
や
が
て
そ
れ
ら
相
互
間
で
の
人
的
な
共
属
関
係
が
維
持
さ
れ
る
。
人
的
な
関
係
は
、
現
在
も
な
お
、
ガ
ウ
お
よ
び
フ
ン
デ
ル

ト
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
に
お
け
る
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
が
す
で
に
〈
そ
こ
で
の
人
間
の
結
合
が
彼
ら
の
帰
属
の
結

果
と
し
て
地
域
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
〉
領
土
的
な
地
区
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
要
で
あ
る
。
部
族
と
民
族
に
お
い

て
は
、
最
後
に
、
な
る
ほ
ど
、
地
域
は
、
同
様
に
、
す
で
に
組
織
を
条
件
づ
け
は
じ
め
、
そ
し
て
、
土
地
占
有
が
す
で
に
政
治
的
な
権

利
を
決
定
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
人
的
な
要
素
が
、
さ
ら
に
徹
底
し
て
、
も
と
も
と
の
要
素
そ
し
て
圧
倒

的
な
要
素
と
み
な
さ
れ
る
。
い
ま
だ
民
族
の
概
念
は
、
民
族
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
土
地
お
よ
び
民
族
に
従
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
土
地

の
概
念
か
ら
、
独
立
し
て
い
る
。
い
ま
だ
そ
の
権
利
は
徹
底
し
て
人
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
だ
貴
族
性
（A

ristokratie

）
は

真
の
土
地
貴
族
（G

rundadel

）
で
は
な
く
、
自
由
の
減
少
は
真
の
土
地
隷
属
（G

rundhörigkeit

）
で
は
な
い
。
い
ま
だ
裁
判
所
は
、

ラ
ン
ト
裁
判
所
よ
り
大
き
な
民
族
裁
判
所
で
あ
る
。
い
ま
だ
王
は
、
民
族
の
王
で
あ
り
、
そ
し
て
、
王
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
ラ
ン
ト

（L
and

土
地
）
に
従
っ
て
よ
り
も
、
し
ば
し
ば
民
族
に
従
っ
て
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
絶
え
ざ
る
前
進
に
お
い
て
、
物
化
の
理
念
は
、
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
諸
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
。
人
的
原
則
と
物
的
原
則

の
〈
我
々
の
今
日
の
シ
ス
テ
ム
を
特
徴
づ
け
る
〉
あ
の
和
解
は
、
い
ま
だ
見
出
さ
れ
ず
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
さ
ら
な
る
闘
争

は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
闘
争
は
、
封
建
国
家
（P

atrim
onialstaat

）
に
お
け
る
物
化
の
勝
利
を
も
っ
て
終
わ

る
闘
争
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
十
八
章

お
わ
り
。
第
十
八
章
に
は
、
注
は
な
い
。】

【
以
上「
第
一
期
」完
。
以
下
、「
第
二
期

八
〇
〇
年
な
い
し
一
二
〇
〇
年
」開
始
。「
第
十
九
章

封
建
シ
ス
テ
ム
の
性
格
」に
続
く
。】
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第
二
期

八
〇
〇
年
な
い
し
一
二
〇
〇
年

第
十
九
章

封
建
シ
ス
テ
ム
の
性
格

カ
ー
ル
大
帝
の
王
朝
が
劣
弱
な
後
継
者
た
ち
の
下
で
解
体
の
一
途
を
た
ど
っ
て
以
来
、〔
そ
し
て
〕
そ
の
王
朝
が
そ
の
後
実
際
に
瓦

解
し
、
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
帝
国
が
、
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
（D

eutschthum

）
が
そ
の
中
で
勝
利
し
た
と
こ
ろ
の
王
朝
の
唯
一
の
構

成
部
分
と
し
て
、
そ
の
固
有
の
道
を
歩
ん
で
以
来
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
民
族
の
自
由
（V

olksfreiheit

）
に
反
対
し
て
闘
う
法
と
組
織

の
諸
原
則
の
長
い
間
に
わ
た
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
き
た
発
展
が
、
絶
え
る
こ
と
な
く
進
展
し
た
。

一
つ
の
運
動
が
、
上
か
ら
下
へ
の
方
向
に
お
い
て
、
民
族
の
自
由
を
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
奉
仕
を
と
お
し
て
駆
逐
し
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
を
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
を
と
お
し
て
駆
逐
し
た
の
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
運
動
が
、
下
か
ら
上
へ
の
方
向
に
お
い
て
、
す

べ
て
の
権
利
を
土
地
の
中
へ
と
沈
下
さ
せ
、
土
地
占
有
に
従
属
さ
せ
、
土
地
占
有
と
の
関
連
に
お
き
、
そ
し
て
そ
れ
と
の
類
推
に
お
い

て
取
扱
っ
た
と
こ
ろ
の
、
二
つ
の
運
動
は
、
自
ら
を
完
成
さ
せ
、
そ
し
て
、
一
つ
の
潮
流
に
合
一
し
た
。
こ
の
こ
と
が
起
き
た
と
き
に
、

封
建
国
家
が
完
成
さ
れ
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
）
と
物
化
（V

erdinglichung

）
の
融

合
に
お
い
て
、
封
建
国
家
の
特
徴
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

�．

「
支
配
（H

errschaft

）
と
奉
仕
（D

ienst

）」
は
、
た
ん
に
法
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
国
民
の
外
的
生
活
と
内
的
生
活
の
全

体
に
と
っ
て
、
駆
動
的
か
つ
形
成
的
な
思
想
と
な
っ
た
。
時
代
の
宗
教
、
文
学
、
慣
習
お
よ
び
道
徳
性
の
中
に
、
ひ
と
は
、
奉
仕
の
思

想
の
も
と
で
の
神
に
対
す
る
人
間
の
、
臣
下
（M

ann

）
に
対
す
る
臣
下
の
、
愛
人
に
対
す
る
男
性
の
、
す
べ
て
の
諸
関
係
を
も
た
ら

し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
関
係
を
〈
そ
の
主
人
に
対
す
る
奉
仕
者
の
古
い
誠
実
奉
仕
（T

reudienst

）
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
〉
形

式
の
中
へ
と
包
ん
だ
。
一
方
で
は
、
自
己
忘
却
的
な
献
身
と
絶
え
ざ
る
広
範
な
奉
仕
、
服
従
と
誠
実
と
が
、
他
方
で
は
、
恩
恵
と
寵
愛
、
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保
護
ま
た
は
利
益
の
保
証
が
、
至
る
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
諸
関
係
の
内
容
と
な
っ
た
。

政
治
的
な
関
係
に
お
い
て
は
、「
誠
実
奉
仕
」
は
、
国
家
全
体
を
束
ね
る
紐
帯
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
様
な
奉
仕
紐
帯
（D

i-

enstband
）
が
す
べ
て
の
人
々
を
王
国
の
支
配
者
（H

aupt

）
と
直
接
に
結
び
つ
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

関
係
お
よ
び
奉
仕
関
係
は
、
主
人
と
奉
仕
者
の
地
位
に
従
っ
て
、
そ
し
て
、
権
利
と
義
務
の
内
容
に
従
っ
て
、
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
に
形

成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
あ
ら
ゆ
る
主
人
は
、
同
時
に
よ
り
上
位
の
主
人
の
奉
仕
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
逆

に
、
奉
仕
者
は
下
位
の
奉
仕
者
の
主
人
で
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
首
長
を
と
お
し
て
よ
り

包
括
的
な
奉
仕
団
体
の
一
部
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
さ
ま
ざ
ま
な
奉
仕
諸
団
体
の
段
階
形
式
で
整
理
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
生
み
出
さ
れ

た
。
間
接
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
間
接
的
な
服
従
と
い
う
著
し
く
錯
綜
し
た
諸
関
係
が
生
じ
た
。〔
そ
し
て
〕
古
い
公
的
権
力
を
、〈
神

か
ら
皇
帝
に
、
皇
帝
か
ら
帝
国
の
臣
下
に
、
帝
国
の
臣
下
か
ら
彼
ら
の
臣
下
や
人
々
に
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
下
は
最
も
重
要

で
な
い
強
制
権
（G

ew
altrecht

）
で
あ
る
と
し
て
も
そ
の
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
担
い
手
に
至
る
ま
で
及
ん
だ
〉
奉
仕
職
務
の
形
式
に
お

い
て
上
位
の
主
人
か
ら
付
与
さ
れ
た
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
み
る
解
釈
が
生
じ
た
。
奉
仕
の
こ
の
世
俗
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
並
ん
で
、
し

か
し
、
類
似
の
組
織
に
お
い
て
、
多
様
に
そ
れ
と
交
錯
し
て
そ
し
て
し
か
し
な
が
ら
ま
さ
に
内
的
な
親
近
性
の
ゆ
え
に
、
危
険
な
競
争

者
で
あ
る
教
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
成
立
し
た
。

�．

そ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
帝
国
に
お
い
て
、
い
ま
や
し
か
し
、
第
二
に
、
九
世
紀
の
、
そ
し
て
一
部
分
さ
ら
に
十
世
紀
の
移
行

期
が
経
過
し
て
以
来
、「
す
べ
て
の
権
利
の
土
地
へ
の
従
属
性
」
が
最
高
度
に
高
め
ら
れ
た
。
ひ
と
が
土
地
そ
の
も
の
を
擬
人
化
す
る

こ
と
、〔
そ
し
て
〕
ひ
と
が
土
地
を
権
利
と
義
務
の
担
い
手
に
高
め
、
人
間
を
そ
の
代
表
者
に
お
と
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
多
く
欠

け
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
な
ぜ
な
ら
と
く
に
あ
ら
ゆ
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
奉
仕
も
ま
た
、
土
地
ま
た
は
地
域
の

付
属
物
と
な
り
、
土
地
ま
た
は
地
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
場
合
、
独
立
の
不
動
産
物
権
（Im

m
obiliarrecht

）
と
な
っ
た
。
そ
の
必
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然
的
な
結
果
は
、
す
べ
て
の
公
法
的
権
利
の
財
産
法
的
理
解
で
あ
り
、
封
建
的
権
力
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
上
か
ら
は
奉
仕
義
務
と

み
な
さ
れ
、
下
か
ら
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
と
み
な
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
官
職
と
あ
ら
ゆ
る
強
制
権
は
、
相
続
可
能
、
譲
渡
可
能
、
そ
し

て
、
量
的
お
よ
び
質
的
に
分
割
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
。
す
べ
て
の
権
利
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
私
法
の
性
質
を
受
け
取
っ
た
。
契
約

が
す
べ
て
で
あ
り
、
法
律
は
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
い
ま
な
お
個
人
と
個
人
の
間
の
法
律
関
係
だ
け
が
存
在
し
た
。
臣
下
制

と
恩
恵
制
度
の
融
合
か
ら
成
長
し
た
封
土
制
度
（L

ehnw
esen

）
が
シ
ス
テ
ム
の
頂
点
と
し
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
制
、
農
場
組
織
お

よ
び
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
が
そ
の
基
礎
と
し
て
、
一
様
に
、
こ
の
同
じ
思
想
の
上
に
基
づ
い
た
の
で
あ
る
。

�．

そ
の
出
発
点
が
、
以
上
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
共
同
体
の
諸
形
式
の
内
的
関
連
の
解
明
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
諸
対
立
の
よ
り

明
確
な
認
識
の
た
め
に
、
詳
細
に
触
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
こ
の
発
展
の
叙
述
は
、
我
々
の
課
題
に
は
入
ら
な

い
。
こ
こ
で
は
、
諸
運
動
は
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
流
れ
に
入
る
な
ら
ば
、
全
体
と
し
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
方
向
に
お
い
て
前
進
す
る
、

と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る
。
詳
論
の
本
来
の
対
象
を
構
成
す
る
の
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
こ
の
時
期
に
と
っ
て
は
、

ま
さ
に
、
法
と
組
織
に
お
い
て
支
配
的
な
原
則
と
は
反
対
に
立
つ
諸
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
封
建
シ
ス
テ
ム
の
制
度
に
つ
い
て
取
り

扱
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
そ
の
制
度
が
完
全
な
首
尾
一
貫
性
を
達
成
し
な
い
諸
点
に
つ
い
て
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
諸
要
素
を
そ
れ
自
体
と
し
て
含
ん
で
「
お
ら
ず
」、
そ
れ
ら
の
要
素
が
そ

れ
ら
〔
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
〕
の
外
に
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
要
素
に
対
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
三
つ
の
方
法
に
お
い

て
、
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
ま
た
、
指
導
的
な
組
織
理
念
に
も
「
か
か
わ
ら
ず
」、
ド
イ
ツ
の
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制

度
」
は
意
味
を
有
し
続
け
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
制
限
さ
れ
変
化
さ
れ
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
よ
り
狭
い
生
活
範
囲

の
大
部
分
に
お
い
て
、「
旧
来
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
が
存
続
し
続
け
た
。
第
二
に
、
そ
の
模
範
に
従
っ
て
、
た
と
え
ヨ
リ
非
独

立
的
な
態
度
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
の
内
部
で
自
ら
「
従
属
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
が
形
成
さ
れ
た
。
最
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後
に
、
第
三
に
、
こ
の
完
全
な
時
期
を
と
お
し
て
、
す
で
に
―
―
〈
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
に
輝
か
し
い
再
生
の
た
め

の
助
け
と
な
り
、
そ
し
て
、
封
建
シ
ス
テ
ム
を
打
ち
破
る
こ
と
を
決
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
〉「
自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
（freie

E
in-

ung

）
と
い
う
」
―
―
全
く
新
し
い
団
体
形
式
（V

ereinsform

）
が
有
効
と
な
っ
た
。
は
じ
め
に
、
こ
の
時
代
を
と
り
わ
け
特
徴
づ

け
る
団
体
形
式
で
あ
る
、
従
属
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
ま
た
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
詳
細
に
取
り
扱

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
続
い
て
、
手
短
か
に
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
残
り
が
、
最
後
に
は
、
よ
り
詳
細
に
新
た
な
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
芽
が
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
以
上
、
第
十
九
章
、
終
わ
り
。
第
十
九
章
に
注
は
な
い
。】

【
以
下
、「
Ａ

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」「
第
二
十
章

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
一
般
」
に
続
く
】

Ａ．

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
二
十
章

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
一
般

我
々
は
、
以
上
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
す
で
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
が
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
的
団
体
の
所
属
員
の
間
で
成
立
し
た
か
、
そ
し
て
、
そ
の
理
念
が
、
ホ
ー
フ
ロ
イ
テ
（
荘
園
農
民H

ofleute

）、
上
級
従
士
（M

inis-

terialen

）
お
よ
び
臣
下
（V

assallen

）
た
ち
の
固
有
の
権
利
と
固
有
の
裁
判
所
の
形
成
と
の
関
連
に
お
い
て
、
発
展
し
（
１
）

た
か
を
、
み

て
き
た
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
団
体
形
式
の
よ
り
完
全
な
展
開
は
、
よ
う
や
く
九
世
紀
お
よ
び
十
世
紀
へ
と
帰
す
る
が
、
そ
の
団
体
形
式

は
、
十
一
世
紀
お
よ
び
十
二
世
紀
に
お
い
て
最
盛
期
に
到
達
し
、
そ
の
後
は
、
し
か
し
、〈
そ
れ
が
、
一
部
分
は
解
体
さ
れ
、
一
部
分

は
次
第
し
だ
い
に
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
に
お
い
て
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
同
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
次
第
に
消
滅

し
た
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
特
徴
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
我
々
が
み
な
し
た
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
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は
、〈
主
人
だ
け
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
々
の
集
会
と
い
う
純
粋
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
示
さ
れ
る
〉

法
的
な
統
一
体
が
、
主
人
と
総
体
の
間
に
〈
い
つ
で
も
割
合
（P

roportion

）
が
立
て
ら
れ
う
る
よ
う
に
、
主
人
権
が
元
来
の
権
利
で

あ
り
、
総
体
の
権
利
は
導
出
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
〉
と
い
う
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
も
ま
た
、
我
々
は
、
早
期
に
、
独
立
の
主
人
権
が
そ
こ
か
ら
発
展
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
な
統
一
体
の
一
部

が
総
体
か
ら
主
人
へ
と
移
行
し
た
の
を
み
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
総
体
権
が
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
源
泉
で
あ
っ
た
と
い
う
意
識

が
保
持
さ
れ
た
限
り
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
で
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
が
で
き

た
が
、
し
か
し
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
方
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
意

識
が
失
わ
れ
る
や
否
や
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
〈
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
総
体
権
〔G

esam
m
trecht

総
有
権
〕
が
そ
こ
で

は
た
だ
導
出
さ
れ
た
権
利
と
し
て
の
み
存
在
し
え
た
と
こ
ろ
の
〉
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
の
ク
ラ
ス
の
中
へ
と
移
っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
形
成
は
、
ド
イ
ツ
全
体
の
発
展
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
意
味
を
有
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
が
主
人
権
に
総
体
権
を
、
任
命
に
選
挙
を
、
命
令
に
法
発
見
を
、
処
分
に
統
治
へ

の
参
加
を
対
立
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
シ
ス
テ
ム
の
支
配
の
も
と
で
、
よ
り
高
い
ク
ラ
イ
ス
と
よ
り
低
い
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る

民
族
に
力
強
い
自
治
を
確
保
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
〔
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
〕
に
よ
っ
て
初
め
は
た
だ
修
正
さ
れ

た
だ
け
で
あ
っ
た
レ
ー
ン
（
封
土
）
組
織
の
最
終
的
な
克
服
を
準
備
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、

〈
そ
れ
ら
が
、
し
か
し
、
さ
ら
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
が
自
由
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
一
方
で
、
た
と
え
必
ず
し
も
す
べ
て
の
自
由

権
で
は
な
い
と
し
て
も
、
若
干
の
自
由
権
を
要
求
し
、
そ
し
て
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
が
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
ク
ラ
ス
を
合
一

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
一
方
で
、
少
な
く
と
も
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
た
ち
）
の
大
体
の
人
的
平
等
性
を
導
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
民

族
法
的
な
諸
階
級
と
交
差
し
、
混
合
し
、
そ
し
て
、
最
後
に
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
〈
奉
仕
関
係
か
ら
成
長
し
た
〉
新
し
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い
諸
階
級
の
完
結
へ
の
主
た
る
梃
子
と
な
っ
た
。
階
級
の
平
等
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
と
っ
て
極
め
て
本
質
的
で

あ
り
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
階
級
の
平
等
性
の
極
め
て
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
の
で
、�
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
�
の
概
念
と
�
階

級
�
の
概
念
は
、
し
ば
し
ば
相
互
に
移
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
構
成
員
は
、
当
然
に
、
階
級
的
に
平
等

と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
同
僚
た
ち
（pares

）、
仲
間
た
ち
（com

pares

）、
階
級
仲
間
（Standesgeno

（
２
）

ssen

）
と
み
な
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
民
族
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
は
、
逆
に
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
現
れ
、
同
一
階
級
者
（der

Stan-

desgleiche

）
は
仲
間
と
（
３
）

し
て
、
非
同
一
階
級
者
（der
Standesungleiche

）
は
仲
間
で
な
い
者
、
そ
し
て
そ
れ
も
、
彼
が
よ
り
高

い
地
位
に
あ
る
か
低
い
地
位
に
あ
る
か
に
従
っ
て
上
位
の
仲
間
ま
た
は
下
位
の
仲
間
と
（
４
）

し
て
、
現
れ
て
い
る
。
階
級
形
成
と
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
運
動
の
緊
密
な
相
互
関
係
は
、
そ
れ
ゆ
え
自
ず
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
直
ち
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
成
立
を
と
お
し
て
主
人
諸
団
体
が
た
ん
に
内
的
に
変
形
さ
れ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
外
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
ク
ラ
イ
ス
へ
と
解
体
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
る
。

主
人
は
、
統
一
的
な
中
心
点
と
し
て
〈
主
人
に
間
接
ま
た
は
直
接
に
服
し
、
主
人
に
よ
り
近
く
ま
た
は
よ
り
遠
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
〉

す
べ
て
の
人
々
を
結
合
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
こ
の
団
体
の
同
一
階
級
者
た
ち
を
こ
の
団
体
の
そ
の
他
の

構
成
員
た
ち
に
対
し
て
排
除
し
た
。
フ
ュ
ル
ス
ト
の
臣
下
と
王
の
家
臣
は
、
同
一
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
構
成
員
で
あ
っ
た
が
、
し

か
し
、
彼
ら
は
、
も
は
や
断
じ
て
同
一
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
奉
仕
を
と
お
し
て
、
先
ず
最
初
に
、
異
な
る
権
利
を
伴
う
諸
階
級
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
成
長
し
た
よ
う
に
、
形
成
さ
れ

た
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
区
別
さ
れ
る
。

１．

ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
（
荘
園
法
）
の
ま
た
は
隷
属
制
（H

örigkeit

）
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
。

２．

奉
仕
法
（D

ienstrecht

）
の
ま
た
は
上
級
従
士
（M

inisterialität

）
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
。
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３．

レ
ー
ン
法
の
ま
た
は
臣
下
制
（V

assallität

）
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
。

最
初
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
個
々
の
グ
ル
ー
プ
の
内
部
で
は
、
も
と
も
と
の
階
級
の
諸
相
違
は
い
ま
だ
極
め
て
著
し
く
そ
し
て
効

力
を
有
し
た
の
で
、
同
一
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
中
に
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
さ
ま
ざ
ま
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
非
同
一
階

級
性
の
ゆ
え
に
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
王
国
宮
中
伯
ゲ
マ
イ
ン
デ
（P

alatinengem
einde

）
ま
た
は
王
国

収
税
官
吏
ゲ
マ
イ
ン
デ
（F

iskalinengem
einde

）
が
、
そ
れ
ら
が
司
教
ま
た
は
別
の
主
人
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
も
ま
た
、
し
ば
し

ば
さ
ら
に
長
い
間
、
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
特
別
の
構
成
部
分
と
し
て
存
続
（
５
）

し
た
。
部
分

的
に
荘
園
法
に
服
さ
せ
ら
れ
た
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
隷
属
す
る
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
融
合
し
な
か
（
６
）

っ
た
。

そ
し
て
、
階
級
法
の
差
異
に
従
っ
て
、
し
ば
し
ば
、
同
一
の
荘
園
に
お
け
る
共
同
の
荘
園
隷
属
者
（H

ofhörige

）
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
と
並
ん
で
、
よ
り
良
い
法
のW

achszinsigen

、
ラ
ー
テ
ン
（L

aten

）、
荘
園
自
由
民
（H

offreien

）、K
em
m
erlingen

、
ま

た
は
そ
の
他
の
隷
属
民
た
ち
の
固
有
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
（
７
）

っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
非
自
由
民
階
級
と
半
自
由
民
階
級
の
接
近
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
諸
団
体
は
、
大
部
分
の
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
に
お
い
て
唯
一
の

荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
（
８
）

ト
へ
と
融
合
し
、
よ
り
上
位
の
夫
役
法
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
前
者
か
ら
そ
れ
だ
け
一
層
分
離
さ

れ
、
そ
し
て
、
荘
園
法
、
夫
役
法
お
よ
び
レ
ー
ン
法
に
従
う
階
級
の
差
異
は
、
絶
え
ず
よ
り
確
固
と
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
―
―
非
同

一
階
級
で
あ
る
こ
と
（Standesungleichheit

）
は
、
し
か
し
、
一
人
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（E

iner
H
errschaft

）
へ
の
い
く
つ
か
の

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
形
成
へ
と
導
い
た
唯
一
の
事
情
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
領
土
的
お
よ
び
経
済
的
諸
条
件
は
、
さ
ら
に

は
る
か
に
豊
か
な
編
成
を
も
た
ら
し
た
。
一
人
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
は
い
く
つ
か
の
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
（F

ronhofe

フ
ロ
ン
荘
園
）
が

属
し
、
あ
ら
ゆ
る
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
に
は
い
く
つ
か
の
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
（
荘
園
マ
ル
ク
）
が
属
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
同
一
の
主
人
の
下
に
、

多
く
の
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
成
立
し
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
個
々
の
ラ
ン
ト
部
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
従
士
諸
団
体
ま
た
は
臣
下
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諸
団
体
も
ま
た
、
成
立
し
た
。
同
様
に
、
共
通
の
奉
仕
（
夫
役D

ienst

）
ま
た
は
共
有
の
官
職
（A

m
t

）
は
、
天
職
と
諸
利
益
の
共
通

性
を
も
っ
て
、
同
一
の
官
職
を
与
え
ら
れ
た
荘
園
人
（H

ofm
annen

）、
従
者
（D

ienstm
annen

）
ま
た
は
封
土
人
（L

ehnsm
annen

）

の
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
ヨ
リ
大
き
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
、
時
代
の
経
過
の
中
で
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

の
つ
ね
に
増
大
す
る
数
へ
と
帰
し
た
の
で
あ
る
。
最
も
多
く
は
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
が
こ
れ
を
皇
帝
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
と
し
て
理

解
し
え
た
限
り
で
、
帝
国
で
あ
る
。
次
第
に
多
く
、
し
か
し
ま
た
、
聖
職
者
の
指
導
者
た
ち
と
世
俗
的
な
指
導
者
た
ち
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
諸
団
体
も
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
相
互
間
で
関
連
の
中
に
立
っ
て
い
な
い
。
た
だ
共
通
の
首
長
だ
け
を
、

そ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
共
通
に
し
て
い
る
。
し
か
し
主
人
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、〈
主
人

と
の
個
々
人
の
、
以
前
は
唯
一
の
結
合
の
代
わ
り
に
、
ま
た
は
、
こ
れ
と
並
ん
で
〉
次
第
し
だ
い
に
総
体
権
（
総
有
権
）
と
総
体
義
務

（
総
有
義
務
）
を
伴
う
独
立
の
統
一
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
瑕
疵
あ
る
諸
原
典
資
料
か
ら
は
も
は
や
再
構
成
さ

れ
な
い
〉
か
な
り
複
雑
な
関
係
が
成
立
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
〈
す
べ
て

の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
に
服
す
る
人
々
を
対
外
的
に
排
除
し
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
家
族
法
的
、
財
産
法
的
お
よ
び
政
治
的

取
引
を
た
だ
彼
ら
自
身
の
間
で
の
み
自
由
に
許
し
、
対
外
的
に
は
主
人
の
協
働
に
依
存
さ
せ
た
〉
厳
格
な
統
一
体
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

り
、
他
方
で
は
、
こ
の
団
体
の
中
に
お
け
る
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
綴
じ
込
み
は
、
一
部
は
、
法
的
取
引
を
〈
彼
ら
が
仲
間
で
な

い
者
で
あ
っ
た
場
合
に
は
〉
同
一
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
所
属
員
間
に
制
限
す
る
こ
と
を
、
一
部
は
、
対
外
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
仲
立

ち
を
打
ち
破
る
こ
と
を
、
惹
起
し
た
か
ら
で
あ
る
。
上
か
ら
下
へ
と
段
階
づ
け
ら
れ
た
、
団
体
全
体
を
把
握
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
法
と

並
ん
で
、
い
ま
や
〈
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
法
と
交
差
し
こ
れ
を
制
限
す
る
〉
よ
り
狭
い
ク
ラ
イ
ス
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
権
利
が
形
成

さ
れ
た
。
以
前
の
同
等
性
を
実
現
す
る
た
め
に
、
同
心
円
の
古
い
シ
ス
テ
ム
が
自
ら
を
変
化
さ
せ
た
段
階
の
多
い
は
し
ご
段
に
お
い
て
、
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同
一
の
段
階
ま
た
は
隣
接
す
る
段
階
に
属
す
る
諸
要
素
が
、〈
そ
の
側
で
そ
れ
ら
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
は
し
ご
段
の
部
分

を
平
等
に
す
る
こ
と
を
求
め
、
そ
し
て
、
最
後
に
事
実
、
平
等
化
し
た
と
こ
ろ
の
〉
円
環
の
形
式
に
お
い
て
新
た
に
結
合
し
た
の
で
あ
る
。

人
的
な
ら
び
に
物
的
な
関
係
に
お
け
る
一
人
の
主
人
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
全
体
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
、
ド
ミ
ニ
ウ
ム
（dom

in-

ium

）、
ド
ミ
ニ
カ
ー
ト
ゥ
ス
（dom

inicatus

）
と
し
て
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
ラ
ン
ト
、
テ
ル
ラ
（
土
地
）、

レ
ー
ギ
オ
（
地
域
）
な
ど
と
し
て
、
そ
し
て
、
主
人
の
特
別
の
地
位
に
従
っ
て
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
（
帝
国
）
ま
た
は
ラ
イ
ヒ
（
帝
国
）

と
し
て
、
ビ
ス
ト
ゥ
ー
ム
（
司
教
区
）、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
ト
ゥ
ー
ム
（
公
国
）、
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ト
ゥ
ー
ム
（
候
国
）、
グ
ラ
フ
シ
ャ
フ

ト
（
伯
爵
領
）
な
ど
と
し
て
、
総
括
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
団
体
に
属
す
る
人
々
の
総
体
を
、
ひ
と
は
、
主
人
の
臣
下
（subditi

）、

従
者
（U

nterthanen

）、
ど
れ
い
（hom

ines

）、
使
用
人
（L

eute

）
な
ど
と
名
づ
け
た
。
本
来
の
奉
仕
関
係
か
ら
〈
な
る
ほ
ど
そ
こ

か
ら
由
来
す
る
が
し
か
し
自
由
と
分
類
さ
れ
る
〉
諸
関
係
へ
と
は
ま
だ
高
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
人
々
の
総
体
を
、
ひ
と
は
、
ド

イ
ツ
の
�
ゲ
ジ
ン
デ
（G

esinde

従
者
、
扈
従
）�
が
そ
れ
に
対
応
し
た
と
こ
ろ
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
（fam

ilia

郎
党
）
と
し
て
総
括
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
に
属
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
全
時
期
の
間
、
重
臣
お
よ
び
良
臣
（fam

ilia
m
ajor

et
m
elior

）
と
し
て
下
級
臣
下
、

奴
隷
臣
下
あ
る
い
は
裁
判
所
の
臣
下
（fam

ilia
hum

ilior,
servilis,

oder
curiae

）
か
ら
区
別
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
と
こ
（
９
）

ろ
の
、

廷
臣
（M

inisterialen

）
も
ま
た
属
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
狭
義
に
お
け
る
フ
ァ
ミ
リ
ア
（fam

ilia

、
郎
党
）
は
、
本
来
的
に
土
地
農
奴

（G
rundhörige

L
eute

）
の
み
を
称
し
た
の
で
（
１０
）

あ
る
。
フ
ァ
ミ
リ
ア
そ
の
も
の
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
は
な
く
、
そ
の
対
立
物

で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
が
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
一
部
分
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
フ
ァ
ミ
リ

ア
と
も
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
よ
り
正
確
な
言
い
回
し
で
は
、
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ア
に
、
ソ
キ
エ
タ
ス

（societas

組
合
）、
コ
ン
ソ
ル
テ
ィ
ゥ
ム
（
仲
間
、
団
体consortium
）、
ゲ
ノ
ス
シ
ャ
フ
ト
（genosschaft

）、
ゲ
ノ
ッ
サ
ー
ミ

（genossam
i

）
な
ど
と
し
て
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
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ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
フ
ァ
ミ
リ
ア
と
ソ
キ
エ
タ
ス
の
関
係
に

関
す
る
最
も
明
瞭
な
解
明
を
我
々
に
与
え
て
い
る
の
は
、
一
〇
二
四
年
の
司
教
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ウ
ォ
ル
ム
ス
荘
園
法
（W

orm
ser

H
ofrecht

des
B
ischofs

B
urkhard

vom
1024

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
司
教
に
よ
っ
て
、
彼
の
団
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
、
す
な

わ
ち
、
聖
職
者
お
よ
び
世
俗
人
、
後
者
の
中
の
従
者
た
ち
（D
ienstm

annen

）
な
ら
び
に
荘
園
農
奴
た
ち
（H

ofhörige

）
を
加
え
て
、

聖
ペ
ト
ロ
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
（fam

ilia
sancti

P
etri

）
と
し
て
総
括
さ
れ
て
（
１１
）

い
る
司
教
区
に
属
す
る
人
々
の
総
体
の
た
め
に
与
え
ら
れ

た
法
律
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
法
（lex

fam
iliae

oder
jus
fam
i

（
１２
）

liae

）、
す
な
わ
ち
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

的
団
体
の
法
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
明
示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
中
に
相
互
に
平

行
し
て
存
在
し
て
（
１３
）

い
る
、
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
特
別
法
を
包
含
し
て
い
る
。
何
が
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
諸
ソ

キ
エ
タ
ス
（societates

）
の
も
と
に
理
解
さ
れ
た
か
は
、
確
実
性
を
も
っ
て
は
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
、

荘
園
法
（H

ofrecht

）
の
そ
の
他
の
内
容
に
従
え
ば
、
ほ
ぼ
以
下
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
主
と
し
て
、
た
だ
限
定
さ
れ
る
べ
き
奉
仕

に
義
務
づ
け
ら
れ
た
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ニ
（fiscalini
）
た
ち
の
一
つ
ま
た
は
い
く
つ
か
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
、
よ
り
僅
か
な
権

利
を
も
つ
へ
ー
リ
ゲ
（H
örige

奴
隷
）
た
ち
、
す
な
わ
ち
ダ
ゲ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
（dagew

ardi

）
（
１４
）

た
ち
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
が
、
区
別

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
並
ん
で
コ
ン
キ
ー
ヴ
ェ
ス
（concives
同
市
民
）
す
な
わ
ち
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
結
合
し
た
自
由
な

都
市
住
民
た
ち
も
ま
た
、
彼
ら
が
司
教
に
地
代
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
に
、
司
教
に
よ
っ
て
彼
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
に
数
え
ら

れ
て
（
１５
）

い
る
。
最
後
に
、
キ
ヴ
ィ
タ
ス
に
お
け
る
フ
ァ
ミ
リ
ア
（fam

ilia
in
civitate

）
に
対
し
て
、
土
地
の
司
教
区
へ
ー
リ
ゲ
が
、
特

別
の
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
（H

ofgem
einde

）
と
し
て
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
（
廷
臣
）
た
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
独
自
の
代
表
者
た
ち
―
―

場
所
の
従
者
た
ちm

inistri
loci

―
―
の
も
と
に
結
合
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
（
１６
）

え
る
。
司
教
の
従
者
た
ち
と
廷
臣
た
ち
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
そ
も
そ
も
〈
法
律
が
そ
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
〉
フ
ァ
ミ
リ
ア
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に
数
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も
明
白
に
は
言
明
さ
れ
て
い
（
１７
）

な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ど
う
あ
る
に
せ
よ
、

個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
さ
ら
な
る
平
和
と
法
の
内
部
で
は
、
た
だ
支
配
者
の
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
を
と
お
し
て
の
み
相
互
に
関
連
す
る
特
別
の
平
和
ク
ラ
イ
ス
ま
た
は
法
ク
ラ
イ
ス
と
し
て
自
ら
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
も
ま
た
、
そ
の
本
来
の
司
教
を
代
表
す
る
首
脳
部
と
そ
れ
独
自
の
裁
判
所
を
持
っ
て
い
た
。
司
教
じ

し
ん
に
よ
っ
て
彼
の
城
（curtis

）
の
中
に
設
置
さ
れ
て
い
る
廷
臣
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
従
者
た
ち
の
裁
判
所
と
並
（
１８
）

ん
で
、〈
そ

こ
に
お
い
て
は
た
だ
そ
の
仲
間
た
ち
だ
け
が
参
審
員
お
よ
び
判
決
発
見
者
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
、
た
だ
仲
間
た
ち
だ
け
が
証

人
お
よ
び
宣
誓
補
助
者
と
し
て
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
の
〉
そ
の
他
の
諸
ソ
キ
エ
タ
ス
の
裁
判
所
が
存
在
（
１８
）

し
た
。
個
々
の
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
間
の
取
引
は
必
ず
し
も
完
全
に
自
由
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
主
人
の
仲
介
な
き
家
族
法
的

取
引
と
財
産
法
的
取
引
の
完
全
な
排
除
は
全
く
フ
ァ
ミ
リ
ア
に
属
さ
な
い
人
々
に
対
す
る
関
係
で
の
み
存
在
し
た
と
し
（
１９
）

て
も
、
そ
れ
で

も
な
お
同
じ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
構
成
員
の
間
で
の
み
婚
姻
が
完
全
に
適
法
で
あ
り
、
ウ
ン
ゲ
ノ
ッ
セ
（
仲
間
で
な
い
者U

n-

genosse

）
の
間
の
婚
姻
に
お
い
て
は
子
供
た
ち
は
悪
魔
の
手
（ärgere

H
and

）
に
従
（
２０
）

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
な
関
連
は
、
と
く
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
に
対
す
る
違
法
行
為
（V

ergehen

）
が
ウ
ン
ゲ
ノ
ッ
セ
に
加
え
ら
れ
る
（
２１
）

不
正
と
は
別

に
判
断
さ
れ
そ
し
て
よ
り
厳
格
に
償
わ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
最
も
二
義
的
に
で
は
な
く
〔
一
義
的

に
〕
た
だ
た
ん
に
主
人
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
の
み
な
ら
ず
独
立
し
た
平
和
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
法
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

か
ら
も
ま
た
流
出
す
る
ひ
と
つ
の
結
合
を
確
証
す
る
諸
規
定
で
あ
る
。

ウ
ォ
ル
ム
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
し
か
し
そ
の
他
の
諸
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
従
属
的
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
は
、
固
有
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
（
２２
）

と
法
を
も
つ
特
別
の
ク
ラ
イ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
に
固
有
の
代

表
者
（V
orst

（
２３
）

eher

）
と
裁
（
２４
）

判
所
を
も
ち
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
で
は
、
完
全
な
取
引
の
自
由
を
欠
い
て
い
た
の
で
（
２５
）

あ
る
。

２２２オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



【
以
上
、
第
二
十
章

終
わ
り
。】

【
以
下
、
第
二
十
章
の
注
】〔
注
番
号
１８
が
重
複
し
て
い
る
が
原
著
の
ま
ま
掲
げ
る
。
訳
者
記
〕

注（
１
）

上
述
、
第
十
五
章
を
見
よ
。

注（
２
）

U
rk.
v.
1195.

L
acom

blet
I.
383：

同
僚
た
ち
（pares

）。G
rim
m
,
W
eisth.

I.
693：

仲
間
た
ち
（com

pares

）。
ブ
ラ
ッ
ケ
ル
の

荘
園
法
（H

ofrecht
von
B
rackel

）（M
aurer,F

ronh.IV
.S.2.N

ote
12

）：

階
級
仲
間
（Standtgenossen

）。

注（
３
）

例
え
ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
注
釈
（G
losse

zum
Sachsensp.

III.
58

）：

「
そ
れ
を
我
々
は
フ
ォ
ル
ス
ト
ゲ
ノ
ー
ト
と
呼

ぶ
。」（den

heiten
w
ir
forste

―genot

）。
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
（Schw

abensp.

（L
a�
b.

）c.79.II.III.

）：

「
つ
ね
に
自
由

な
る
人
は
、
ど
の
よ
う
な
仲
間
で
あ
れ
、
彼
の
仲
間
を
要
求
す
る
。」（w

elch
sem
pe
rfreyer

m
an
ein
sein

genosz.anspricht

）。

Sachsensp.
I.
51.
§
4：

「
仲
間
」（genot

）。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
注
釈I.

51：

「
同
等
に----

と
は
、
こ
こ
で
は
必
要
な
限
り

で
を
意
味
す
る
。」（ebenbürtig

----
heisst

hie
so
viel
als
notschaft.

）。Schw
abensp.c.319.325

ec.

注（
４
）

Schw
abensp.c.253：

「
上
位
仲
間
」（ubergenoz

）。Ib.
c.
79.
II：

「
あ
ら
ゆ
る
人
は
彼
の
下
位
仲
間
と
闘
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の

者
を
拒
否
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
は
彼
の
仲
間
と
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（eyn

yeclich
m
an
gew
eigert

w
ol
das

er
nicht

kem
pfet

m
it
seinem

undergenossen.E
in
yeclich

m
an
m
uz
kem
pfen

m
it
seinem

g
enosz.

）。Ib.c.253：

「
そ
し
て
彼
は
、

彼
が
彼
と
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
に
、
彼
の
下
位
仲
間
で
も
あ
る
。」（und

ist
er
ouch

sin
undergenoz,w

il
er,er

m
uz
m
it

im
kem
phen.

）。Ib.325：

「
彼
女
の
仲
間
ま
た
は
上
位
仲
間
が
取
得
し
た
（diu

ir
genoz

hat
genom

en
oder

ir
ubergenoz.

）
相

続
財
産
は
娘
だ
け
が
こ
れ
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。」

注（
５
）

一
〇
二
四
年
の
聖
ペ
テ
ロ
のleges

fam
iliae

（
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
諸
法
律
）（b.G

rim
m
,W
eisth.I.S.804

f.

）
十
三
条
、
二
十
二
条
な

ど
に
よ
る
ウ
ォ
ル
ム
ス
に
お
け
る
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ニ
は
、
そ
う
で
あ
る
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、B

luntschli,
St.＝

u.R
.G
.
I.
S.

49
f.

第
二
十
九
章
を
参
照
せ
よ
。
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注（
６
）

例
え
ば
、
司
教
座
の
あ
る
諸
都
市
に
お
け
る
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
ら
が
一
時
的
な
管
区
の
下
に
あ
っ
た
限
り
で
、
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
権
に
服
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
以
前
同
様
に
、
本
来
の
荘
園
法
的
な
フ
ァ
ミ
リ
ア
か
ら
も
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
か
ら
も
、

奴
隷
（H

örigen

）
か
ら
も
、
区
別
さ
れ
た
一
つ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成
し
た
。
第
二
十
九
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
７
）

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
オ
ェ
ト
マ
ル
ゼ
ンO

ethm
arsen

に
お
い
て
は
、〈
そ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
独
自
の
権
利
を
も
っ
た
と
こ
ろ

の
〉、
宮
廷
自
由
人
た
る
エ
ヒ
テ
、
真
正
な
後
の
奴
隷
、
お
よ
び
、
侍
従
ま
た
は
お
付
の
者
、
と
い
う
三
種
の
異
な
る
エ
ヒ
テ
（hoffrye

echte,die
echte

ofte
hoerigkeit

und
die
kem
erlings

oder
kaem

er
echte

drei
verschiedene

E
chten

）
ま
た
は
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
が
存
在
し
た
。M

aurer,F
ronh.IV

.S.7.N
ote
58.59.60.S.12.S.15.N

ote
13.14.

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
司
教
区
に
属
し

た
の
は
、
ワ
ッ
ク
ス
ツ
ィ
ン
ジ
ゲ
ンW

achszinsigen

の
エ
ヒ
テ
た
ち
（E

chten

嫡
出
子
）
お
よ
び
（
ク
ー
ル
メ
ー
デK

urm
ede

へ
と
義

務
づ
け
ら
れ
た
）
そ
の
他
の
荘
園
奴
隷
た
ち
（H
ofh
ö rigen

）
の
エ
ヒ
テ
（
嫡
出
子
）
た
ち
で
あ
っ
た
。K

indlinger,
M
ü nster.

B
eitr.

II,
2.
S.
338：

「
同
一
の
エ
ヒ
テ
に
お
い
て
。---

オ
ル
ロ
フ
は
、
し
ば
し
ば
ワ
ス
テ
ィ
ン
ジ
ゲ
ン
の
人
間
で
な
い
者
に
特
別
の
ブ
ロ
ッ
ク

を
与
え
る
こ
と
を
欲
し
、
彼
の
主
人
の
フ
ル
ボ
ル
ト
は
、
し
ば
し
ば
別
の
エ
ヒ
テ
で
な
い
者
の
中
へ
と
特
別
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
与
え
る
こ
と

を
欲
す
る
。」（in

derselben
echte;
―offt

en
w
asztinsisch

m
ensche

sunder
orloff

offt
vulbort

sines
heren

sich
m
oge

geven
zunder

brocke
in
en
ander

echte

）。;S.341
f.

ま
た
、K

indlinger,
H
örigkeit

S.
27.
28.

を
参
照
せ
よ
。
エ
ッ
セ
ン
司

教
区
に
お
い
て
、
ひ
と
は
、hovenere

（
荘
園
人
）
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、hilligen

lude

（
聖
職
者
）
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、

hyen

（
保
護
奴
隷Schutzh

örigen

）
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
区
別
し
た
。G

rim
m
,W
.III.S.877.878.W

eisth.v.1324
b.K
in-

dlinger,
H
örigkeit

S.
382.

384.

ビ
ュ
ッ
ケ
ン
（B

ücken

）
の
司
教
区
に
お
い
て
は
、godeshuslüde

（
神
の
家
の
人
々
）、sunder-

huslüde

（
特
別
の
家
人
た
ち
）お
よ
びvrige

godeslude

（
自
由
な
信
者
た
ち
）と
い
う
三
つ
の
エ
ヒ
ト
が
並
行
し
て
存
在
し
た
。M

aurer,

F
ronh.IV

.S.8.L
uttingen

L
aten

（
ル
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
人
々
）、koerm

udige
L
eute

（
コ
エ
ル
ム
ー
ド
の
人
々
）
に
お
い
て
。L

a-

com
blet,A

rchiv
I.S.166.N

ote;S.202.c.9.

注（
８
）

M
aurer,F

ronh.IV
.S.13.
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注（
９
）

例
え
ば
、K

indlinger,
H
örigk.

S.
223.

に
お
け
る
一
〇
一
五
年
の
証
書：

「
彼
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
一
緒
に
招
集
さ
れ
た
よ
り
多
く
の

そ
し
て
よ
り
良
い
人
々
に
」（m

ajoribus
et
m
elioribus

fam
iliae

suae
convocatis.

）、G
uden.

I.
S.
395

に
お
け
る
約
一
一
一
一
年

頃
の
証
書：

「
よ
り
低
い
一
般
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
と
と
も
に
同
じ
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
（
廷
臣
た
ち
）
を
、
す
な
わ
ち----

ミ
ニ
ス
テ
リ

ア
ー
レ
ン
お
よ
び
フ
ァ
ミ
リ
ア
と
共
に
」（m

inisteriales
ejusdem

cum
universa

fam
ilia
hum

iliori; ----
cum

m
inisterialibus

et

fam
ilia

）;ib.
S.
61

に
お
け
る
一
一
二
四
年
の
証
書：

「
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
た
ち----

お
よ
び
す
べ
て
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
と
と
も
に
」（cum

m
inisterialibus

----
et
fam
ilia
tota.

）;1130
u.1131

ib.92.99.

―
―
こ
れ
と
は
反
対
に
、T

rad.C
orbecens.§

40

に
お
け
る
「
奴

隷
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
」（fam

ilia
servilis

）、
一
〇
七
一
年
の
証
書
に
お
け
る
「
裁
判
所
」（curiae

）。C
od.
L
auresh.

I.
194.

を
、
参
照

せ
よ
。

注（
１０
）

例
え
ば
、
聖
ペ
テ
ロ
の
諸
法
律
（leges

s.
P
etri

initio

）
は
、「
聖
職
者
と
兵
隊
お
よ
び
全
て
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
協
議
会
を
も
っ
て
」

（cum
consilio

cleri
et
m
ilitum

et
totius

fam
iliae

）
と
い
う
開
始
に
よ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
。

注（
１１
）
『
私
ウ
ォ
ル
ム
ス
教
会
の
司
教
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
悲
惨
な
人
々
の
不
断
の
嘆
き
お
よ
び
〈
過
酷
な
慣
習
に
よ
っ
て
「
聖
ペ
ト
ロ
の
フ
ァ

ミ
リ
ア
」
を
破
壊
し
た
〉・〈
矛
盾
す
る
諸
法
律
を
彼
ら
に
課
し
そ
し
て
よ
り
無
力
な
人
々
を
彼
ら
の
裁
判
所
に
お
い
て
圧
迫
す
る
〉
多
く

の
人
々
の
た
び
重
な
る
奸
計
の
ゆ
え
に
、
誰
か
あ
る
弁
護
士
、
あ
る
い
は
、
教
皇
執
事
、
あ
る
い
は
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ス
で
は
な
く
、

あ
る
い
は
、〈
上
述
の
諸
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
、
そ
れ
ら
の
者
の
中
の
だ
れ
か
あ
る
雄
弁
の
人
で
は
な
く
〉、
聖
職
者
お
よ
び
廷
臣
お
よ
び
す
べ

て
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
会
議
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
命
令
の
諸
法
律
を
書
く
こ
と
と
い
う
条
件
の
も
と
に
、
上
述
の
フ
ァ
ミ
リ
ア

に
誰
か
あ
る
人
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、「
一
つ
の
そ
し
て
全
く
同
一
の
法
律
」、
す
な
わ
ち
、
目
前
に
置
か
れ
た
〈
区

分
さ
れ
貧
し
く
さ
れ
た
者
の
〉
法
律
が
、
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
共
通
で
あ
る
こ
と
を
、
認
識
し
た
。』

（E
go
B
urchardus

W
orm
.ecclesiae

episcopus,
propter

assiduas
lam
entation

es
m
iserorum

et
crebras

insidias
m
ul-

torum
qui
m
ore
canino

fam
iliam

s.P
etri
dilacerabant,diversas

leges
eis
im
ponentes

et
infirm

iores
quosque

suis
ju-

diciis
opprim

entes,cum
consilio

cleri
et
m
ilitum

et
totius

fam
iliae

has
jussi

scribere
leges,

ne
aliquis

advocatus
aut
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vicedom
inus

aut
m
inisterialis,sive

inter
eos
alia
aliqua

loquax
persona,

supradictae
fam
iliae

novi
aliquid

subinferre

posset,sed
una
eadem

que
lex
diviti

et
pauperi

ante
oculos

praenotata
om
nibus

esset
com
m
unis

）。

注（
１２
）

参
照
せ
よ
。
第
二
条
、
第
七
条
、
第
十
一
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条：

「
法
は
家
族
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。」（lex

erit
fam
il-

iae
）。
第
八
条
、
第
九
条：

「
権
利
は
家
族
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。」（jus

erit
fam
iliae

）。

注（
１３
）

第
八
条
「
も
し
誰
か
が---

誰
か
あ
る
者
に
彼
の
ソ
キ
エ
タ
ス
か
ら
何
か
あ
る
物
を
不
正
に
与
え
た
と
き
は
」（si

quis
----
aliqui

ex

societate
sua
aliquid

injustitiae
fecerit.

）。
第
十
三
条
「
不
衡
平
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
者
に
対
し
て
、
も
し
そ
の
者
が
同
じ
ソ
キ

エ
タ
ス
の
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
五
枚
の
金
貨
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
者
が
彼
の
ソ
キ
エ
タ
ス
の
外
に
あ
る
者
で
あ
る
な
ら

ば
、
彼
は
一
ウ
ン
キ
ア
の
保
証
金
を
も
っ
て
法
廷
に
召
喚
さ
れ
る
。」（quinque

solidos
com
ponat,

cui
iniquitas

facta
est,
si
de

eadem
societate

est;et
si
extra

suam
societatem

est,una
uncia

vadetur.

）。

注（
１４
）

と
く
に
第
九
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
九
条
を
参
照
せ
よ
。

注（
１５
）

第
二
十
六
条
「
法
は
同
市
民
た
ち
の
た
め
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。」（lex

erit
concivibus

）。
都
市
の
特
別
の
空
間
的
な
平
和
を
確
定
し

て
い
る
、
第
二
十
七
条
お
よ
び
第
二
十
八
条
も
ま
た
、
市
民
た
ち
に
関
係
し
て
い
る
。

注（
１６
）

第
二
十
条
「
ウ
ォ
ル
ム
ス
市
民
に
お
け
る
闘
争
に
つ
い
て
」（60

sol.

）；

「
し
か
し
フ
ァ
ミ
リ
ア
内
部
の
市
民
の
ほ
か
に
」（20

sol.

）。

第
十
二
条
「
も
し
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
誰
か
が
彼
の
仲
間
（socius

）
と
の
間
に
、
耕
地
ま
た
は
ワ
イ
ン
農
場
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
軽
微

な
問
題
に
お
い
て
、
争
い
を
有
し
、
そ
し
て
、
地
域
の
ミ
ニ
ス
タ
ー
（m

inister
loci

地
方
長
官
）
の
も
と
に
訴
え
る
と
き
は
、
こ
の
ミ

ニ
ス
タ
ー
は
、
彼
の
同
市
民
の
ス
ブ
イ
ェ
ク
ト
ゥ
ス
た
ち
と
と
も
に
（cum

subjectis
concivibus

suis

）
宣
誓
な
し
に
判
決
す
べ
き
で

あ
る
。」。
第
二
条
、
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
を
参
照
せ
よ
。

注（
１７
）

第
三
十
条
「
も
し
し
か
し
我
々
の
城
に
い
る
と
こ
ろ
の
我
々
の
従
僕
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
我
々
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
リ
ス
が
推
測

す
る
こ
と
を
あ
え
て
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
推
測
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
が
我
々
の
信
者
た
ち
の

権
力
と
助
言
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
。」（si

autem
noster

servitor,
qui
in
nostra

curte
est,
aut
noster

m
inisterialis
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talia
audeat

praesum
ere,

volum
us,
ut
hoc
sit
in
nostra

potestate
et
consilio

nostrorum
fidelium

,
qualiter

talis
prae-

sum
ptio

vindicetur.

）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
は
、
信
者
た
ち
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
本
来
の
フ
ァ
ミ
リ

ア
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

注（
１８
）

第
三
十
条
（
注（
１６
））。

注（
１８
）
【
同
一
番
号
で
異
な
る
内
容
の
注
】
第
七
条
「
も
し
誰
か
が
誰
か
あ
る
者
の
犯
行
か
ら
彼
の
ソ
キ
ウ
ス
た
ち
の
裁
判
を
伴
う
司
教
の
手

に
陥
る
と
き
は
」（si

quis
ex
aliquo

com
m
isso
in
m
anus

episcopi
cum

judicio
sociorum

suorum
pervenerit.

）、
第
十
二
条

「
彼
の
場
所
の
ミ
ニ
ス
タ
ー
が
彼
の
同
市
民
の
ス
ブ
イ
ェ
ク
ト
ゥ
ス
た
ち
と
と
も
に
こ
の
こ
と
を
決
定
す
る
た
め
に
」（ut

illius
loci

m
inister

cum
subjectis

concivibus
suis

----
hoc
determ

inet.

）、
第
十
七
条
。
第
十
八
条
「
お
の
お
の
が
彼
の
ソ
キ
ウ
ス
〔
仲
間
〕

と
と
も
に
一
つ
の
手
を
も
っ
て
誓
う
。
も
し
反
目
が
あ
る
な
ら
ば
、
七
人
お
よ
び
司
教
と
と
も
に
同
様
に
〔
誓
う
〕。」（ut

unusquisque

cum
socio

suo
juret

cum
una
m
anu,si

propter
faidam

erit,cum
septem

et
episcopo

sim
iliter.

）。
第
二
十
二
条
「
陪
席
判

事
た
ち
の
裁
判
を
も
っ
て
」（cum

judicio
scabinorum

）。
第
三
十
一
条
。
―
―
そ
の
上
、
す
で
に
当
時
司
教
に
譲
渡
さ
れ
て
い
た
公

的
な
裁
判
管
轄
権
の
行
使
の
た
め
の
管
区
裁
判
所
が
存
在
し
、
そ
の
下
に
、
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
保
護
ま
た
は
土
地
に
隷
属
す
る
人
々
に
属
さ

な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
住
民
が
服
し
て
い
た
（
第
三
十
条
）。

注（
１９
）

第
十
五
条
、
第
二
十
一
条
。

注（
２０
）

第
十
六
条
。
第
一
条
も
ま
た
、
婚
姻
の
財
産
権
に
関
し
て
な
さ
れ
た
諸
規
定
の
た
め
に
、
夫
の
妻
は
仲
間
（G

enossin

）
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
誰
か
が
ザ
ン
ク
ト
・
ペ
ト
リ
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
か
ら
彼
の
ソ
キ
ウ
ス
へ
と
合
法
的
に
来
る
で
あ

ろ
う
と
き
は
」（si

quis
ex
fam
ilia
s.P
etri
ad
sociam

suam
legitim

e
venerit.

）
と
。

注（
２１
）

第
十
三
条
「
不
都
合
が
そ
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
者
が
、
も
し
彼
が
同
一
の
ソ
キ
エ
タ
ス
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
彼
は
五
枚
の
金
貨

を
集
め
る
。
そ
し
て
、
も
し
彼
が
彼
の
ソ
キ
エ
タ
ス
の
外
に
あ
る
と
き
は
、
十
二
分
の
一
が
支
払
わ
れ
、
そ
し
て
、
彼
は
何
も
宣
誓
し
な

い
。」（quinque

solidos
com
ponat,

cui
iniquitas

facta
est,
si
de
eadem

societate
est;
et
si
extra

suam
societatem

est,
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una
uncia

vadetur
et
nihil

juret.

）。
第
八
条
「
誰
か
が
他
の
人
々
と
と
も
に
彼
の
仲
間
た
ち
を
導
き
、
彼
の
ソ
キ
エ
タ
ス
か
ら
の
他

の
誰
か
の
人
々
が
不
正
な
何
か
あ
る
こ
と
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
」（si

quis
cum

aliis
quos

suum
adduxit,

alicui
ex
socie-

tate
sua
aliquid

injustitiae
fecerit.

）。
第
三
十
条
、
を
参
照
せ
よ
。

注（
２２
）

そ
れ
ゆ
え
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
に
お
い
て
は
、
荘
園
自
由
民
（H

offreie

）、
宮
廷
侍
従
（K

em
m
erlinge

）、
荘
園
奴
隷
（H

ofh
örige

）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
彼
ら
の
固
有
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
。
注（
７
）
を
参
照
せ
よ
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
お
い
て
は
、
特
別
の
荘
園
法
と
は
異

な
る
ワ
ッ
ク
ス
ツ
ィ
ン
ジ
ゲ
ン
の
諸
法
が
存
在
し
た
。U

rk.
v.
1164

bei
L
acom

bl.
I.
181.

聖
パ
ウ
ロ
の
ケ
ロ
ケ
ン
ス
ア
ー
レ
ス
の
諸

権
利
と
ワ
イ
ス
ト
ュ
ー
マ
ー
（R

echte
und

W
eisth.der

cerocensuales
s.P
auli
bei
K
indlinger,m

ünster.B
eitr.

）;v.J.1142

―

1150
II,
2.
S.
172
f.;
v.
1279

ib.
S.
268
f.

（
我
々
の
ケ
ロ
ケ
ン
ス
ア
ー
レ
ス
た
ち
の
普
通
法jus

com
m
une

cerocensualium
nos-

trorum

）;1372
S.327

f.1405
S.332

f.1406
u.1407

S.336
f.1607

S.398

―406

「
ケ
ロ
ケ
ン
ス
ア
ー
レ
ス
た
ち
の
諸
特
権
の
一
定

の
階
級
へ
と
制
限
さ
れ
た
更
新
」（R

enovatio
privilegiorum

cerocensualitatis
in
certum

ordinem
redacta

）。
そ
れ
に
つ
い
て

は
、B

d.II,1.S.114

―124
und

H
örigkeit

S.26

―28.

メ
ッ
ペ
ン
（M

eppen

）
に
お
い
て
は
、
特
別
の
リ
ー
テ
ン
法
、jus

litonicum

が
存
在
し
た
。G

rim
m
,W
.III.179.

固
有
の
リ
ー
テ
ン
法
を
ラ
コ
ン
ブ
ル
（L

acom
bl.,
A
rchiv

I.
162
f.
205

）
も
ま
た
、
報
告
し
て

い
る
。

注（
２３
）

例
え
ば
、
九
四
七
年
の
証
書
（U

rk.v.947
b.N
eugart

I.591

）：

「
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
ミ
ニ
ス
タ
ー
と
マ
ギ
ス
タ
ー
」（m

in-

ister
m
agisterque

der
verschiedene

F
am
ilien

）、
お
よ
び
、
注（
２２
）（U

rk.
v.
1164

cit.
N
ote
22

）
に
引
用
さ
れ
た
一
一
六
四

年
の
証
書：

「
捺
印
料
の
マ
ギ
ス
タ
ー
」（m

agister
cerariorum

）、
を
参
照
せ
よ
。

注（
２４
）

G
rim
m
,
W
.
I.
373：

「
そ
し
て
、
全
て
の
財
産
を
人
々
は
、
し
か
も
人
々
は
こ
れ
ら
の
裁
判
所
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
証

明
し
て
、
彼
自
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
彼
が
そ
れ
〔
判
決
〕
を
聴
く
と
こ
ろ
の
裁
判
所
に
赴
く
べ
き
で
あ
る
。」（und

söllend
all
aigen

lüt

und
ouch

belehend
lüt
äne
gebyeten

in
diesen

gedingen
sin
und

selb
kom
en,jeglicher

in
das
geding

da
er
in
h
öret.

）。

Ib.III.246.§
11.
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注（
２５
）

G
rim
m
,W
.I.376.III.213.245.§

8.

【
以
上
、
第
二
十
章
の
注
、
終
わ
り
。

以
下
、「
�．

ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
（
荘
園
法
）
的
な
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
二
十
一
章
」
に
続
く
。】

�．

ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
（
荘
園
法
）
的
な
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
（
１
）

フ
ト

第
二
十
一
章

�．

真
の
荘
園
法
に
服
す
る
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
う
ち
で
、
最
も
重
要
な
そ
し
て
同
時
に
〈
最
も
長
い
間
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
形
式
に
お
い
て
自
ら
を
と
ど
め
た
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
ラ
ン
ト
の
荘
園
マ
ル
ク
の
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
本
来
の

「
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
）」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
発
展
は
、
た
だ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
に
属
し
た
こ
と
を
と

お
し
て
変
容
さ
れ
た
の
み
で
、
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
発
展
に
完
全
に
類
似
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
と
っ
て
は
、

既
に
長
い
間
ド
ル
フ
マ
ル
ク
〔
村
落
マ
ル
ク
〕
と
そ
の
編
成
が
人
的
結
合
の
本
来
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
に

お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
に
と
っ
て
も
ま
た
、
主
と
し
て
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
か
ら
、
そ
し
て
、
構
成
部
分
と
し
て
そ
れ
に
属

す
る
フ
ー
フ
ェ
か
ら
な
っ
た
と
こ
ろ
の
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
が
基
礎
と
条
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
民
族
法
に
お
け
る
よ
う
に
、
最
大
の
物

化
の
諸
時
代
に
お
い
て
も
ま
た
、
人
的
な
結
合
が
、
地
域
に
対
し
て
も
い
ず
れ
に
せ
よ
若
干
の
独
立
性
を
保
持
し
そ
し
て
本
来
の
人
的

な
法
領
域
の
出
発
点
に
留
ま
っ
た
の
で
、
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
も
ま
た
、
一
度
も
完
全
に
物
的
な
も
の
と
は
な
ら
ず
、
諸
条
件
と
諸
結

果
に
お
い
て
た
え
ず
独
立
の
人
的
諸
モ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
も
ま
た
規
定
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
、
ひ
と
が
荘
園
人
の
複
合
体
に
与
え
た

名
称
が
、
ひ
と
が
団
体
の
本
質
を
人
的
関
係
へ
と
置
い
た
よ
う
に
、
権
利
と
義
務
の
共
同
体
を
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
と
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
の
中
に
お
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
ひ
と
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
ま
た
は
ゲ
ノ
ス
ア
ー
ム
ト
（G

enossam
t

）
に
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つ
い
て
語
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
メ
ン
ゲ
（M

enge

集
合
体
）、
農
民
団
体
（B

auerschaft

）、
近
隣
関
係
（N

achbarschaft

）、

レ
ー
ト
シ
ャ
フ
ト
（L

aetschaft

隷
属
者
団
体
）、
ま
た
は
フ
ー
バ
ー
シ
ャ
フ
ト
（H
uberschaft

フ
ー
フ
ェ
の
田
地
を
有
す
る
農
夫
団

体
）、
ホ
ー
デ
（H

ode

）、
ヒ
ー
エ
（H

ye

）、
プ
フ
レ
ー
ゲ
（P

flege

）（
す
な
わ
ち
フ
ー
ト
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
トH

utgenossenschaft

、

へ
ー
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
トH

eggenossenschaft

、
プ
フ
レ
ー
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
トP

fleggenossenschaft

）
に
つ
い
て
、

ア
ー
ム
ト
（A

m
t

職
務
）、
エ
ヒ
テ
（
す
な
わ
ち
法
的
結
合
）、
ク
ル
ッ
プ
（K

lupp

）、
へ
ー
レ
（H

öre

）、
隷
属
（H

örigkeit

）、
正

義
（G

erechtigkeit
）
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
コ
テ
リ
ー
（cotterie

）
ま
た
は
テ
ュ
ル
ブ
（turbe

調
査
団
に
よ
る
調
査
、
慣

習
法
に
つ
い
て
の
陪
審
制
度
）、
ラ
テ
ン
語
で
は
ソ
キ
エ
タ
ス
（societas

組
合
）、
コ
ム
ニ
タ
ス
（com

m
unitas

共
同
体
）、
ウ
ニ
ヴ
ェ

ル
シ
タ
ス
（universitas
一
般
団
体
）、
コ
ン
ソ
ル
テ
ィ
ウ
ム
（consortium

仲
間
団
体
）、
オ
フ
ィ
キ
ウ
ム
（officium

公
務
）
（
２
）

な
ど

に
つ
い
て
語
る
。
そ
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
個
々
の
構
成
員
を
ひ
と
は
、
彼
ら
の
地
位
、
彼
ら
の
権
利
、
彼
ら
の
奉
仕
義
務
ま
た
は
彼

ら
の
土
地
占
有
（
例
え
ば
、
ラ
ー
テ
ンL
aten

、
ワ
ク
ス
ツ
ィ
ン
ジ
ゲW

achszinsige

、
農
民B

auern

、
ク
ー
ル
メ
ー
デ
ィ
ゲK

ur-

m
edige

、
フ
ー
バ
ーH

uber

、
マ
ン
ソ
ナ
ー
リ
イm

ansonarii

）
な
ど
に
従
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
人
は
、
彼
ら
を
ま
た
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

（G
enossen

仲
間
）、
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（Stul＝

）、
フ
ー
プ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（H

ub＝

）、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（H

of＝

荘

園
仲
間
）、
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（H

aus＝

家
仲
間
）
ま
た
は
シ
ュ
タ
ン
ド
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（Stand＝

階
級
仲
間
）、
同
胞
た
ち
（con-

sortes

）、
同
僚
た
ち
（socii

）、
仲
間
た
ち
（pares

）、
仲
間
た
ち
（com

pares

）、
奴
隷
仲
間
（conservi

）
お
よ
び
類
似
の
方
法

に
お
い
て
も
名
づ
（
３
）

け
た
。
し
か
し
さ
ら
に
荘
園
法
そ
の
も
の
の
内
容
を
と
お
し
て
も
っ
と
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
が
そ
の
総
体
に
お
い
て
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
お
よ
び
そ
の
マ
ル
ク
の
単
な
る
付
属
物
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
主
人
と
の
直
接
の
人
的

な
関
係
に
立
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
個
々
の
仲
間
が
相
互
の
間
で
マ
ル
ク
占
有
と
フ
ー
フ
ェ
占
有
を
と
お
し
て
の
み
な
ら
ず
、
独

立
の
人
的
な
紐
帯
を
と
お
し
て
も
ま
た
、
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

２３０オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



そ
れ
ゆ
え
先
ず
第
一
に
す
で
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
構
成
員
性
は
、
な
る
ほ
ど
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
（H

ofm
ark

荘
園
マ
ル

ク
）
に
お
け
る
土
地
占
有
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
し
か
し
、
一
方
で
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
（G

enossenrecht

仲
間
権
）
を
基
礎

づ
け
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
別
の
純
粋
に
人
的
な
モ
メ
ン
ト
が
付
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
方
で
は
、
物
的
に
結
合
さ
れ
て
い

な
い
者
に
も
ま
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
あ
る
参
加
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
完
全
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
は
、
ホ
ー
フ
マ
ル
ク

に
属
す
る
完
全
な
フ
ー
フ
ェ
に
つ
い
て
の
荘
園
法
的
な
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
（G

ew
ere

）
に
依
存
し
、
そ
し
て
、
そ
の
付
属
物
と
す
ら
み
な

さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
権
利
と
諸
義
務
の
成
立
の
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
フ
ー
フ
ェ
の
取
得
の
ほ

か
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
へ
の
人
的
な
採
用
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
へ
の
人
的
な
採
用
は
、
そ
の
側
か
ら
み
れ

ば
、
再
び
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
そ
れ
に
属
し
た
と
こ
ろ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
へ
の
採
用
を
、
前
提
と
し
た
。
フ
ー
フ
ェ
を
ホ
ー

フ
マ
ル
ク
に
お
い
て
取
得
し
た
他
国
人
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
な
る
た
め
に
は
、「
第
一
に
」
主
人
に
対
し
て
ワ
イ
ン
カ
ウ

フ
（W

einkauf

手
付
金
）
ま
た
は
貢
物
（E

hrschatz

）
の
納
付
と
引
き
換
え
に
財
産
を
伴
う
封
土
授
与
（B

elehnung

）
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
み
な
（
４
）

ら
ず
、
自
ら
を
主
人
に
身
体
的
（persönlich

）
に
も
服
従
さ
せ
、
自
ら
を
彼
の
奴
隷
と
（
５
）

な
し
、
彼
に

忠
誠
を
誓
い
、
そ
し
て
、
慣
習
的
な
加
入
金
（A

ufnahm
egeld

）
を
そ
れ
に
対
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
６
）

っ
た
。「
第
二
に

は
」、
し
か
し
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
の
中
へ
も
ま
た
、
自
ら
を
形
式
的
に
収
容
（
７
）

さ
せ
、
後
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
作
成
さ

れ
る
固
有
の
登
録
簿
ま
た
は
諸
帳
簿
の
中
へ
と
自
ら
を
記
入
（
８
）

さ
せ
、
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
た
ち
）
ま
た
は
そ

の
代
表
者
に
転
入
金
ま
た
は
登
録
金
を
払
（
９
）

込
み
、
お
そ
ら
く
祝
い
の
宴
会
を
も
ま
た
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
１０
）

っ
た
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
団
体
へ
の
そ
し
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
明
示
的
な
採
用
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
外
形
的
に
は
大
部
分
同
一
の
行
為
に
帰
着
し

た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
し
ば
し
ば
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
に
お
け
る
家
所
有
的
定
住
を
と
お
し
て
、
と
く
に
�
空
気
は
所
有
を
作
る

（die
L
uft
m
acht

eigen

）�
と
い
う
原
則
が
妥
当
し
た
場
（
１１
）

所
で
、
代
替
さ
れ
た
。
す
で
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
に
属
し
た
人
々
も
ま
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た
、
す
で
に
完
全
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
を
も
つ
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
完
全
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
を
必
ず
し
も
直
ち
に
は
、
フ
ー

フ
ェ
の
取
得
（E

rw
erbung

）、
譲
渡
（U

eberlassung

）、
売
買
（K

auf

）
ま
た
は
そ
の
他
の
取
得
（E

rw
erb

）
を
と
お
し
て
獲
得

し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
ら
も
ま
た
、
自
ら
を
荘
園
財
産
（H

ofgut

）
を
も
っ
て
封
土
授
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ

の
場
合
に
通
常
の
租
税
を
支
払
い
、
自
己
の
世
帯
を
基
礎
づ
け
、
そ
し
て
、〈
自
ら
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
�
取
り
（
１２
）

成
す
�
か
、

ま
た
は
、
そ
の
他
の
方
法
で
明
示
的
又
は
黙
示
的
な
採
用
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
〉、
荘
園
裁
判
所
に
お
い
て
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
フ
ー
フ
ェ
占
有
だ
け
で
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
を
調
達
す
る
た
め
に
は
、
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

ひ
と
は
、
他
方
で
は
、
土
地
占
有
な
し
に
、
あ
る
い
は
、
完
全
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
た
め
に
は
十
分
で
な
い
土
地
占
有
の
場
合
に

も
ま
た
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
権
利
と
諸
義
務
へ
の
参
加
を
許
し
た
。
ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
な
る
ほ
ど
、
完
全
な
権
利
を

有
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
で
あ
る
た
め
に
は
、〈
そ
こ
で
は
、
し
ば
し
ば
財
産
の
一
定
の
大
き
さ
が
最
小
限
度
と
し
て
規
定
（
１４
）

さ
れ
、
そ
し
て
、

た
だ
完
全
な
権
利
を
有
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
だ
け
が
社
団
の
積
極
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
荘
園
主
人
（H

ofherr

）
の
荘
園

財
産
ま
た
は
荘
園
財
産
の
一
部
を
荘
園
法
的
な
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
の
た
め
に
占
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
１３
）

っ
た
。
し
か
し
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

に
属
さ
な
か
っ
た
荘
園
奴
隷
た
ち
も
ま
た
、
フ
ロ
ン
ヘ
ル
（F

ronherr

フ
ロ
ン
主
人
）
と
の
彼
ら
の
結
合
の
ほ
か
に
、
や
が
て
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
し
て
も
ま
た
、
民
族
法
の
対
応
す
る
諸
制
度
に
模
倣
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
関
係
の
中
に
入
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、

主
人
の
保
護
奴
隷
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
も
ま
た
、
そ
し
て
、
事
情
に
よ
っ
て
は
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
の
僅
か
な
権
利
し
か
も
た
な
い
構
成
員
と
し
て
す
ら
、
妥
当
し
た
。
と
り
わ
け
下
男
た
ち
（D

ienstboten

）、
婦
人
た
ち
、
な
ら
び

に
、
父
の
家
制
度
か
ら
ま
だ
切
り
離
さ
れ
な
か
っ
た
息
子
た
ち
は
、
彼
ら
を
代
表
す
る
家
族
父
（F

am
ilienvater

）
の
手
段
を
と
お

し
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
結
合
へ
と
参
加
（
１５
）

し
た
。
個
々
の
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
家
制
度
に
属
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
そ
の
他
の
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土
地
占
有
を
も
た
な
い
人
々
は
、〈
彼
ら
が
荘
園
団
体
に
服
し
、
そ
し
て
、
保
護
義
務
、
奉
仕
義
務
お
よ
び
人
頭
税
の
義
務
が
あ
っ
た

限
り
で
〉
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
も
服
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
権
力
と
そ
の
保
護
の
も
と
に
立
っ
た
の
で
（
１６
）

あ
る
。
土
地
占

有
を
持
た
な
い
人
々
と
は
、〈
な
る
ほ
ど
財
産
を
占
有
し
た
が
、
し
か
し
直
接
主
人
か
ら
で
は
な
く
、
農
民
の
子
孫
（H

intersassen

）

と
し
て
所
持
し
た
と
こ
（
１７
）

ろ
の
〉、
そ
し
て
、〈
彼
ら
が
そ
の
人
格
を
も
っ
て
同
一
の
団
体
に
属
し
た
の
に
対
し
て
〉
そ
の
財
産
が
荘
園
団

体
の
外
部
に
存
し
た
と
こ
ろ
の
、
荘
園
の
人
々
は
同
列
に
立
っ
て
（
１８
）

い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
は
完
全
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
前
提

条
件
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
独
特
の
荘
園
法
的
な
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
に
属
し
た
が
、

し
か
し
必
要
な
大
き
さ
を
も
た
な
か
っ
た
そ
の
よ
う
な
土
地
の
所
有
者
は
、
と
く
に
そ
れ
ゆ
え
百
姓
小
屋
（K

oten

）
お
よ
び
個
々
の

家
や
場
所
の
所
有
者
は
、
彼
ら
が
荘
園
奴
隷
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
よ
り
僅
か
な
権
利
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
み
な
さ
れ
た
。
彼

ら
に
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
議
決
権
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
彼
ら
は
、
よ
り
僅
か
な
持
分
で
あ
る
に
せ
よ
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
用
益
権
、

お
よ
び
、
最
も
僅
か
な
も
の
に
せ
よ
奉
仕
義
務
（D

ienstpflicht

）
と
公
租
義
務
（Z

inspflicht

）
を
有
（
１９
）

し
た
。
最
後
に
し
か
し
、
ホ
ー

フ
マ
ル
ク
に
お
い
て
も
ま
た
、
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
も
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
も
隷
属
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
属
さ
ず
、

彼
ら
が
い
ま
や
定
住
し
て
い
る
に
せ
よ
い
な
い
に
せ
よ
、
他
国
人
（F

rem
de

）、
客
人
（G

äste

）、
ア
ウ
ス
ロ
イ
テ
（A

usleute

）、

賓
客
（hospites

）
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
特
別
人
（Sonderleute

）
と
（
２０
）

し
て
、
荘
園
に
お
い
て
生
活
し
た
と
こ
ろ
の
ひ
と

び
と
も
ま
た
、
存
在
し
た
。
彼
ら
は
、
荘
園
裁
判
所
（H

ofgericht
）
の
下
に
服
さ
ず
、
荘
園
役
人
（H

ofbeam
ten

）
の
も
と
に
も

服
さ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
ま
さ
し
く
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
の
主
人
の
奴
隷
（H

örige

）
で
は
な
く
、
自
由
民
（F

reie

）
で

あ
る
か
、
ま
た
は
、
荘
園
主
人
の
で
あ
れ
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
で
あ
れ
農
奴
（L

eibeigene

）
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼

ら
は
、
隷
属
者
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
は
参
加
せ
ず
、
自
己
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
合
一
さ
れ
（
２１
）

る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が

原
則
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
結
合
の
外
に
立
っ
て
い
た
。
同
様
に
、
後
者
の
人
々
に
は
、〈
荘
園
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団
体
（H

ofverband

）
の
中
へ
と
採
用
さ
れ
る
か
ま
た
は
黙
示
的
に
奴
隷
と
な
る
こ
と
な
し
に
、
フ
ロ
ン
ハ
イ
ツ
ヘ
ル
（F

ronheits-

herr

）
お
よ
び
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
同
意
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
法
律
上
有
効
な
方
法
で
荘
園
財
産
を
獲
得
し
た
と

こ
ろ
の
〉
マ
ル
ク
の
外
に
居
住
す
る
自
由
民
ま
た
は
貴
族
た
ち
、
都
市
市
民
、
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
テ
ン
（
諸
団
体
）
お
よ
び
聖
職
者
た

ち
は
、
も
と
も
と
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
た
だ
物
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
団
体
に
入
り
、
荘
園
裁
判
所

の
も
と
に
服
し
た
が
、
人
的
に
は
、
結
合
さ
れ
な
い
ま
ま
に
留
ま
っ
た
の
で
（
２２
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
常
、
彼
ら
は
、
自
ら
の
た
め

に
、
彼
ら
に
代
わ
っ
て
〈
主
人
に
忠
誠
を
誓
い
公
租
を
支
払
い
そ
し
て
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
、
そ
の
後
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
権
利
を
取
得
し
諸
義
務
を
負
担
し
、
裁
判
（D

ing

）
と
集
会
（R

ing

）
に
出
席
し
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
負
担
を
担

い
、
そ
し
て
、
マ
ル
ク
を
用
益
す
る
と
こ
ろ
の
〉
代
理
人
―
―
い
わ
ゆ
る
担
い
手
（T

räger

）
ま
た
は
担
当
者
（H

ulder

）
―
―
を

任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
２３
）

っ
た
。
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
主
人
に
対
す
る
と
荘
園
財
産
の
本
来
の
占
有
者
に
対
す
る
と
の
、
二
重
の
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
団
体
に
お
い
て
立
つ
、
こ
れ
ら
の
隷
属
的
な
小
農
た
ち
（H

uber

）
は
、
な
る
ほ
ど
完
全
な
権
利
で
で
は
あ
る
が
、
導
出
さ

れ
た
権
利
で
、
荘
園
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
属
し
た
。

〈
一
部
分
は
物
的
な
諸
要
素
に
一
部
分
は
人
的
な
諸
要
素
に
基
づ
い
た
〉
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
編
成
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
は
、
と
こ
ろ
で
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
、
主
人
に
対
す
る
関
係
で
、
一
定
の
程
度
に
お
い
て
独
立
し
た
統
一
体
を
意
味
し
、
そ
の
統

一
体
が
次
第
し
だ
い
に
総
体
権
〔
総
有
権G

esam
m
trecht

〕
お
よ
び
総
体
義
務
〔
総
有
義
務G

esam
m
tpflicht

〕
の
担
い
手
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
、
そ
の
個
々
の
構
成
員
と
同
様
に
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
も
ま
た
自
由
で
は
な
く
、（
い
ま
や
保

護
奴
隷
的
で
あ
る
に
せ
よ
土
地
奴
隷
的
で
あ
る
に
せ
よ
）
隷
属
的
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸

関
係
に
お
い
て
も
ま
た
非
従
属
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
全
て
の
こ
れ
ら
の
諸
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
で
も
や
は
り

も
と
も
と
の
主
人
権
の
一
部
を
自
ら
の
中
に
獲
得
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
な
る
ほ
ど
、
か
つ
て
の
自
由
な
ゲ
マ
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イ
ン
デ
の
よ
う
に
は
、
完
全
な
自
治
（Selbstverw

altung

）
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
同
様
に
、
主
人
は
、
そ
れ
を

引
き
込
む
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
諸
案
件
を
完
全
に
は
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
総
体
は
、〈
彼
ら

が
一
部
分
は
要
求
さ
れ
、
一
部
分
は
要
求
さ
れ
な
い
荘
園
日
（
夫
役
日H

oftage

）
に
、
直
接
ま
た
は
荘
園
審
判
人
（H

ofschöffen

）

を
と
お
し
て
行
使
し
た
と
こ
ろ
の
〉
行
政
の
諸
問
題
、
裁
判
所
の
諸
問
題
お
よ
び
立
法
の
諸
問
題
に
お
い
て
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
協

働
権
（M

itw
irkungsrecht

）
を
獲
得
（
２４
）

し
た
。

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
長
（H

aupt

）
と
幹
部
（V
orstand

）
は
、
固
有
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
権
利
か
ら
、
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
の
主

人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
自
身
か
ら
、
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
選
ば
れ
た
裁
判
官
と
指
導
者
に
委
ね
ら
れ
る

の
が
常
で
あ
っ
た
、
全
て
の
諸
権
利
を
有
し
た
。
そ
し
て
し
か
も
、
彼
は
こ
れ
ら
の
権
利
を
人
格
に
お
い
て
ま
た
は
代
理
す
る
役
人
を

と
お
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
役
人
を
、
彼
は
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
全
く
自
由
に
指
名
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
（
２５
）

っ
た
。
時
代
と
と
も
に
、
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
指
名
権
に
対
し
て
は
、〈
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
村
長

（Schulthei�

）、
代
官
（V
ogt

）
ま
た
は
裁
判
官
（R

ichter

）
を
自
由
に
選
任
し
、
ま
た
は
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
彼
の
選
任

の
際
に
共
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
（
２６
）

っ
て
、
ま
た
は
、
少
な
く
と
も
役
人
が
隷
属
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
ク
ラ
イ
ス
か
ら

採
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
よ
（
２７
）

っ
て
〉、
よ
り
高
い
ま
た
は
よ
り
低
い
程
度
に
お
け
る
選
択
に
つ
い

て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
原
則
が
承
認
を
獲
得
し
た
。
同
様
に
、
そ
の
多
く
の
者
が
ま
さ
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
役
人

と
な
（
２８
）

っ
た
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
下
位
に
従
属
す
る
役
人
に
つ
い
て
も
、
そ
し
て
、
審
判
人
制
（
参
審
員
制Schöffenthum

）
が
官
職

と
な
っ
て
以
後
は
、
審
判
人
に
つ
い
（
２９
）

て
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
加
え
る
に
、
荘
園
に
お
け
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
ら
び
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
役
人
ま
た
は
混
合
的
役
人
も
、
時
代
の
一
般
的
傾
向
に
従
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
、
次
第
に
官
職
レ
ー
ン

（A
m
tslehn

）
の
み
で
あ
っ
た
一
定
の
財
産
の
付
属
物
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
、
相
続
可
能
、
譲
渡
可
能
、
そ
し
て
、
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分
割
可
能
と
な
（
３０
）

っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
の
発
展
は
、
王
国
の
官
職
お
よ
び
民
族
の
官
職
に
お
け
る
よ
り
も
ず
っ
と
遅
れ
て
登
場
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
ま
た
後
に
な
っ
て
初
め
て
古
い
諸
関
係
を
解
消
し
た
の
で
（
３１
）

あ
る
。

主
人
と
そ
の
役
人
た
ち
は
、
し
か
し
、
自
由
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
裁
判
官
と
同
様
に
、
対
外
的
代
理
、
裁
判
所
に
お
け
る
議
長
職
、
集
会

の
招
集
、
走
っ
て
い
る
業
務
の
管
理
お
よ
び
全
体
の
実
行
を
有
し
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
は
も
と
も
と
法
の
宣
言
〔
判
決
〕、
立
法
お

よ
び
行
政
そ
の
も
の
を
有
し
た
。
極
め
て
早
期
に
す
で
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
、
隷
属
す
る
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
ま
た
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
の
た
め
の
主
人
の
任
意
へ
と
設
定
さ
れ
た
慣

習
か
ら
、
彼
ら
の
う
ち
の
若
干
の
者
の
引
き
込
み
が
〔
生
じ
〕、
そ
し
て
、
非
自
由
民
が
隷
属
民
へ
と
高
ま
り
自
由
民
が
隷
属
民
へ
と

沈
み
込
み
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
法
ク
ラ
イ
ス
が
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
お
よ
び
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
を
と
お
し
て
閉
じ
ら
れ
、
そ
し

て
、
小
さ
な
国
家
が
そ
れ
自
体
と
し
て
拡
大
さ
れ
た
の
と
同
じ
程
度
に
お
い
て
、
裁
判
所
、
法
お
よ
び
行
政
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
な
要
素
の
意
義
が
高
ま
っ
た
。

フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
の
裁
（
３２
）

判
所
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
な
る
ほ
ど
、〈
主
人
が
真
の
裁
判
所
主
人
で
あ
り
、
そ
し
て
、
裁
判
所
を
自
ら
執
り
行

う
か
ま
た
は
代
理
人
を
と
お
し
て
行
わ
せ
た
限
（
３３
）

り
で
〉、〈
そ
れ
が
彼
の
宮
廷
（H

of

）
に
召
喚
さ
れ
え
た
限
（
３４
）

り
で
〉、〈
主
人
が
裁
判
所

を
保
護
し
そ
し
て
封
鎖
し
、
す
な
わ
ち
特
別
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
の
も
と
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
限
（
３５
）

り
で
〉、〈
彼
へ

と
裁
判
所
の
収
益
が
帰
属
し
た
限
り
で
〉、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
裁
判
所
に
留
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判

所
は
、〈
判
例
〔
法
の
宣
言
〕
そ
の
も
の
が
、
い
ま
や
事
情
と
し
て
の
総
体
の
も
と
で
で
（
３６
）

あ
れ
、《
な
る
ほ
ど
も
と
も
と
は
大
部
分
主
人

に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
が
、
し
か
し
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
か
ら
の
み
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
（
３７
）

ろ
の
》
特
別
の
判
決
発
見
者
お
よ

び
審
判
人
の
も
と
で
で
あ
れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
下
で
あ
っ
た
限
り
で
〉、〈
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
裁
判
所
の
前
で
は
、
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
だ

け
が
証
人
で
あ
り
、
宣
誓
補
助
人
で
あ
り
、
弁
護
士
で
あ
り
、
後
見
人
で
（
３８
）

あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
し
ば
し
ば
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
だ
け
が

２３６オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



そ
れ
ら
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
主
人
に
代
わ
る
裁
判
官
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
限
（
３９
）

り
で
〉、〈
最
後
に
、
そ
の
権
限
が
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
案
件
と
訴
訟
の
範
囲
を
と
お
し
て
制
限
さ
れ
て
い
た
限
（
４０
）

り
で
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
所
と
な
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
ら
の
案
件
と
訴
訟
に
は
、
と
く
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
間
の
訴
訟
、
な
ら
び
に
、
主
人
と
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ま
た
は
総
体
と
し
て
の

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
訴
訟
、
お
よ
び
、
他
国
人
と
の
い
く
つ
か
の
訴
訟
、
生
殺
与
奪
権
（B

lutbann

）
以
外
の
刑
事
裁
判
権
、

お
よ
び
、
非
訟
事
件
が
、〈
荘
園
の
財
産
が
問
題
と
な
る
か
、
ま
た
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
の
人
的
な
法
的
地
位
が
問
題
と
な
る
限
り
で
〉、
数

え
ら
れ
た
。

裁
判
所
の
継
続
的
形
成
と
の
関
連
に
お
い
て
、
荘
園
の
法
も
ま
た
、
た
だ
主
人
の
意
思
に
の
み
基
づ
く
法
に
代
わ
っ
て
、
ひ
と
つ
の

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
法
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
も
は
や
一
方
的
に
主
人
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
そ
し
て
変
更
さ
れ
る

こ
と
は
で
き
な
か
（
４１
）

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
第
に
多
く
、
法
源
と
し
て
、
主
人
の
黙
示
的
ま
た
は
明
示
的
な
命
令
ま
た
は
付
与
と
並
ん
で
、

法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
（
４２
）

慣
習
、
お
よ
び
、
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
指
示
と
選
択
が
登
場
し
た
。
そ
の
場
合
、
他
方

で
は
、
主
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
主
人
の
共
働
が
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
諸
規
約
（Satzungen

）
は
、
し
ば
し
ば
、
主
人

と
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
の
間
の
協
定
、
和
解
ま
た
は
契
約
と
し
て
現
れ
た
。
カ
ー
ル
大
帝
が
そ
れ
を
と
お
し
て
彼
の
別
荘
地
（V

ille

）
の

組
織
を
命
令
し
た
カ
ピ
ト
ゥ
ラ
リ
ア
（K

apitularien

）
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
立
法
の
現
実
の
諸
記
録
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
フ
ロ

ン
ホ
ー
フ
ヘ
ル
た
ち
の
そ
の
後
の
諸
命
令
は
、
次
第
に
多
く
荘
園
の
人
々
（H

öfesleute

）
の
照
会
と
助
言
に
従
っ
て
発
布
さ
れ
た
。

諸
特
権
は
、
大
部
分
、
た
だ
古
い
、
非
常
に
長
い
間
確
固
と
さ
れ
た
慣
習
法
だ
け
を
確
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
最
後
に
、

〈
書
面
の
記
録
と
確
定
の
需
要
が
こ
こ
で
は
最
大
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
に
ま
さ
に
隷
属
者
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
最

も
多
く
保
持
さ
れ
て
い
る
〉
ヴ
ァ
イ
ス
ト
ュ
ー
マ
ー
（W

eisthüm
er

判
決
例
）
は
、
極
め
て
広
範
で
そ
し
て
本
来
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
な
案
件
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
制
限
さ
れ
な
い
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
を
示
し
て
（
４３
）

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
諸
荘
園
に
お
い
て
、
ラ

駿河台法学 第２４巻第１・２合併号（２０１０）２３７



ン
ト
法
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
固
有
の
、
絶
え
ず
大
き
く
な
る
自
由
を
増
大
さ
せ
る
法
、
荘
園
法
ま
た
は
農
民
法
が
、
形
成
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
法
は
、
そ
の
基
礎
に
お
い
て
な
ら
び
に
そ
の
性
格
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
法
と
同
様
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
法

で
あ
（
４４
）

っ
た
。

訴
訟
裁
判
権
お
よ
び
非
訟
裁
判
権
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
荘
園
法
の
形
成
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
し
か
し
荘
園
の
人
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
本
来
の
行
政
に
つ
い
て
も
ま
た
、
次
第
に
多
く
参
加
し
た
。
こ
と
が
ら
の
性
質
上
、
全
て
の
行
政
問
題
に
お
い
て
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
的
権
利
が
よ
り
強
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
（
４５
）

た
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
、
荘
園
政
府
は
、
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
形
成

以
来
、
も
は
や
一
方
的
に
君
主
的
な
政
府
で
は
な
く
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
自
治
の
間
に
分
け
ら
れ
て
（
４６
）

い
た
。
そ
し
て
、
特
殊
的
に
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
利
益
に
触
れ
た
す
べ
て
の
案
件
に
お
い
て
、
主
人
ま
た
は
そ
の
代
理
人
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
そ
の
審
判

人
の
同
意
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
ん
に
新
た
な
構
成
員
の
採
用
に
お
い
て
、
新
た
な
隷
属
者
の
（
４７
）

忠
誠
に

お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
荘
園
財
産
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
基
礎
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
例
え
ば
、
明
け
渡
さ
れ
た
財
産
の
再
貸
与
と
引

渡
し
の
際
に
、
ま
た
は
、
失
効
し
た
財
産
の
取
立
て
の
際
に
、
失
効
し
た
財
産
の
子
供
な
ど
へ
の
分
与
ま
た
は
引
渡
し
の
際
に
お
け
る

よ
（
４８
）

う
に
、
荘
園
財
産
の
処
分
の
際
に
も
ま
た
、
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
属
す
る
人
々
は
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
の
同
意
な
し
に
は
、
譲
渡
さ
れ
、
解
放
さ
れ
、
そ
し
て
交
換
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
（
４９
）

っ
た
。
新
た
な
公
課
（A

bgabe

）

ま
た
は
奉
仕
の
賦
課
に
つ
い
て
は
、
絶
え
ず
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
同
意
が
必
要
で
あ
（
５０
）

っ
た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
同
意
が

役
人
の
選
択
の
際
に
共
働
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
外
部
的
に
も
ま
た
、
主
人
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

の
間
の
権
力
の
区
分
は
、
新
た
な
フ
ー
バ
ー
（H

uber

フ
ー
フ
ェ
に
土
地
を
も
つ
農
民
）
の
忠
誠
宣
誓
（H

uldigungseid

）
ま
た
は

役
人
の
誠
実
宣
誓
（T

reueid

）
が
、
主
人
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
全
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
し
て
も
ま
た
、
行
わ
れ
た
こ
と
の

中
に
認
め
ら
（
５１
）

れ
た
。
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少
な
か
ら
ず
、
財
産
法
に
お
い
て
は
、
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
総
体
（G

esam
m
theit

）
が
、
主
人
に
対
す
る
関
係
で
独
立
の
諸
権
利

と
諸
義
務
の
主
体
と
な
っ
た
。
総
体
は
、
家
畜
お
よ
び
貨
幣
に
つ
い
て
総
体
財
産
（G

esam
m
thabe

）
を
有
し
た
が
、
し
か
し
ホ
ー

フ
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の
総
手
的
所
有
権
（
総
有
権G

esam
m
teigenthum

）
を
も
ま
た
、
有
し
た
。
な
る
ほ
ど
総
体
は
、
個
々
人
が

彼
ら
の
財
産
に
対
す
る
よ
う
に
、
総
体
が
マ
ル
ク
全
体
に
対
す
る
よ
う
に
、
決
し
て
真
正
の
自
由
な
財
産
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し

総
体
は
、
ほ
と
ん
ど
至
る
所
で
、
荘
園
法
的
な
総
有
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
（G

esam
m
tgew

ere

）
を
取
得
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
総
体

に
、
も
と
も
と
不
確
実
な
、
恩
恵
か
ら
付
与
さ
れ
る
権
利
の
代
わ
り
に
、
保
護
さ
れ
た
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
を
付
与
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
物
的
な
総
体
権
〔
総
有
権G

esam
m
trecht

〕
は
、
マ
ル
ク
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
。
特
別
占
有
に
お
い
て
存
す
る
フ
ー
フ
ェ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
、〈
一
方
で
は
真
正
の
所
有
権
お
よ
び
そ
の
中
に
存
す
る
主

人
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
土
地
支
配
）
と
、
他
方
で
は
代
官
の
奴
隷
ま
た
は
土
地
奴
隷
の
導
出
さ
れ
た
所
有
権
と
の
間
に
、
押

し
や
ら
れ
た
〉〈
た
だ
た
ん
に
共
同
監
視
権
―
―
い
わ
ば
導
出
さ
れ
た
土
地
支
配
―
―
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
団
体
か
ら

の
譲
渡
の
制
限
に
お
い
て
通
知
さ
れ
る
〉
ゲ
マ
イ
ン
デ
レ
ヒ
ト
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
主
人
の
同
意
な
し
に
す
る
他
の
者
へ
の
譲
渡
は
、

以
前
か
ら
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
い
ま
や
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
同
意
は
、
第
二
の
要
件
と
し
て
加
（
５２
）

わ
り
、
そ
し
て
、
こ

こ
か
ら
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
先
買
権
（V

orkaufsrecht

）
お
よ
び
撤
回
権
（R

etraktsrecht

）
が
成
立
（
５３
）

し
た
。
ホ
ー

フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
内
部
で
の
家
族
法
の
形
成
と
と
も
に
、
親
類
の
ネ
ー
エ
ル
レ
ヒ
ト
も
ま
た
導
入
を
見
出
し
た
の
で
、〈
こ

の
要
求
権
が
ま
ず
親
類
に
、
そ
の
後
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
、
そ
し
て
最
後
に
主
人
に
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
彼
ら
全
て
か

ら
場
合
に
よ
っ
て
は
撤
回
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
い
ま
や
個
々
の
財
産
に
対
す
る
三
重
の
要
求
権
が
基
礎
づ
け
ら

（
５４
）

れ
た
。
こ
れ
ら
の
権
利
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
し
か
し
、
一
つ
の
異
な
る
基
礎
に
基
づ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
最
初
の
権
利
は
、
私

的
家
族
法
（P

rivatfam
ilienrecht

）
に
基
づ
き
、
最
後
の
権
利
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
基
づ
き
、
し
か
し
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
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ン
の
権
利
は
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
総
体
権
〔
総
有
権
〕
に
基
づ
い
て
い
た
。
最
も
強
力
に
現
れ
た

の
は
、
不
可
分
に
留
ま
っ
た
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
ま
た
は
ホ
ー
フ
ア
ル
メ
ン
デ
に
関
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
総
手
的
所
有
権
〔
総
有

権G
esam

m
teigenthum

〕
で
あ
（
５５
）

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
主
人
に
真
正
の
財
産
（E

igen

）
が
そ
の
中
に
存
す
る
権
力

権
（G

ew
altrecht

）
と
と
も
に
帰
属
（
５６
）

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
次
第
に
多
く
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
独
立
の
用
益
所
有

権
（N

utzungseigenthum

）
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
ま
や
レ
ー
ン
財
産
、
地
代
財
産
ま
た
は
相
続
財
産
と
み
な

さ
れ
る
と
し
（
５７
）

て
も
、
マ
ル
ク
用
益
の
自
由
な
処
分
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
利
用
の
種
類
と
方
法
に
関
す
る
諸
規
定
、
ア
ル
メ
ン
デ
の
も

し
か
す
る
と
あ
る
か
も
し
れ
な
い
開
墾
に
関
す
る
諸
規
定
、
対
外
的
な
マ
ル
ク
の
閉
鎖
に
関
す
る
諸
規
定
、
個
々
人
間
の
用
益
の
分
配

に
関
す
る
諸
規
定
、
そ
し
て
、
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
警
察
の
大
部
分
を
含
ん
だ
の
で
（
５８
）

あ
る
。
後
に
そ
こ
か
ら
し
ば
し
ば
主
人
の
権
利
を

駆
逐
し
た
完
全
な
所
有
権
が
生
（
５９
）

じ
た
。
最
後
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
、
森
林
、
河
川
、
そ
し
て
主
人
の
そ
の
他
の
土
地
占
有
に
つ
い
て
の

多
様
な
個
々
の
諸
用
益
権
を
も
ま
た
、
取
得
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
れ
ら
の
諸
用
益
権
は
、
次
第
に
多
く
個
々
の
コ
ロ
ー
ヌ
ス
〔
小
作
農

民
〕
の
諸
権
利
の
代
わ
り
に
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
権
利
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
権
利
に
つ
い
て

あ
ら
ゆ
る
個
々
人
は
、
彼
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
に
よ
っ
て
平
等
に
参
加
（
６０
）

し
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
主
人
に
対
し
て
全
て
の
種
類
の
総
体
権
の
担
い
手
と
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
も
政
治
的
な

総
体
権
と
並
ん
で
と
く
に
総
手
的
所
有
権
、
総
体
用
益
権
、
そ
し
て
そ
の
他
の
総
体
財
産
権
（G

esam
m
tverm

ögen

）
と
な
っ
た
よ

う
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
自
ら
を
主
人
に
対
す
る
関
係
で
次
第
に
多
く
本
来
の
債
務
者
と
し
て
も
ま
た
現
れ
た
。
主
人
の
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
が
い
ま
や
先
ず
最
初
に
は
保
護
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
保
護
支
配
）
と
し
て
ま
た
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
土

地
支
配
）
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
に
せ
よ
、
次
第
に
ひ
と
つ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
か
ら
個
々
の
保
護
隷
属
的
ま
た
は
土
地
隷
属
的
な
人
々

を
超
え
て
、
隷
属
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
発
展
は
、
先
ず
最
初
に
隷
属
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状
態
か
ら
上
昇
し
た
諸
都
市
に
お
い
て
、
よ
り
明
瞭
に
現
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
場
所
で
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ラ
ン
ト
の
ホ
ー
フ
〔
荘
園
〕
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
よ
り
最
近
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
主
人
と

個
々
の
農
民
と
の
間
の
奉
仕
関
係
が
、
多
く
の
関
係
に
お
い
て
直
接
的
な
関
係
に
と
ど
ま
っ
た
。
他
方
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
他
の
諸
関
係

に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
両
者
の
間
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
登
場
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
と
く
に
、〈
個
々
人
が
最
初
は
主
人
に
対
す
る

彼
の
個
人
的
関
係
の
ゆ
え
に
、
や
が
て
は
よ
り
多
く
彼
の
従
属
す
る
土
地
占
有
の
ゆ
え
に
、
そ
し
て
、
こ
れ
と
の
割
合
に
お
い
て
給
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
夫
役
（F
rohnden

）
と
奉
仕
（D

ienst

）、
農
産
物
に
お
け
る
公
課
（A

bgaben

）、
地
代

（Z
insen

）
と
租
税
（Steuern
）
は
、
圧
倒
的
に
た
え
ず
あ
ら
ゆ
る
個
々
人
の
諸
債
務
と
し
て
把
握
さ
（
６１
）

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ

と
並
ん
で
、
す
で
に
早
期
に
、〈
ゲ
マ
イ
ン
デ
自
身
が
本
来
の
債
務
者
で
あ
り
、
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
た
だ
平
等
に
総
体
の
負
担

（G
esam

m
tlast

）
に
参
加
す
る
〉
と
い
う
見
方
、〈
そ
れ
ゆ
え
主
人
が
自
ら
を
先
ず
最
初
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
結
び
付
け
、
ゲ
マ
イ
ン

デ
が
し
か
し
負
担
を
割
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
見
方
、
が
主
張
さ
（
６２
）

れ
た
。
そ
し
て
、
ベ
ー
デ
ン
（B

eden

貢
物
）
と
租

税
は
、
そ
れ
が
い
ま
や
非
正
規
的
な
も
の
で
あ
れ
、
固
定
的
な
も
の
で
あ
れ
、
し
ば
し
ば
ま
さ
に
本
来
ゲ
マ
イ
ン
デ
負
担
（G

em
ein-

delasten

）
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
金
庫
か
ら
支
出
さ
（
６３
）

れ
た
。

そ
こ
で
そ
れ
ゆ
え
全
て
の
諸
関
係
に
お
い
て
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
〔
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
〕
が
、
主
人
に
対
し

て
独
立
の
統
一
体
と
し
て
彼
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
内
部
で
向
き
合
っ
た
。
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
同
様
に
そ
れ
に
属
す

る
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
対
す
る
関
係
で
統
一
体
と
し
て
自
ら
を
主
張
し
た
こ
と
が
、
自
ず
か
ら
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
、
す
で
に
従
来

の
見
方
か
ら
十
分
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
関
係
に
お
い
て
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
発
展
は
、
ド
ル

フ
と
マ
ル
ク
に
お
け
る
自
由
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
発
展
に
極
め
て
完
全
に
類
似
し
た
の
で
、
そ
れ
は
区
別
さ
れ
た
取
り
扱
い
を
必
要
と
し
な

か
っ
た
。
た
だ
総
体
権
の
負
担
と
分
け
前
だ
け
が
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
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お
い
て
は
異
な
っ
て
い
た
。
総
体
と
個
々
人
の
間
の
存
在
す
る
総
体
権
の
分
配
の
種
類
と
方
法
は
、
両
者
に
お
い
て
同
一
の
諸
原
則
に

従
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
全
体
的
な
内
部
構
造
に
お
い
て
は
、
結
合
の
物
的
諸
要
素
と
人
的
諸
要
素
の
関
係
に
お
い
て

は
、
裁
判
権
と
自
律
へ
の
、
自
治
と
自
己
課
税
へ
の
、
マ
ル
ク
用
益
（M

arknutzung

）
と
土
地
占
有
へ
の
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
参
加

に
お
い
て
は
、
全
て
の
制
度
と
組
織
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
、
形
成
さ
れ
る
新
た
な
物
権
法
、
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
の
内
容
に
お
い

て
は
、
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
本
質
的
に
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
再
生
産
以
外
の
何
も
の
で
も
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
そ
の
大
き
な
類
似
性
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
深
く
浸
透
す
る
差
異
は
、
た
だ
ホ
ー
フ
ゲ

マ
イ
ン
デ
が
そ
の
統
一
体
の
主
要
な
基
礎
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
一
人
の
主
人
を
持
っ
た
こ
と
の
中
に
の
み
存
在
し
、
そ
し
て
、
た
と
え

主
人
が
長
い
間
も
は
や
し
か
し
な
が
ら
こ
の
統
一
体
を
代
表
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
統
一
体
の
も
と
も
と
の
そ
し
て

圧
倒
的
な
部
分
を
自
己
の
諸
権
利
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
全
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
総
体
に
内
在
す
る
法
的
統
一
体
は
、

そ
こ
〔
主
人
の
諸
権
利
〕
か
ら
た
だ
導
出
さ
れ
そ
し
て
従
属
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
に
対
し
て
は
お
よ
そ
、
貸
与
さ
れ
た
財
産
が

真
正
の
財
産
に
対
す
る
の
と
、
同
様
の
関
係
に
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
独
立
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
の
内
的
な
諸
案
件
に
お
い
て
あ
り
え
た
と
し
て
も
、

い
つ
で
も
そ
れ
は
、
外
部
に
向
か
っ
て
そ
の
総
体
的
権
利
を
吸
収
し
た
と
こ
ろ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
に
従
属
す
る
に
留
ま
っ
た
。

主
人
を
と
お
し
て
の
み
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
代
理
さ
れ
、
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
各
々
は
対
外
的

に
代
理
さ
れ
た
。
主
人
を
と
お
し
て
の
み
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
そ
も
そ
も
民
族
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
国
家
の
構
成
部
分

で
あ
っ
た
。
主
人
を
と
お
し
て
の
み
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
自
ら
を
包
含
す
る
結
合
体
（V

erein

）
の
外
に
立

つ
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
ま
た
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
種
類
の
何
ら
か
の
団
体
（V

erband

）
の
権
利
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
あ
ら
ゆ
る
財
産
法
的
、
家
族
法
的
ま
た
は
政
治
的
な
対
外
的
取
引
は
、
主
人
の
仲
立
ち
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
主
人
が
承
認
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し
な
い
と
（
６４
）

き
は
、
あ
る
い
は
、
予
め
異
な
る
諸
団
体
の
主
人
間
に
、
そ
れ
ら
の
所
属
員
た
ち
が
相
互
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
み
な
さ
れ
る
べ

き
で
（
６５
）

あ
る
と
い
う
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
た
場
合
で
な
い
と
き
は
、
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
な
い
者
は
、
婚
姻
を
締
結
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
国
人
と
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
そ
の
構
成
員
の
あ
ら
ゆ
る
契
約
、
生
存
者
間
の
ま
た
は
死
亡

に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
移
転
（V

eräu�
erung

）
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
認
可
（B

estätigung

）
を
必
要
と
（
６６
）

し
た
。
民
族
法
ま
た
は
ラ
ン

ト
法
は
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
、
直
接
に
〈
成
立
、
規
制
お
よ
び
保
護
を
ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
に
負
っ
た
〉
隷
属
的
団
体
に
は
及
ば
な

か
（
６７
）

っ
た
。
そ
し
て
、
公
的
権
力
、
そ
の
役
人
お
よ
び
裁
判
所
に
対
し
て
は
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
〔
荘
園
仲
間
〕
は
、
徹
底
し
て
主
人

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
代
理
さ
れ
た
の
で
、
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
、
な
る
ほ
ど
非
常
に
多
様
な
諸
関
係
に
お
い
て
諸
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ

の
組
織
と
法
へ
と
、
と
く
に
戦
争
役
務
、
租
税
お
よ
び
裁
判
管
轄
権
に
関
し
て
、
介
入
し
た
が
、
し
か
し
い
つ
で
も
そ
の
場
合
に
、
主

人
の
仲
立
ち
を
必
要
と
（
６８
）

し
た
。
極
め
て
多
く
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
し
て
最
初
に
ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
〔
荘
園
法
〕
か

ら
上
昇
し
た
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
（Stadtgem

einde
）
に
お
い
て
は
、
拡
大
す
る
ホ
ー
フ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
す
で
に
早
期
に

し
ば
し
ば
そ
れ
を
包
含
す
る
団
体
の
枠
を
突
き
破
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
、
そ
し
て
、
そ
の
限
り
で
、

そ
こ
に
は
ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
の
形
成
の
み
な
ら
ず
、
部
分
的
な
除
去
も
ま
た
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
我
々
は
、
も
は
や
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
頂
点
を
有
す
る
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い

て
の
み
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

�．

そ
の
よ
う
に
し
て
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
最
も
古
く
し
か
し
そ
れ
で
も
最
も
遅
れ
て
消
滅
し
た
荘
園
農
奴
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
（hofhörige

G
enossenschaften

）
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
既
に
早
期
に
共

同
体
的
な
フ
ー
フ
ェ
占
有
を
と
お
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
以
外
の
隷
属
的
な
荘
園
団
体
の
諸
ク
ラ
イ
ス
も
ま
た
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
な
組
織
を
把
握
し
た
。
な
る
ほ
ど
我
々
は
、
奉
仕
を
と
お
し
て
荘
園
法
を
超
え
て
上
昇
し
た
諸
階
級
の
諸
団
体
を
そ
れ
に
数
え
る
こ
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と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
が
我
々
に
向
き
合
う
姿
に
お
い
て
は
本
来
の
荘
園
法
を
す
で
に
克
服
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
こ
れ
に
は
、
い
く
つ
か
の
他
の
〈
我
々
に
は
た
だ
明
瞭
で
な
い
痕
跡
か
ら
の
み
認
識
可
能
な
、
奉
仕
、

法
お
よ
び
利
益
の
共
同
体
に
基
づ
く
〉
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
（
６９
）

フ
ト
と
並
ん
で
、
隷
属
的
な
手
工
業
者
、
営
業
経
営
者
お
よ
び
芸
術
家

た
ち
の
諸
団
体
が
属
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
今
日
ま
で
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
荘
園
法
的
イ
ン
ヌ
ン
グ
（Innung

）」
の
本
質
と
歴
史
、

少
な
く
と
も
自
由
な
ギ
ル
ド
（G

ilden

）
お
よ
び
ツ
ン
フ
ト
（Z
ünfte

）
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
歴
史
的
関
係
、
で
（
７０
）

あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
確
定
さ
れ
た
限
り
で
は
、
十
一
世
紀
と
十
二
世
紀
に
お
い
て
、
都
市
へ
と
拡
が
り
ま
た
は
古
い
都
市
マ
ル
ク
（Stadtm

ark

）
の

大
部
分
に
拡
大
さ
れ
た
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
の
中
で
、〈
た
ん
な
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
部
門
で
も
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
も

な
く
、
両
者
の
間
の
中
間
に
立
つ
〉
同
じ
業
務
に
携
わ
る
隷
属
的
な
営
業
経
営
者
、
手
工
業
者
お
よ
び
芸
術
家
た
ち
の
諸
団
体

（V
ereine

）、
す
な
わ
ち
、
な
る
ほ
ど
真
の
荘
園
法
に
服
す
る
が
し
か
し
そ
れ
で
も
す
で
に
〈
主
人
に
対
す
る
関
係
で
た
と
え
導
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
一
つ
の
総
体
権
を
占
有
し
、
た
と
え
下
位
に
あ
り
そ
し
て
従
属
的
で
あ
る
に
せ
よ
一
つ
の
統
一
体
を
形
成

す
る
た
め
に
〉
自
力
で
十
分
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
諸
団
体
が
、
存
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
と
も
と
は
も
ち
ろ
ん〈
営
業
経
営
と
手
工
業
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
〉荘
園
の
奴
隷
た
ち
と
非
自
由
民
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
を
欠
い
て
い
た
。
彼
ら
は
家
の
下
僕
（H

ausgesinde

）
お
よ
び
荘
園
下
僕
（H

ofgesinde

）
に
（
７１
）

属
し
、
フ

ロ
ン
ホ
ー
フ
に
お
い
て
自
ら
そ
の
た
め
に
決
定
さ
れ
た
自
分
の
部
屋
に
お
い
て
居
住
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
に
対
し
て
保
証
さ
れ
た
生
計

に
対
し
て
奉
仕
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
ヨ
リ
高
い
尊
敬
を
享
受
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
し
か
し

多
く
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
自
己
の
家
政
と
自
己
の
フ
ー
フ
ェ
の
上
位
に
あ
る
隷
属
的
か
つ
非
自
由
の
小
作
農
民
よ
り
以
上
に
非
独
立
的

〔
な
立
場
〕
に
置
か
れ
て
い
た
。
彼
の
任
意
に
し
た
が
っ
て
主
人
ま
た
は
彼
の
役
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
奉
仕
の
種
類
と
程
度
を
指
示
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し
た
。
こ
の
奉
仕
の
性
質
に
従
う
ご
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
荘
園
の
人
員
が
、〈
特
別
の
監
督
者
ま
た
は
支
配
者
の
下
に
立
ち
、
そ
の
そ
れ

ぞ
れ
に
一
定
数
が
さ
ら
に
上
位
の
役
人
の
下
位
に
置
か
れ
て
い
る
〉
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
部
門
へ
と
分
か
れ
た
。
同
じ
方
法

に
お
い
て
、
手
工
業
者
、
商
人
お
よ
び
芸
術
家
は
、
主
人
の
荘
園
の
農
業
的
（
お
そ
ら
く
小
作
農
民
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
）
主
人
荘

園
（H

errenhof
）
の
人
員
、
家
の
下
僕
、
猟
師
お
よ
び
牧
畜
者
と
同
様
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
形
式
に
お
い
て
上
か
ら
組
織
さ
れ
て

（
７２
）

い
た
。
同
一
の
業
務
が
指
示
さ
れ
て
い
た
人
々
は
、
共
同
体
の
空
間
に
お
い
て
特
別
の
役
人
た
ち
の
下
で
居
住
し
そ
し
て
労
働
（
７３
）

し
た
。

ひ
と
は
、
彼
ら
を
、
主
人
に
奉
仕
す
る
す
べ
て
の
人
々
（dem

H
errn

D
ienende

）、
役
人
（A

m
tsleute

）
ま
た
は
従
者
（D

iener

）

（am
bahtleute

、officiales

、officiati

役
人
、servitores

（
７４
）

従
者
）
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
仕
事
で
名
づ
け
、
そ
し
て
、
し
た
が
っ
て

彼
ら
の
総
体
そ
の
も
の
を
も
ま
た
、
ミ
ニ
ス
テ
ー
リ
ウ
ム（
省m

inisterium

）、
オ
フ
ィ
キ
ウ
ム（
官
庁officium

）ま
た
は
官
職（A

m
t

）

と
名
（
７５
）

づ
け
、
彼
ら
の
代
表
者
を
マ
イ
ス
タ
ー
（
長M

eister

）、
マ
ギ
ス
タ
ー
（
長m

agister

）、
オ
ー
バ
ー
マ
イ
ス
タ
ー
（
長
官O

ber-

m
eister

）、
メ
ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
（
長
官M

erkm
eister

）
ま
た
は
プ
ラ
エ
ポ
ジ
ー
ト
ゥ
ス
（
長
官praepositus

）
と
名
づ
（
７６
）

け
た
。
こ

れ
ら
の
「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
官
職
」
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
結
合
は
極
め
て
長
い
間
問
題
と
は
な

ら
な
か
っ
た
。
長
（M
eister

）
は
た
ん
に
主
人
の
役
人
（B

eam
ter

）
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
手
工
業
者
た
ち
は
主
人
の
隷

属
者
た
ち
（U

ntergebenen

）、
臣
下
（subjecti

）、
奴
僕
（fam

uli

）、
奴
隷
（K

nechte

）
ま
た
は
従
士
（K

nappen

）
に
す
ぎ
な

か
（
７７
）

っ
た
。
彼
ら
は
賃
金
の
た
め
に
働
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
下
僕
と
同
様
に
、
費
用
と
生
計
維
持
に
対
し
て
働
（
７８
）

い
た
。
個
々
人
は
、

仕
事
の
一
定
の
種
類
を
求
め
る
権
利
、
ま
た
は
、
官
職
の
構
成
員
た
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
有
さ
ず
、
む
し
ろ
彼
ら
を
、
主
人
は
、

そ
の
任
意
に
投
入
し
ま
た
は
取
り
出
す
こ
と
が
で
（
７９
）

き
た
。
彼
ら
に
対
す
る
懲
戒
権
（Z

ucht

）
と
裁
判
権
は
、
長
、
よ
り
高
位
の
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
的
な
役
人
、
お
よ
び
裁
判
官
に
帰
属
し
、
そ
し
て
、
最
終
審
に
お
い
て
は〈
労
働
の
規
律
と
奉
仕
の
秩
序
と
ま
さ
に
同
様
に
〉

彼
ら
が
そ
の
代
理
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
主
人
に
帰
属
（
８０
）

し
た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
裁
判
所
（G

enossengericht

）、
官
職
の
固
有
の
法
、
さ
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ら
に
そ
の
よ
う
に
下
位
に
秩
序
付
け
ら
れ
る
自
治
に
つ
い
て
は
、
痕
跡
は
見
出
さ
れ
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
代
と
と
も
に
、
手
工
業
者
お
よ
び
営
業
経
営
者
の
地
位
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
そ
れ
ら

の
個
々
人
の
地
位
は
、
よ
り
自
由
な
も
の
と
な
っ
た
。
主
人
は
、
も
は
や
彼
ら
の
仕
事
全
体
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
し
て
、
彼
ら
に
ま
た

は
彼
ら
の
若
干
の
人
々
に
、
手
工
業
を
公
的
に
報
酬
と
引
き
換
え
に
営
む
こ
と
を
許
（
８１
）

し
た
。
彼
ら
は
、
彼
ら
が
た
だ
彼
ら
の
奉
仕
義
務

に
従
う
な
ら
ば
、
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
の
外
に
居
住
す
る
こ
と
が
許
さ
（
８２
）

れ
た
。
こ
の
奉
仕
義
務
そ
の
も
の
は
、〈
そ
れ
が
日
に
よ
っ
て
ま
た

は
物
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
最
後
に
は
し
か
し
貨
幣
に
転
換
さ
れ
た
こ
と
に
よ
（
８３
）

っ
て
〉、
あ
る
い
は
、〈
あ
ら
ゆ
る
手
工
業
の
労
働
者
の

一
定
数
だ
け
が
、
そ
し
て
、
労
働
の
一
定
量
だ
け
が
、
無
償
で
、
そ
の
他
の
も
の
は
報
酬
と
引
き
換
え
に
請
求
さ
れ
た
こ
と
に

よ
（
８４
）

っ
て
〉、
次
第
に
固
定
さ
れ
た
。
個
々
人
に
は
奉
仕
フ
ー
フ
ェ
（D

iensthufen

）
と
封
土
フ
ー
フ
ェ
（L

ehnhufen

）
が
、〈
大
き

な
利
益
（beneficia

）
と
全
く
同
様
に
次
第
に
重
要
な
財
産
と
な
り
、
そ
し
て
、
手
工
業
そ
の
も
の
が
相
続
可
能
と
な
り
、
営
業
権

（G
ew
erberecht

）
が
物
的
な
権
利
、
そ
れ
と
結
合
さ
れ
た
義
務
と
な
る
こ
と
〉
に
導
い
た
と
こ
ろ
の
官
職
封
土
（A

m
tslehn

）
と

し
て
、
与
え
ら
（
８５
）

れ
た
。
隷
属
性
は
共
同
の
自
由
に
た
え
ず
類
似
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
、

〈
自
由
民
た
ち
は
、
彼
ら
が
保
護
官
吏
職
（Schutzvogtei

）
に
ま
た
は
隷
属
性
に
す
ら
自
ら
を
与
え
、
奉
仕
を
保
護
と
引
き
換
え
に

約
束
し
、
そ
し
て
、
営
業
ま
た
は
手
工
業
を
営
む
こ
と
〉
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
に
自
ら
を
関
連
さ
せ
た
。
彼
ら
も
ま
た
、

も
は
や
全
く
独
立
で
は
な
い
荘
園
法
的
な
官
職
に
割
り
当
て
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
加
わ
ろ
う
と
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
側
か
ら
よ
り
自

由
な
諸
要
素
を
そ
の
官
職
の
中
に
持
ち
込
ん
だ
。

そ
れ
ゆ
え
次
第
に
多
く
の
官
職
が
、
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
全
く
類
似
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
結
合
の
た
め
に
生
じ

た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
マ
イ
ス
タ
ー
の
奴
隷
の
代
わ
り
に
自
己
の
計
算
で
働
く
人
々
、
す
な
わ
ち
、〈
徒
弟
お
よ
び
見
習
い
か
ら
区
別
さ

（
８６
）れ

、
そ
し
て
、
自
ら
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
み
な
し
、
手
工
業
を
彼
ら
の
総
体
に
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
主
人
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
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官
職
封
土
と
し
て
行
（
８７
）

使
し
、
奉
仕
義
務
を
そ
れ
と
結
合
さ
れ
た
総
体
負
担
と
し
て
履
行
（
８８
）

し
た
と
こ
ろ
の
〉
人
々
が
、
登
場
し
た
か
も
し

れ
な
か
っ
た
。
主
人
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
マ
イ
ス
タ
ー
へ
の
、
そ
し
て
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
官
（
８９
）

へ
の
、
存
続
す
る
従
属
性
と

並
ん
で
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
、
一
定
の
自
治
を
獲
得
し
、
固
有
の
権
利
を
形
成
し
、
そ
し
て
裁
判
に
関
与
し
た
か
も
し
れ
な
か
（
９０
）

っ
た
。
そ

し
て
、
時
代
と
と
も
に
、
彼
ら
は
、
諸
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
自
由
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
な
っ
た
の
と
全
く
類
似
の
方
法
に
お
い
て
、
自
由

な
ギ
ル
ド
お
よ
び
ツ
ン
フ
ト
の
数
へ
と
移
動
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
た
だ
今
な
お
個
々
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
権
利
だ
け
は
、
彼
ら

の
荘
園
法
的
な
起
源
を
想
起
さ
せ
た
の
で
（
９１
）

あ
る
。

我
々
が
、
と
こ
ろ
で
し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
て
、
諸
官
職
と
諸
ツ
ン
フ
ト
の
間
の
中
間
に
立
つ
諸
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
存

在
を
認
め
、
そ
し
て
、
我
々
が
そ
れ
ら
を
、
多
く
の
官
職
が
そ
れ
を
と
お
し
て
ツ
ン
フ
ト
と
な
っ
た
ひ
と
つ
の
移
行
段
階
と
み
な
し
た

と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
ツ
ン
フ
ト
制
度
が
そ
も
そ
も
荘
園
法
的
な
イ
ン
ヌ
ン
グ
（Innung

同
業
組
合
）
制
度
か
ら
生
じ
て

い
る
と
い
う
見
解
は
、
決
し
て
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
は
（
９２
）

な
い
。
ツ
ン
フ
ト
の
模
範
は
自
由
民
の
自
由
な
合
意
（E

inungen

）
で
あ
り
、

そ
し
て
、
最
古
の
現
実
の
諸
ツ
ン
フ
ト
は
極
め
て
あ
り
そ
う
な
こ
と
に
、
た
ぶ
ん
以
前
か
ら
存
（
９３
）

在
し
、
後
に
は
い
ず
れ
に
せ
よ
き
わ
め

て
多
く
の
自
由
な
手
工
業
者
た
ち
の
間
で
自
由
に
選
択
さ
れ
た
会
の
結
成
を
と
お
し
て
成
立
し
た
の
で
（
９４
）

あ
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
高
い
程

度
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
商
人
の
諸
ギ
ル
ド
に
妥
当
す
る
。
し
か
し
ひ
と
た
び
あ
る
種
類
の
営
業
経
営
者
た
ち
の
自
由

な
諸
イ
ン
ヌ
ン
グ
が
存
在
し
た
と
な
る
と
、
そ
れ
ら
は
当
然
に
、〈
は
る
か
な
後
の
時
代
に
お
い
て
し
ば
し
ば
村
落
ゲ
マ
イ
ン
デ
お
よ

び
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
生
じ
た
よ
う
に
、
営
業
的
な
ギ
ル
ド
や
ツ
ン
フ
ト
と
い
う
《
む
ろ
ん
多
く
の
点
に
お

い
て
古
い
諸
官
職
の
理
念
を
継
続
し
た
が
し
か
し
そ
の
本
質
上
自
由
な
合
意
の
原
則
（P

rinzip
der

freien
E
inung

）
と
い
う
全
く

別
の
原
則
に
基
づ
い
た
》
一
つ
の
制
度
（das

E
ine
Institut

）
が
そ
こ
か
ら
生
ず
る
ま
で
に
〉、
荘
園
法
的
な
諸
団
体
も
ま
た
そ
れ
に

自
ら
を
接
近
さ
せ
よ
う
と
し
た
模
範
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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【
以
上
、
第
二
十
一
章
、
終
わ
り
】

【
第
二
十
一
章
の
注
】

注（
１
）

V
gl.bes.K

indlinger,m
ünster.B

eitr.I.1.S.9
f.II,1.S.90

f.H
örigkeit

S.26
f.E
ichhorn,Z

.f.gesch.R
echtsw

iss.I.S.

186
f.R
.G
.§
345b.M

itterm
aier,D

.P
.R
.§
7.B
luntschli,St.＝

u.R
.G
.I.240

f.L
andau,T

err.S.103
f.R
enaud,Z

.f.D
.R
.IX
.

14
f.L
acom

blet,A
rchiv

I.S.168
f.M
aurer,E

inl.S.226
f.und

F
ronh

öfe
I.S.471

f.IV
.S.1

f.

注（
２
）

荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
た
め
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
名
称
の
総
括
を
、
証
明
箇
所
と
説
明
と
並
ん
で
、
マ
ウ
ラ
ー
（M

aurer,

F
ronh.I.S.479.IV

.S.2

―11.

）
が
与
え
て
い
る
。

注（
３
）

こ
れ
ら
の
お
よ
び
類
似
の
名
称
を
マ
ウ
ラ
ー
（M
aurer,F

ronh.IV
.S.1

f.16
f.

）
が
証
明
し
て
い
る
。

注（
４
）

M
aurer,F

ronh.III.S.15
―27.

注（
５
）

夫
役
日
（H

oftage

）
の
布
告
（E
rklärung

）
を
と
お
し
て
、
保
護
証
書
（Schutzbriefe

）
の
獲
得
を
と
お
し
て
、
ま
た
は
、
荘
園

帳
簿
（H

ofbuch

）
へ
の
登
録
（E
inschreibung

）
を
と
お
し
て
行
わ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
い
わ
ゆ
る
臣
下
承
認
（aveu

）
を
と
お
し

て
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る“
V
erherren”
（
主
人
に
す
る
こ
と
）。M

öser,O
snabr.G

esch.I.78.M
aurer,F

ronh.II.S.108

―113.

注（
６
）

M
aurer,F

ronh.III.S.50

―59.117.G
erechtigkeit

des
R
eichshofs

B
rackel

〔
帝
国
荘
園
ブ
ラ
ッ
ケ
ル
の
正
義
〕ib.IV

.S.44.

N
ote

32：

「
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
、
自
由
な
農
夫
た
ち
の
だ
れ
か
が
自
ら
に
後
背
者
を
与
え
る
こ
と
を
欲
し
、
そ
し
て
後
背
者
の
自
由
を

熱
望
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
ず
る
と
き
は
、
そ
の
人
々
は
、
後
背
者
に
予
め
債
務
を
負
い
、
そ
し
て
後
背
者
に
対
し
て
誠
実
で
あ
り
、
彼

の
軽
い
そ
し
て
重
い
義
務
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
後
背
者
に
対
し
て
は
死
因
証
書
で
二
シ
リ
ン
グ
を
与
え
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
し
て
、
部
族
仲
間
と
し
て
の
後
背
人
た
ち
に
は
一
シ
リ
ン
グ
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。〔
仮
訳
〕」（item

off
het
sich

auch
be-

geve,
dat
jem
and

von
den

buitenluiden,
die
vry
w
eren

und
sich

an
dat
ryck

geven
w
olden

und
des
rycks

frieheit

begehrden,
die
sollen

dem
schulten

to
voren

und
dem

rycke
treue

und
hold

to
syn

laven
und

schw
eren

und
dem
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schulten
tot
urkunden

geven
II
sch.und

den
rycksluiden

als
standgenohen

I
sch.

）。G
rim
m
I.410.750.

注（
７
）

こ
の
こ
と
は
荘
園
裁
判
所
で
起
き
た
。
例
え
ば
、G

rim
m
II.605.

「
そ
の
年
が
終
わ
る
と
き
に
、
彼
が
主
人
の
背
後
に
留
ま
る
こ
と
を

欲
す
る
と
き
は
、
ひ
と
は
彼
を
採
用
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
彼
は
恵
み
深
い
主
人
に
属
す
る
人
で
あ
り
、
他
の
人
々
と
同
様
に
保
護

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
仮
訳
〕」（-

und
w
anne

das
jare

um
b
is,
w
il
er
dann

hinder
dem

herrn
blyben,

sal
m
an
ine

uffnem
en
und

er
m
yns
gn.h.angehoerig

m
ann
syn,und

glich
andern

verteding
t
w
erden.

）。

注（
８
）

K
indlinger,m

ünst.B
eitr.II,2.S.403.M

aurer,F
ronh.II.S.110.IV

.S.43.

注（
９
）

例
え
ば
、
注（
６
）
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ケ
ル
の
証
書
を
参
照
せ
よ
。G

rim
m
I.
781：

「
あ
る
ひ
と
が
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
引
き
移
る
と

き
は
、----

彼
は
、
我
々
の
恵
み
深
い
主
人
に
十
シ
リ
ン
グ
を
、
共
同
体
に
十
シ
リ
ン
グ
を
、
引
越
料
と
し
て
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。」

（w
o
einer

in
diese

gem
eind

zöge, ----
so
soll
er
unserm

gn.
herrn

10
sch.

und
der
gem
ein
10
sch.

zum
inzug

ge-

ben.

）。K
indlinger,H

örigk.S.634.639.

注（
６
）
を
も
参
照
せ
よ
。

注（
１０
）

例
え
ば
、
グ
リ
ム
（G

rim
m
I.786

f.
）。

注（
１１
）

G
rim
m
I.8.21

c.27.82.151.154.c.12.232.424.425.435.558.687
f.II.31.156.458.473.701.III.347.526.527.

840.

M
aurer,F

ronh.II.S.70
f.111

f.IV
.S.43.

注（
１２
）

M
aurer,F

ronh.IV
.S.41

―43.45

―47.

ケ
ー
メ
ル
リ
ン
グ
の
法
（R

echt
der
K
em
erlinge

ib.II.S.110
N
ote
41

）「
そ
し
て
彼

ら
が
聖
ボ
ニ
フ
ァ
キ
ウ
ス
の
日
に
エ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
荘
園
に
来
て
仕
事
日
に
は
い
っ
そ
う
真
正
人
で
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
義
務
を

負
っ
て
い
る
と
き
は
」（und

dan
so
syn
sie
schuldig

toe
koem

en
in
den

hoff
tho
O
ethm

arsen
op
saint

B
onifacius

dagh,

toe
bekennen

aldaer
öer
echte.

）。

注（
１３
）

そ
の
よ
う
な
財
産
の
保
有
者
は
、B

auern

農
民
、H

über

フ
ー
フ
ェ
の
田
地
を
も
つ
農
夫
、m

ansonarii

小
作
地
農
夫
、hubarii

地
積

み
を
有
す
る
人
々
、H

ofsassen

荘
園
地
主
、curtiles

城
の
人
、H

ovelinge
廷
臣
、H

ofm
arksleute

荘
園
マ
ル
ク
の
人
々
、coloni

小

作
農
民
、gew

erte
oder

begüterte
L
eute

保
証
さ
れ
た
ま
た
は
土
地
を
所
有
す
る
人
々
、
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。K

indlinger,H
örigk.
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S.64
f.M
aurer,F

ronh.IV
.S.17

―19.

一
部
分
を
獲
得
し
た
者
は
、
自
ら
を
主
人
に
よ
っ
て
こ
の
領
地
に
封
ぜ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。G

rim
m
II.
181.

182.

一
つ
の
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
の
諸
フ
ー
フ
ェ
は
、
自
由
な
ド
ル
フ
マ
ル
ク
の
諸
フ
ー
フ
ェ
と
相
互
に
等
し
い

大
き
さ
で
あ
っ
た
。M

aurer,F
ronh.III.200

―203.
注（
１４
）

し
ば
し
ば
た
だ
み
か
け
だ
け
の
大
き
さ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
七
フ
ィ
ー
ト
の
長
さ
と
幅
で
あ
る
。G

rim
m
I.
S.

11.：
「
自
己
の
た
め
に
ア
ル
ト
ル
フ
の
荘
園
財
産
の
七
フ
ィ
ー
ト
の
広
さ
と
幅
を
有
す
る
者
ま
た
は
そ
の
使
者
は
、
全
て
の
裁
判
所
の
も

と
に
出
頭
す
べ
き
で
あ
る
。〔
仮
訳
〕」（w

er
der
syg,

der
der
hofguetern

von
A
ltorf

sieben
schu

w
itt
und

breit
hab,

der

oder
sin
botten

sol
by
allen

gerichten
sin.

）。
同
様
に
、S.7.76.172.§

2.159.201.257
ec.

あ
る
い
は
、
三
脚
椅
子
、
ゆ
り
か

ご
、
寝
台
、
炉
、
雌
山
羊
を
も
つ
場
所
を
有
す
る
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
。G

rim
m
,
R
.A
.
S.
80.
81.
290.

291.
W
eisth.

II.
182.

III.

460.478.745.

あ
る
い
は
、
三
畝
（drei

F
urchen

）。

注（
１５
）

M
aurer,F

ronh.IV
.S.30

―38.

注（
１６
）

い
わ
ゆ
る
保
護
さ
れ
な
い
、
相
続
さ
れ
な
い
、
熟
練
し
な
い
、
出
鱈
目
な
ま
た
は
貧
し
い
人
々
。K

indlinger,H
örigk.S.

64
f.
81
f.

M
aurer

IV
.S.20

―25.

注（
１７
）

M
aurer,F

ronh.IV
.S.25.26.

注（
１８
）

Ib.S.26

―28.

注（
１９
）

L
acom

blet,A
rchiv

I.S.198.H
ofrecht

v.L
uttingen

ib.c.2
§
2.c.4

§
1

―5.c.6
§
1

―3.6.c.10.§
3.c.14

§
2.M
aurer

l.c.IV
.S.29.30.

注（
２０
）

V
gl.K

indlinger,H
örigkeit.S.47.M

aurer,F
ronh.IV

.S.38

―41.

注（
２１
）

例
え
ば
、
グ
リ
ム
（G

rim
m
III.
213

）：

「
そ
の
他
の
エ
ヒ
テ
は
、
特
別
人
た
ち
で
あ
る
。」（de

andere
echte

dat
sint

sun-

derlüde.

）。U
rk.v.1353

N
eugart

II.452：

「
特
別
の
官
職
に
お
い
て
」（in

dem
sunder

am
pt.

）。

注（
２２
）

M
aurer

l.c.IV
.S.75

―78.
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注（
２３
）

V
gl.
z.B
.
G
rim
m
I.
706
§
11：

「
そ
れ
ゆ
え
彼
が
あ
る
者
を
食
卓
仲
間
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
自
ら
の
た
め
に

自
己
紹
介
し
、
そ
し
て
、
そ
の
者
は
ま
た
す
べ
て
の
事
柄
を
行
う
こ
と
を
誓
う
べ
き
で
あ
る
。」（so

m
ag
er
einen

stulgenossen
dar

setzen,der
von
seinetw

egen
darsitzet

und
sol
der
auch

schw
ören

alle
ding

zu
tun

）。Ib.S.731：

「
そ
れ
ゆ
え
財
産
の
主

た
る
主
人
が
、
よ
く
数
人
お
よ
び
二
人
の
フ
ー
フ
ェ
保
有
者
の
前
に
、
一
人
の
食
卓
仲
間
ま
た
は
後
見
人
を
、
荘
園
に
服
従
す
べ
き
彼
の

場
所
に
、
事
柄
の
た
め
そ
し
て
ゴ
ー
の
仲
間
の
た
め
に
、
彼
も
ま
た
行
っ
た
ご
と
き
方
法
へ
と
、
設
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
〔
仮
訳
〕」

（so
m
ag
der
houbtherre

des
gutes

w
ol
vor
dem

m
eiger

und
zw
eien

hubern
einen

stulgenossen
oder

m
untm

an
set-

zen
an
sine

stat,
dem

hofe
gehorsam

zu
sein,

in
die
w
ise
als
er
ouch

gethan
hat,

und
ze
dinge

und
ze
ringe

ze

gonde.

）。G
rim
m
III.742.I.740.U

rk.v.
1254

G
uden.

I.
648.

III.
678.

K
indlinger,

H
örigk.

S.
45.
M
aurer,

F
ronh.

IV
.
S.

80

―82.

注（
２４
）

Z
instage

地
代
日
、H

ubtage

フ
ー
フ
ェ
日
、G

erichts＝
oder

L
andtage

裁
判
日
ま
た
は
ラ
ン
ト
日
、P

flichttage

義
務
日
、H

of-

gedinge

荘
園
請
負
と
も
、H
of＝
oder

H
ubsprachen

荘
園
語
ま
た
は
フ
ー
フ
ェ
語
で
呼
ば
れ
る
（M

aurer
l.c.
IV
.
S.
55

）、
夫
役
日

（H
oftage

）
は
、「
す
べ
て
の
」
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
よ
っ
て
訪
問
さ
れ
え
た
が
、
し
か
し
た
だ
完
全
な
権
利
を
与
え
ら
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の

み
が
出
頭
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
え
た
。G

rim
m
I.
706
§
12.
II.
165：

「
そ
れ
に
よ
っ
て
財
産
が
与
え
ら
れ

る
者
は
、
事
柄
の
た
め
仲
間
の
た
め
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。」（w

er
dam
it
beguetet

ist,der
soll
zue
ding

und
zue
ring

gehen.

）。

166.
180

―182.
III.
425

―426.
L
acom

blet,
A
rchiv

I.
181.

198.
205.

た
だ
例
外
的
に
の
み
熟
練
し
な
い
人
々
も
ま
た
。
例
え
ば
、

G
rim
m
I.523.561.565.III.613.

議
決
権
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
も
と
も
と
至
る
と
こ
ろ
で
た
だ
完
全
な
権
利
を
与
え
ら
れ
た
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
の
み
で
あ
り
、
彼
ら
だ
け
が
ま
た
参
審
員
能
力
（sch

öffenfähig
）
が
あ
っ
た
。G

rim
m
I.161.521

―522.661
§
1.726.736.739.

750.

ラ
コ
ン
ブ
ルL

acom
bl.,A

rchiv
I.
177
f.
197
f.

に
お
け
る
ク
サ
ン
テ
ンX

anten

お
よ
び
ル
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ンL

uttingen

の
荘
園
法
。

C
f.ib.171.

注（
２５
）

M
aurer,F

ronh.II.S.482
f.
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注（
２６
）

U
rk.v.1568.M

aurer,F
ronh.IV

.S.59.N
ote
10：

「
そ
れ
ゆ
え
居
住
す
る
そ
の
場
所
の
荘
園
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
中
で
最
も

慈
悲
深
い
最
も
敬
虔
な
者
を
荘
園
裁
判
官
に
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。〔
仮
訳
〕」（so
sullen

die
sesz

und
dertig

hoffsluede
einen

hof-

frichter
dess

erbarsten
und

from
bsten

under
sich

kiesen.

）。G
rim
m
I.232.279

（
主
人
は
五
名
ま
た
は
四
名
を
提
案
し
、
ゲ

マ
イ
ン
デ
は
そ
の
中
か
ら
一
人
の
長
官A

m
m
ann

を
選
ぶ
。）。Ib.I.

234.
239
§
1.
510.

687.
II.
525.

544.
III.
51.
548.

617.
618.

900..

注（
２７
）

例
え
ば
、G

rim
m
I.103.245.250.266.700.729.

を
み
よ
。

注（
２８
）

こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
し
ば
し
ば
荘
園
書
記H

ofschreiber

、
使
者B

oten

、
山
林
官F

örster

、
田
畑
の
番
人B

annw
arte

お
よ
び
葡

萄
畑
の
番
人R

ebw
arte

に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
指
導
者G

em
eindehirte

に
つ
い
て
、
問
題
と
な
っ
た
。H

ofr.
v.
X
anten

c.8.c.10.G
rim
m
I.35.239.693.710.II.525.544.III.617

「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
〔
団
体
〕
は
プ
レ
コ
ー
ニ
ス
〔
代
表
者
？
〕
を

選
ぶ
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。」（preconem
eligere

tenetur
universitas

）
な
ど
。

注（
２９
）

H
ofr.v.X

anten
c.6.L

acom
bl.I.177.G

rim
m
II.84.506.525.544.III.60

§
1.

時
折
、
補
欠
選
挙
が
登
場
す
る
。

注（
３０
）

既
に
一
三
一
七
年
に
は
婦
人
た
ち
す
ら
村
長
職
（Schulzenam

t

）
を
相
続
し
た
！
。M

one,Z
eitschr.B

d.V
.S.327.

同
所
、
こ
の

官
職
の
経
過
。
一
般
的
に
は
、
と
く
に
、
帝
国
封
土
と
全
く
同
様
に
、
最
初
は
官
職
の
結
果
で
あ
り
や
が
て
は
官
職
の
基
礎
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
の
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ア
に
つ
い
て
は
、M

aurer,F
ronh.II.S.486

f.

を
、
参
審
員
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
同
書S.497

―499

を
み
よ
。

注（
３１
）

大
部
分
は
、
中
世
の
経
過
後
に
は
じ
め
て
す
ら
。

注（
３２
）

こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
は
、M

aurer
l.c.IV

.S.95

―104.

を
み
よ
。

注（
３３
）

主
人
自
ら
が
現
れ
た
諸
場
合
に
つ
い
て
は
、M

aurer
l.c.I.S.494

f.IV
.S.84

―88.

を
、
役
人
に
よ
る
主
人
の
代
理
に
つ
い
て
は
、

ib.I.496.IV
.88

―92.104
f.

を
、
み
よ
。

注（
３４
）

M
aurer

l.c.IV
.S.168

f.

注（
３５
）

M
aurer

l.c.IV
.S.200

f.
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注（
３６
）

M
aurer

l.c.I.S.499.IV
.S.110

f.

注（
３７
）

M
aurer

l.
c.
I.
S.
493.

IV
.
S.
94.
95.
109
f.
G
rim
m
I.
S.
108：

「
荘
園
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
は
何
び
と
も
判
決
を
語
る
べ
き

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
荘
園
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（daz
um
b
hoffh

örig
guter

niem
an
urtel

sprechen
sol,denn

der

in
den

hoff
geh
öre.

）。L
eges

s.
P
etri

〔
聖
ペ
テ
ロ
の
諸
法
律
〕§

2
u.
7：

「
彼
の
仲
間
た
ち
の
裁
判
所
の
も
と
で
」（cum

judicio

sociorum
suorum

.

）。G
rim
m
I.31：

「
そ
こ
で
は
、
法
廷
を
何
び
と
で
あ
れ
、
し
か
し
、
聖
ブ
ラ
ー
ジ
の
神
の
家
を
所
有
す
る
す
べ
て

の
人
々
で
あ
る
仲
間
た
ち
以
外
の
者
に
対
し
て
与
え
る
こ
と
は
な
い
。〔
仮
訳
〕」（da

sal
ouch

niem
an
erteilen

w
ann
gnossen,das

sint
alle
die,die

des
gotzhusz

ze
sant

B
lasi
eigen

sint.

）。V
gl.ib.III.576

§
7.II.551

§
19
ec.

た
だU

ebergenossen

〔
上

位
の
仲
間
た
ち
〕
だ
け
を
時
折
ひ
と
は
許
し
た
。V

gl.
G
rim
m
I.
163：

「
ア
ー
デ
ル
ガ
シ
ー
レ
の
荘
園
に
お
い
て
は
、
荘
園
に
お
け
る

仲
間
と
上
位
仲
間
以
外
の
何
び
と
も
財
産
お
よ
び
土
地
を
分
か
ち
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」（in

dem
hof
ze
A
delgaschile

sol

niem
an
erteilen

um
b
eygen

und
um
b
erb,denn

ein
genosz

und
ein
uebergenosz

in
dem

hof.

）。

注（
３８
）

G
rim
m
I.5.323.660

§
17.663

§
15.III.13.576

§
11.M

aurer
l.c.IV

.S.52.53.66.67.95.131
f.

注（
３９
）

注（
２７
）
を
参
照
せ
よ
。

注（
４０
）

M
aurer

l.c.I.489
f.IV
.140

―162.

注（
４１
）

G
rim
m
III.
407：

「
そ
し
て
ま
た
、
ひ
と
は
正
当
に
も
、
上
記
の
裁
判
所
の
主
人
が
、
土
地
の
人
々
の
認
識
と
意
思
な
し
に
は
、
新
た

な
要
求
を
さ
ら
に
新
た
に
、
古
い
伝
統
に
よ
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
行
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
、
知
っ
て
い
る
。」（auch

w
eist

m
an

zu
recht,dasz

die
obgem

elte
gerichtsherrn

kein
neuen

gebott
noch

neuerung
sollen

m
achen

ohne
w
issen

und
w
il-

len
des
landtvolks

anders
w
ie
von
alten

herkom
en.

）。III.673：
「
こ
れ
ら
は
、
我
々
が----

S.

の
荘
園
マ
ル
ク
に
お
い
て
、
制

定
し
て
き
た
諸
規
定
で
あ
り
、
そ
し
て
、
家
仲
間
た
ち
の
意
思
と
助
言
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
て
い
る
。」（dies

sind
die
sätz,

die
w
ir

----
abbtissin

----
in
unser

hufm
arsch

zu
S.gesetzt

haben
und

ist
geschehen

m
it
der
hausgenossen

w
illen

und
rat.

）。

Ib.
I.
216：

「
そ
し
て
短
い
時
間
ま
た
は
長
い
時
間
従
っ
て
き
た
か
は
、
こ
の
開
始
を
改
善
し
ま
た
は
減
少
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
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り
、
そ
の
こ
と
は
、
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
ル
レ
ン
の
一
人
の
主
人
と
そ
の
リ
ッ
ケ
ン
バ
ッ
ハ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
っ
て
そ
の
知
識
と
意
思
の
た

め
に
生
ず
る
べ
き
で
あ
る
。〔
仮
訳
〕」（U

nd
ob
sich

uber
kurtz

oder
lang

zit
gefüegen

w
urdt,

das
nothurftig

w
ere
dise

offnung
zebessern

oder
zem
indern,

daz
sol
beschechen

m
it
ains

herren
von

s.
G
allen

und
dero

von
R
ickenbach

gm
aindt

gunst
w
üssen

und
w
illen.

）。Ib.223：

「
一
人
の
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
ル
レ
ン
か
ら
の
主
人
が
隣
人
た
ち
と
共
に
、
云
々
」（ain

herr
von
s.G
allen

m
it
den
nachpuren

etc.

）。

注（
４２
）

既
に
七
七
五
年
（H

ontheim
I.
136

）
に
、
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ネ
ン
（F

iskalinen

廷
臣
）
た
ち
の
法
と
慣
習
（lex

et
consuetudo

）

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
後
に
も
ま
た：

「
古
い
慣
習
と
法
」（alt

gew
onheit

und
recht

）。G
rim
m
I.689;

ähnlich
ib.III.

404.
426.

�
生
ま
れ
な
が
ら
の
法
（ein

angebornes
R
echt

）�
と
も
名
づ
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、leg.

s.
P
etri

§
32：

「
自
ら
生
ま
れ

た
法
律
を
」（legem

sibi
innatam

）。

注（
４３
）

ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
の
形
式
は
、
こ
の
こ
と
を
既
に
示
し
て
い
る
。
フ
ー
バ
ー
（H

uber

フ
ー
フ
ェ
の
田
畑
を
有
す
る
農
夫
）
が
�
秩

序
づ
け
たgeordnet

�、�
共
同
で
認
識
し
たgem

einlich
erkannt

�（G
rim
m
I.
679
§
2.
717.

745.

）、
あ
る
い
は
、
法
秩
序
は
フ
ー

バ
ー
た
ち
の
相
互
間
の
合
意
と
称
さ
れ
る
。
例
え
ば
、G

rim
m
I.
718：

「
後
述
の
物
的
荘
園
の
フ
ー
バ
ー
た
ち
が
全
員
一
致
で
合
意
す

る
。」（nachgeschriben

huber
desz

dinghoffes
kom
m
ent
einhelliglich

überein.

）。S.
722

―723：

「
村
長
お
よ
び
支
配
人
、
ま

た
、
共
通
の
フ
ー
バ
ー
お
よ
び
食
卓
仲
間
も
、
集
合
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
と
す
べ
て
の
彼
ら
の
子
孫
の
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
に
合
意
し
、

決
定
し
た
。
云
々
。」（schultheisz

und
m
eyger,auch

gem
eine

huober
und

stulgenossen
----
versam

let
und

für
sich

und

alle
ire
nachkom

en
volgender

gestalt
vereinbaret,entschlossen

etc.

）。

注（
４４
）

荘
園
法
の
発
展
と
内
容
に
つ
い
て
、
ひ
と
は
、M

aurer,F
ronh.I.S.499

―505.III.163

―171.IV
.
275

―382.506

―507.

に
お
い
て

最
も
完
全
な
証
明
を
み
る
。

注（
４５
）

V
gl.bes.M

aurer,F
ronh.II.S.415

―510.

注（
４６
）

M
aurer,F

ronh.IV
.S.54

f.
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注（
４７
）

G
rim
m
I.
750.

777

―778.
III.
641
§
3：

「
我
々
の
一
人
が
他
の
人
を
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
の
中
へ
と
定
住
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、
彼
が

そ
の
者
を
い
ま
や
定
住
さ
せ
る
前
に
、
彼
は
主
人
と
隣
人
に
そ
の
こ
と
を
持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
。----

ホ
ー
フ
マ
ル
ク
主
人
お
よ
び
隣

人
が
承
認
せ
ず
ま
た
は
気
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
の
人
々
に
対
し
て
は
、
ホ
ー
フ
マ
ル
ク
の
刑
罰
の
ゆ
え
に
、
何
び
と
も
そ
こ
に
定
住
さ
せ

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」（W

o
unser

einer
den
andern

in
die
hofm

arch
w
olt
einstiften,ehe

nun
er
den
stifte,soll

er
das

an
die
herschaft

und
nachparschaft

pringen; ----
w
er
es
ihnen,

der
hofm

archsherschaft
und

nachparschaft
nit
ge-

m
aint

oder
gefellig,soll

keiner
darüber

eingestiftet
w
erden

bei
hofm

archstraf

）。

注（
４８
）

K
indlinger,m

ünster.B
eitr.I,1.S.9.U

rk.v.1287
art.3

bei
K
indlinger,H

örigkeit
S.320：

「
聖
堂
門
番
た
ち
は
、
滞
在
者

た
ち
の
す
べ
て
の
秩
序
に
つ
い
て
、
財
産
の
交
換
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
遺
産
の
利
用
に
つ
い
て---

つ
ね
に
共
同

で
召
喚
さ
れ
て
あ
る
こ
と
の
義
務
を
負
う
。」（m

ansionarii
om
nibus

m
ansorum

ordinationibus,
m
ancipiorum

perm
utationi-

bus
et
hereditatum

accipiendis
usibus

----
sem
per
debent

vocati
com
m
uniter

interesse.

）。
エ
ッ
セ
ン
の
荘
園
法
（H

of-

recht
v.E
ssen

§
3.5.8.10.14

）：

「
獲
得
す
る
こ
と
と
放
棄
す
る
こ
と
と
は
、
主
人
と
宮
廷
の
恩
恵
を
も
っ
て
許
さ
れ
る
。〔
仮
訳
〕」

（dat
guidt

tho
w
innen

und
tho
w
erven

m
it
gnaden

des
heren

und
hoves.

）。G
rim
m
III.900：

「
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
と
八
人
の
人
々
の
助
言
に
従
っ
て
、
そ
し
て
、
隣
人
の
意
思
に
従
っ
て
、
売
却
す
べ
き
で
あ
る
。」（und

soll
es
auch

verkauffen
nach

der
herrschaft

rat
und

der
acht

m
an
und

auch
der
nachpaurn

w
illen.

）。G
rim
m
I.
688：

「
教
会
堂
の

管
理
人
は
、
物
的
荘
園
の
フ
ー
バ
ー
た
ち
と
共
に
財
産
を
修
道
院
の
手
に
引
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。」（so

m
ag
der

schafner
des

gotteshuses
m
it
den
hubern

des
dinkhofs

die
gueter

zu
des
closters

hand
ziehen.

）。Ib.685.690.706
§
13.713.

注（
４９
）

K
indlinger,m

ünster.B
eitr.I,1.S.9.H

örigkeit
S.102

―115.U
rk.v.1287

§
2
ib.S.319：

「
人
々
は---

そ
れ
ら
の
変
更
が

上
述
の
同
一
の
職
務
を
も
つ
聖
堂
門
番
た
ち
の
決
議
に
よ
る
の
で
な
い
と
き
は
、
役
人
た
ち
を
作
る
こ
と
を
敢
え
て
し
な
い
。」（hom

ines

---
quorum

---
perm

utationes
nisi
cum

scitu
m
ansionariorum

dicti
officii

iidem
officiales

facere
non

praesum
ant.

）。;

§
5.U
rk.v.1354

ib.440：

「
私
が
Ｅ
を---

債
務
者----

お
よ
び
家
仲
間
と
間
違
え
た
こ
と
」（dat

ich
---
hebbe

vurw
eslet

E
---
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m
it
w
illen

des
sculten

---
und

der
husghenoten.

）。U
rk.
v.
1357

S.
448：

「
荘
園
の
選
挙
仲
間
の
意
思
に
よ
っ
て
お
よ
び
禁
止

に
よ
っ
て
」（m

it
w
illen

und
m
it
vulbort

der
korghenoten

des
hoves.

）。
同
様
に
、U

rk.
v.
1362.

1370
art.
5.
1408.

1422.

1423.
1456

（「
ま
た
、
彼
を
、
私
は
、
荘
園
の
担
保
と
し
て
結
婚
式
の
酒
盛
り
と
同
じ
宴
会
を
し
な
い
限
り
、
荘
園
人
と
間
違
え
て
は
な

ら
な
い
。〔
仮
訳
〕」oick

en
sal
ick
der
haveslüde

nicht
verw

esseln
anders,

dan
vur
geliche

gude
w
edderw

assel
m
yt

w
eten

des
hoves

）.1462.
1465.

1517.
1556.

1571
ib.
S.
461.

479.
523.

559.
561.

583.
600.

602.
662.

691.
709

ec.

解
放

（F
reilassung

）：
U
rk.
v.
1305

ib.
S.
354：

「
ヒ
ュ
ー
ゲ
ン
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ら
の
人
々
の
裁
判
の
形
に
お
け
る
合
意
と
意
思
に
よ
っ

て
、
そ
し
て
、
ワ
レ
ン
ド
ル
フ
に
お
け
る
陪
席
裁
判
官
た
ち
の
面
前
で
、
手
に
よ
っ
て
、
私
は
、
被
解
放
者
に
送
り
、
そ
し
て
、
与
え

た
。」（de

consensu
et
voluntate

hom
inum

illorum
,qui

hygen
dicuntur,in

figura
judicii

et
coram

scabinis
in
W
aren-

dorpe
m
anu,m

isi
et
libertati

donavi.

）。

注（
５０
）

U
rk.
v.
1287

§
5.
b.
K
indlinger,

H
örigkeit

S.
321：

「
不
良
の
若
者
に
執
行
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
職
務
上
貿

易
に
よ
り
ま
た
は
他
の
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ
他
人
の
手
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
任
務
と
さ
れ
て
い
る
人
々
に
対
し
て
は
、
彼
ら
が
同
意

し
な
い
な
ら
ば
、
ひ
と
は
債
務
を
負
わ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。」（in

hom
ines

qui
losjungeren

dicuntur
exactionem

facere
aut
eos-

dem
ab
officio

per
concam

bium
aut
alio
quocunque

m
odo
alienare

nisi
consen

serint
non

debeat.

）。G
rim
m
III.
157

§
91.478.480.545.547.U

rk.v.1273
b.M

eichelbeck,H
ist.F

rising.II,2.S.73.

注（
５１
）

M
aurer

l.c.IV
.S.56.N

ote
93
u.S.57.

に
お
け
る
荘
園
法
を
み
よ
。N

ote
94：

「
そ
の
よ
う
に
あ
な
た
方
は
こ
こ
で
荘
園
裁
判
官

と
し
て
の
私
と
荘
園
全
体
の
前
で
約
束
す
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、
私
が
世
俗
の
婦
人
で
あ
る
ア
プ
デ
ィ
ッ
シ
ン----

な
ら
び
に
荘
園
全

体
に
、
こ
こ
で
誠
実
で
や
さ
し
く
あ
る
こ
と
を
約
束
し
、
そ
し
て
、
宣
誓
す
る
。
云
々
、
と
。」（so

gelovet
ihr
hier

vor
m
ir
als

hovesrichter
und

dem
ganzen

hove;
ich
gelobe

und
schw

ere,
dasz

ich
einer

zeitlichen
F
rauen

A
bdissin

----
w
ie

auch
dem

säm
tlichen

H
ove
hieselbst

getreu
und

hold
seyn

etc.

）。G
rim
m
I.101.：

「
彼
は
村
長
に
対
し
て
も
隣
人
に
対
し
て

も
従
順
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（er

sol
och
einem

vogt
und

der
gebursam

i
gehorsam

sin.

）。
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
前
に
し
て
の
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役
人
の
任
命
と
宣
誓
は
、
例
え
ば
、G

rim
m
II.514

―515.529.535
ec.

に
お
い
て
こ
れ
を
み
よ
。

注（
５２
）

例
え
ば
、G

rim
m
III.900.

注（
５３
）

売
却
の
申
出
に
関
し
て
、
例
え
ば
、G

rim
m
I.
15
§
45.
25.
29.
35.
42.
46.
§
16.
106.

148.
164.

165.
172.

277.
672.

673.
755

ec.：

「
そ
の
よ
う
に
彼
は
そ
れ
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
提
供
す
べ
き
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
荘
園
人
た
ち
に
ヴ
ィ
ト
レ
イ
ッ
テ
ィ
へ
と
提
供
す

べ
き
で
あ
る
と
き
は
、
彼
は
、
そ
れ
ら
を
家
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
お
よ
び
類
似
の
人
々
に
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。〔
仮
訳
〕」（so

soll
ers
bieten

den
genossen;

so
sol
er
das
dan

bietten
den

hofflüten
in
die
w
itreitti;

so
soll
er
die
bietten

den
huszgenozzen

und

ähnlich.

）。
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
撤
回
、
追
放
ま
た
は
解
放
に
つ
い
て
は
、G

rim
m
I.15.§

45.16.§
49.25.46.§

17.106.158
§

31.III.550
f.B
luntschli

l.c.I.268
f.

注（
５４
）

G
rim
m
I.15

§
47.277.III.550.

時
折
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
撤
回
が
行
わ
れ
た
。

注（
５５
）

U
rk.v.1015

b.K
indlinger,H

örigkeit
S.223：

「
城
の
最
も
近
い
境
界
地
に
向
か
っ
て
」（ad

proxim
am
curti

m
archiam

）。

U
rk.v.934.1127.1278

b.K
indlinger,m

ünst.B
eitr.III,2.S.2.13.221.U

rk.v.1185
b.W

igand,A
rchiv

V
I.1.84：

「
同

一
の
城
に
属
す
る
人
々
の
全
て
の
牧
地
の
共
有
を
」（com

m
unionem

om
nium

pascuarum
ad
eandem

curtim
pertinentium

）。

G
rim
m
I.164.256.272.782.825

ec.：

「
荘
園
の
共
同
マ
ル
ク
、
共
同
メ
ル
ク
、
木
材
マ
ル
ク
、
共
同
支
配
地
」（des

hofes
gem
ein-

m
ark,gem

einm
erk,holzm

ark,gem
eine

gew
elt

）。

注（
５６
）

諸
荘
園
の
す
べ
て
の
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
森
、
水
そ
し
て
牧
草
地
の
主
人
に
、
正
当
な
財
産
が
承
認
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ザ
ン
ク
ト
・
ペ
ー
タ
ー
の
主
人
た
ち
に
は
水
と
牧
草
地
が
正
当
な
所
有
財
産
に
帰
属
す
る
。」（den

herren

zu
s.P
eter

w
asser

und
w
eyde

zum
rechten

eigen

）、G
rim
m
I.
185.

516.
521.

530.
546.

568
f.
II.
1
f.
110.

112
f.
188
f.

ec.；

「
し
ば
し
ば
し
か
し
明
示
的
に
も
ま
た
共
同
の
森
に
向
け
て
の
そ
し
て
ア
ル
メ
ン
デ
に
つ
い
て
の
所
有
財
産
」（oft

aber
auch

ausdrücklich
das
eigen

an
silvae

com
m
unes

（U
rk.v.833

b.Seibertz
II,1.S.4

）und
an
der
A
llm
ende

）。G
rim
m
I.178.

672.674.U
rk.v.1296.1297

b.M
one,Z

eitschr.II.455.459.B
luntschli,R

.G
.I.S.79.
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注（
５７
）

G
rim
m
I.
161

に
お
け
る
、
十
四
世
紀
初
頭
の
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー：

「
神
の
家
の
財
産
と
人
々
の
土
地
」（des

gotzhus
eigen

und
luten

erbe.

）。O
effn.v.M

alters
im
G
eschichtsfreund

v.L
ucern

I.240：

「
そ
れ
は
ル
ツ
ェ
ル
ン
の
神
の
家
の
正
当
な
財
産

で
あ
り
、
そ
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
土
地
で
あ
る
。」（daz

ist
des
gotzhurz

von
L
ucern

recht
eigen

und
der
genossen

erbe.

）。

G
rim
m
III.
542：

「
参
審
員
た
ち
は
リ
ネ
ッ
ク
の
主
人
た
ち
に
支
配
権
を
、
マ
ル
ク
を
村
に
、
そ
し
て
、
所
有
権
を
マ
イ
ン
ツ
の
聖
堂
首

席
司
祭
に
指
示
し
た
。」（die

scheffen
w
eisen

den
heren

von
R
inek

die
gew
alt,
die
m
arck

dem
dorff,

und
die
eigen-

schafft
dem

thurm
probst

zu
M
eintze.

）。V
gl.W

eisth.b.M
aurer, F

ronh.A
nhang

zu
B
d.III.S.580.

注（
５８
）

こ
れ
と
は
反
対
に
、
実
質
に
関
す
る
処
分
の
場
合
に
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た
。G

rim
m
I.178.III.574.

注（
５９
）

い
っ
そ
う
の
詳
細
は
、
以
下
の
第
二
部
に
お
い
て
。

注（
６０
）

こ
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
〔
判
決
例
〕
が
示
し
て
い
る
。V

gl.z.B
.G
rim
m
I.256：

「
主
人
た
ち
の
森

で
は
村
全
体
が
木
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
。」（in
der
herren

holtz
m
ag
das
ganze

dorf
w
ol
hauen.

）。
こ
こ
で
は
、
同
時
に
、

単
な
る
総
体
用
益
権
と
、
主
人
が
た
だ
上
位
所
有
権
の
み
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
共
同
マ
ル
ク
と
の
差
異
が
、
極
め
て
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
「
主
人
の
森
に
お
い
て
は
村
全
体
が
木
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
（in

des
herren

holtz
m
ag
das
ganze

dorf
w
ol
hauen

）」

の
に
対
し
、「
共
同
メ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
土
地
財
産
に
対
す
る
主
人
の
手
以
外
の
誰
も
そ
れ
を
切
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（in

dem
gem
einm

erk
dagegen

sol
niem

and
kann

den
die
hausräuchin

hand
auf
den

erbgütern.

）」
が
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。V
gl.U

rk.b.K
indlinger,m

ünster.B
eitr.

II,
2.
S.
3：

「
そ
こ
に---

聖
ペ
テ
ロ
の
人
々
が
ど
ん
な
種
類
の
も
の
で

あ
れ
そ
の
木
の
利
用
を
目
的
と
し
て
や
っ
て
来
る
共
同
の
森
が
あ
る
。
主
人
の
森
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
そ
の
森
は
独
特
の
も
の
で
あ
る

が
、
人
々
は
、
カ
シ
ワ
と
ブ
ナ
以
外
の
す
べ
て
の
木
を
切
る
こ
と
の
権
利
を
有
す
る
。」（est

ibi
silva

com
m
unis

----
in
qua
---
ce-

dant
hom
ines

s.
P
etri
ad
usum

suum
qualem

cunque
lignum

---.
In
silva

dom
ini,
quae

singularis
est,
jus
habent

ce-

dendi
om
ne
lignum

praeter
quercum

et
fagum

.

）。

注（
６１
）

一
般
的
に
、M

aurer,F
ronh.I.S.375

f.III.S.237

―353.
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注（
６２
）

そ
れ
ゆ
え
し
ば
し
ば
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
義
務
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
例
え
ば
、G
rim
m
III.
640
§
1：

「
別
の
と
き
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
与

え
る
義
務
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。」（und

das
andere

m
al
soll
die
gem
ein
zu
geben

schuldig
sein

）。Ib.
S.
518.

519：

「
そ
れ

ゆ
え
彼
に
対
し
て
村
は
蜂
蜜
の
債
務
を
負
う
。」（so

ist
ym
das
dorf

schuldig
einen

seym
er.

）。H
ofr.v.X

anten
b.L
acom

blet,

A
rchiv

S.
181

c.
16：

「
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
土
地
の
人
々
は
半
年
毎
に
特
別
に
債
務
を
負
う
べ
き
で
あ
る
〔
仮
訳
〕」（item

die

E
rfflaten

sollen
sem
entlick

ind
besunder

schuldig
w
esen.

）。

注（
６３
）

M
aurer,F

ronh.III.S.336.

注（
６４
）

M
aurer

l.c.III.S.149
f.B
lum
er,G

esch.der
schw

eiz.D
em
okr.I.S.54.B

luntschli,R
.G
.I.S.190

f.M
one,Z

eitschr.B
d.

V
II.S.130

f.150
f.X
V
I.S.51.B

eispiel

（v.1249

）：

「
ゲ
ノ
ス
シ
ャ
フ
ト
と
呼
ば
れ
る
彼
ら
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
以
外
に
は
、
そ
し
て
、

我
々
の
同
意
と
意
思
か
ら
は
、
彼
ら
は
、
他
の
諸
フ
ァ
ミ
リ
ア
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
息
子
た
ち
を
導
か
ず
、
女
た
ち
を
導
く
こ
と
に
同
意

し
て
い
な
い
。〔
仮
訳
〕」（nec
extra

fam
iliam

suam
,que

dicitur
genoyzschaf,absque

nostra
licentia

et
voluntate

ducant

aliquas
vel
filios

suos
paciantur

ducere
m
ulieres.

）。

注（
６５
）

例
え
ば
、「
七
つ
の
聖
堂
の
ゲ
ノ
ッ
サ
ー
ミ
、
七
つ
の
聖
堂
の
人
々
と
土
地
」（die

genossam
i
der
sieben

gotzhüser,die
sieben

gotzhüser
genosz

und
geerb.

）
を
参
照
せ
よ
（bei

G
rim
m
I.1
f.13

§
17.22

§
31.150.155

§
15.160.170.262.282.

）。
そ

し
て
さ
ら
にU
rk.v.1222

bei
K
indlinger,H

örigk.S.256.

を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、B

luntschli,R
.G
.I.191.B

lum
er
l.c.I.S.55.

を
み
よ
。

注（
６６
）

M
aurer

l.c.III.S.138
f.

注（
６７
）

Ib.III.S.163
f.

注（
６８
）

こ
の
こ
と
を
、
と
く
にM

aurer,F
ronh.I.S.505

―539.III.S.81
f.IV
.S.382

―462

が
示
し
て
い
る
。

注（
６９
）

例
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
た
だ
そ
の
名
前
だ
け
を
そ
の
構
成
員
た
ち
に
平
等
に
課
さ
れ

る
奉
仕
義
務
か
ら
採
っ
た
と
こ
ろ
の
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
に
お
け
る
ソ
キ
エ
タ
ス
・
パ
ラ
フ
レ
ド
ー
ル
ム
（
副
罰
金
組
合societas

para-
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fredorum

）
は
、
そ
う
で
あ
る
。
大
臣
へ
の
ま
た
は
ヨ
リ
低
い
地
位
へ
の
彼
ら
の
移
行
に
よ
っ
て
早
期
に
没
落
し
た
に
違
い
な
い
フ
ィ
ス

カ
リ
ー
ネ
ン
（F

iskalinen

出
納
官
た
ち
）
と
パ
ラ
テ
ィ
ー
ネ
ン
（P

alatinen

宮
中
伯
た
ち
）
は
、
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。

注（
７０
）

S.bes.E
ichhorn,Z

eitschr.f.gesch.R
.W
.I.420.II.213.E

inl.§
381.R

.G
.§
312.W

ilda,G
ildenw

esen
S.289

f.M
aurer,

F
ronh.I.S.196

f.244
f.II.314

f.H
eusler,V

erfassungsgesch.v.B
asel

S.83
f.

注（
７１
）

ま
だ
一
三
二
九
年
に
お
い
て
は
、
山
仕
事
の
親
方
（W

erkm
eister

in
B
erg

）
は
荘
園
従
者
（H

ofgesinde

）
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

U
rk.b.L

acom
blet,A

rchiv
I.S.286.

注（
７２
）

こ
の
点
に
つ
い
て
と
く
に
啓
発
的
で
あ
る
の
は
、P

ertz
I.181.

に
お
け
る
八
一
二
年
のC

apitulare
de
villi

（
荘
園
か
ら
の
人
頭
税
）

で
あ
る
。
―
―
荘
園
に
属
し
た
商
人
た
ち
の
下
に
は
（C
ap.
v.
809.

I.
2.
P
ertz

III.
158

）、
し
か
し
な
が
ら
お
そ
ら
く
ヨ
リ
小
さ
い
小

売
商
人
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
規
模
な
商
業
は
、
自
由
民
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
。

注（
７３
）

C
ap.v.809.c.2.b.P

ertz
III.158.W

eisth.v.1095.G
rim
m
II.289.592

f.G
u
érard,P

olyptique
S.307.c.11.

注（
７４
）

So
nach

U
rk.
v.
1339

b.
Sch
öpflin,

A
lsat.

D
ipl.
II.
167：

「
奉
公
人
」（am

bahtleute

）。G
rim
m
II.
269：

「
日
常
の
下
僕
」

（quotidiani
servitores

）。

注（
７５
）

例
え
ば
、G

u
érard,

P
olyptique,

app.
21.
S.
356：

「
パ
ン
屋
た
ち
の
親
方
」（m

agister
pistorum

）。C
ap.
D
e
villis

c.
29.
57.

61.C
ap.v.817.c.18.C

ap.C
ar.C

alvi
864.c.20.b.P

ertz
III.493.L

.L
angob.III.28.

注（
７６
）

leges
et
statute

civitatis
A
rgentinensis

c.8：

「
商
業
が
そ
の
人
々
の
職
務
で
あ
る
。」（m

ercatorum
quorum

officium
est

）。

す
な
わ
ち
、
古
い
ド
イ
ツ
語
訳
「
そ
し
て
荘
園
に
属
す
る
。」（und

zu
der

am
baht

h
öret

）。c.
44：

「
都
会
に
お
け
る
全
て
の
職
務

の
親
方
た
ち
を
置
く
こ
と
は
、
城
の
重
臣
た
ち
の
職
務
に
属
す
る
。
―
そ
の
場
所
に
お
け
る
全
て
の
荘
園
に
つ
い
て
」（ad

officium

burcgravii
pertinet

ponere
m
agistros

om
nium

officiorum
in
urbe

―uber
alle
die
am
baht

in
der
stat.

）。U
rk.
v.
1143

b.G
ünther,C

od.R
heno

―M
osell,I.280.281：

「
実
際
に
ブ
ン
ネ
ン
ス
ス
の
僧
院
に
お
い
て
職
務
を
有
す
る
人
々
、
料
理
人
た
ち
は
も

と
よ
り
、
そ
し
て
パ
ン
屋
た
ち
、
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
職
務
の
職
人
た
ち
。」（hi

vero
qui
officia

habent
in
B
unnensi

claustro,

２６０オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



coci
videlicet

et
pistores

seu
aliorum

officiorum
artifices.

）。C
ap.
de
villis

c.
45：

「
各
々
の
審
判
者
が
彼
の
任
務
に
お
い
て

良
き
職
人
た
ち
を
有
す
る
た
め
に
。」（ut

unusquisque
judex

in
suo
m
inisterio

bonos
habeat

artifices.

）。

注（
７７
）

例
え
ば
、K

indlinger,H
örigk.S.395.399.

を
み
よ
。

注（
７８
）

T
rierer

W
eisth.

X
.
8

―10

（
賃
金
な
し
でsine

m
ercede

）。
エ
ル
フ
ル
ト
で
の
マ
イ
ン
ツ
荘
園
の
権
利：

「
無
報
酬
で
馬
車
を
引
く

こ
と
」（um

bsunst
zu
schroden

）。M
aurer,F

ronh.II.S.335.N
ote
36.37.U

rk.v.1392
bei
L
acom

bl.l.c.I.286.

注（
７９
）

B
luntschli,R

.G
.
I.
152.

G
rim
m
I.
763
§
33.
II.
562.

III.
629.

669：

「
あ
ら
ゆ
る
主
人
は
彼
の
裁
判
官
、
パ
ン
屋
、
鞍
職
人
お
よ

び
そ
の
他
の
手
工
業
者
た
ち
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
至
る
所
に
置
き
そ
し

て
移
し
変
え
、
減
少
さ
せ
ま
た
は
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。〔
仮
訳
〕」（daz

ein
jeder

herr
---
soll
und

m
ag
gehaben

seinen
rich-

ter,beken,pader
und

andere
handw

erker
und

m
ag
die
allbeg

setzen
und

entsetzen,m
indern

oder
m
eren.

）。

注（
８０
）

M
aurer

l.c.I.S.245.246.248.II.S.320
f.

さ
ら
に
、
一
二
四
八
年
と
一
二
五
六
年
の
ツ
ン
フ
ト
証
書
に
よ
れ
ば
（O

chs,G
esch.

v.B
asel

I,320.323.340.T
rouillat,B

aseler
U
rkundenbuch

I.S.574.580.634

）、
司
教
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
も
と
に
手

工
業
者
た
ち
が
立
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
す
べ
て
の
こ
と
が
、
命
令
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
の
力
で
、
正
し
い
統
治
か
ら
決
定

さ
れ
、
そ
し
て
、
も
し
必
然
的
に
あ
る
で
あ
ろ
う
な
ら
ば
、
正
さ
れ
る
。」（ut

om
nia,

prout
prescripta

sunt,
per

ipsum
,
justo

m
oderam

ine,
statuantur

et
si
necesse

fuerit
corigantur.

）。V
gl.
dazu

H
eusler

S.
84.

パ
ン
屋
た
ち
の
審
級
（
訴
訟
手
続In-

stanzen

）
は
、
パ
ン
の
親
方
（B

rodm
eister

）、
副
聖
堂
（V

izedom

）、
司
教
（B

ischof

）
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
三
六
一
年
に
は
、

封
土
と
し
て
�
パ
ン
親
方
領
（B

rotm
eistertum

）�
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。T

rouillat
IV
.N
r.71.S.182.

ま
た
、1302

ib.
III.
N
r.

19.S.26.1388.IV
.N
r.238.S.496.

を
見
よ
。

注（
８１
）

ブ
ル
グ
ン
ド
法
（lex

B
urgund.tit.21.c.2

）に
よ
れ
ば
、
す
で
に
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
公
に
お
い
て
部
族
の
仕
事
に
向
か
っ

て
実
行
す
る
こ
と
を
そ
れ
は
許
す
で
あ
ろ
う
。」（in

publico
adtributum

artificium
exercere

perm
iserit.

）。

注（
８２
）

例
え
ば
、G

rim
m
I.763

§
33.

を
参
照
せ
よ
。
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注（
８３
）

例
え
ば
、B

öhm
er,
C
od.
M
oenofrankof.

I.
12.
L
acom

bl.,
A
rchiv

I.
321

に
お
け
る
九
九
四
年
の
証
書
、
お
よ
び
、
ヴ
ァ
イ
ス

テ
ュ
ー
マ
ーN

r.7.10.11.15.18.43.

最
古
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
都
市
法c.88.101

―118

。G
rim
m
I.105.668.II.281

f.III.881.

Sch
öpflin

II.165.

金
銭
交
付
へ
の
変
遷
に
関
し
て
は
、M

aurer
l.c.II.331

f.
注（
８４
）

L
eg.et

stat.civ.A
rgent.c.93.102.106.108

―110.113.118.T
rierer

F
ischerw

eisth.G
rim
m
II.S.281.282.

注（
８５
）

例
え
ば
、W

igand,
A
rchiv

II.
335

に
お
け
る
一
一
〇
七
年
の
証
書：

「
ひ
と
は
そ
の
命
令
を
あ
る
金
細
工
師
に
、
特
権
と
し
て
、
そ

し
て
、
彼
が
我
々
に
そ
れ
を
も
っ
て
誠
実
に
そ
し
て
有
益
に
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
の
技
術
に
つ
い
て
の
彼
の
奉
仕
の
た
め
に
、
与
え
た
。」

（m
ansum

istum
cuidam

aurifici
in
beneficium

dedi,
tum

pro
servitio

artis
su
e,
quo

nobis
fideliter

et
utiliter

servivit.

）。B
eyer,m

ittelrhein.U
rkundenb.I.393

に
お
け
る
一
〇
五
二
年
の
証
書：

「
我
々
な
ら
び
に
彼
ら
の
諸
特
権
か
ら
、
狩
人
、

パ
ン
屋
、
鍛
冶
屋
、
石
工
、
建
築
師
、
あ
る
い
は
、
石
切
職
人
を
除
い
て
」（exceptis

venatoribus,piscitoribus,fabris,cem
entar-

iis,
architectis

sive
latom

is
nostris

eorum
que

beneficiis.

）。
全
て
の
種
類
の
手
工
業
者
た
ち
の
一
連
のbeneficia

特
権
、foeda

同
盟
、dinesthufen

奉
仕
フ
ー
フ
ェ
、
をM
aurer

l.
c.
II.
S.
328

―329

は
、
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、K

indlinger,
m
ünster.

B
eitr.

II.
2.
126.

143.
223.

ec.

に
お
い
て
は
、
コ
ル
フ
ェ
イ
の
財
産
目
録
に
お
い
て
は
、
手
工
業
者
の
奉
仕
は
、
物
的
負
担
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
。K

indlinger,H
örigk.S.392

f.397
f.

に
お
け
る
一
三
三
二
年
の
奉
仕
目
録
を
も
参
照
せ
よ
。
世
襲
パ
ン
屋
お
よ
び
世
襲
鍛

冶
場
の
登
場
に
つ
い
て
は
、M
aurer

l.
c.
II.
330.

。F
ürst,

M
inistrialen

A
nh.
S.
535
§
17

に
お
い
て
、
す
で
に
ハ
イ
オ
ニ
エ
ン
シ

ウ
ム
の
職
務
のrotulus

に
お
け
る
世
襲
の
パ
ン
屋
（pistor

hereditarius

）
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

注（
８６
）

M
aurer

l.c.II.S.336.337.

注（
８７
）

も
と
も
と
は
た
だ
官
職
の
マ
イ
ス
タ
ー
だ
け
が
封
土
を
授
与
さ
れ
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
形
式
的
に
任
官
さ
れ
て
い
た
。M

aurer
l.c.

II.319.G
rim
m
II.282.N

ote
1.

注（
８８
）

こ
の
解
釈
は
、
す
で
に
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
法
（Strasburger

Stadtr.
c.
102.

103
f.

）
一
〇
二
条
、
一
〇
三
条
以
下
（「
そ

れ
は
鍛
冶
屋
た
ち
の
法
で
あ
る
。
―
鍛
冶
屋
の
法
で
あ
る
」fabrorum

jus
est

―der
sm
ide
reht

ist

）、
一
〇
四
条
、
一
一
三
条
、
一
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一
四
条
（「
そ
れ
は
旅
館
業
者
た
ち
の
法
で
あ
る
。」cauponum

jus
est

）、
一
一
五
条
な
い
し
一
一
八
条
に
お
い
て
、
い
つ
で
も
手
工

業
者
の
総
体
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
瞭
に
登
場
し
て
い
る
。
同
様
に
、
ト
リ
ー
ア
の
ヴ
ァ
イ

ス
テ
ュ
ー
マ
ー
（T

rierer
W
eisth.

X
.
c.
8
f.

）
に
お
い
て
は
、「
ト
レ
ヴ
ェ
リ
族
の
毛
皮
商
を
営
む
す
べ
て
の
人
々
は
、
時
機
が
到
来

す
る
で
あ
ろ
う
と
き
は
、（
司
教
に
先
ず
奉
仕
す
べ
き
）
こ
れ
ら
の
七
つ
の
毛
皮
製
品
を
差
し
出
す
か
ま
た
は
金
を
払
っ
て
自
ら
を
解
放

す
る
。」（om

nes
pellifices

T
reviri

m
anentes,

quando
fuerit

oportunum
,
hos

septem
pellifices

（die
dem

B
ischof

zun
ächst

dienen
sollten

）

juvabunt
aut
se
redim

ent.

）。

注（
８９
）

例
え
ば
、
ト
リ
ー
ア
の
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ーT
rierer

W
eisth.X

.c.12.

シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
法
（Stras.Stadtr.c.44.

）

H
eusler

l.c.S.84.

を
参
照
せ
よ
。

注（
９０
）

そ
の
よ
う
な
荘
園
奴
隷
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
、
と
く
に
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、
ト
リ
ー
ア
お
よ
び
バ
ー
ゼ
ル
に
お
け
る

手
工
業
者
た
ち
の
諸
官
職
が
十
一
世
紀
、
十
二
世
紀
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
一
部
分
は
さ
ら
に
十
三
世
紀
に
お
い
て
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
魚
屋

な
ど
の
世
襲
イ
ン
ヌ
ン
グ
〔
世
襲
同
業
組
合
〕
が
現
れ
て
い
る
。

注（
９１
）

奴
隷
的
な
官
職
か
ら
の
自
由
な
ツ
ン
フ
ト
の
漸
次
的
な
形
成
は
、
多
く
の
諸
都
市
に
お
け
る
パ
ン
屋
と
肉
屋
の
も
と
で
確
実
に
証
明
さ

れ
て
い
る
。A

rnold,F
reistädte

I.S.251.

注（
９２
）

同
説
、M

aurer,F
ronh.II.E

ichhorn
l.c.H

eusler
l.c.S.114

f.N
itzsch,B

ürgerthum
und

M
inisterialität

S.
226
f.

反
対
、

と
く
にW
ilda
l.c.;auch

A
rnold,F

reistädte
I.S.250.

注（
９３
）

常
に
自
由
な
手
工
業
者
が
存
在
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
グ
フ
レ
ー
ラ
ー
（G

frörer

）
はV

olksrechten

―
―bes.

II.
S.
186
f.
194
f.

―
―
の
中
で
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

注（
９４
）

以
下
、
第
二
十
七
章
を
参
照
せ
よ
。

【
以
上
、
第
二
十
一
章
の
注
、
終
わ
り
。】

【
以
下
、「
�．
奉
仕
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
二
十
二
章
」
に
続
く
。】
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