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奉
仕
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
二
十
二
章

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
お
よ
び
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
時
代
に
お
い
て
王
の
奉
仕
団
体
か
ら
新
た
な
階
級
が
登
場
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
が
奉
仕

と
職
務
を
と
お
し
て
自
ら
を
完
全
な
自
由
を
超
え
て
高
め
、次
第
に
王
国
の
本
来
支
配
的
な
階
級
と
し
て
の
真
の
世
襲
貴
族（G

eburts-

adel

）
と
な
っ
た
よ
う
に
、
後
期
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
類
似
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
貴
族
の
奉
仕
従
者
た
ち
（D

ienstgefol-

gen

）
に
お
い
て
、
お
よ
び
、
皇
帝
（K

aiser

）
の
同
じ
段
階
に
立
つ
奉
仕
諸
団
体
に
お
い
て
、
反
復
さ
れ
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
。
こ

の
発
展
は
、〈
従
来
の
貴
族
が
よ
り
高
位
の
も
の
と
し
て
そ
れ
に
対
立
し
た
と
こ
ろ
の
〉
よ
り
低
い
貴
族
の
形
成
に
お
い
て
そ
の
終
結

に
達
し
た
。
高
位
貴
族
が
民
族
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
要
素
〔
を
構
成
す
る
人
々
〕
か
ら
王
の
奉
仕
（K

önigsdienst

）
を
と
お
し
て
登
場

し
そ
し
て
共
に
成
長
し
て
き
た
よ
う
に
、
よ
り
低
い
貴
族
も
ま
た
、
そ
の
形
成
を
主
人
の
奉
仕
（H

errendienst

）
を
と
お
し
て
招
来

さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
融
合
に
負
っ
て
い
た
。
そ
の
成
立
の
た
め
の
し
か
し
極
め
て
本
質
的
な
要
因
は
、
宮
廷
奉
仕
（H

ofdi-

３１８ 駿河台法学 第２５巻第１号（２０１１）

（
四
一
）



enst

）
お
よ
び
騎
士
奉
仕
（R

itterdienst

）
を
と
お
し
て
自
由
を
超
え
て
上
昇
し
た
非
自
由
の
奉
仕
従
者
（D

ienstgefolge

）
と
い

う
最
上
位
の
階
級
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
十
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
お
い
て
「
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
（
従
士
た
ち
）」
ま

た
は
「
デ
ィ
ー
ン
ス
ト
マ
ン
ネ
ン
（
奉
仕
臣
下
た
ち
）」
と
い
う
特
別
な
非
自
由
階
級
へ
と
自
己
を
完
（
１
）

結
し
、
や
が
て
次
第
に
自
由
へ

と
到
達
し
て
、
最
終
的
に
は
自
由
な
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
（V

asallen

廷
臣
た
ち
）
お
よ
び
参
審
員
資
格
の
あ
る
完
全
自
由
民
（Schöffen-

baren
V
ollfreien

）
と
と
も
に
貴
族
へ
と
融
合
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
（
２
）

レ
ン
は
、
い
ま
や
、
中
世
の
終
わ
り
頃
に
よ
う
や
く
下
級
貴
族
に
お
い
て
解
消
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
、

自
由
と
非
自
由
の
中
間
に
立
つ
が
し
か
し
後
者
に
数
え
ら
れ
る
固
有
の
〈
特
別
な
法
に
従
い
生
活
し
、
そ
し
て
、
そ
の
構
成
以
来
、
特

別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
結
合
さ
れ
た
〉
世
襲
階
級
（G

eburtsstand

）
を
形
成
（
３
）

し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
デ
ィ
ー
ン
ス
ト
マ

ン
ネ
ン
の
階
級
を
奉
仕
奴
隷
（D

iensthörigkeit

）
の
階
級
と
称
し
、
彼
ら
の
法
を
奉
仕
法
（D

ienstrecht

）
と
称
し
、
そ
し
て
、

奉
仕
奴
隷
を
保
護
奴
隷
お
よ
び
土
地
奴
隷
に
、
奉
仕
法
を
荘
園
法
に
〈
そ
れ
ら
は
別
の
側
面
か
ら
は
荘
園
奴
隷
お
よ
び
荘
園
法
の
特
別

の
種
類
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
〉
対
立
さ
せ
る
と
き
は
、
我
々
は
、
奉
仕
法
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
も
ま
た
、
そ
れ
ら
が

広
義
に
お
い
て
そ
れ
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
荘
園
法
上
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

�．

も
と
も
と
あ
ら
ゆ
る
主
人
の
家
従
者
（H

ausdiener

）
お
よ
び
荘
園
従
者
（H

ofdiener

）
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
、
純
粋
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
手
工
業
者
や
芸
術
家
の
よ
う
な
ヨ
リ
階
級
の
低
い
従
僕
（G

esinde

）
と

同
様
に
、
そ
れ
ゆ
え
、
主
人
は
、
彼
の
よ
り
階
級
の
高
い
家
従
者
（H

ausdiener

）
お
よ
び
荘
園
役
人
（H

ofbeam
ten

）
を
置
き
ま

た
は
置
き
換
え
、
相
互
に
上
位
に
位
置
づ
け
ま
た
は
下
位
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
彼
ら
に
特
権
を
与
え
そ
し
て
彼
ら
か
ら

特
権
を
奪
い
、
彼
ら
の
争
い
を
決
定
し
、
彼
ら
に
対
し
懲
戒
権
を
行
使
し
、
彼
ら
の
権
利
を
減
少
さ
せ
ま
た
は
増
大
し
、
彼
ら
の
組
織

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
個
々
人
は
、
彼
の
以
前
の
階
級
法
に
従
い
、
た
ぶ
ん
自
由
に
選
択
さ
れ
た
主
人
と
の
彼
の
契
約
に
従
い
、

（
四
二
）
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慣
習
と
道
徳
に
従
っ
て
、
団
体
外
の
諸
権
利
を
持
つ
こ
と
を
欲
し
た
の
で
、
彼
は
、
や
が
て
主
人
に
対
し
て
も
ま
た
権
利
を
獲
得
す
る

こ
と
を
欲
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
総
体
ま
た
は
総
体
の
一
部
分
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
独
立
性
に
つ
い
て
だ
け
は
、
問
題
と

な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
ま
や
同
一
の
主
人
の
高
位
の
非
自
由
の
従
者
た
ち
（D

iener

）
も
ま
た
、
次
第
に
多
く
下
位
の
従
者
た

ち
に
対
す
る
関
係
で
、
共
通
の
奉
仕
を
排
除
す
る
制
限
さ
れ
た
奉
仕
（
４
）

義
務
と
い
う
一
様
の
特
権
を
と
お
し
て
、
戦
争
と
宮
廷
の
生
活
を

と
お
し
て
、
官
職
と
土
地
占
有
を
封
土
（L

ehn

）
と
し
て
受
け
取
る
可
能
性
を
と
お
し
て
、
登
場
し
た
と
き
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

諸
特
権
が
次
第
に
多
く
生
ま
れ
な
が
ら
の
そ
し
て
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
に
フ
ァ
ミ
リ
ア
（fam

ilia
）
の
外
形
的
に
認
識
可
能
な
よ
り
高
位
の
構
成
員
た
ち
の
間
で
、
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
平
等

な
そ
し
て
共
同
体
的
な
権
利
、
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
同
の
利
益
、
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
様
の
義
務
が
基
礎
づ

け
ら
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
「
繰
り
返
」
さ
れ
る
ド
イ
ツ
人
の
思
考
方
法
に
従
っ
て
、
同
一
の
主
人
の
従
者

た
ち
の
間
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
観
念
も
ま
た
生
き
生
き
と
し
た
も
の
と
な
（
５
）

っ
た
。
一
人
の
主
人
に
服
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
総

体
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
早
く
か
ら
、
相
互
に
人
的
に
緊
密
に
結
合
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
な
る
ほ
ど
、
そ
の
権
利
と
そ
の
共
同
体
の
も
と
も
と
の
基
礎
が
主
人
に
お
い
て
存
し
、
そ
し
て
、
そ
の

主
人
が
そ
の
独
立
し
た
首
領
（H

aupt

）
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
た
だ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
結
合
体
（V

ereinigung

）、
そ
し
て
、
外
見

上
（in

specie

）
奉
仕
奴
隷
的
な
結
合
体
を
形
成
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
主
人
に
対
す
る
関
係
で
も
ま

た
、
固
有
の
総
体
権
の
担
い
手
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
構
成
員
の
た
め
に
は
独
立
し
た
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
統
一
体
で
あ
っ
た
。

こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
基
礎
は
、
そ
の
時
代
の
大
部
分
の
結
合
に
お
け
る
以
上
に
人
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
自
由
な
廷
臣
た
ち
に
お
い
て
、
奉
仕
義
務
は
、
封
建
法
（L

ehnrecht

）
の
形
成
以
来
、
す
で
に
物
化
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

臣
下
た
ち
（M

annen

）
に
お
い
て
は
、
奉
仕
は
ま
だ
あ
る
い
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
ベ
ネ
フ
ィ
ー
キ
ウ
ム
（
特
権
）
か
ら
独
立
し
て
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い
た
の
で
、
彼
ら
は
、
主
人
に
ま
ず
も
っ
て
人
的
に
結
合
さ
れ
て
（
６
）

い
た
。
も
ち
ろ
ん
従
者
た
る
地
位
（D

ienstm
annschaft

）
は
、

い
つ
で
も
同
時
に
主
人
の
（
７
）

荘
園
の
従
物
で
あ
り
、
い
つ
で
も
同
時
に
主
人
の
城
の
中
に
ま
た
は
主
人
の
ラ
ン
ト
（
領
邦
）
に
お
い
て
定

住
し
て
（
８
）

お
り
、
そ
し
て
、
貸
与
さ
れ
た
そ
こ
で
の
土
地
占
有
の
所
（
９
）

持
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
す
べ
て
は
、
徹
底
し
て
、
彼

ら
の
奉
仕
従
者
た
る
こ
と
の
基
礎
と
し
て
で
は
な
く
、
た
だ
結
果
と
し
て
の
み
、
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン

（
従
士
た
ち
）
相
互
の
結
合
も
ま
た
、
何
と
い
っ
て
も
純
粋
に
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、〈
そ
の
結
合
を
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
、
ソ
キ
エ
タ
ス
（societas

団
体
、
組
合
）
に
、
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
（universitas

普
遍
団
体
）、
コ
ム
ニ
オ

（com
m
unio

共
有
）、
あ
る
い
は
コ
ン
ソ
ル
テ
ィ
ウ
ム
（consortium

仲
間
団
体
）
に
結
び
つ
け
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
相
互
の
関
係

に
お
い
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（G

enossen

仲
間
た
ち
）
ま
た
は
奉
仕
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（D

ienstgenossen

）
と
し
て
、
コ
ム
ミ
ニ
ス
テ
リ

ア
ー
レ
ン
（com

m
inistrialen

従
士
仲
間
た
ち
）、
ソ
キ
イ
（socii

仲
間
た
ち
）、
コ
ン
ソ
キ
イ
（consocii

共
同
仲
間
た
ち
）、
コ
ン

ソ
ル
テ
ス
（consortes

運
命
共
同
者
た
ち
、
同
僚
た
ち
）、
コ
ン
ト
リ
ブ
ー
レ
ス
（contribules

同
族
者
た
ち
）、
コ
ン
キ
ー
ヴ
ェ
ス

（concives

同
市
民
た
ち
）、
コ
ン
ド
モ
ス
テ
ィ
ー
キ
（condom

ostici

同
一
家
族
た
ち
）、
コ
ン
テ
ク
タ
ー
レ
ス
（contectales

妻
た

ち
）、
コ
ン
パ
ー
レ
ス
（com

pares

同
等
者
た
ち
）
と
し
て
、
ま
た
、
フ
ロ
イ
ン
デ
（F

reunde

友
た
ち
）、
ア
ミ
ー
キ
ー
（am

ici

友

た
ち
）
な
ど
と
し
て
も
、
出
現
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
〉
法
的
、
社
会
的
お
よ
び
道
徳
的
共
同
体
で
あ
（
１０
）

っ
た
。

こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
構
成
員
の
地
位
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ
（
１１
）

出
生
、
ま
た
は
、
人
的
な
採
用
を
通
し
て
取
得
さ
れ

た
。
後
者
は
、
も
ち
ろ
ん
と
り
わ
け
奉
仕
奴
隷
（D

iensthörigkeit

）
へ
の
参
加
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
主
人
を
通
し
て
の
採
用
を
前
提
と

し
た
。
な
ぜ
な
ら
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
奉
仕
奴
隷
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
か
ら
で
（
１２
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ

に
よ
っ
て
は
、
ひ
と
は
た
だ
「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
団
体
の
中
で
の
み
存
在
し
た
に
す
ぎ
ず
、「
ゲ
ノ
ッ
セ
（
仲
間
）」
で
あ
る
た
め
に
は
、

ひ
と
は
、
さ
ら
に
加
え
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
た
ち
）
を
と
お
し
て
の
受
け
入
れ
を
必
要
と
（
１３
）

し
た
。
そ
し
て
、
逆
に
、
主
人
は
、
仲
間

（
四
四
）

３１５オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



を
必
ず
し
も
一
方
的
に
団
体
（V

erein

）
か
ら
取
り
出
す
こ
と
、
ま
た
は
、
彼
に
脱
退
を
許
す
こ
と
は
、
で
き
な
か
っ
た
。
譲
渡
の

た
め
に
は
、
む
し
ろ
フ
ァ
ミ
ー
リ
ア
か
ら
の
脱
退
の
た
め
に
と
同
様
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
奉
仕
奴
隷
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
も
ま

た
放
棄
す
る
ゆ
え
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
同
意
が
必
要
で
あ
（
１４
）

っ
た
。

あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
よ
う
に
、
奉
仕
臣
下
た
ち
（D

ienstm
annen

）
の
団
体
に
お
い
て
も
ま
た
、〈
二
人
の

ゲ
ノ
ッ
セ
の
争
い
を
す
ら
総
体
に
と
っ
て
の
恥
辱
と
思
わ
（
１５
）

せ
る
と
こ
ろ
の
〉
特
別
の
平
和
が
支
配
し
た
。
こ
の
平
和
の
破
壊
の
際
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
贖
罪
（Sü hne

）
と
賠
償
（B
u�
e

）
は
、
主
人
に
対
す
る
関
係
で
の
み
な
ら
ず
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に

対
す
る
関
係
で
も
ま
た
、
負
わ
さ
（
１６
）

れ
た
。
と
り
わ
け
、
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
、〈
な
る
ほ
ど
最
初
は
主
人
の
貸

与
に
基
づ
い
た
が
や
が
て
し
か
し
同
時
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
継

続
的
形
成
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
〉
特
別
の
法
が
支
配
し
た
。
次
第
に
多
く
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
保
証
と
な
ら
ん
で
、
慣
習
と
道
徳

が
妥
（
１７
）

当
し
、
次
第
に
多
く
奉
仕
臣
下
自
身
の
命
令
と
（
１８
）

選
択
が
奉
仕
法
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
た
。
主
人
が
彼
の
臣
下
た
ち
（M

annen

）

の
関
与
な
し
に
彼
ら
の
権
利
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
、
原
則
と
な
（
１９
）

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
奉

仕
権
（D

ienstrechte

）
も
ま
た
、
徹
底
し
て
主
人
た
ち
の
恩
恵
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
奉
仕
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
奪
い
得
な
い

占
有
財
産
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
（
２０
）

あ
る
。

荘
園
法
と
同
様
に
、
奉
仕
法
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
（
２１
）

た
が
、
し
か
し
全
体
と
し
て
、

ラ
ン
ト
法
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。
諸
法
書
は
、
主
人
の
階
級
に
従
う
奉
仕
法
の
差
異
を
示
唆
し
て
（
２２
）

い
る
。
そ
し

て
、
我
々
は
、
そ
れ
ゆ
え
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
化
に
お
い
て
も
ま
た
、
主
人
の
地
位
に
基
づ
い
た
差
異
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
帝
国
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
、
聖
職
者
た
る
主
人
の
奉
仕
臣
下
、
お
よ
び
、
世
俗
的
な
貴
族
の

従
者
た
ち
の
法
に
お
け
る
と
同
様
に
、
組
織
に
お
い
て
も
、
よ
り
大
き
な
差
異
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
ク
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ラ
ス
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
フ
ュ
ル
ス
ト
〔
侯
爵
〕
的
臣
下
た
ち
の
諸
団
体
と
、
グ
ラ
フ
〔
伯
爵
〕
的
な
臣
下
た
ち
、
フ
ラ
イ
ヘ
ル
〔
男

爵
〕
的
な
臣
下
た
ち
、
ま
た
は
、
司
教
的
な
臣
下
た
ち
の
諸
団
体
が
相
互
に
異
な
っ
て
い
た
（
２３
）

こ
と
は
、
疑
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
大

体
に
お
い
て
、
し
か
し
、
す
べ
て
の
団
体
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
基
本
的
特
徴
は
、
共
通
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
奉
仕
奴
隷
た
ち
（D

iensthörigen

）
に
対
す
る
主
人
の
裁
判
権
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
に
規
定
さ
れ
、
権
限
、
構
成
お
よ

び
手
続
も
さ
ま
ざ
ま
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
至
る
所
で
我
々
は
、
奉
仕
裁
判
所
（D

ienstgericht

）
を
見
出
す
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
奉
仕
裁
判
所
は
、
な
る
ほ
ど
一
方
で
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
所
と
し
て
現
れ
、
裁
判
官
と
し
て
の
主
人
ま

た
は
主
人
の
代
理
人
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
（
２４
）

る
が
、
他
方
で
は
、
し
か
し
〈
た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
だ
け
が
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
が
（
２５
）

で
き
、

た
だ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
だ
け
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
有
利
ま
た
は
不
利
に
証
人
ま
た
は
宣
誓
補
助
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に

（
２６
）

よ
っ
て
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
組
織
化
さ
れ
て
い
た
。
奉
仕
臣
下
た
ち
も
ま
た
、
相
互
間
の
争
い
、
主
人
と
の
争
い
、
そ
し
て
、

他
国
人
と
の
争
い
に
お
い
て
は
、
仲
裁
裁
判
官
を
選
ぶ
と
い
う
重
要
な
権
利
を
有
し
て
（
２７
）

い
る
。

法
に
お
い
て
お
よ
び
裁
判
所
に
お
い
て
と
同
様
に
、
奉
仕
団
体
（D

ienstverband

）
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
そ
の
他
の
案
件
に
お

い
て
、
そ
し
て
、
と
く
に
本
来
の
管
理
に
お
い
て
も
ま
た
、
奉
仕
仲
間
の
総
体
は
、
次
第
に
多
く
主
人
に
対
し
て
独
立
の
統
一
体
と
し

て
対
立
し
た
。
そ
の
総
体
は
、
そ
れ
自
身
の
団
体
の
た
め
に
い
つ
で
も
よ
り
自
由
な
自
治
を
獲
得
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
政
治

的
な
社
団
（K

örperschaft

）
と
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
重
要
な
構
成
部
分
を
形
成
し
た
と
こ
ろ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
全
体
の
管
理
に
、
参

加
し
た
。
初
め
は
た
だ
こ
の
団
体
の
主
人
の
恣
意
に
従
っ
て
、
全
て
の
よ
り
重
要
な
行
為
に
つ
い
て
、
一
部
は
証
人
と
し
て
、
一
部
は

助
言
者
と
し
て
引
き
入
れ
（
２８
）

ら
れ
、
代
理
人
お
よ
び
役
人
と
し
て
使
用
さ
れ
て
、
奉
仕
臣
下
た
ち
は
、
や
が
て
統
治
（R

egim
ent

）
に

対
す
る
持
分
を
求
め
る
現
実
の
権
利
を
獲
得
し
た
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
所
有
権
の
処
分
に
お
い
て
、
団
体
か
ら
の
財
産
ま
た
は
人
々

の
譲
渡
に
お
い
て
、
遺
言
作
成
、
宣
戦
布
告
、
講
和
条
約
締
結
、
敵
対
と
同
盟
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
よ
り
重
要
な
政
府
行
為
に
お
い

（
四
六
）
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て
、
主
人
は
、
彼
ら
の
同
意
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
同
意
な
し
に
は
、
行
為
は
、
有
効
性
を
す
ら
欠
い
て
い
た
の
で
あ

（
２９
）

る
。
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
し
か
し
、
総
体
に
帰
属
し
た
の
で
、
不
在
者
の
同
意
は
、〈
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
し
ば
し
ば

七
人
に
確
定
さ
れ
た
一
定
の
人
数
〉
が
総
体
の
代
理
人
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
（
３０
）

き
は
、
し
ば
し
ば
さ
ら
に
特
別
に
繰
り
返
さ
れ
た
。

こ
こ
か
ら
、
や
が
て
後
に
帝
国
騎
士
階
級
（R

eichsritterschaft

）
へ
と
移
行
し
た
帝
国
奉
仕
者
た
ち
（R

eichsdienstleute

）
の
帝

国
身
分
上
の
権
利
、
な
ら
び
に
、
ラ
ン
ト
定
住
の
騎
士
階
級
の
ラ
ン
ト
身
分
上
の
権
利
が
、
発
展
し
た
の
で
（
３１
）

あ
る
。

彼
ら
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
案
件
の
規
律
の
た
め
に
、
奉
仕
仲
間
た
ち
（D

ienstgenossen

）
は
、〈
同
時
に
、
社
交
的
な
会
合

と
し
て
も
奉
仕
し
た
と
こ
ろ
の
〉
一
部
は
、
定
例
の
会
議
〔
集
会
〕
を
、
一
部
は
、
臨
時
の
会
議
〔
集
会
〕
を
必
要
と
（
３２
）

し
た
。
そ
れ
ら

は
、
そ
も
そ
も
主
人
と
の
間
で
と
同
様
に
相
互
間
で
、
た
ん
に
法
的
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
的
に
も
ま
た
、
結
合
さ
れ
て
お
り
、
互
い
に

相
互
的
な
誠
実
、
困
難
に
お
け
る
援
助
お
よ
び
支
持
の
義
務
を
負
い
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
す
で
に
外
的
な
区
別
の
標
識
を
と
お
し
て

一
つ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
構
成
員
と
し
て
自
ら
を
示
す
の
が
つ
ね
で
あ
（
３３
）

っ
た
。

最
後
に
、
彼
ら
は
、
共
同
の
財
産
を
も
ま
た
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
団
体
に
所
属
す
る
人
々
の
上
に
対
す
る
よ

（
３４
）

う
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
所
属
す
る
財
産
の
上
に
対
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
定
の
総
体
権
〔
総
有
権G

esam
m
trecht

〕
を
有
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
ゲ
ノ
ッ
セ
は
、
彼
の
財
産
を
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
同
意
な
し
に
は
、
団
体
か
ら
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
か
（
３５
）

っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
点
に
後
の
騎
士
的
な
撤
回
権
（R

etraktsrecht

）
の
萌
芽
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
広
範
な
独
立
性
と
そ
の
よ
う
に
包
括
的
な
総
体
権
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
臣
下
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
奉
仕

奴
隷
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
固
有
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
に
基
づ
い
て
、
主
人
は
彼
ら
の
首
領
で
あ
り
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
々

人
と
同
様
に
、
総
体
は
、
主
人
に
対
し
て
奉
仕
、
誠
実
お
よ
び
服
従
の
債
務
を
負
っ
た
。
し
か
し
そ
の
内
的
な
案
件
に
お
い
て
、
彼
ら

が
主
人
に
従
属
的
に
留
ま
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
は
対
外
的
に
も
ま
た
、
主
人
に
よ
っ
て
の
み
代
理
さ
（
３６
）

れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、
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ラ
ン
ト
法
の
外
に
存
在
し
、
ラ
ン
ト
法
〔
領
邦
法
〕
上
、
完
全
な
権
利
無
能
力
お
よ
び
取
引
無
能
力
を
条
件
づ
（
３７
）

け
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら

は
、〈
固
有
の
物
権
法
、
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
な
ら
び
に
固
有
の
刑
法
お
よ
び
組
織
法
を
発
展
さ
せ
、
そ
し
て
、
団
体
の
境
界
内
で

は
、
完
全
な
取
引
自
由
と
契
約
自
由
、
お
よ
び
、
人
と
物
の
代
理
を
奉
仕
裁
判
所
の
前
で
許
し
た
と
こ
（
３８
）

ろ
の
〉、
一
つ
の
非
常
に
形
成

さ
れ
た
そ
し
て
ラ
ン
ト
法
に
次
第
し
だ
い
に
接
近
す
る
奉
仕
法
（D

ienstrecht

家
士
法
）
を
享
受
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
厳
格
な
ラ

ン
ト
法
に
よ
れ
ば
、
主
人
の
み
が
彼
ら
の
財
産
の
所
有
者
と
み
な
さ
れ
、
彼
ら
の
人
々
の
代
理
人
と
み
な
さ
れ
た
。
時
代
と
と
も
に
、

し
か
し
な
が
ら
こ
の
原
則
は
一
連
の
そ
の
適
用
に
お
い
て
破
壊
さ
れ
、
そ
し
て
、〈
そ
こ
に
お
い
て
奉
仕
法
が
ラ
ン
ト
法
の
中
で
消
失

し
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
た
ち
（M

inisterialität

）
が
独
特
の
非
自
由
な
身
分
関
係
と
し
て
の
自
ら
を
解
消
し
、
そ
し
て
、
自
由

な
諸
要
素
を
も
っ
て
新
た
な
階
級
形
成
へ
と
融
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
の
〉
道
が
切
り
拓
か
れ
た
の
で
（
３９
）

あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
諸
社
団
（M

inisterialenvereine

）

も
ま
た
没
落
し
、
そ
し
て
、
十
三
世
紀
と
十
四
世
紀
に
こ
の
こ
と
が
起
き
た
よ
う
に
、
崩
壊
す
る
か
ま
た
は
自
由
な
騎
士
階
級
（R

it-

terschaft

）
へ
と
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
奉
仕
奴
隷
と
そ
の
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
解
消
が
と
り
わ
け
実

行
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
諸
点
は
、
一
方
で
は
、
封
建
制
度
（L

ehnw
esen

）
と
の
そ
れ
ら
の
結
合
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
騎
士
制
度
（R

it-

terthum

）
と
の
そ
れ
ら
の
合
一
で
あ
っ
た
。
次
第
し
だ
い
に
承
認
へ
と
到
達
し
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
（
従
士
た
ち
）
の
領
地
を

受
け
る
能
力
（L

ehnsfähigkeit

）
は
、
彼
ら
の
人
的
な
従
属
性
の
単
な
る
物
的
な
従
属
性
へ
の
変
化
を
導
き
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、

封
土
案
件
以
外
の
す
べ
て
の
案
件
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
法
の
下
で
の
地
位
、
す
な
わ
ち
、
自
由
を
導
い
た
の
で
（
４０
）

あ
る
。
騎
士
の
尊
厳
の

獲
得
は
、
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
さ
ら
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
紐
帯
の
粉
砕
に
と
っ
て
よ
り
重
要
で
あ
（
４１
）

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
奉
仕
臣

下
を
〈
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
超
え
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
王
国
を
超
え
て
及
ぶ
〉〈
貴
族
や
フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
皇
帝
す
ら

も
そ
れ
に
属
し
た
と
こ
ろ
の
〉
階
級
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
、
騎
士
的
な
集
会
に
お
い
て
同
等
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
）
と
し
て
、

（
四
八
）
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位
置
づ
け
、
そ
し
て
、
彼
に
〈
彼
の
奉
仕
奴
隷
た
る
こ
と
と
少
し
も
関
連
せ
ず
、
そ
し
て
、
主
人
に
由
来
し
な
い
と
こ
ろ
の
〉
諸
権
利

を
与
え
た
か
ら
で
（
４２
）

あ
る
。

�．

そ
の
よ
う
に
し
て
一
人
の
主
人
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
総
体
が
唯
一
の
奉
仕
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
形
成
し
た
と
き
は
、

そ
の
内
部
で
は
、
個
々
人
の
特
別
の
権
利
、
奉
仕
ま
た
は
利
益
の
ゆ
え
に
、
よ
り
狭
い
フ
ェ
ラ
イ
ン
（V

ereine

社
団
）
も
ま
た
、
成

立
に
至
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
中
で
最
も
重
要
で
あ
る
の
は
、「
貨
幣
鋳
造
者
（M

ünzer

）
ま
た
は
家
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

（H
ausgenossen

）
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
で
（
４３
）

あ
る
。

そ
の
他
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
職
務
の
管
理
が
大
部
分
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
個
々
の
構
成
員
に
譲
渡
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
貨
幣
鋳
造
権

（M
ünzregal

）
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
為
替
職
務
（W

echse

（
４４
）

lam
t

）
の
行
使
は
、
既
に
早
期
に
人
々
の
多
数
者
が
委
託
さ
れ

る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
貨
幣
鋳
造
が
い
ま
だ
王
に
の
み
帰
属
し
た
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
時
代
に
お
い
て
、
す
で
に
、
一
つ
の
貨
幣
鋳
造
所

に
お
け
る
、
お
そ
ら
く
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ネ
ン
の
階
級
に
属
し
た
幾
人
か
の
貨
幣
鋳
造
者
た
ち
が
言
及
さ
れ
て
（
４５
）

い
る
。
後
に
、
貨
幣
鋳
造

が
そ
れ
に
移
転
し
た
と
こ
ろ
の
聖
職
者
の
お
よ
び
世
俗
の
主
人
た
ち
も
ま
た
、
貨
幣
鋳
造
職
（M

ünzam
t

）
を
彼
ら
の
一
定
数
の
人
々

に
譲
渡
し
た
。
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
階
級
の
発
展
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
鋳
造
者
た
ち
は
、
奉
仕
臣
下
た
ち
に
数
え
ら
れ
、
そ

し
て
、
彼
ら
か
ら
補
充
さ
（
４６
）

れ
た
。
そ
し
て
、〈
初
め
は
単
な
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
荘
園
職
務
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
手
工
業
者
た
ち

と
同
様
の
荘
園
法
的
な
同
業
組
合
（Innung

ギ
ル
ド
）
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
〉
彼
ら
の
フ
ェ
ラ
イ
ン
（
社
団
）
は
、
い
ま
や
、
奉
仕

法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
す
な
わ
ち
、
奉
仕
法
的
な
同
業
組
合
と
な
（
４７
）

っ
た
。
奉
仕
法
に
属
し
た
ゆ
え
に
、
貨
幣
鋳
造
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
は
、
奉
仕
主
人
お
よ
び
そ
の
指
名
さ
れ
た
代
理
人
で
あ
る
貨
幣
鋳
造
官
（M

ünzm
eister

）
の
も
と
に
立
ち
、
彼
ら
に
よ
っ

て
指
揮
さ
れ
、
そ
し
て
、
主
人
か
ら
排
他
的
な
貨
幣
刻
印
と
金
銭
交
換
（G

eldw
echsel

）
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
権
利
を
導
（
４８
）

い
た
。
貨

幣
鋳
造
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
家
」
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
呼
ば
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
フ
ァ
ミ
リ
ア
、
主
人
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の
家
従
僕
に
属
し
た
か
ら
で
（
４９
）

あ
る
。
し
か
し
次
第
し
だ
い
に
そ
れ
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
権
利
を
獲
得
（
５０
）

し
た
。
新
た
な
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
の
採
用
は
、
主
人
を
と
お
し
て
の
任
命
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
側
の
同
意
に
依
存
す
る
も
の
と
さ
（
５１
）

れ
た
。
貨
幣
鋳
造
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
は
、
貨
幣
鋳
造
官
そ
の
も
の
を
選
挙
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
し
て
、
主
人
は
彼
を
た
だ
認
可
し
た
に
過
ぎ
（
５２
）

な
い
。
貨
幣
鋳
造

官
の
裁
判
所
は
、
判
決
発
見
者
と
し
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
（
５３
）

れ
た
。
年
々
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
が
そ
こ
に
お
い
て
貨
幣
鋳

造
官
の
議
長
の
も
と
に
彼
ら
の
権
利
を
指
示
し
、
不
正
を
非
難
し
そ
し
て
改
善
し
、
そ
し
て
、
共
通
の
案
件
に
つ
い
て
管
理
（
５４
）

す
る
、
三

つ
の
定
時
集
会
が
行
わ
れ
た
。
特
別
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
（
５５
）

権
利
、
お
よ
び
、
貨
幣
鋳
造
者
た
ち
の
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
な
（
５６
）

平
和
が
存
在
し
た
。
職
務
全
体
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
総
体
の
貨
幣
鋳
造
所
に
つ
い
て
も
ま
た
、
奉
仕
法
に
従

う
総
体
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
（G

esam
m
tgew

ere

）
が
帰
属
（
５７
）

す
る
。
総
体
は
、
収
入
に
関
係
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
個
々
人
の
間
に
分
配
す

（
５８
）

る
。
要
す
る
に
、
全
て
の
関
係
に
お
い
て
、
貨
幣
鋳
造
者
は
、
た
だ
彼
ら
の
奉
仕
奴
隷
た
る
こ
と
を
と
お
し
て
の
み
制
限
さ
れ
て
い
る

独
立
の
結
合
体
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ（
従
士
）で
あ
る
こ
と
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
し
か
し
、
貨
幣
鋳
造
者
の
独
特
の
奉
仕
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
も
ま
た
消
失
し
、
そ
し
て
、
既
に
十
三
世
紀
に
お
い
て
そ
れ
は
そ
の
性
格
を
完
全
に
変
化
さ
せ
た
。
奉
仕
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
か
ら
、
そ
れ
は
、
封
建
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
り
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
自
由
な

ア
イ
ヌ
ン
グ
（freie

E
inung

）
の
原
理
に
基
づ
く
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
た
だ
（
５９
）

追
憶

の
み
が
奉
仕
法
を
想
起
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
奉
仕
臣
下
的
な
出
自
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
、
人
的
〔
身
体
的
〕
に
自
由
と
な
り
、
名
望
あ
る

市
民
の
諸
氏
族
は
、
自
ら
を
主
人
に
人
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
な
し
に
、
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
ケ
ル
ン
（K

öln

）
と
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ

ル
ク
（R
egensburg

）
に
お
い
て
は
、
す
で
に
極
め
て
早
期
に
お
い
て
、
旧
自
由
民
が
、
貨
幣
の
鋳
造
を
共
同
占
有
し
て
（
６０
）

い
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
そ
の
主
人
と
関
連
づ
け
る
紐
帯
は
、
も
は
や
奉
仕
奴
隷
お
よ
び
共
同
の
奉
仕
職
務
で
は
な
く
、
た

（
五
〇
）
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だ
さ
ら
に
封
建
法
に
座
を
占
め
る
〈
人
的
で
は
な
く
封
土
そ
の
も
の
に
基
づ
き
そ
し
て
封
土
の
放
棄
に
よ
っ
て
終
了
す
る
従
属
性
と
奉

仕
義
務
が
そ
れ
と
関
連
す
る
〉
王
権
（R

egal

）
だ
け
で
あ
っ
た
。
職
務
そ
の
も
の
は
い
ま
や
総
体
封
土
（G

esam
m
tlehn

）
と
み
な

さ
れ
、
主
人
は
封
土
主
人
（L

ehnsherr

）
と
み
な
さ
れ
、
貨
幣
鋳
造
者
裁
判
権
は
封
土
裁
判
権
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
構
成
員

た
る
こ
と
は
、
封
土
へ
の
参
加
で
あ
（
６１
）

っ
た
。
そ
れ
独
自
の
組
織
に
お
い
て
、
し
か
し
、
貨
幣
鋳
造
所
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、〈
そ

の
他
の
同
業
組
合
と
ギ
ル
ド
と
完
全
に
同
列
に
置
か
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
算
入
さ
（
６２
）

れ
た
〉
自
由
な
諸
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
（
社
団
）

と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
い
ま
や
自
ら
完
全
な
自
由
に
お
い
て
補
充
（
６３
）

さ
れ
、
そ
し
て
、
完
全
な
自
治
、
自
立
お
よ
び
制
定
法
上
の
権
利

を
（
６４
）

有
し
、
選
ば
れ
た
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
の
諸
機
関
（K

orporationsorgane

）
を
と
お
し
て
代
理
さ
れ
、
導
（
６５
）

か
れ
、
付
与
さ
れ
た
職
務

（officium

）
と
並
ん
で
、
土
地
お
よ
び
自
由
な
資
本
（
６６
）

財
産
に
つ
い
て
の
完
全
自
由
の
占
有
を
有
し
、
そ
し
て
、
本
来
の
貨
幣
刻
印
の

問
題
に
お
い
て
す
ら
い
ま
な
お
た
だ
主
人
の
上
位
監
督
権
を
と
お
し
て
の
み
制
限
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
（
６７
）

あ
る
。

し
か
し
、
結
合
の
本
来
の
基
礎
が
職
務
封
土
（A

m
tslehn

）、
す
な
わ
ち
、
し
た
が
っ
て
財
産
権
と
し
て
把
握
さ
れ
た
政
治
的
な
不

動
産
物
権
（Im

m
obiliarrecht

）
で
あ
っ
た
こ
と
を
と
お
し
て
、
貨
幣
鋳
造
者
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（M

ünzergenossenschaften

）

は
、
そ
の
他
の
同
業
組
合
よ
り
も
早
期
に
そ
し
て
よ
り
高
い
程
度
に
お
い
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
相
互
間
の
関
係
に
関
し
て
も
ま
た
、
財
産

法
的
基
礎
の
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
構
成
員
地
位
（M

itgliedschaft

）
は
、
い
ま
や
有
益
な
私
権
と
み
な
さ
れ
、
地
位
の
数
は
確
定

（
６８
）

さ
れ
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
そ
の
も
の
は
、
相
続
可
（
６９
）

能
な
、
譲
渡
し
（
７０
）

う
る
権
利
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
た
だ
ケ
ル
ン
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
だ
け
は
、
当
該
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
再
び
譲
渡
さ
れ
う
る
場
合
（
７１
）

に
は
、〈
当
該
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
ヨ
リ
僅

か
な
価
格
で
売
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
〉
個
々
の
場
所
に
つ
い
て
の
〈
た
と
え
最
高
額
が
固
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
よ

り
高
い
価
格
で
の
〉
先
買
権
を
有
し
た
。
そ
し
て
、
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
〔
仲
間
で
あ
る
こ
と
の
権
利
〕
と
同
様
に
、
総
体
に

属
す
る
職
務
権
（A

m
tsrecht

）、
そ
の
総
有
的
所
有
権
（
総
有
権G

esam
m
teigenthum

）、
お
よ
び
、
そ
の
総
体
資
本
（G

e-
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sam
m
tkapitalien

）
も
（
７２
）

ま
た
、
全
て
の
個
々
人
の
財
産
的
利
益
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
べ
き
有
用
な
諸
（
７３
）

権
利
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
二
十
二
章
、
終
わ
り
。】

【
第
二
十
二
章
の
注
】

注（
１
）

V
gl.bes.K

indlinger,m
ünster.B

eitr.II,1.S.124
f.H
örigkeit

S.17
f.E
ichhorn,R

.G
.§
344.H

üllm
ann,Stände

I.S.28

f.183
f.223

f.II.173
f.III.213

f.M
aurer,F

ronh.II.S.26
f.Z
öpfl,R

.G
.§
29.W

alter,R
.G
.§
220

―229.Schulte
§
83.IV

.

W
ackernagel,das

B
ischofs＝

und
D
ienstm

annesrecht
von
B
asel.B

asel
1852.R

oth
v.Schreckenstein,G

esch.der
ehe-

m
al.
freien

R
eichsritterschaft

I.
S.
108

f.
187

f.
248

f.
291

f.
N
itzsch,

B
ürgerthum

und
M
inisterialität.

E
nnen,

G
eschichte

der
Stadt

K
öln
I.S.427

f.

と
り
わ
け
し
か
し
、F

ürth,die
M
inisterialen.K

öln
1836.

注（
２
）

彼
ら
〔
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
、
廷
臣
〕
の
た
め
に
登
場
す
る
最
も
主
要
な
表
示
は
、dienstm

an

（
奉
仕
臣
下
）（H

enrici
V
.
dipl.

d.1120
ab.G

uden.I.393

）、
す
な
わ
ち
、servi

（
奴
隷
）、servientes

（
奉
仕
人
）、
あ
る
い
は
、servitores

prim
i

（
卓
越
し
た
従

僕
た
ち
）、praecipui

（
優
れ
た
人
々
）、honorati

（
名
望
あ
る
人
々
）、nobiles

（
高
貴
な
人
々
）、
さ
ら
に
、honestiores

（
よ
り
気

高
い
人
々
）、m

ajores

（
よ
り
卓
越
し
た
人
々
）、m

eliores

（
よ
り
良
き
人
々
）、nobiliores

de
fam
ilia

（
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
よ
り
高
貴

な
人
々
）、
ま
た
、hausgenossen

（
家
仲
間
）、ingesinde

（
一
家
の
召
使
）、m

inistri

（
従
者
た
ち
）、m

ilites

（
扈
従
た
ち
）、m

ili-

tantes

（
服
務
者
た
ち
）、fideles

（
信
頼
す
べ
き
人
々
）、clientes

（
家
来
た
ち
）、valleti

（
守
護
者
た
ち
）、hom

ines

（
家
来
た
ち
）、

そ
し
て
ま
た
一
般
に
�M

annen

（
臣
下
た
ち
）�
で
あ
る
。F

ürth
l.c.S.57

―63.M
aurer

l.c.II.S.30
f.

を
み
よ
。

注（
３
）

徹
底
し
て
適
切
な
フ
ュ
ル
ト
（F

ürth

）
の
定
義
（S.56.57.
）
は
い
う
。
す
な
わ
ち
、�
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
は
、
皇
帝
お
よ
び
フ
ュ

ル
ス
ト
〔
君
主
〕
の
非
自
由
の
武
器
を
執
り
う
る
家
従
者
と
い
う
特
別
の
階
級
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
世
襲
の
純
粋
に
人
的
な
従
属
関
係
に

立
ち
、
そ
し
て
特
別
の
奉
仕
法
に
従
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
非
自
由
か
ら
自
由
へ
の
過
渡
期
を
構
成
し
て
い
る
。�
と
。

注（
４
）

ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
諸
奉
仕
〔
役
務
〕
は
、
主
と
し
て
、
名
誉
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
り
高
位
の
家
奉
仕
お
よ
び
宮
廷
奉
仕

（
五
二
）
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に
、
軍
役
お
よ
び
官
職
奉
仕
に
、
制
限
さ
れ
て
い
た
。F

ürth
S.187

―240.E
nnen

l.c.S.427
f.W
alter

§
224.

と
り
わ
け
し
か
し
彼

ら
の
奉
仕
は
、
種
類
と
時
代
に
従
っ
て
正
確
に
決
定
さ
れ
て
い
た
。F
ürth

S.240

―247.

注（
５
）

F
ürth

S.47.48.166
f.503.504.R

oth
v.Schreckenstein

l.c.S.294
f.309.

注（
６
）

奉
仕
従
属
性
と
封
土
従
属
性
の
こ
の
差
異
を
フ
ュ
ル
ト
は
、
正
当
に
も
最
も
本
質
的
な
も
の
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。

注（
７
）

例
え
ば
、
グ
ー
デ
ン
（G

uden
I.60

）
に
お
け
る
一
一
二
三
年
の
証
書
。「
場
所
に
向
け
て
所
属
す
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ス
た
ち
に
」

（m
inisterialibus

ad
locum

pertinentibus

）
と
。
そ
れ
ゆ
え
高
祭
壇
に
向
け
て
の
報
告
（traditio

ad
altare

）。
例
え
ば
、U

rk.v.

1140
M
onum

boica
II.S.310.

注（
８
）

F
ürth

S.
146

f.

一
人
の
手
に
い
く
つ
か
の
領
地
が
集
中
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
に
お
け
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
仲

間
一
門
は
、
大
部
分
独
立
の
ま
ま
に
留
ま
っ
た
。L

eo,V
orles.II.24.

注（
９
）

F
ürth

S.265
f.

注（
１０
）

F
ürth

S.167.168.

そ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
そ
し
て
類
似
の
呼
び
名
が
収
集
さ
れ
、
そ
し
て
、
証
明
さ
れ
て
い
る
。

注（
１１
）

E
ichhorn,R

.G
.§
344
am
A
nf.F

ürth
S.139

f.

注（
１２
）

F
ürth

S.
140
f.
U
rk.
v.
1246

in
M
onum

enta
boica

I.
S.
385：

「
我
々
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
た
ち
の
仲
間
に
向
か
っ
て---

我
々
は
許
可
し
た
」（ad

consortium
m
inisterialium

nostrorum
---
recepim

us.

）。U
rk.v.1268

b.K
indlinger,m

ünster.B
e-

itr.
II,
2.
S.
271：

「
我
々
の
従
士
た
ち
の
同
一
の
教
会
に
認
め
る
べ
き
法
ま
た
は
特
権
」（jus

sive
privilegium

ecclesiae
nostre

m
inisterialium

concedentes
eidem

.

）。U
rk.v.1156

b.K
indlinger,H

örigk.S
237：

「
か
の
大
修
道
院
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン

た
ち
が
執
務
す
る
教
会
の
仲
間
と
法
に
向
か
っ
て
、
彼
は
反
駁
し
た
。」（ecclesiae

---
ad
consortium

et
jus,quo

m
inisteriales

il-

lius
abbatiae

funguntur,contradidit.

）。

注（
１３
）

U
rk.circa

1150
in
M
onum

.boica
V
I.S.101：

「
あ
る
著
名
な
人
で
あ
る
Ｗ
は
、〈
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
法
に
基
づ
く
他
の
従
士

た
ち
の
承
認
と
意
思
に
よ
っ
て
〉
聖
ク
イ
リ
ー
ニ
高
祭
壇
に
向
け
て
大
修
道
院
長
Ｃ
の
手
の
財
産
の
中
へ
と
自
分
の
女
中
Ｏ
を
送
っ
た
。
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彼
の
全
て
の
子
孫
と
と
も
に
、
関
係
す
る
職
務
の
人
々
の
同
じ
高
祭
壇
に
向
か
っ
て
、
彼
が
生
活
し
使
用
す
る
、
と
い
う
不
滅
の
条
件
で
、

そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
決
心
し
て
。」（quidam

nobilis
hom
o
W
.delegavit

ad
altare

s.
Q
uirini

in
m
anus

C
.
abbatis

propriam

ancillam
O
.,
assensu

et
voluntate

ceterorum
m
inistrorum

lege
m
inisteriali;

tali
stabiliens

tenore,
ut
cum

om
ni
pos-

teritate
sua
vivat

et
utatur

m
inistrorum

ad
idem

altare
pertinencium

indissolubini
conditione.

）。U
rk.
v.
1200

ib.
S.

148：
「
広
く
行
き
渡
っ
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ス
た
ち
の
法
自
身
か
ら
彼
ら
が
享
受
す
る
た
め
に
。
―
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ス
た
ち
の
承

諾
に
向
け
て
。」（ut

et
ipsi
lege

m
inisterialium

perpetuo
fruerentur；

―ad
probacionem

m
inisterialium

.

）。V
gl.
F
ürth

S.170.171.

注（
１４
）

F
ürth

S.436
f.U
rk.v.1230

b.H
ontheim

,hist.T
rev.I.706

（
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
交
換
）;1251

b.K
indlinger,H

örigk.

（「
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
た
ち
の
全
員
一
致
の
会
議
に
よ
る
交
換
」ein

T
ausch

de
unanim

i
consilio

m
inisterialium

）。F
ü rth

S.

443.444.N
ote
1903

に
お
け
る
、
合
意
な
し
に
行
わ
れ
た
譲
渡
の
取
消
。

注（
１５
）

F
ürth

S.
168：

「
共
同
家
族
の---

考
え
る
人
々
は
、
彼
ら
の
二
人
の
遊
び
仲
間
の
間
の
…
…
争
い
を
、
彼
の
仲
間
た
ち
の
共
同
の
悪

行
に
よ
ら
ず
に
、
起
こ
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。」（condom

estici
---
considerantos,

non
absque

com
m
uni

turpitudine

com
parium

suorum
inter

duos
coaequales

suos
---
pugnam

posse
com
m
itti.

）。jura
m
inist.C

olon.ib.S.513.§
7.

を
も

見
よ
。

注（
１６
）

例
え
ば
、F

ürth,A
nh.V

I.§
15.S.531.

に
お
け
る
テ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
封
建
法
（leges

feudales
T
sklenburgicae

）。Ib.S.523.

§
3

に
お
け
る
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
奉
仕
臣
下
法
（R

echt
der
dynstm

anne
to
M
agdeborch

）：

「
奉
仕
臣
下
は
、
司
教
に
、
結
婚
す

る
た
め
に
一
ポ
ン
ド
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
奉
仕
臣
下
た
ち
に
は
、
一
人
に
つ
き
三
ポ
ン
ド
を
提
供
す
べ
く
与
え
る
べ
き
で

あ
る
。〔
仮
訳
〕」（dy

dinstm
an
scal

geven
dem

biscope
to
w
edde

eyn
pund

und
dy
dinstm

enne
scholen

under
ein

geven
dry
punde

to
bute.

）。

注（
１７
）

Jura
m
inist.C

ol.F
ürth

S.511
pr.：

「
こ
こ
ケ
ル
ン
に
お
け
る
聖
ペ
テ
ロ
大
聖
堂
の
従
士
法
〔
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
法
〕
は
、
古

（
五
四
）
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代
か
ら
整
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
守
ら
れ
か
つ
守
ら
れ
る
べ
き
制
定
法
で
あ
る
。」（hec

sunt
jura

m
inisterialia

s.
P
etri

in

C
olonia

ab
antiquo

ordinata
et
statuta

servata
et
servanda

）。

注（
１８
）

す
べ
て
の
ま
た
は
若
干
の
と
く
に
宣
誓
さ
せ
ら
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
奉
仕
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
に
つ
い
て
は
、

F
ürth

S.250
―253.

を
参
照
せ
よ
。

注（
１９
）

U
rk.v.1153

M
onum

.boica
X
I.S.167：

「
そ
の
他
の
点
で
は
、
修
道
士
た
ち
、
聖
職
者
た
ち
お
よ
び
従
士
〔
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ

ン
〕
た
ち
が
、
お
の
お
の
そ
の
秩
序
に
お
い
て
、
破
滅
な
し
に
永
続
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
、〈
彼
ら
の
意
思
に
反
し
て
彼
ら
が

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
廃
止
す
る
か
、
ま
た
は
、
理
性
の
法
か
ら
よ
り
良
い
理
性
に
お
い
て
で
な
い
と
す
れ
ば
共
同
の
合
意
に
基
づ
い
て

変
え
る
こ
と
は
〉
我
々
の
承
継
者
た
ち
の
何
び
と
に
も
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
我
々
は
決
定
し
た
。」（de

cetero
statuim

us,

ut
m
onachi,clerici

et
m
inisteriales

sine
disturbatione

perm
aneant,

unusquisque
in
suo
ordine,

et
nulli

successorum

nostrorum
liceat

illis
invitis

aut
tollere

que
sua
sunt

aut
jura

corum
nisi
in
m
elius

ex
consensu

com
m
uni
com
m
u-

tare.

）。R
otulus

off.
H
ain.

b.
F
ürth

S.
533：

「
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
自
身
の
共
同
の
同
意
で
も
っ
て---

記
載
さ
れ
た
」（con-

sensu
com
m
uni
ipsorum

m
inisterialium

---
conscripta.

）。

注（
２０
）
〔
以
下
に
掲
げ
る
〕
最
古
の
奉
仕
法
〔
家
子
法D

ienstrechte

〕
が
こ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、Justitia

m
inisterialium

B
abebergensium

〔
バ
ー
ベ
ベ
ル
ク
の
従
士
法
（
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
法
）〕、jura

m
inisterialium

C
oloniensium

〔
ケ
ル
ン
の

従
士
法
〕、recht

der
dynstm

anne
to
M
agdeburg

〔
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
奉
仕
臣
下
法
〕、recht

des
stichtes

to
H
ildensen

〔
ヒ

ル
デ
ン
セ
ン
の
修
道
院
法
〕、leges

feudales
T
eklenburgicae

〔
テ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
封
建
法
〕、
な
ら
び
に
、rotulus

officiorum

H
aioniensium

〔
ハ
イ
オ
ニ
ア
の
公
務
の
赤
書
〕（
す
べ
て
フ
ュ
ル
ト
に
お
け
る
付
録
の
中
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
）、
そ
し
て
、das

D
i-

enstm
annenrecht

von
B
asel

（
ヴ
ァ
ッ
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ル
編
集
）〔
バ
ー
ゼ
ル
の
奉
仕
臣
下
法
〕。F

ürth
S.254

f.

を
も
見
よ
。K

indlin-

ger,
m
ünster.

B
eitr.

II,
2.
S.
48
f.

に
お
け
る
一
〇
八
六
年
の
フ
レ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
修
道
院
の
従
士
法
（R

echt
der
M
inisterialen

des
Stiftes

F
reckendorf

v.J.1086

）
の
改
善
。
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注（
２１
）

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
（Sachsensp.

）III,
42.
§
2：

「
何
び
と
も
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
し
ば
し
ば
行
わ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
奉
仕
従
者
た
ち
の
権
利
に
つ
い
て
、
本
書
が
極
め
て
僅
か
に
し
か
言
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
い
ま
や
あ
な
た
方
を
驚

か
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
若
干
の
司
教
お
よ
び
大
修
道
院
長
お
よ
び
教
区
付
聖
職
者
の
も
と
で
は
、
奉
仕
従
者
た
ち
は
特
別
の
権
利
を
有
す

る
。」（nu

ne
latet

jük
nicht

w
underen,dat

dit
buk

so
lüttel

seget
von

dinstlüde
rechte,

w
ent
it
is
so
m
annich

valt,

dat
is
niem

an
zu
ende

kom
en
kann;under

jew
ekem

bischope
unde

abbede
unde

eb
bedischen

hebben
die
dinstlüde

sunderlik
recht.

）。C
f.Schw

abensp.

〔
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
〕c.48.§

4

―8;c.54.
II.
§
5

―8.
S
ächs.

L
ehnr.

〔
ザ
ク
セ

ン
封
建
法
〕c.67.Schw

äb.L
ehnr.

〔
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
封
建
法
〕c.

115.
III.
§
4.
V
etus

auctor
de
beneficiis

〔
諸
特
権
に
つ
い
て

の
か
つ
て
の
権
威
者
〕I.§

131.

注（
２２
）

Schw
abensp.

c.
48：

「
奉
仕
臣
下
を
有
す
る
君
主
の
司
祭
は
一
つ
の
権
利
を
有
す
る
。
大
修
道
院
長
の
支
配
さ
れ
る
奉
仕
臣
下
は
別

の
権
利
を
有
す
る
。
封
建
諸
侯
の
奉
仕
臣
下
は
特
別
の
権
利
を
有
す
る
。」（die

priester
fürsten

die
habent

dienstm
an
die
habent

ein
recht.

D
er
äptissin

dienstm
an
die
gefürstet

seind
dye

habent
ein
ander

recht.
D
er
leyenfürsten

dienstm
an
ha-

bent
sunder

recht.

）。c.
54.

「
帝
国
の
奉
仕
臣
下
は
特
別
の
権
利
を
有
す
る
。」（D

es
reichs

dienstm
an
habent

sunderlich

recht

）。

注（
２３
）

フ
ュ
ル
ト
（F

ürth

）
と
マ
ウ
ラ
ー
（M

aurer

）
も
ま
た
、
奉
仕
臣
下
（D

ienstm
annen

）
の
三
つ
の
ク
ラ
ス
を
認
め
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

１．

帝
国
の
従
士
（
ラ
イ
ヒ
ス
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
）（F

ürth
S.119

―133.
M
aurer

l.c.
II.
38

―46

）。
そ
の
特
徴
は
、
帝
国
に
よ

る
彼
ら
の
譲
渡
不
可
能
性
、
帝
国
財
産
を
占
有
す
る
と
い
う
彼
ら
の
能
力
、
皇
帝
の
助
言
と
裁
判
所
へ
の
彼
ら
の
参
加
、
高
め
ら
れ
た
身

分
上
の
名
誉
に
お
い
て
存
在
す
る
。C

f.auch
Z
öpfl

§
30a.III.Sachsensp.III,19.

81.
§
1.
Schw

abensp.
c.
158；

特
別
に
し
か

し
小
さ
な
皇
帝
権
（das

kleine
K
aiserrecht

）III.c.1

―8.17

―19.33
ec.

２．

教
会
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
（F

ürth
S.133

―137.M
aurer

l.c.40.41

）。
そ
れ
ら
の
者
の
間
で
、
さ
ら
に
、
聖
職
者
の
フ
ュ

（
五
六
）
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ル
ス
ト
た
ち
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
は
、
フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち
の
そ
の
他
の
聖
職
者
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
対
し
て
諸
特
権
を
有
し
た
。

３．

貴
族
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
（F

ürth
S.137

―139.M
aurer

l.c.41

）、
す
な
わ
ち
、
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
（F

ürsten

皇
帝
直
属
の

領
主
）、
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
（G

rafen

伯
爵
、
代
官
）
お
よ
び
デ
ィ
ナ
ス
テ
ン
（D

ynasten

小
国
の
君
主
）
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
、
な

ら
び
に
、
帝
国
奉
仕
人
お
よ
び
教
会
奉
仕
人
の
背
後
に
順
位
の
う
え
で
退
い
て
い
る
教
会
設
立
者
（den

geistlichen
Stifter

）
の
ミ
ニ

ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
。

注（
２４
）

F
ürth

S.394
f.

注（
２５
）

C
ölnisch

dienstr.
b.
F
ürth

S.
521.

§
11：

「
し
か
し
誰
か
が
同
じ
主
人
に
よ
っ
て
尋
問
さ
れ
る
と
き
は
、
彼
を
何
び
と
も
そ
の
判

決
の
ゆ
え
に
同
一
の
王
国
の
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
（
家
仲
間
）
の
中
に
雇
い
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。〔
仮
訳
〕」（ever

w
irt
je-

m
an
vorgeeischt

van
sim
e
herren,so

en
sal
niem

an
um
e
dat
urdel

bevracht
w
erden

ain
ein
husgenosse

desselben

reichtz.

）。R
echt

des
stiftes

to
H
ildensen

〔
ヒ
ル
デ
ン
セ
ン
の
修
道
院
法
〕ib.

S.
526.

§
9：

「
司
教
が
同
じ
奉
仕
臣
下
に
責
任
を

負
わ
せ
る
と
き
は
、
彼
は
司
教
に
対
し
て
彼
の
奉
仕
臣
下
た
ち
に
先
立
っ
て
応
え
る
べ
き
で
あ
る
。」（gift

de
biscop

scult
sim
e
den-

estm
anne,

he
scal

em
e
antw

orden
vor
sinen

denestm
annen.

）。L
eg.
feud.

T
ekl.

〔
テ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
封
建
法
〕ib.

S.
529.

§
5.
R
echt

der
dynstm

anne
to
M
agdeborch

〔
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
奉
仕
臣
下
法
〕§

1：

「
こ
れ
が
マ
ク
デ
ブ
ル
グ
の
奉
仕
臣
下
た
ち

が
獲
得
し
た
と
こ
ろ
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
へ
ー
ル
シ
ル
ト
〔
封
建
法
上
の
権
利
能
力
〕
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
な
い
な
ら
ば
、

彼
は
、
彼
ら
を
得
る
か
ま
た
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。〔
仮
訳
〕」（dyt

ys
dat
erste,dat

dy
dinstlude

von
M
ag-

deborch
gew
unnen

hebben:dat
nem
en
ordele

uppe
sy
vinden

en
m
ach
he
sy
to
dem

herscilde
geboren.

）。

注（
２６
）

C
öln.D

ienstr.§
11.R

echt
des
stiftes

to
H
ildensen

§
2.U
rk.v.1120

M
onum

.boica
V
I.67.

証
言
に
関
し
て
、F

ürth
S.

416.N
ote
1818.

注（
２７
）

G
rim
m
,R
.A
.S.749.750.F

ürth
S.406.407.

注（
２８
）

婚
姻
の
締
結
に
お
い
て
、
家
の
そ
の
他
の
重
要
な
諸
案
件
に
お
い
て
、
諸
契
約
に
お
い
て
、
判
決
に
お
い
て
、
決
議
な
ど
に
お
い
て
、
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そ
う
で
あ
る
。F

ürth
S.157

f.171
f.

注（
２９
）

奉
仕
臣
下
た
ち
の
反
抗
に
つ
い
て
の
有
益
な
行
為
す
ら
失
敗
し
た
場
所
で
、
奉
仕
臣
下
た
ち
の
合
意
の
欠
缺
の
ゆ
え
に
有
効
で
な
い
も

の
と
し
て
契
約
が
否
定
さ
れ
た
場
所
で
（1177

M
onum

.
boica

III.
459

）、
非
関
与
の
ゆ
え
に
服
従
の
形
式
的
な
拒
否
が
生
じ
た
場
所

で
、
諸
例
を
提
出
し
て
い
る
、
フ
ュ
ル
トF

ürth
S.160

―166.

を
見
よ
。

注（
３０
）

F
ürth

S.163.

注（
３１
）

H
üllm
ann,Stände

I.S.223
f.231

f.III.221
f.

注（
３２
）

F
ürth

S.169.170.

注（
３３
）

F
ürth

S.170.

注（
３４
）

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
ゲ
ノ
ッ
セ
で
な
い
者
と
の
婚
姻
の
た
め
に
は
、
主
人
の
承
認
の
み
な
ら
ず
、
ゲ
ノ
ッ
セ
た
ち
の
承
認
も
ま
た

要
求
さ
れ
た
こ
と
の
中
に
、
示
さ
れ
て
い
る
。
マ
イ
ヒ
ェ
ル
ベ
ッ
ク
（M

eichelbeck,historia
F
rising.I,2.

S.
560

）
に
お
け
る
一
一

八
二
年
の
証
書
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
あ
な
た
方
の
教
会
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
リ
ス
で
あ
るR

.

は
、
わ
れ
わ
れ
の
共
同
の
合
意
と
、

我
々
の
教
会
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ス
た
ち
の
共
同
の
合
意
に
よ
っ
て
、
我
々
の
家
の
妻
を
導
い
た
。」（R

.
m
inisterialis

ecclesiae

vestrae
com
m
uni
consensu

nostro
et
m
inisterialium

ecclesiae
nostrae

uxorem
de
dom
o
nostra

duxit.

）。

注（
３５
）

F
ürth

S.
168.

169.
Z
öpfl

§
30a.

II.
Schw

abensp.
c.
158.

フ
ュ
ル
トF

ürth

は
、
証
書
お
よ
び
法
書
の
中
で
（z.B

.
Sachsensp.

III,78.§
5.Schw

abensp.c.105.III.
§
4

）
言
及
さ
れ
る
友
人
た
ち
（am

ici
oder

vründe

）
の
承
認
（G

enehm
igung

）
を
も
ま

た
こ
れ
に
関
係
づ
け
て
い
る
。

注（
３６
）

K
indlinger,H

örigk.S.18.F
ürth

S.150
f.

注（
３７
）

F
ürth

S.105
f.247

f.260
f.479

f.M
aurer

l.c.II.S.41
f.

注（
３８
）

ラ
ン
ト
法
と
ホ
ー
フ
レ
ヒ
ト
と
の
比
較
の
も
と
で
の
奉
仕
法
（D

ienstrecht

家
人
法
）
の
諸
法
規
の
詳
細
な
叙
述
をF

ürth
S.260

―423.

が
与
え
て
い
る
。W

alter
l.c.§

226.

を
も
、
参
照
せ
よ
。

（
五
八
）
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注（
３９
）

H
üllm
an,Stände

II.256
f.F
ürth

S.472
f.W
alter

§
229.M

aurer
l.c.II.50.51.

シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ルc.158

は
、

す
で
に
「
奉
仕
臣
下
は
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
に
従
っ
て
自
由
民
と
し
て
取
得
し
相
続
す
る
。」（dienstm

an
nem
ent
erbe

und
erbent

als
vrie

lute
nah
allem

lantrecht.

）
と
言
っ
て
い
る
。G

osen,das
P
rivatrecht

nach
dem

kleinen
K
aiserrecht

（H
eidelberg

1866

）§
9.

注（
４０
）

F
ürth

S.423
―436.M

aurer
II.49.W

alter
§
228.

注（
４１
）

F
ürth

S.65

―88,besonders
aber

M
aurer

l.c.S.29
f.A
uch
W
alter

§
228.

注（
４２
）

次
の
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
４３
）

H
üllm
ann,Städtew

esen
II.S.17

f.;Stände
III.S.26

f.E
ichhorn,Z

eitschr.f.gesch.R
.W
.II.S.218;R

.G
.§
296.W

ilda,

G
ildenw

esen
S.
195
f.
A
rnold,

F
reistädte

I.
S.
270
f.
H
eusler,

V
erfassungsgesch.

v.
B
asel

S.
58
f.
E
nnen,

G
eschichte

der
StadtK

öln
I.S.430

f.L
am
bert,Städte

II.S.192
f.

注（
４４
）

こ
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、H

üllm
ann,Städte

l.c.S.28
f.U
rk.f.C

onstanz
v.1240

b.N
eugart

II.S.172.

を
見
よ
。

注（
４５
）

C
apit.de

m
oneta

809.c.2.b.P
ertz

I.159.

注（
４６
）

最
古
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
都
市
法c.63：

「
何
び
と
も
、
も
し
彼
が
こ
の
教
会
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
者
で
な
い
な
ら
ば
、
デ
ナ
リ
ウ
ス

銀
貨
を
鋳
造
し
て
は
な
ら
な
い
。」（nullus

facere
denarios

debet,nisi
qui
sit
de
fam
ilia
hujus

ecclesiae.

）。

注（
４７
）

そ
れ
ゆ
え
オ
フ
ィ
キ
ウ
ム
（officium

）
の
名
称
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
た
め
に
も
〔
用
い
ら
れ
る
〕。E

nnen
u.E
ckertz,Q

uel-

len
II.
464：

「
我
々
の
貨
幣
の
職
務
」（officia

m
onetae

nostrae

）。
例
外
的
に
バ
ー
ゼ
ル
に
お
い
て
は
、
司
教
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
、

そ
し
て
や
が
て
相
続
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
代
表
者
を
司
教
か
ら
受
け
取
っ
た
と
こ
ろ
の
、
同
時
に
金
細
工
師
を
包
含
す
る
ハ
ウ
ス
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
の
同
業
組
合
は
、
奉
仕
法
的
な
同
業
組
合
で
は
な
く
、
荘
園
法
的
な
同
業
組
合
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
代
表
者
だ
け
が
ミ
ニ
ス

テ
リ
ア
ー
レ
（
従
士
）
で
あ
っ
た
。H

eusler
S.83.84.

注（
４８
）

こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
最
古
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
都
市
法Strasb.

Stadtr.
c.
59

―79.

に
お
い
て
登
場
す
る
。
ケ
ル
ンK

öln

に
お
い
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て
も
、
造
幣
局
長
官
（m

agister
m
onetae

）
は
、
大
司
教
（E

rzbischof

）
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
。E

nnen
u.
E
ckertz

l.c.
II.
18.

III.104.
注（
４９
）

前
注
（
４６
）
に
お
け
る
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
都
市
法c.

63.

と
そ
の
翻
訳：

「
も
し
そ
れ
ゆ
え
彼
が
こ
の
神
の
家
〔
教
会
〕
の
従
者
で
な

い
な
ら
ば
」（er

ensi
dan

dez
gesindes

deses
G
otteshuses

）。
貨
幣
鋳
造
者
と
し
て
の
�
家
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
〔
家
仲
間
〕�
は
、
と
く

に
ケ
ル
ン
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
、
バ
ー
ゼ
ル
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
マ
イ
ン
ツ
、
ヴ
ィ
ー
ン
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
登
場
し
て
い
る
。（
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
お
い
て
は
そ
の
名
称
は
も
っ
と
包
括
的
な
意
味
を
受
け
取
っ
た
。）。

ヒ
ュ
ル
マ
ン
（H

üllm
ann

l.c.
S.
23

）
は
、
集
積
所
（V
ersam

m
lungshaus

）
ま
た
は
造
幣
所
（M

ünzhaus

）
の
名
称
を
全
く
誤
っ

て
説
明
し
て
い
る
。

注（
５０
）

彼
ら
の
結
合
は
、
そ
れ
ゆ
え
コ
ム
ニ
タ
ス
（com
m
unitas

共
同
体
）（L

acom
blet,

N
iederrhein.

U
rkundenb.

II.
206.

U
rk.
v.

1252：

「
家
ゲ
ノ
ッ
セ
と
呼
ば
れ
る
両
替
商
た
ち
の
共
同
体
」com

m
unitas

cam
psorum

qui
husgenosze

dicuntur.

）、
ウ
ニ
ヴ
ェ

ル
シ
タ
ス
（universitas

普
遍
団
体
）（U
rk.v.1207

E
nnen

u.E
ckertz

II.30：

「
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ス
（
家
仲
間
）
と
呼
ば
れ
る
人
々
の

ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
の
一
部
か
ら
ケ
ル
ン
の
貨
幣
鋳
造
者
で
あ
る
我
々
に
向
か
っ
て
加
わ
る
人
々
。」accedentes

ad
nos

quidam

m
onetarii

C
olonienses

ex
parte

universitatis
eorum

qui
husgenoiz

dicuntur.

）、
コ
ン
ソ
ル
テ
ィ
ウ
ム
〔
共
同
団
体
〕（U

rk.

v.1238
u.1245

ib.S.126.179.180.241.U
rk.v.1263

b.Schannat,hist.W
orm
.II.S.163.

）；

「
コ
ン
ソ
ル
テ
ィ
ウ
ム
と
ソ
キ
エ

タ
ス
〔
組
合
〕」（ein
consortium

et
societas

）（U
rk.v.1207

ut.

）；

「
ゲ
ノ
ス
〔
仲
間
〕
で
あ
る
こ
と
」（eine

genoszschaft
ec.

）

な
ど
、
と
呼
ば
れ
た
。

注（
５１
）

す
で
に
一
二
〇
七
年
に
お
い
て
、
ケ
ル
ン
の
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
た
ち
は
、
彼
ら
の
意
思
に
反
し
て
は
何
び
と
も
�「
彼
ら
自
身
の
共

同
団
体
と
組
合
に
」（consorcio

ipsorum
et
societati

）�
入
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
古
い
特
権
を
保
有
し
て
い
た
。C

f.E
n-

nen
u.E
ckertz

II.S.30.

を
参
照
せ
よ
。U

rk.v.1225
ib.98.99.

を
見
よ
。
同
様
に
、
共
同
で
貨
幣
鋳
造
者
主
人
で
あ
り
奉
仕
主
人

で
あ
っ
た
司
教
（B

ischof

）
と
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
（
大
公H

erzog

）
は
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、「
貨
幣
鋳
造
者
た
ち
自
身
を
、
貨

（
六
〇
）
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幣
鋳
造
者
た
ち
お
よ
び
こ
の
人
々
の
コ
ン
ソ
ル
キ
ウ
ム
〔
共
同
団
体
〕
の
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
職
務
に
向
け
て
、
我
々
は
決
し

て
意
思
に
反
し
て
強
要
し
な
い
こ
と
」（quod

ipsos
m
onetarios

ad
recipiendum

aliquem
ad
officium

m
onetariorum

et

eorum
consorcium

invitos
nullatenus

com
pellim

us.

）
を
約
束
し
た
。U

rk.v.1272
b.H
üllm
ann,Städte

II.S.28.N
ote
70;

v.1295
b.R
ied
I.S.688.G

em
einer,C

hronik
1.
S.
442.

ま
た
す
で
に
、
最
古
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
都
市
法
に
よ
れ
ば
、
入
会
許

可
料
（A

ufnahm
egebühren

）
の
一
部
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
帰
属
し
た
。

注（
５２
）

シ
ュ
パ
イ
エ
ル
（Speier

）
に
お
い
て
は
、
年
々
更
新
さ
れ
た
選
挙
が
行
わ
れ
た
。L

ehm
ann,Speierer

C
hronik

IV
.S.293.

294.

A
rnold

I.S.274.

注（
５３
）

A
rnold

l.c.
S.
274

―276.
U
rk.
v.
1339

b.
B
öhm
er
S.
560.

O
chs,

G
esch.v.

B
asel

II,
1.
S.
128.

129.

ア
ウ
グ
ス
タ
ー
ヌ
ム
法

（Jus
A
ugustanum

b.H
üllm
ann
l.c.S.27.N

ote
61

）：

「
一
人
の
貨
幣
鋳
造
長
官
は
裁
判
を
行
う
十
二
人
の
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
を

持
つ
べ
き
で
あ
る
。」（ain

m
unzm

eister
soll
X
II
husgenossen

haben,
die
richtent.

）。
造
幣
局
長
官
自
身
は
、
一
三
三
〇
年
の

シ
ュ
パ
イ
エ
ル
の
特
権
に
従
っ
て
、
最
古
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
を
前
に
し
て
も
正
当
な
地
位
を
有
し
た
。

注（
５４
）

A
rnold

l.c.I.S.276.

注（
５５
）

U
rk.
v.
1272

b.
G
em
einer

l.c.
I.
401：

「
一
般
に
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
言
わ
れ
る
権
利
を
有
す
る
有
効
な
ボ
ン
町
の
貨

幣
鋳
造
者
た
ち
を
」（m

onetarios
R
atisbonenses,qui

jus
habent,quod

vulgaliter
hausgenossenschaft

dicitur.

）。

注（
５６
）

特
別
な
平
和
が
、
貨
幣
鋳
造
所
に
お
い
て
も
ま
た
、
為
替
銀
行
の
屋
根
の
も
と
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
（W

ei�
en-

burg

）
に
お
い
て
は
貨
幣
鋳
造
者
の
私
的
な
住
居
に
お
い
て
す
ら
、
支
配
し
た
。H

üllm
ann
S.30.31.H

eusler
S.87.

を
参
照
せ
よ
。

注（
５７
）

す
で
に
一
二
八
九
年
に
お
い
て
、
し
か
し
、
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
の
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
貨
幣
鋳
造
者
た
ち
は
、
共
同
の
市
役
所
と
貨
幣

鋳
造
所
に
関
し
て
の
自
由
な
契
約
を
締
結
し
、
そ
れ
ゆ
え
す
で
に
ラ
ン
ト
法
に
よ
る
総
手
的
所
有
権
〔
総
有
権
〕
を
有
し
た
。U

rk.
b.

R
em
ling
I.384.

注（
５８
）

以
下
、
注
（
６６
）
お
よ
び
（
７２
）
を
見
よ
。
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注（
５９
）

そ
れ
に
属
す
る
の
は
、
主
人
ま
た
は
そ
の
役
人
に
給
付
さ
れ
る
べ
き
個
々
の
奉
仕
、
例
え
ば
マ
イ
ン
ツ
に
お
い
て
は
、
一
人
の
ザ
ー
ル

マ
ン
（Salm

en

受
託
者
）
ま
た
は
従
者
（K

äm
m
erer

）
へ
の
五
十
五
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
年
々
の
引
渡
し
、
こ
れ
ら
の
者
を
墓
に
運
ぶ
義
務

な
ど
で
あ
る
。U

rk.b.G
uden

II
462.463.

注（
６０
）

A
rnold

l.c.S.272.

異
説
、N

itzsch
S.282.L

am
bert

l.c.II.S.192
f.

注（
６１
）

と
く
に
、
そ
れ
ゆ
え
一
二
五
八
年
と
一
二
五
九
年
に
「
造
幣
所
の
理
由
に
よ
る
封
土
」（feuda

ratione
m
onetae

）、
そ
し
て
、「
ハ

ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
封
土
」（feudum

quod
H
ausgenossenschaft

vulgariter
appella-

tur

）
と
言
い
、
そ
し
て
、
大
司
教
が
職
務
の
濫
用
の
ゆ
え
に
行
っ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
廃
止
が
失
効
し
た
封
土
（L

ehn

）
の
押

収
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
、
ケ
ル
ン
（K

öln

）
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。U

rk.
b.
L
acom

bl.
l.c.
II.
257.

263.

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
お
い

て
も
ま
た
、
造
幣
局
（M

ü nze

）
は
、
独
立
し
た
市
民
の
一
定
数
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
封
土
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。U

rk.v.1364

b.N
eugart

II.464.

ウ
ォ
ル
ム
ス
、
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
、
バ
ー
ゼ
ル
に
お
い
て
も
類
似
〔
で
あ
る
〕。H

üllm
ann
l.c.S.25.26.

注（
６２
）

例
え
ば
、
ゴ
ス
ラ
ー
ル
（G

oslar
b.
G
öschen

S.
114

）
の
一
二
一
九
年
以
降
の
特
権
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
す
べ

て
の
そ
の
他
の
ギ
ル
ド
は
、「
い
か
な
る
盟
約
も
約
束
も
、
あ
る
い
は
、
ド
イ
ツ
で
同
業
組
合
ま
た
は
ギ
ル
ド
と
言
わ
れ
て
い
る
組
合
も
、

貨
幣
鋳
造
者
た
ち
の
基
礎
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
ゆ
え
に
」（quod

nulla
sit
conjuratio

nec
prom

issio
vel

societas
quae

theutonice
dicitur

eyninge
vel
ghilde

nisi
solum

m
onetariorum

.

）
と
い
う
文
言
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

H
üllm
ann
l.c.S.28.

に
お
け
る
、
宣
誓
に
よ
る
結
合
。

注（
６３
）

U
rk.v.1295

b.G
em
einer

I.442：

「
た
と
え
い
つ
で
も
彼
ら
が
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ス
〔
家
仲
間
〕
を
置
く
と
き
は
」（sw

enne
si
einen

hausgenoz
setzent.

）。U
rk.v.1230.1238.1245

b.E
nnen

u.
E
ckertz

II.
S.
126.

175.
179.

180.
241：

「
彼
ら
が
他
人
の
自
由

な
能
力
を
持
た
ん
が
た
め
に
、
選
ば
れ
る
べ
き
そ
し
て
任
命
さ
れ
る
べ
き
他
の
人
ま
た
は
他
の
人
々
を
彼
ら
の
コ
ン
ソ
ル
テ
ィ
ウ
ム
の
中

へ
と
〔
入
れ
る
〕。」（ut

liberam
habeant

facultatem
alium

vel
alios

in
consortium

suum
eligendi

et
instituendi.

）。
選
挙

方
式
に
つ
い
て
は
、ib.

I.
S.
307.

。
自
由
な
団
体
結
成
を
と
お
し
て
の
ケ
ル
ン
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、

（
六
二
）
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ib.I.S.103
f.315.

注（
６４
）

ひ
と
は
、
た
だE

nnen
u.
E
ckertz

I.
S.
103
f.

に
お
け
る
、
ケ
ル
ン
の
貨
幣
鋳
造
者
の
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
諸
規
約
の
み
を
参
照

せ
よ
。

注（
６５
）

そ
れ
ゆ
え
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
十
三
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
大
司
教
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
上
級
監
督
を
指
導
す
る
造
幣
局
長
官
に
、

本
来
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
の
機
関
と
し
て
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
よ
っ
て
自
由
に
選
ば
れ
た
固
有
の
マ
イ
ス
タ
ー
が
、
対
立
す
る
。E

n-

nen
I.S.431.E

nnen
u.E
ckertz

I.307
f.II.386.

彼
ら
は
集
会
を
招
集
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
罰
金
の
ゆ
え
に
守
る
べ
き
多
数
決
に

よ
っ
て
契
約
し
、
罰
金
を
要
求
し
、
平
和
罰
令
（F
riedensbann

）
を
も
つ
、
な
ど
。ib.

I.
S.
316：

「
貨
幣
の
協
議
会
」（consilium

m
onetae

）。

注（
６６
）

E
nnen

u.E
ckertz

I.303
f.315

、
お
よ
び
、
以
下
、
第
二
部
〔
本
書
第
二
巻
〕、
を
見
よ
。

注（
６７
）

E
nnen

l.c.
I.
431.

貨
幣
鋳
造
者
た
ち
の
恣
意
に
対
し
て
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
司
教
を
保
護
す
る
た
め
に
、
皇
帝
の
特
権
を
す
ら
必
要
と
し

た
。U

rk.
v.
1283

Schannat
II.
144：

「
一
般
に
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ス
と
呼
ば
れ
る
コ
ン
ソ
ル
テ
ィ
ウ
ム
の
意
思
に
従
っ
て
よ
り
も
、
む
し

ろ
法
と
慣
習
に
従
っ
て
貨
幣
を
鋳
造
す
る
こ
と
。」（m

onetam
potius

cudere
secundum

jus
et
consuetudinem

quam
juxta

voluntatem
consortium

qui
vulgaliter

H
uesgenocz

appellantur.

）。

注（
６８
）

そ
れ
ゆ
え
〔
構
成
員
地
位
の
数
は
〕
マ
イ
ン
ツ
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
エ
ー
リ
ン
ゲ
ン
お
よ
び
エ
ル
フ
ル
ト
に
お
い
て
は
十
二
に
（H

üllm
ann,Städte

II.S.27

）、
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
四
十
に
（E

nnen
I.431

）、
ヴ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
は
四
十
八
に
（H

üllm
ann,Stä

dte
III.S.27.

）〔
確
定
さ
れ
て
い
た
〕。

注（
６９
）

そ
れ
ゆ
え
ヴ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
息
子
た
ち
が
、
そ
し
て
、
息
子
た
ち
の
後
に
娘
た
ち
が
長
子
相
続
権
（E

rstgeburtsrecht

）
を
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
寡
婦
が
、
最
後
に
そ
の
他
の
親
類
も
ま
た
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
相
続
し
た
。H

üllm
ann,Stände

III.S.27.

バ
ー
ゼ
ル
に
お
け
る
相
続
権：

O
chs
II,
2.
S.
128.

ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
俗
人
身
分
の
男
子
の
嫡
出
の
子
孫
が
相
続
し
た
。E

nnen
u.

E
ckertz

I.313.314.

彼
ら
は
自
ら
を
「
我
々
は
ケ
ル
ン
に
お
け
る
貨
幣
に
つ
い
て
の
相
続
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
主
人
た
ち
」〔
で
あ
る
〕
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（herren
dye
E
irfhuisgenoissen

up
der
M
uynzen

in
C
olne.

）
と
名
づ
け
た
。ib.303.

注（
７０
）

E
nnen

und
E
ckertz

I.306.314.315.

に
お
け
る
売
却
。
贈
与
、ib.S.314.

注（
７１
）

Statut
u.
1314

b.
E
nnen

und
E
ckertz

I.
306.

最
大
限
度
の
設
定
に
お
い
て
、
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
言
わ
れ
て
い
る

職
務
（officium

quod
dicitur

huisgenoizschaft

）
の
公
的
性
格
の
ま
だ
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
承
認
が
存
在
し
て
い
る
。

注（
７２
）

E
nnen

und
E
ckertz

I.303

―316.

注（
７３
）

こ
の
点
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
こ
と
が
ら
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
帰
属
す
る
総
体
正
義
（G

esam
m
tgerechtigkeit

）
の
法

的
性
質
に
つ
い
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
部
に
お
い
て
〔
述
べ
ら
れ
る
〕。

【
以
上
、
第
二
十
二
章
の
注
、
終
わ
り
。】

【
以
下
、「
�．

封
建
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
二
十
三
章
」
に
続
く
。】

�．

封
建
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
二
十
三
章

自
由
な
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
〔
廷
臣
た
ち
〕（freie

V
assallen

）
は
、
以
前
か
ら
、
た
だ
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
の
案
件
に
お
い
て
の
み
、

民
族
法
（V

olksrecht

）
と
民
族
裁
判
所
（V

olksgericht

）
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
（
１
）

な
い
。
し
か
し
廷
臣
団
体
（V

assallen-

verband

）
が
及
ん
だ
限
り
で
、
廷
臣
た
ち
は
、
も
と
も
と
非
自
由
民
た
る
臣
下
た
ち
（unfreie

M
änner

）
と
同
じ
状
態
に
あ
っ
た
。

廷
臣
団
体
に
お
い
て
権
利
、
位
階
お
よ
び
利
得
を
与
え
た
の
は
、
主
人
の
恩
恵
で
あ
り
、
主
人
は
支
配
、
命
令
、
懲
罰
を
有
し
、
主
人

の
裁
量
に
、
全
体
の
組
織
、
個
々
人
の
上
級
ま
た
は
下
級
の
秩
序
、
奉
仕
奴
隷
的
な
臣
下
た
ち
の
自
由
民
お
よ
び
貴
族
た
ち
と
の
同
列

化
が
、
依
存
し
て
い
た
。
廷
臣
へ
と
自
ら
を
委
ね
た
貴
族
と
自
由
民
は
、
条
件
を
作
り
、
こ
れ
ら
の
条
件
の
た
め
に
民
族
法
の
保
護
を

（
六
四
）
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留
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
出
自
に
よ
り
ま
た
は
契
約
を
と
お
し
て
存
続
す
る
廷
臣
た
る
こ
と
の
間
に
も
ま
た
、
主
人
に
対
す
る
関
係

で
個
々
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
が
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
つ
で
も
先
ず
以
っ
て
主
人
は
、〈
主
人
の
廷
臣
た
ち
の
総
体
を
彼
ら

の
人
的
な
法
領
域
の
一
部
に
関
し
て
民
族
法
か
ら
切
り
離
し
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
自
由
を
減
少
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
〉
人
的
な
保
護
主

人
（Schutzherr
）
に
留
ま
っ
た
。

十
世
紀
以
来
、
廷
臣
た
る
こ
と
（V

assallität

）
と
特
権
制
度
（B

eneficialw
esen

）
の
完
全
な
融
合
か
ら
成
長
し
た
本
来
の
封
建

法
（L

ehnrecht

）
の
発
展
と
と
も
に
、
こ
の
こ
と
は
変
化
し
た
。
従
属
的
占
有
の
物
的
関
係
が
い
ま
や
唯
一
の
実
体
と
な
り
、
人
的

従
属
性
の
唯
一
の
源
泉
と
な
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
誠
実
奉
仕
義
務
（T

reudienstpflicht

）
は
、
い
ま
や
封
土
の
放
棄
と
と
も
に
終
了
し

た
。
封
土
裁
判
権
は
、
財
産
に
の
み
、
そ
し
て
、
主
人
と
廷
臣
の
人
的
関
係
が
直
接
物
的
関
係
か
ら
流
出
し
た
限
り
で
の
み
こ
の
人
的

関
係
に
、
及
ん
だ
。
封
土
の
喪
失
は
、
封
土
荘
園
（L

ehnhof

）
が
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
最
高
の
刑
罰
と
な
っ
た
。
裁
判

所
の
管
轄
権
は
、
純
粋
に
物
的
に
決
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
廷
臣
の
「
人
格
（P

erson

）」
は
「
そ
れ
自
身
と
し
て
」
封
建
法
に

は
、
も
は
や
服
さ
ず
、
た
だ
封
土
（L

ehen

レ
ー
エ
ン
）
そ
れ
自
体
の
み
が
民
族
法
と
民
族
裁
判
所
か
ら
取
り
出
さ
れ
、
廷
臣
の
人
格

の
た
め
に
は
、
部
分
的
で
あ
る
に
せ
よ
あ
ら
ゆ
る
民
族
法
か
ら
の
除
外
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
部
分
的
で
あ
る
に
せ
よ
あ
ら

ゆ
る
自
由
の
減
少
を
、
停
止
し
た
の
で
（
２
）

あ
る
。

廷
臣
制
の
人
的
基
礎
が
疑
い
な
く
確
定
的
に
存
在
し
た
時
代
と
形
成
さ
れ
た
封
建
法
の
時
代
と
の
間
に
当
然
の
こ
と
に
、
人
的
な
従

属
性
が
、
あ
る
と
き
は
ま
だ
独
立
の
関
係
と
し
て
現
れ
、
あ
る
と
き
は
た
だ
従
属
的
占
有
の
流
出
と
し
て
現
れ
る
、
長
い
そ
し
て
動
揺

す
る
移
行
期
が
存
在
し
た
。

疑
い
な
く
、
廷
臣
制
が
ま
だ
一
人
の
主
人
の
も
と
へ
の
服
従
と
認
め
ら
れ
た
あ
の
時
代
か
ら
、
同
一
の
主
人
の
自
由
な
廷
臣
た
ち

（freie
V
assallen

）
の
間
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
と
い
う
理
念
が
由
来
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
荘
園
法
お
よ
び
奉
仕
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
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ン
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
に
力
強
く
は
、
廷
臣
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
な
廷
臣

た
ち
は
、
依
然
と
し
て
民
族
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
属
し
て
い
た
ゆ
え
に
、
彼
ら
の
間
の
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
結
合
の
必
要

性
は
、
民
族
法
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
諸
階
級
に
お
け
る
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
代

の
経
過
の
中
で
、
全
て
の
公
的
諸
団
体
と
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
権
利
保
護
の
力
と
意
味
が
沈
下
し
、
他
方
で
は
、
廷
臣
の
諸

案
件
の
範
囲
と
価
値
が
上
昇
し
た
。
出
自
と
諸
契
約
を
と
お
し
て
あ
ら
ゆ
る
廷
臣
団
体
の
た
め
に
同
一
の
団
体
に
お
い
て
支
配
す
る
一

つ
の
共
通
の
法
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
法
の
確
定
と
保
護
と
継
続
的
形
成
に
お
け
る
廷
臣
た
ち
の
同
じ
利
益
が
前
面
に
現
れ
、
新
た
な
法

の
共
通
の
原
則
を
と
お
し
て
の
諸
利
益
に
つ
い
て
の
確
固
と
し
た
相
続
可
能
な
権
利
の
基
礎
づ
け
が
、
と
く
に
す
べ
て
の
廷
臣
た
ち
に

共
通
の
目
標
と
し
て
現
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
一
つ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
与
え
ら
れ
た
。
同
一
の
主
人
の

廷
臣
た
ち
は
、
も
は
や
た
ん
に
彼
ら
の
主
人
の
助
言
の
た
め
の
み
で
は
な
く
、
自
己
の
総
体
権
の
行
使
の
た
め
お
よ
び
共
同
の
諸
利
益

の
確
保
の
た
め
に
、
会
（
３
）

合
し
、
彼
ら
は
彼
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
ク
ラ
イ
ス
〔
仲
間
範
囲
〕
に
お
い
て
妥
当
す
る
法
を
示
し
、
彼
ら
は
主
人

を
〈
主
人
が
廷
臣
の
諸
案
件
に
お
け
る
決
定
ま
た
は
懲
罰
を
行
使
し
た
と
こ
ろ
で
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
判
決
発
見
者
（U

r-

telsfinder

）
と
し
て
（
４
）

助
け
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
主
人
を
主
人
の
す
べ
て
の
処
分
に
お
い
て
制
限
し
た
。

廷
臣
制
が
封
建
制
度
に
お
い
て
現
れ
た
と
き
、
廷
臣
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て

の
彼
ら
の
古
い
形
態
に
お
い
て
は
、
中
絶
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
一
の
主
人
の
廷
臣
た
ち
の
関
連
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
決

し
て
終
了
せ
ず
、
関
係
全
体
と
し
て
物
的
な
基
礎
の
上
に
の
み
も
た
ら
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
諸
特
権
に
つ
い
て
の
世
襲
的
な
ゲ

ヴ
ェ
ー
レ
の
成
立
以
来
、
当
然
に
そ
の
設
定
と
そ
こ
か
ら
生
ず
る
争
い
に
つ
い
て
同
様
に
権
限
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
保
護
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
廷
臣
裁
判
所
（V

asallengerichte

）
は
、
い
ま
や
こ
の
権
限
へ
と
制
限
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
真

の
封
土
裁
判
所
に
移
行
し
（
５
）

た
が
、
し
か
し
裁
判
所
仲
間
（pares

curiae

）
に
よ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
構
成
は
、
存
在
し
続

（
六
六
）
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け
た
。
同
一
の
主
人
の
廷
臣
た
ち
で
あ
っ
た
の
は
、
い
ま
や
、
封
土
を
そ
の
主
人
か
ら
受
け
取
っ
た
全
て
の
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
の
封
土
占
有
の
結
果
で
あ
っ
た
の
は
、
い
ま
や
た
ん
に
主
人
に
対
す
る
人
的
な
奉
仕
関
係
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
同
一
の
主
人
の
そ

の
他
の
点
で
は
平
等
に
置
か
れ
て
い
る
封
土
把
持
者
に
対
す
る
人
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
関
係
で
あ
っ
た
。
主
人
の
封
土
を
有
し
た
す
べ
て

の
人
々
は
、
そ
れ
ゆ
え
い
ま
や
主
人
の
宮
廷
に
す
で
に
そ
の
占
有
の
ゆ
え
に
会
合
し
、
そ
し
て
、
彼
に
対
す
る
関
係
で
一
つ
の
〈
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
結
合
さ
れ
、
自
ら
権
利
を
与
え
ら
れ
た
、
主
人
を
さ
ま
ざ
ま
に
制
限
す
る
〉
総
体
を
意
味
し
た
。

こ
れ
ら
の
諸
団
体
の
継
続
的
形
成
に
と
っ
て
は
、
も
と
も
と
奉
仕
法
的
な
諸
関
係
も
ま
た
、
廷
臣
た
ち
の
諸
関
係
と
同
様
に
、
物
的

な
実
体
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
、
さ
ら
に
特
別
の
重
要
性
を
有
す
る
。
奉
仕
封
土
は
は
じ
め
は
奉
仕
奴
隷
制
（D

iensthörigkeit

）
の

結
果
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
結
局
、
い
ま
だ
た
だ
奉
仕
奴
隷
制
を
と
お
し
て
の
み
条
件
づ
け
ら
れ
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
た
奉

仕
義
務
の
基
礎
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
制
の
解
消
お
よ
び
そ
の
変
遷
が
そ
こ
に
お
い
て
単
な
る
封
土
結
合

へ
と
登
場
し
た
の
と
同
じ
程
度
に
お
い
て
、
封
建
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の〈
そ
の
よ
う
に
し
て
完
全
な
自
由
へ
と
上
昇
し
た
〉

諸
要
素
が
〈
こ
の
封
建
法
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
最
後
に
特
別
な
奉
仕
臣
下
団
体
（D

ienstm
annenverbände

）
を
全
く
吸
収

す
る
ま
で
に
〉
成
長
し
て
増
大
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
確
定
し
た
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
を
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
し

て
成
立
し
た
諸
総
体
は
も
た
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
組
織
を
、
諸
総
体
は
、
む
し
ろ
引
き
続
く
時
期
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
ン
グ
制
度

（E
inungsw

esen

〔
約
定
に
よ
る
結
社
制
度
、
同
業
組
合
制
度
〕）
の
影
響
の
も
と
に
初
め
て
受
け
取
っ
た
。
し
か
し
、
主
人
の
も
と

に
存
在
す
る
独
立
し
た
そ
れ
ら
の
統
一
体
は
極
め
て
具
体
的
に
露
わ
に
現
れ
る
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
一
層
疑
い
な
く
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

個
別
に
お
い
て
は
、
暗
示
さ
れ
た
種
類
の
発
展
は
、
は
じ
め
は
帝
国
じ
た
い
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
こ
〔
帝
国
〕
で
王

の
も
と
に
長
老
と
し
て
立
つ
上
級
貴
族
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
生
み
出
し
た
。
す
で
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
、
国
王
の
奉
仕
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の
自
己
完
結
し
た
貴
族
制
が
多
く
の
点
に
お
い
て
一
つ
の
政
治
的
統
一
体
を
形
成
し
て
（
６
）

い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
統
一
体
が
、
本
質

的
に
世
襲
的
階
級
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
一
つ
の
階
級
と
し
て
自
己
を
完
結
し
た
と
き
に
、
よ
り
鋭
く
現
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
い
ま
や
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
帝
国
の
共
同
の
担
い
手
で
あ
っ
た
自
己
自
身
の
中
に
自
ら
結
合
す
る
団
体
と
な
っ
た
。
こ
の
団
体

は
、
し
か
し
、
帝
国
の
政
府
が
封
建
的
に
形
成
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
封
土
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
本
質
と

形
式
を
受
け
取
っ
た
。
―
―
上
級
貴
族
の
核
心
は
、
も
ち
ろ
ん
も
と
も
と
は
封
建
的
階
級
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
む
し
ろ
〈
イ
ン

ム
ニ
テ
ー
ト
〔
治
外
法
権
〕
を
伴
う
完
全
私
有
地
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
〔
土
地
支
配
制
、
荘
園
制
度
〕
の
所
有
者
を
包
含
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
た
だ
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
完
全
自
由
制
と
完
全
に
自
由
な
土
地
所
有
制
を
完
全
な
範
囲
に
お
い
て
継
続
（
７
）

し
た
〉
自
由
な
主
人

た
ち
の
階
級
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
完
全
私
有
地
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
も
ま
た
、
王
か
ら
裁
判
権
（G

erichtsbann

）
を
付
与
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
た
と
え
彼
が
そ
れ
に
対
す
る
権
利
を
も
ま
た
（
８
）

有
し
、
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
廷
臣
と
な
る
必
要

が
な
か
っ
た
と
し
（
９
）

て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
〈
本
質
的
に
本
来
の
封
土
の
類
推
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
こ
の
付
与
は
、
下
に
向
か
っ

て
の
自
由
な
主
人
の
権
力
の
基
礎
と
し
て
、
な
ら
び
に
、
帝
国
集
会
へ
の
主
人
の
参
加
の
基
礎
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
帝
国
の
積
極

的
な
担
い
手
へ
の
主
人
の
参
加
の
基
礎
と
し
て
、
み
な
さ
れ
た
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
完
全
に
封
建
的
に
形
成
さ
れ
た
の
は
、
本
来
的

な
帝
国
諸
職
務
、
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
テ
ン
、
再
構
築
さ
れ
た
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
の
諸
職
務
、
そ
し
て
、
後
者
の
崩
壊
後
は
フ
ュ
ル
ス
ト
の

諸
職
務
で
あ
（
１０
）

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え〈
や
が
て
最
上
位
の
帝
国
宮
内
職
が《
彼
ら
も
ま
た
も
は
や
奉
仕
法
に
従
っ
て
で
は
な
く
封
建
法
に
従
っ

て
許
さ
れ
た
こ
と
に
よ
（
１１
）

っ
て
》
そ
れ
ら
と
同
列
に
置
か
れ
た
と
こ
ろ
の
〉
こ
れ
ら
の
上
級
の
帝
国
封
土
の
保
有
者
た
ち
は
、〈
こ
の
階

級
―
―
鏡
の
よ
う
な
フ
ュ
ル
ス
ト
階
級
―
―
は
、
ま
さ
に
本
来
的
に
封
土
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
〉
特
別
の
階
級
へ

と
自
ら
を
完
結
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
階
級
は
、
皇
帝
に
よ
っ
て
直
接
、
封
建
的
形
態
に
お
け
る
公
的
権
力
の
最
高
の
種

類
を
（
軍
旗
封
土F

ahnlehn

ま
た
は
槍
封
土Scepterlehn

と
し
て
）
付
与
さ
れ
て
受
け
取
っ
て
い
た
と
こ
（
１２
）

ろ
の
、
帝
国
廷
臣
た
ち

（
六
八
）
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（R
eichsvassallen

）
を
結
合
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
帝
国
の
主
人
階
級
で
あ
る
上
級
貴
族
が
さ
ま
ざ
ま
な
諸
要
素
か
ら
生
じ
て
お
り
、
そ
し
て
、
完
全
自
由
民
の
イ
ン
ム
ニ

テ
ー
ト
〔
治
外
法
権
〕
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
と
同
様
に
、
帝
国
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
制
に
お
い
て
も
、
最
上
位
の
帝
国
ミ
ニ
ス
テ
リ

ア
ー
レ
ン
制
に
お
い
て
も
、
根
を
下
ろ
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
来
の
封
建
貴
族
（L

ehnadel

）
と
し
て
の
そ
の
性
格
は
、
そ
れ
で

も
つ
ね
に
よ
り
鋭
く
そ
し
て
決
定
的
に
刻
印
さ
（
１３
）

れ
た
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
に
お
い
て
貴
族
制
の
構
成
員
地
位
（M

itgliedschaft

）

を
与
え
た
人
的
な
王
の
奉
仕
（K

ö nigsdienst

）
の
代
わ
り
に
、
い
ま
や
〈
そ
れ
と
命
令
権
（B

ann

罰
令
権
）
が
封
建
制
に
類
似
す

る
公
権
委
託
（B

eleihung

）
の
方
法
で
結
合
さ
れ
た
〉
皇
帝
に
由
来
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
封
土
（H

errschaftslehen

）
ま
た
は
領

土
（T

erritorium

）
に
対
す
る
権
利
が
、
帝
国
へ
の
積
極
的
関
与
の
基
礎
と
な
っ
た
。
た
だ
本
来
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
も
っ
て
公
権

委
託
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
帝
国
に
奉
仕
と
誠
実
の
義
務
を
負
っ
た
と
こ
ろ
の
〈
そ
し
て
彼
ら
の
側
か
ら
下
に
向
か
っ
て
は
封

土
主
人
（L

ehnherren

封
建
君
主
）
と
し
て
権
力
を
さ
ら
に
与
（
１４
）

え
た
と
こ
ろ
の
〉
臣
下
た
ち
（M

änner

）
だ
け
が
、
い
ま
や
ま
だ
帝

国
の
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
あ
り
、〔
そ
し
て
〕、〈
全
て
の
そ
の
他
の
自
由
民
が
単
な
る
帝
国
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
〉
唯
一
い
ま
だ
最
狭
義
の
そ
し
て
本
来
の
意
味
に
お
け
る
�
帝
国
（das

R
eich

）�
で
あ
っ
た
。
上
に
向
か
っ
て
は
、
彼
ら
〔
臣
下

た
ち
〕
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
後
の
よ
う
に
、
皇
帝
が
そ
れ
に
と
っ
て
団
体
組
織
の
ハ
ウ
プ
ト
で
あ
る
自
由
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
は

な
く
、
皇
帝
は
そ
の
「
主
人H

err

」（
長
老Senior

）
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
主
人
権
か
ら
次
第
し
だ
い
に
封
建
臣
下
制
（L

ehnsm
ann-

schaft

）
へ
と
移
行
し
た
。
主
人
は
、
た
だ
た
ん
に
彼
ら
〔
臣
下
た
ち
〕
か
ら
そ
し
て
彼
ら
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
〔
主

人
〕
は
彼
ら
〔
臣
下
た
ち
〕
を
前
に
し
て
正
当
な
権
利
を
有
し
、
彼
ら
と
と
も
に
帝
国
議
会
に
お
い
て
帝
国
統
治
を
分
け
持
っ
た
。
帝

国
議
会
は
、
も
は
や
臣
民
（G

etreuen

）
の
単
な
る
審
議
集
会
で
は
な
く
、〈
帝
国
封
土
把
持
者
た
ち
の
総
体
が
そ
こ
に
お
い
て
封
土

主
人
（L

ehnsherr

封
建
君
主
）
に
助
言
し
そ
し
て
制
限
を
与
え
、
帝
国
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
権
利
を
指
示
し
、
ま
た
は
、
創
造
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し
、
封
土
主
人
と
の
協
定
お
よ
び
契
約
を
帝
国
諸
法
律
の
形
式
に
お
い
て
締
結
（
１６
）

す
る
と
こ
ろ
の
〉
封
建
議
会
（L

ehnsk

（
１５
）

urie

）
で
あ

る
。
階
級
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
は
、
し
か
し
ま
た
、
封
土
の
関
連
を
超
え
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
権
に
お

い
て
も
ま
た
示
さ
れ
る
。
構
成
員
の
身
体
と
名
誉
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
た
だ
王
の
み
が
裁
判
官
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
た
だ

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
み
が
判
決
発
見
者
で
あ
り
う
る
の
で
（
１７
）

あ
る
。
民
族
か
ら
王
に
移
っ
た
主
権
を
そ
の
よ
う
に
し
て
王
と
再
び
分
け
持
っ
た

と
こ
ろ
の
封
建
貴
族
は
、
自
己
の
内
部
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
方
法
に
お
い
て
編
成
さ
れ
た
。
フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち
と
自
由
な
主
人
た
ち
は
、

政
治
的
な
点
に
お
い
て
は
、
封
建
貴
族
に
お
け
る
よ
り
狭
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
が
、
し
か
し
す
べ
て
の
階
級
諸
法
に
お
い

て
自
由
な
主
人
は
�
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ゲ
ノ
ス
（
フ
ュ
ル
ス
ト
〔
侯
爵
〕
（
１８
）

仲
間
）�
で
あ
る
。
差
異
は
、
職
務
と
支
配
の
差
異
を
と
お
し

て
、
と
く
に
し
か
し
中
世
の
観
方
か
ら
は
ヘ
ー
ル
シ
ル
ト
（H

eerschilde

〔
封
建
法
上
の
権
利
能
力
〕）
の
概
念
を
と
お
し
て
表
現
さ

（
１９
）

れ
る
封
建
的
な
等
級
を
と
お
し
て
、
多
く
の
関
係
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
封
建
王
政
が
存
在
し
た
限
り
で
、

そ
れ
で
も
や
は
り
上
級
貴
族
全
体
が
、
た
ん
に
婚
姻
、
敵
対
お
よ
び
裁
判
所
の
た
め
の
一
つ
の
階
級
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た

の
み
な
ら
ず
、
帝
国
集
会
へ
の
参
加
に
関
し
て
も
ま
た
、
本
来
的
な
法
的
差
異
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
や
が
て
後
に
帝
国
の
階
級
制
度

（R
eichsstandschaft

）
が
た
だ
領
土
に
よ
っ
て
の
み
条
件
づ
け
ら
れ
決
定
さ
れ
た
と
き
、
王
の
選
挙
権
者
（K

önigsw
ähler

）
の

優
遇
さ
れ
た
一
団
が
分
か
れ
、
帝
国
諸
都
市
が
主
人
た
ち
と
並
ん
で
登
場
し
た
と
き
、
帝
国
の
封
土
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
性
格

は
停
止
し
、
そ
し
て
、
諸
階
級
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
へ
の
帝
国
の
変
化
が
開
始
し
た
。

帝
国
に
お
け
る
と
類
似
し
て
、
帝
国
の
諸
部
分
に
お
い
て
、
貴
族
の
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
〔
廷
臣
〕
間
の
封
土
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
な
関
連
が
、
そ
れ
ゆ
え
か
な
り
古
い
時
代
に
お
い
て
、
と
く
に
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
〔
大
公
〕
領
（H

erzogthüm
er

）
に
お
い
て
、
後

に
は
ラ
ン
ト
居
住
の
主
人
た
ち
の
座
席
（H

errenbank

）
の
形
成
へ
と
至
っ
た
よ
り
大
き
な
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
領
（F

ürstenthüm
er

）

に
お
い
て
、
形
成
さ
れ
た
。

（
七
〇
）
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上
級
貴
族
と
全
く
類
似
し
て
、
い
ま
や
次
第
に〈
最
終
的
に
同
様
に
貴
族
と
な
り
、
そ
し
て
、
よ
り
低
位
の
貴
族
と
し
て
完
結
し
た
〉

第
二
の
階
級
が
成
長
し
た
。
こ
の
階
級
の
形
成
に
も
ま
た
、
封
土
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
関
係
が
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。
な
る
ほ
ど
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
参
審
員
と
な
り
う
る
自
由
民
（Schöffenbarfreien

）
は
、
封
土
関
係
へ
の
参
加
を
と
お

し
て
彼
の
階
級
的
権
利
は
減
少
し
な
い
が
封
土
を
必
要
と
し
な
い
、
完
全
私
有
の
階
級
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
、
す
で
に

貴
族
の
廷
臣
た
ち
と
同
一
の
ヘ
ー
ル
シ
ル
ト
を
有
し
て
（
２０
）

い
る
。
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
中

間
自
由
民
（M

ittelfreien
）
と
い
う
対
応
す
る
階
級
に
お
い
て
、
た
だ
さ
ら
に
最
高
自
由
民
（H

ö chstfr

（
２１
）

eien

）
の
封
建
臣
下
た
ち

（L
ehnm

annen

）
が
現
れ
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
階
級
法
の
基
礎
が
封
建
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
参
審
員
と
な
り
う
る
人
々
は
、

封
土
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
封
土
の
関
連
が
、
彼
ら
を
普
通
自
由
民
の
上
に
持
ち
上
げ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、

封
土
の
関
連
な
し
に
は
彼
ら
の
階
級
の
諸
権
利
は
中
止
し
た
の
で
あ
る
。
自
由
な
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
〔
廷
臣
〕
と
い
う
こ
の
階
級
は
、

そ
の
後
更
な
る
発
展
の
中
で
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
単
な
る
物
的
な
従
属
性
へ
と
高
ま
る
全
て
の
諸
要
素
を
吸
収

す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
し
か
し
、
封
土
占
有
者
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
か
つ
て
の
奉
仕
臣
下
（D

ienstm
annschaft

）
に
も

拡
大
さ
れ
、
特
別
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
団
体
を
吸
収
し
、
そ
し
て
、「
騎
士
階
級
」（R

itterschaft

）
と
い
う
名
称
の
も
と
に
、

同
一
の
主
人
か
ら
の
封
土
を
有
す
る
全
て
の
人
々
の
団
体
と
な
る
。
皇
帝
だ
け
を
主
人
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
成
功
す
る
こ
の
ク
ラ
ス

の
構
成
員
た
ち
は
、
帝
国
騎
士
階
級
（R

eichsritterschaft

）
と
（
２２
）

な
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
フ
ュ
ル
ス
ト
的
権
力
が
封
土
従
者

（L
ehnsleute

）
の
上
に
貫
徹
し
た
と
こ
ろ
で
は
、〈
主
人
に
助
言
を
与
え
、
ラ
ン
ト
と
従
者
の
処
分
を
制
限
し
、
相
互
的
な
権
利
と

義
務
、
租
税
の
同
意
な
ど
に
つ
い
て
主
人
と
協
議
し
、
法
を
指
示
し
、
判
決
を
発
見
す
る
〉
ラ
ン
ト
在
住
の
騎
士
階
級
が
成
立
す
る
。

聖
職
者
と
世
俗
人
の
大
物
た
ち
、
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
〔
廷
臣
〕
と
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
が
現
れ
る
か
つ
て
の
荘
園
会
議
（H

oftage

）

の
代
わ
り
に
、
ラ
ン
ト
の
封
建
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
完
全
な
純
粋
性
に
お
い
て
示
す
極
め
て
統
一
的
な
騎
士
会
議
が
登
場
（
２３
）

す
る
。
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こ
の
騎
士
階
級
の
物
的
基
礎
は
、
や
が
て
も
は
や
一
人
の
主
人
の
騎
士
階
級
で
は
な
く
、
領
土
の
騎
士
階
級
が
統
一
体
を
構
成
し
、
そ

し
て
、
ラ
ン
ト
が
他
の
諸
ラ
ン
ト
と
と
も
に
同
一
の
主
人
の
も
と
に
合
一
さ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
よ
う
な
統
一
体
に
留
ま
る
こ
と
の

中
に
、
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
発
展
全
体
の
過
程
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
の
終
わ
り
に
な
っ
て
初
め
て
開
始
し
、
そ
し
て
、
中
世
の

終
わ
り
頃
に
封
土
制
度
に
対
立
す
る
ア
イ
ヌ
ン
グ
制
度
（E

inungsw
esen

結
社
制
度
）
の
影
響
の
も
と
に
終
結
に
至
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
初
め
て
、〔
一
方
で
は
〕、
騎
士
的
な
団
体
制
度
を
と
お
し
て
〈
階
級
の
一
部
分
に
帝
国
自
由
権
（R

eichsfreiheit

）
を
保
証

し
、
他
の
部
分
に
領
土
に
お
け
る
独
立
の
地
位
を
保
証
（
２４
）

す
る
〉
確
固
と
し
た
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て
、
他
方
で
は
、
古
い
出
生
に
よ
る
差
異
〔
世
襲
的
差
異
〕
が
、
下
級
貴
族
ま
た
は
騎
士
貴
族
と
い
う
統

一
概
念
の
中
で
消
失
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
一
の
ラ
ン
ト
と
主
人
の
騎
士
的
な
封
土
占
有
者
た
ち
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
関
連
は
、
彼
ら
の
明
示
的
な
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
よ
り
も
は
る
か
に
古
い
も
の
で
あ
（
２５
）

っ
た
。

�．

下
級
貴
族
の
形
成
と
完
結
に
と
っ
て
の
最
大
の
意
義
を
も
っ
た
の
は
、
封
建
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
物
的
従
属
性
を
通
し

て
の
人
的
従
属
性
の
吸
収
と
並
ん
で
、
人
的
な
種
類
の
第
二
の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
「
騎
士
道
（R

itterthum

）」
と
「
騎
士
の
品
位

（R
itterw

（
２６
）

ürde

）」
で
あ
っ
た
。
す
で
に
早
期
に
、
と
く
に
し
か
し
十
字
軍
以
来
、
戦
争
の
騎
兵
勤
務
（vita

m
ilitaris

軍
人
生
活
）

の
職
業
的
従
事
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
職
業
生
活
よ
り
も
名
誉
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
を
そ
れ
に
捧
げ
る
者
に
は
よ
り
高
い

人
格
的
な
品
位
（W

ürde

）
を
付
与
す
る
、
と
い
う
観
念
が
登
場
し
た
。
民
族
の
一
部
分
が
騎
士
的
な
生
活
方
法
を
遂
行
し
、
他
の
部

分
が
彼
に
農
民
的
に
生
活
す
る
者
と
し
て
対
立
し
た
こ
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
何
か
純
粋
に
事
実
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

し
か
し
、
や
が
て
社
会
的
な
諸
権
利
と
諸
義
務
の
総
体
を
も
た
ら
し
た
特
別
の
階
級
意
識
が
、
騎
士
た
ち
の
間
に
形
成
さ
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
政
治
的
な
法
お
よ
び
私
法
に
お
け
る
騎
士
の
独
特
の
人
的
な
諸
特
権
は
、
や
が
て
社
会
的
な
地
位
に
結
び
つ
く
。
と
り
わ

け
、
し
か
し
、
戦
争
制
度
の
本
来
的
な
封
建
戦
争
制
度
（L

ehnskriegsw
esen

）
へ
の
変
化
と
と
も
に
、〈
農
民
か
ら
は
一
歩
一
歩
完

（
七
二
）
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全
自
由
民
の
古
い
武
器
権
（W

affenrecht

）
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
一
方
で
は
、
騎
士
た
ち
に
の
み
完
全
な
武
器
権
が
帰
属
す
る
〉
と

い
う
観
方
を
形
成
す
る
こ
と
が
開
始
（
２７
）

し
た
。
武
器
権
の
差
異
は
、
ゲ
ル
マ
ン
的
な
観
方
に
よ
れ
ば
、
常
に
同
時
に
階
級
法
の
差
異
で
あ

り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
い
ま
や
騎
士
た
ち
は
、
独
自
の
階
級
を
構
成
し
た
。
こ
の
階
級
は
、
も
ち
ろ
ん
先
ず
最
初
は
、〈
同

じ
方
法
に
お
い
て
そ
の
階
級
に
参
加
す
る
貴
族
の
人
々
、
自
由
民
お
よ
び
奉
仕
奴
隷
の
人
々
の
世
襲
的
区
別
を
否
定
し
（
２８
）

な
い
〉
た
ん
な

る
職
業
階
級
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
階
級
が
全
て
の
そ
の
構
成
員
を
騎
士
権
（R

itterrecht

）
お
よ
び
騎
士
慣
習
（R

itter-

brauch

）
と
の
関
連
に
お
い
て
相
互
に
同
列
に
置
い
た
こ
と
に
よ
（
２９
）

っ
て
、
そ
の
階
級
は
、
全
て
の
世
襲
的
諸
階
級
の
改
変
、
と
く
に

自
由
な
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
〔
廷
臣
〕
と
非
自
由
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
接
近
と
和
解
と
を
本
質
的
に
促
進
せ
ざ
る
を
え
な
か
（
３０
）

っ
た
。

時
代
の
経
過
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
諸
関
係
の
更
な
る
発
展
が
、
と
く
に
、
大
規
模
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
の
理
念
が
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界

の
騎
士
全
体
の
間
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
と
お
し
て
、
登
場
（
３１
）

し
た
。
一
部
は
、
聖
職
者
の
教
団
へ
の
依
存
に
お
い
て
、
一
部
は
、
お
そ

ら
く
は
ま
た
既
に
世
俗
的
な
イ
ン
ヌ
ン
グ
〔
同
業
組
合
〕
制
度
（Innungsw

esen

）
の
影
響
の
も
と
に
、
ひ
と
は
騎
士
階
級
全
体
を
、

皇
帝
に
よ
っ
て
�
盾
の
職
務Schildesam

t

�
を
も
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
騎
士
的
な
戦
争
職
業
を
も
っ
て
、
封
土
授
与
さ
れ
て
（
３２
）

い
る
、

大
き
な
社
団
（ordo
m
ilitaris,s.equestris,

m
ilitia

戦
士
団
あ
る
い
は
騎
兵
団
、
軍
隊
）
と
考
え
た
。
こ
の
た
ん
に
理
念
に
お
い
て

の
み
存
在
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
現
実
的
に
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
は
、
も
ち
ろ
ん
問
題
に
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し

な
が
ら
共
通
の
騎
士
的
な
出
自
は
、
い
ま
や
一
種
の
団
体
規
則
（O

rdensregel

）（regula
m
ilitaris

軍
隊
規
則
）
と
し
て
現
れ
、
騎

士
の
品
位
は
、
一
定
の
権
利
と
義
務
を
基
礎
づ
け
る
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
と
し
て
現
れ
た
。
い
ま
や
騎
士
の
品
位
（des

cin-

gulum
m
ilitare

軍
隊
の
帯
）
の
付
与
、
ま
た
は
、
一
人
の
騎
士
に
よ
っ
て
の
み
執
り
行
わ
れ
る
べ
き
特
別
の
行
為
と
し
て
の
完
全
な

騎
士
的
な
武
器
権
の
付
与
が
、
慣
習
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
付
与
の
中
に
、
ひ
と
は
、
次
第
し
だ
い
に
騎
士
団
の
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
へ
の
採
用
を
認
（
３３
）

め
た
。
準
備
段
階
お
よ
び
よ
り
初
歩
の
騎
士
団
の
段
階
と
し
て
、
騎
士
の
品
位
と
並
ん
で
、
従
士
（K

nap-
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pen

盾
持
ち
、arm

igeri

親
衛
兵
）
お
よ
び
小
姓
（P

agen,
pueri

少
年
）
と
い
う
階
級
が
登
場
（
３４
）

し
た
。
や
が
て
後
に
国
民
の
生
活
全

体
が
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
動
け
ば
動
く
ほ
ど
、〈
完
全
な
権
利
を
有
し
完
全
な
義
務
を
有
す
る
マ
イ
ス
タ
ー
と
し
て
の
騎
士

の
品
位
の
保
有
者
が
そ
の
中
に
存
在
す
る
〉
一
般
的
な
騎
士
同
業
組
合
ま
た
は
騎
士
ツ
ン
フ
ト
は
、
そ
れ
だ
け
活
発
な
も
の
と
な
っ
た
。

ひ
と
が
十
四
世
紀
に
お
い
て
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
は
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
王
の
い
わ
ゆ
る
刀
礼
に
よ
る
騎
士
叙
任
式
に

関
す
る
ベ
ル
ギ
ー
年
代
記
の
偽
書
的
な
物
語
が
、
こ
れ
を
最
も
明
瞭
に
示
し
て
（
３５
）

い
る
。
階
級
関
係
に
と
っ
て
は
、
し
か
し
、
ひ
と
が
、

騎
士
の
品
位
が
そ
れ
自
体
長
い
間
ま
だ
人
的
な
特
権
に
留
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
の
付
与
の
た
め
に
、
次
第
し
だ
い
に
本
来
の
戦

闘
の
熟
練
と
並
ん
で
、
祖
先
た
ち
の
騎
士
的
な
生
活
方
法
を
要
求
し
た
こ
（
３６
）

と
が
、
特
別
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て

〈
そ
こ
か
ら
の
み
法
に
従
っ
て
唯
一
騎
士
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
〉
騎
士
身
分
の
世
襲
階
級
（G

eburtsstand

）
が
成
立
し
、

そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
襲
階
級
と
し
て
の
下
級
貴
族
、
す
な
わ
ち
、
諸
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
�
騎
士
階
級
（R

it-

terschaften

）�
の
発
展
の
た
め
に
、
基
礎
が
獲
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

�．

我
々
が
、
共
通
の
荘
園
職
務
の
授
与
か
ら
の
一
般
的
な
荘
園
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
並
ん
で
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な

組
織
（
荘
園
法
的
な
同
業
組
合
）
を
も
つ
特
別
の
諸
職
務
が
、
共
同
の
奉
仕
職
務
（
例
え
ば
貨
幣
鋳
造
）
か
ら
の
奉
仕
臣
下
の
団
体
と

並
ん
で
、
特
別
の
奉
仕
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
成
長
す
る
の
を
見
た
よ
う
に
、
一
般
的
な
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
〔
廷
臣
〕
諸

団
体
と
並
ん
で
も
ま
た
、
総
体
の
封
土
授
与
に
基
づ
く
特
別
の
封
建
法
的
な
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
生
ず
る
こ
と
が
で
き
た
。
な

る
ほ
ど
、
そ
れ
自
体
あ
る
家
族
の
幾
人
か
の
構
成
員
に
対
す
る
総
体
の
手
の
た
め
の
ド
イ
ツ
法
的
な
封
土
授
与
に
お
い
て
は
、
ま
だ
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
封
土
被
授
与
者
の
総
体
が
封
土
担
い
手
を
と
お
し
て
主
人
に
対
す
る

関
係
で
代
理
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ひ
と
が
封
土
授
与
さ
れ
た
廷
臣
た
ち
の
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
語
る
こ
と

が
で
き
た
「
と
い
う
」
意
味
に
お
け
る
、
総
体
被
封
土
授
与
者
た
ち
（G

esam
m
tbelehnten

）
の
独
立
し
た
法
的
な
統
一
体
は
、
存

（
七
四
）
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在
し
て
い
な
い
か
ら
で
（
３７
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
総
体
封
土
か
ら
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
時
代
の
経
過
の
中
で
、
よ
り
狭
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
な
参
加
者
た
ち
の
結
合
と
団
体
的
な
組
織
の
設
立
を
と
お
し
て
、
真
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
発
展
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
し
て
、
真
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
事
実
、
城
ま
た
は
諸
都
市
を
伴
う
総
体
の
封
土
授
与
（G

esam
m
tbelehnung

）
に

お
い
て
、
と
く
に
そ
の
後
の
ガ
ウ
相
続
財
産
的
な
諸
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
い
く
つ
か
に
お
い
て
、
展
開
さ
（
３８
）

れ
た
。

【
以
上
、
第
二
十
三
章
、
終
わ
り
。】

【
第
二
十
三
章
の
注
】

注（
１
）

諸
法
書
（R

echtsbücher

）
が
明
示
的
に
廷
臣
（V

assalle

）
を
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
前
に
お
い
て
い
る
諸
場
合
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
マ

イ
ヤ
ー
（H

om
eyer,System

des
L
ehnrechts

II.565

―567.

）
を
参
照
せ
よ
。

注（
２
）

E
ichhorn,R

.G
.§
345a.364

f.

注（
３
）

十
世
紀
の
終
わ
り
以
来
、
し
ば
し
ば
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
〔
廷
臣
た
ち
〕
は
直
接
に
主
人
に
対
し
て
、
彼
を
封
建
法
の
設
定
ま
た
は
変
更

に
関
す
る
形
式
的
な
諸
契
約
の
締
結
、
と
く
に
相
続
可
能
性
の
承
認
へ
と
強
い
る
た
め
に
、
忠
誠
を
誓
っ
た
。E

ichhorn,
R
.G
.
§
259.

N
ote
b
u.c.U

nger,L
andstände

I.121.

注（
４
）

Schon
nach

C
onst.C

onradi
II.v.1037

―E
ichhorn

§
303.N

ote
i,259.N

ote
b

―und
nach

einer
U
rk.v.1084

aus
K
re-

m
er,orig.N

ass.S.114
u.115

bei
M
aurer,F

ronh.I.S.488.N
ote
64：

「
も
し
彼
ら
の
仲
間
た
ち
の
裁
判
所
に
服
す
る
の
で
な
い

な
ら
ば
、---

正
当
な
裁
判
所
に
、
彼
ら
の
仲
間
た
ち
の
利
益
を
私
か
ら
提
出
す
る
こ
と
を
裁
判
所
が
義
務
づ
け
た
ゆ
え
に
、
裁
判
所
の

た
め
に
入
手
す
る
義
務
を
私
は
負
っ
た
。」（nisi

parium
suorum

subjacere
judicio; ---

justo
judicio

suorum
parium

benefi-

cium
,quod

ex
m
e
tenebat

fere,ei
auferre

debui.

）。

注（
５
）

見
よ
。M

aurer,G
esch.der

altgerm
.G
erichtsverf.S.11

―14.65.77.F
ronh.I.S.157

f.170
f.184

f.485
f.

次
の
異
説
を
見

２８４ 駿河台法学 第２５巻第１号（２０１１）
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よ
。A

lbrecht,G
ew
ere
S.290

f.E
ichhorn,R

.G
.§
303.N

ote
i.U
nger,altdeut.G

erichtsverf.S.93.264
f.W
aitz,V

erf.IV
.

S.391.

後
の
二
者
〔
ウ
ン
ガ
ー
と
ヴ
ァ
イ
ツ
〕
は
、
封
土
裁
判
権
を
最
初
か
ら
物
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

注（
６
）

上
述
、
第
十
五
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
７
）

Z
öpfl
§
13.III.W

alter
§
260.

注（
８
）

Sachsensp.III,64.§
5：

「
王
は
、
そ
の
裁
判
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
罰
令
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
、
正
当
に
拒
絶
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（die

konig
ne
m
ach
m
it
rechte

nicht
w
eigeren

den
ban
to
liene

dem
it
gerichte

gelegen
is.

）。

注（
９
）

Sachsenap.l.c.：

「
罰
令
権
を
ひ
と
は
従
者
に
関
し
て
付
与
す
る
。」（ban

liet
m
an
ane
m
anscap.

）。

注（
１０
）

Sachsensp.III,52.53.58.60.62.Schw
abensp.L

assb.c.119

―123.131.132.139.

注（
１１
）

Z
ö pfl
§
13.E

ichhorn
§
290.

注（
１２
）

V
gl.K

aiserr.III.c.6：
�dienstam

t
des
kaisers

〔
皇
帝
の
奉
仕
職
務
〕�.Schw

abensp.c.131.
139.

Sachsensp.
III.
58.
§
2.

皇
帝
に
よ
る
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
職
の
直
接
の
付
与
か
ら
、
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
は
、�F

ürst

�
と
い
う
語
を
�vorderst

em
pha-

her

〔
第
一
等
の
受
領
者
〕�
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
の
概
念
に
と
っ
て
は
、
廷
臣
で
あ
る
こ
と
（V

assallität

）

か
ら
結
果
す
る
帝
国
に
対
す
る
戦
争
奉
仕
義
務
も
ま
た
、
本
質
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。angebl.

P
riv.

f.
O
esterreich

v.
1156

P
ertz

L
.
II.
100.

を
参
照
せ
よ
。H

om
eyer,

System
des
L
ehnrechts

§
62.
Schulte,

R
.G
.
§
72.
W
alter,

R
.G
.
§
259.

を
見
よ
。

注（
１３
）

V
gl.Z
öpfl
§
13.Schulte,R

.G
.§
84.89.W

alter
§
259.260.262

―264.

注（
１４
）

こ
の
こ
と
を
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
は
、Sem

perfreien

〔
つ
ね
に
自
由
民
で
あ
る
者
〕
の
特
徴
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
み
な
し

て
い
る
。「
こ
こ
で
我
々
は
三
様
に
自
由
な
ひ
と
び
と
に
つ
い
て
言
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
常
な
る
自
由
民
で
あ
る
と
呼
ば
れ
、
フ
ュ

ル
ス
ト
と
し
て
自
由
な
主
人
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
他
の
自
由
民
を
臣
下
と
し
て
有
す
る
ひ
と
び
と
〔
で
あ
る
〕。」（H

ie
sagen

w
ir

von
drierhande

vrien
luten.

D
er
heiszent

eine
sem
per
vrien.

daz
sint

die
vrien

herren.
als
fursten

und
die
ander

vrien
ze
m
an
habent.

）。

（
七
六
）
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注（
１５
）

Z
öpfl

§
48.
II.

は
、
正
当
に
も
言
っ
て
い
る
。�
ド
イ
ツ
の
帝
国
議
会
は
、
国
家
組
織
が
そ
の
中
に
移
行
し
て
い
た
封
建
シ
ス
テ
ム
の

結
果
と
し
て
、「
封
建
議
会
」（L

ehnskurie

）
の
形
態
を
受
け
取
っ
た
。�
と
。

注（
１６
）

よ
り
古
い
帝
国
議
会
決
議
は
、
そ
れ
ゆ
え
形
式
上
も
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
ま
た
は
判
決
（U

rtel,
sententiae

）
と
し
て
現

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち
の
た
め
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
諸
憲
法
（K

onstitutionen
F
riedrichs

II

）
の
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
諸
法
律
は
、
基
本
的
に
契
約
（V

erträge

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
帝
国
の
由
来
に
つ
い
て
も
ま
た
欠
け
て
い
な
い
。C

f.

E
ichhorn,R

.G
.§
260.Z

öpfl
§
48.

注（
１７
）

Schw
abensp.

c.
125：

「
フ
ュ
ル
ス
ト
の
身
体
に
関
し
て
お
よ
び
彼
の
健
康
に
関
し
て
は
、
王
以
外
の
何
び
と
も
裁
判
官
で
あ
る
べ
き

で
は
な
い
。」（uber

der
fursten

lip
und

ober
ir
gesunt

sol
niem

an
rihter

sin
w
an
der
konig.

）。
同
様
に
、Sachsensp.III,

55.E
ichhorn,R

.G
.§
293.P

hillips,R
.G
.S.268.

注（
１８
）

G
losse

zu
Sachsensp.III,58.Schw

abensp.c.121.123.

自
由
な
主
人
は
、
そ
れ
ゆ
え
王
に
選
定
さ
れ
う
る
。

注（
１９
）

Z
öpfl

§
16.F

ürth,M
inisterialen

S.106
f.E
ichhorn

§
294.G

rim
m
,R
.A
.S.
467
f.
H
om
eyer,

System
des
L
ehnrechts

S.
291

―295.
M
aurer,

F
ronh.

II.
S.
31
f.
P
hillips,

R
.G
.
S.
215.

Sachsensp.
I,
3.
Sw
abensp.

c.
2.

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
・

レ
ー
ン
法S

ächs.L
ehnr.c.80.§

2

は
、「
ヘ
ー
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
の
仲
間
」（genot

anm
e
herscilde

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

注（
２０
）

Sachsensp.III,81;I,3.§
2：

「
裁
判
官
と
な
り
う
る
人
々
お
よ
び
自
由
民
た
る
主
人
た
ち
の
従
者
は
第
五
の
（
ヘ
ー
ル
シ
ル
ト
）
を

〔
有
す
る
〕」（de

scepenbaren
lüde

unde
der
vrien

herren
m
an
den
veften

（herscild

））。

注（
２１
）
「
そ
こ
で
そ
の
他
の
自
由
民
の
従
者
で
あ
る
そ
の
他
の
人
々
は
中
間
的
自
由
民
と
呼
ば
れ
る
。」（so

haizent
die

andern
m
ittel

vrien:daz
sint
die
ander

vrien
m
an
sint.

）。

注（
２２
）

D
as
kleine

K
aiserr.

III.
c.
5.

は
、
す
で
に
帝
国
の
騎
士
階
級
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
帝
国
騎
士
階
級
の
成
立
に
つ
い
て
は
、

R
oth
v.Schreckenstein,G

esch.der
ehem

al.freien
R
eichsritterschaft

B
d.I.T

übingen
1859.B

es.S.18
f.544

f.

注（
２３
）

領
土
に
お
け
る
荘
園
会
議
お
よ
び
騎
士
会
議
（H

of＝
und

R
ittertage

）
と
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、U

nge,
L
andstände

I.
S.

２８２ 駿河台法学 第２５巻第１号（２０１１）
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105

―286.

ウ
ン
ガ
ー
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
い
荘
園
会
議
に
あ
ま
り
に
も
国
家
的
な
性
格
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
。

注（
２４
）

以
下
、
第
五
十
一
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
２５
）

ロ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
レ
ッ
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ンR

oth
v.
Schreckenstein

は
、
不
適
切
に
で
は
な
く
、
従
属
的
な
（
と
く
に
ミ
ニ

ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
）
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
騎
士
連
盟
を
〈
荘
園
法
的
な
同
業
者
組
合
と
し
て
の
自
由
な
ツ
ン
フ
ト
と
〉
類

似
の
関
係
へ
と
置
い
て
い
る
。l.c.S.248.309.

注（
２６
）

V
gl.H

üllm
ann,Stände

II.301
f.E
ichhorn,R

.G
.§
223.241.242.341.F

ürth,M
inist.S.64

―95.Stenzel,das
K
riegsw

e-

sen
des
M
ittelalters

S.96
f.P
hillips,R

.G
.§
84.Z

öpfl
§
17.W

alter
§
218.219.Schulte

§
83.R

oth
v.Schreckenstein

l.

c.S.160
f.192

f.288
f.

注（
２７
）

騎
士
権
（R

itterrecht
）。
例
え
ば
、K

aiserr.
III.
c.
8.

―F
rider.

const.
de
pace

ten.
1156

c.
9.
10.

に
お
け
る
武
器
能
力
と
裁

判
的
決
闘
の
特
権
。
諸
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
免
税
特
権
（Z

ollfreiheit

）
（Sachsensp.I,27.§

2.Schw
abensp.c.218.§

2

）

お
よ
び
モ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
ベ
（M

orgengabe

〔
新
郎
が
結
婚
の
翌
朝
新
婦
に
与
え
る
贈
り
物
〕）（Sachsensp.I,20.Schw

abensp.c.18

）

の
特
別
の
程
度
も
。F

ürth
S.
74;
besonderes

Strafrecht
ib.
73.

に
お
け
る
、
フ
ェ
ー
デ
と
盟
約
の
権
利
。
―
―
固
有
の
騎
士
の
占

有
権
（B

esitzrecht

）
に
関
し
て
は
、U

rk.v.1272
G
ud.III.1146

を
参
照
せ
よ
。
す
な
わ
ち
、「
騎
士
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
と
言
わ
れ
る
古

い
軍
隊
法
に
従
っ
て
」（sequndum

antiquum
jus
m
ilitum

quod
R
ittersgew

er
dicitur.

）。

注（
２８
）

F
ürth

S.70
f.Z
öpfl
l.c.R

oth
v.Schreckenstein

S.100.N
ote
2.

に
お
け
る
貴
族
た
る
騎
士
の
諸
例
。H

üllm
ann
l.c.F

ürth
S.

67
f.M
aurer,F

ronf.II.29
f.E
nnen,K

öln
I.448

f.Schw
abensp.c.301.III.§

9.

に
お
け
る
、
奉
仕
奴
隷
お
よ
び
非
自
由
の
騎

士
た
ち
に
つ
い
て
。

注（
２９
）

D
as
K
aiserr.

III.
c.
1

は
、
騎
士
を
皇
帝
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
）
と
さ
え
名
づ
け
て
い
る
（「
そ
の
と
き
彼
は
、
彼
ら
を
取
り
立
て

て
彼
の
仲
間
と
し
、---

そ
し
て
騎
士
の
名
を
与
え
た
。」do

nam
er
die
und

m
achte

sie
sin
genoz

---
un
gab

in
ritters

na-

m
en.

）。

（
七
八
）
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注（
３０
）

V
gl.E

ichhorn
§
341.H

üllm
ann,F

ürth,M
aurer,Z

öpfl
l.c.

注（
３１
）

H
üllm
ann

S.
303
f.
E
ichhorn

§
241.

F
ürth

S.
65.
66.
W
alter

§
219.

Schulte
§
83.
Stenzel

l.c.
S.
98

―100.
R
oth
v.

Schreckenstein
S.198

f.K
urt
v.d.A

ue,das
R
itterthum

und
die
R
itterorden.M

erseburg
1825.S.11

f.14
f.18

f.23
f.

35
f.

注（
３２
）

庇
護
の
職
務
（Schildesam

t

楯
の
職
務
）
に
従
っ
て
騎
士
の
総
体
そ
の
も
の
も
ま
たdes

schildes
am
bet

（
庇
護
職
）
と
呼
ば
れ
る
。

例
え
ば
、P

arzifal
（ed.L

achm
.

）621,7.

。
―K
aiserr.III.c.

1.

に
お
い
て
は
、
騎
士
はdienstlude

des
riches

（
帝
国
の
奉
仕
従

者
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。V

gl.c.4
ib：

「
騎
士
は
皇
帝
の
我
々
世
界
の
英
雄
で
あ
る
。
彼
は
帝
国
に
不
服
従
で
あ
る
す
べ
て
の
人
々
に
対

し
て
彼
の
生
命
を
賭
け
る
べ
き
ラ
イ
オ
ン
の
勇
気
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。」（der

ritter
ist
ein
userw

elter
helt

des
kaisers

---
er

sal

（haben

）eins
lew
en
m
ut
gen
allen

den
sinen

lib
zu
w
agen,die

dem
riche

ungehorsam
sin
.

）。V
gl.auch

F
ürth

S.

65.

注（
３３
）

そ
の
場
合
の
諸
形
式
は
、
一
部
は
宗
教
的
種
類
の
も
の
で
あ
り
、
一
部
は
戦
闘
力
あ
る
も
の
と
な
す
こ
と
を
含
ん
で
い
た
。V

gl.
W
al-

ter
§
219.R

oth
v.Schreckenstein

S.197.

注（
３４
）

V
gl.bes.W

alter
§
219.N

ote
3

―8.11

―14.m
ilites

〔
扈
従
〕,K

nappen

〔
楯
持
ち
〕（knecht

騎
士
の
侍
臣
、arm

iger

親
衛
兵
、

cliens

家
来
、fam
ulus

奴
僕
、serviens

奴
隷
）
とP

agen
〔
小
姓
〕（juniores

若
者
、pueri

少
年
）
の
区
別
の
類
似
性
は
、
一
方
で
は
、

聖
職
者
の
教
団
（O

rden

）、
他
方
で
は
、
諸
ツ
ン
フ
ト
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
模
倣
は
困
難
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え

シ
ュ
テ
ン
ツ
ェ
ル
（Stenzel

E
inl.zur

schles.U
rk.＝

Sam
m
l.v.T

zschoppe
u.Stenzel

S.248.

）
と
と
も
に
、
ツ
ン
フ
ト
秩
序
を

騎
士
団
の
模
倣
に
帰
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
―
―
手
工
業
と
の
騎
士
制
度
の
比
較
は
、D

e
la
C
urne

de
St
P
alaye,

das
R
it-

terw
esen

des
M
itteralters,m

it
Z
usätzen

herausgegeben
v.K
lüber,durch.Z

.B
.I.205.

注（
３５
）

不
真
正
で
あ
る
こ
と
の
証
明
は
、B

öhm
er,
K
aiserregesten

zu
W
ilhelm

S.
4.
F
ontes

II.
S.
X
L
II.

。
物
語
そ
の
も
の
（M

ag-

num
C
hronic.B

elg.ad.a.1247

―abgedruckt
b.E
ichhorn

§
241.N

ote
c,W

alter
§
219.N

ote
9,Schulte

l.c.N
ote
6

）
は
、
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お
そ
ら
く
十
四
世
紀
の
諸
形
式
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
騎
士
の
品
位
の
付
与
は
、
徹
底
し
て
軍
事
的
な
同
業
組
合
（collegium

m
ilitare

兵
士
団
体
）
へ
の
採
用
で
あ
り
、
団
体
規
則
へ
の
宣
誓
が
行
わ
れ
、
団
体
の
諸
義
務
が
荘
厳
に
引
き
受
け
ら
れ
た
。

注（
３６
）

移
行
は
、
こ
こ
で
は
、
相
続
制
の
浸
透
に
お
け
る
よ
う
に
、
全
て
の
そ
の
他
の
諸
関
係
へ
と
実
現
さ
れ
た
。
騎
士
の
息
子
た
ち
の
事
実

上
の
優
遇
が
最
初
で
あ
っ
て
、
こ
の
概
念
の
高
ま
る
制
限
の
ゆ
え
の
法
的
要
件
が
、
発
展
の
最
終
結
果
で
あ
っ
た
。V

gl.C
onst.F

rid.I.

1156.c.10.S
ächs.L

ehnr.art.2.§
1.Schw

äb.L
ehnr.c.1.§

6.K
aiserr.III.c.1.3.5.

―
皇
帝
に
よ
る
賜
暇
（D

ispensation

）

はO
tto
F
rising.,G

esta
F
rieder.II.c.19.

に
お
い
て
。
す
で
にdas

K
aiserr.c.1.5

は
、
こ
れ
を
�
貴
族edeln

�
と
呼
ん
で
い
る
。

注（
３７
）

よ
り
詳
細
な
こ
と
は
第
二
巻
に
お
い
て
。
―
―V

gl.H
om
eyer,Sachsensp.II,457

―464.Stobbe,Z
.f.R
echtsgesch.IV

.S.245.

246.B
eseler,D

.P
.R
.§
.107.

注（
３８
）

以
下
、
第
三
十
九
章
を
参
照
せ
よ
。

【
以
上
、
第
二
十
三
章
の
注
、
終
わ
り
。】

【
以
下
、「
Ｂ．
古
代
法
の
自
由
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
残
存
物

�．

ド
ル
フ

ゲ
マ
イ
ン
デ
と
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ

第
二
十
四
章
」
に
続
く
。】

Ｂ．

古
代
法
の
自
由
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
残
存
物

�．

ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ

第
二
十
四
章

そ
の
よ
う
に
し
て
、
一
方
で
は
、
よ
り
上
級
の
種
類
と
よ
り
下
級
の
種
類
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
の
中
に
、〈
そ
の
最
終
的
傾
向

に
お
い
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
紐
帯
を
粉
砕
す
る
こ
と
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
〉
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、

他
方
に
お
い
て
、
民
族
法
の
原
初
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
破
壊
は
、
極
め
て
深
く
封
建
シ
ス
テ
ム
が
こ
れ
に
関
与
し
た
か
も
し

（
八
〇
）
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れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
決
し
て
一
度
も
完
遂
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
も
っ
と
も
狭
い
ク
ラ
イ

ス
で
あ
る
「
ド
ル
フ
と
マ
ル
ク
」
に
お
い
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
並
ん
で
、
自
由
民
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
注

目
す
べ
き
数
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
本
質
的
に
変
化
さ
れ
な
い
組
織
に
お
い
て
、
中
世
を
超
え
て
及
ぶ
ま
で
存
在
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
急
速
に
成
長
す
る
拡
大
と
と
も
に
、
絶
え
ざ
る
衰
退
に
お
い
て
捉
え
ら
（
１
）

れ
た
。

極
め
て
多
く
の
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
九
世
紀
お
よ
び
十
世
紀
以
来
、
ま
っ
す
ぐ
に
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
変
化
さ
せ
ら

れ
た
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
中
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
の
主
人
た
ち
は
、
な
る
ほ
ど
、
先
ず
第
一
に
は
通
常
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
隷
属
者
た
ち
（H

örigen

）
と
小

農
た
ち
（H

intersassen

）
は
従
属
的
フ
ー
フ
ェ
に
つ
い
て
た
だ
代
理
人
と
し
て
の
み
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
を
行
使
し
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
時
代
の
経
過
の
中
で
、
自
由
な
フ
ー
フ
ェ
を
所
有
す
る
フ
ー
フ
ェ
所
有
者
た
ち

（H
ufner

フ
ー
フ
ナ
ー
）
と
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
小
農
た
ち
と
隷
属
者
た
ち
の
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
の
結
合
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
に

よ
っ
て
大
部
分
、
マ
ル
ク
全
体
へ
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
拡
大
と
を
、
結
果
と
し
て
有
（
２
）

し
た
。
し
か
し
、
他
人
の
土
地
に
居
住

し
た
自
由
な
人
々
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
至
る
所
で
、
人
的
に
も
ま
た
、
彼
ら
の
主
人
に
従
属
的
で
あ
り
、
隷
属
者

た
ち
か
ら
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
な
か
（
３
）

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ま
だ
諸
法
書
の
時
代
ま
で
、
そ
し
て
そ
の
後
も
、
た

ん
に
固
有
の
農
民
的
な
占
有
（
４
）

制
度
に
基
づ
く
極
め
て
多
く
の
自
由
民
の
み
な
ら
ず
、
共
同
の
自
由
を
自
ら
の
た
め
に
保
持
（
５
）

す
る
マ
ル
ク

ゲ
マ
イ
ン
デ
と
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
全
体
の
重
要
な
数
も
ま
た
、
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、「
完
全
な
自
由
に
」（V

ollfrei

）、
す
な
わ
ち
人
的
な
自
由
権
と
私
有
財
産
（E

igen

）
の
減
少
な
し
に
留
ま
っ
た
の
は
、

た
だ
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
、
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
、
そ
し
て
、
極
め
て
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
が
ス
（
６
）

イ
ス
お
よ
び
西
部
ド
イ
ツ
に
お
（
７
）

け
る
、
農

民
階
級
と
諸
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
共
同
の
自
由
で
あ
っ
た
」（G

em
einfrei

）
の
は
、〈《
そ
の
こ
と
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が
皇
帝
と
帝
国
に
や
が
て
し
ば
し
ば
そ
の
後
の
帝
国
直
接
制
（R

eichsunm
itterbarkeit

）
へ
の
道
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
（
９
）

る
が
》

村
々
と
諸
マ
ル
ク
が
直
接
、
皇
帝
お
よ
び
帝
国
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（
監
督
官
職
）
へ
と
来
た
こ
と
で
あ
れ
、〔
あ
る
い
は
〕、
村
々
と
諸

マ
ル
ク
が
世
襲
的
な
帝
国
役
人
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（
監
督
官
職
）
ま
た
は
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
主
人
た
ち
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（
監
督
官
職
）

へ
と
陥
っ
た
こ
と
で
（
１０
）

あ
れ
〉、
そ
の
住
民
が
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
で
は
な
く
、
た
だ
保
護
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（Schutzvogtei

）

に
の
み
服
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
（
８
）

ろ
の
す
べ
て
の
村
々
と
諸
マ
ル
ク
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
や
が
て
も
ち
ろ
ん
、
自
由
と
土
地
所
有
権
は

減
少
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
公
課
（A

bgabe

）
と
奉
仕
を
給
付
し
、
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
裁
判
所
を
訪
問
し
、
フ
ォ
ー

ク
タ
イ
の
保
護
を
認
め
た
者
は
、
も
は
や
完
全
に
自
由
で
は
な
く
、
土
地
に
つ
い
て
の
彼
の
権
利
は
真
正
の
権
利
で
は
な
く
、
グ
ル
ン

ト
ヘ
ル
の
所
有
物
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
ら
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
由
で
あ
り
か
つ
所
有
者
で
あ
る
に
留
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
庇
護
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（
監
督
官
職
）（Schirm

vogtei

）
が
公
的
（
民
族
法
的
）
権
力
か
ら
の
そ
の
起
源
を
、
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
一
人
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
私
的
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
そ
の
内
的
な
差
異
を
、
拭
い
去
る
こ
と
が
な
か
っ

た
限
り
で
、
そ
れ
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
個
々
人
と
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
民
族
と
ラ
ン
ト
（
領
邦
）
の
団
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
そ
こ
で
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
ラ
ン
ト
法
上
の
権
利
能
力
と
取
引
能
力
を
も
ち
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
総
体
に
お
い
て
一
人
の
単
な
る
庇
護
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
も
と
に
立
つ
ゲ
マ
イ
ン
デ
諸
結
合
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
ン
ト
法
的
な
諸
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
長
い
間
、
最
も
本
質
的
な
諸
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
に
倣
っ
て
形
成
さ
れ
た

荘
園
法
の
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
区
別
さ
れ
た
。
自
治
と
自
律
、
役
人
お
よ
び
し
ば
し
ば
さ
ら
に
フ
ォ
ー
ク
ト
（
監
督
官
）
と
裁
判
官
の

自
由
な
選
択
、
裁
判
所
と
集
会
の
よ
り
自
由
な
諸
形
式
は
、
い
か
に
こ
こ
で
は
総
体
権
（G

esam
m
trecht

）
が
原
初
的
な
権
利
で
あ
っ

て
、
た
ん
に
主
人
権
か
ら
導
出
さ
れ
た
権
利
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
。
と
り
わ
け
ラ
ン
ト
法
へ
の
参
加
は
、
自
由
な
諸
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
隷
属
的
な
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
間
に
は
、
厳
格
な
境
界
を
引
い
た
。
自
由
な
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
（die

freien

（
八
二
）
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G
em
einden

）
は
、
対
外
的
に
行
為
し
て
登
場
す
る
た
め
に
、
主
人
の
仲
立
ち
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
一
つ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団

体
に
制
限
さ
れ
た
い
か
な
る
権
利
も
、
家
族
、
財
産
お
よ
び
帝
国
の
た
め
の
そ
れ
ら
〔
自
由
な
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
〕
の
権
利
能
力
と
取
引

能
力
に
制
限
を
課
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が
訪
ね
た
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
裁
判
所
（V

ogteigericht

）
は
、
封
土
授
与
さ
れ
た
公
的
裁
判

所
の
性
格
を
有
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
上
、
そ
れ
ら
が
裁
判
管
轄
権
を
も
た
な
か
っ
た
限
り
で
は
、
フ
ォ
ー
ク
ト
た
る
人
々
は
、
直
接

ツ
ェ
ン
ト
裁
判
所
お
よ
び
グ
ラ
ー
フ
裁
判
所
に
参
加
し
た
。
そ
れ
ら
〔
自
由
な
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
〕
は
、
帝
国
ま
た
は
帝
国
に
よ
っ
て
封

土
授
与
さ
れ
た
軍
隊
命
令
権
（H

eerbann

徴
兵
権
）
の
保
有
者
に
対
し
て
、
戦
争
奉
仕
（K

riegsdienst

軍
役
）
の
義
務
を
負
っ
た
。

そ
れ
ら
〔
自
由
な
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
〕
の
マ
ル
ク
に
対
す
る
総
体
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
（G

esam
m
tgew

ere

）、
個
別
財
産
に
つ
い
て
の
特
別

ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
（Sondergew

ere

）
は
、
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
よ
っ
て
所
有
財
産
（E

igen

）
と
し
て
承
認
さ
れ
、
そ

し
て
、
保
護
さ
れ
た
。

時
代
の
経
過
の
中
で
、
も
ち
ろ
ん
共
同
の
自
由
が
隷
属
性
に
向
か
い
、〔
ま
た
〕
隷
属
性
が
共
同
の
自
由
へ
と
向
か
う
持
続
的
な
傾

向
が
、
多
様
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
大
部
分
の
自
由
な
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
ゲ
マ

イ
ン
デ
に
沈
下
し
、
た
だ
僅
か
な
そ
れ
ら
だ
け
が
、
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
が
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
と
変
化
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ス

イ
ス
の
自
由
な
農
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
を
再
び
振
り
捨
て
た
の
で
あ
る
。
他
の
自
由
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
は
、

自
由
民
の
数
は
減
少
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
最
初
は
混
合
さ
れ
た
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
作
ら
れ
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て

次
第
に
多
く
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
優
越
を
獲
得
（
１１
）

し
た
。
隷
属
性
と
共
同
の
自
由
が
類
似
の
も
の
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
融
合
は

そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
容
易
と
な
っ
た
。
や
が
て
ひ
と
は
、
も
は
や
公
的
権
力
か
ら
導
出
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
と
、
自
己
の
主
人
権
か

ら
流
出
す
る
私
的
な
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
と
を
、
区
別
し
な
か
っ
た
。
ひ
と
は
、
自
由
民
（F

reie

）
と
隷
属
民
（H

örige

）
を
同
一
の
裁

判
所
の
前
に
立
た
せ
、
彼
ら
に
相
互
に
判
決
を
発
見
さ
せ
、
そ
し
て
権
利
を
指
示
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
、
一
方
で
は
ラ
ン
ト
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法
が
、
他
方
で
は
奉
仕
法
ま
た
は
荘
園
法
が
、
接
近
し
、
そ
し
て
、
最
後
に
は
合
流
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
自
由
民
に
は
荘
園
法
的

起
源
の
諸
制
限
が
課
さ
れ
、
隷
属
民
は
最
も
負
担
と
な
る
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
自
由
民
は
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
拡
大
と
と
も
に

多
く
の
点
に
お
い
て
ラ
ン
ト
法
か
ら
排
除
さ
れ
、
ラ
ン
ト
法
に
よ
る
荘
園
諸
団
体
の
完
全
な
ま
と
ま
り
と
い
う
硬
直
し
た
原
則
が
破
ら

れ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
隷
属
民
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
も
つ
自
由
民
と
隷
属
民
も
ま
た
、
い
ま
や
平
和
共

同
体
（F

riedensgem
einschaft

）
お
よ
び
法
共
同
体
（R

echtsgem
einschaft

）
の
中
で
相
互
に
立
ち
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し

て
、
荘
園
団
体
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
（
１２
）

し
に
、
荘
園
団
体
の
個
々
の
諸
部
分
を
把
握
す
る
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
農
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
が

成
立
し
た
。
最
初
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
結
合
と
マ
ル
ク
結
合
に
単
な
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
参
加
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
完
全
自
由
の
グ
ル
ン

ト
ヘ
ル
た
ち
お
よ
び
参
審
員
と
な
り
う
る
人
々
は
、
次
第
し
だ
い
に
特
権
を
与
え
ら
れ
た
地
位
へ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
主
人
権
へ
と
、

上
昇
し
た
。
か
つ
て
は
主
人
の
代
理
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
彼
ら
の
子
孫
た
ち
は
、
独
自
の
権
利
を
有
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
全
く
類
似
の
過
程
が
全
て
の
諸
要
素
を
自
由
へ
と
高
め
、
そ
し
て
、
自
由
な
市
民
階
級
を

創
っ
た
一
方
で
は
、
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、〈
本
質
的
に
至
る
所
で
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
隷
属
的
で
あ
っ
た
〉
農
民
と

い
う
唯
一
の
職
業
階
級
の
形
成
が
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
―
―
な
る
ほ
ど
こ
の
農
民
階
級
は
、
自
由
か
ら
は
〈
村
と
マ
ル
ク
の
ク
ラ

イ
ス
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
制
限
さ
れ
な
い
〉
自
治
と
自
律
を
伴
な
う
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
組
織
体
制
を
救
い
出
し
、

ま
た
は
、
取
得
し
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
非
自
由
か
ら
は
、
農
民
階
級
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
超
え
て
及
ぶ
あ
ら
ゆ
る
独
立
し
た
法
的

ま
た
は
政
治
的
な
結
合
か
ら
の
―
―
〔
す
な
わ
ち
〕
ラ
ン
ト
お
よ
び
帝
国
か
ら
の
排
除
が
成
立
し
、
ま
た
は
、
残
っ
た
。
そ
し
て
、
農

民
階
級
に
は
こ
の
結
合
が
欠
け
て
い
た
ゆ
え
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
発
展
の
そ
の
後
の
経
過
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
高
権

（L
andeshoheit

）
と
ロ
ー
マ
法
に
対
す
る
関
係
で
、
た
だ
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
組
織
体
制
を
確
保
す
る
だ
け
の
手
段
も

ま
た
有
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
農
民
階
級
は
、
次
第
し
だ
い
に
ほ
と
ん
ど
全
ド
イ
ツ
に
お
い
て
政
治
的
な
非
自
由
へ
と
の
み
な
ら
ず
、

（
八
四
）
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自
己
の
案
件
に
お
け
る
非
独
立
性
へ
と
も
ま
た
沈
み
込
ん
だ
の
で
（
１３
）

あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
発
展
は
、
後
の
諸
世
紀
に
お
い
て
初
め
て
完
成
さ
れ
た
。
―
―
す
な
わ
ち
統
一
的
な
奴
隷
的
な
農
民
階

級
の
形
成
は
、
十
三
世
紀
以
来
〔
の
こ
と
で
あ
り
〕、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
自
由
の
没
落
は
、
十
五
世
紀
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。

我
々
の
時
期
〔
第
二
期
、
八
〇
〇
年
な
い
し
一
二
〇
〇
年
〕
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
、〈
頂
点
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
を
伴
う
〉
自
由
な

諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
〈
そ
の
中
で
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
荘
園
法
に
従
っ
て
生
き
た
と
こ
ろ
の
〉
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
と
の
差
異
は
、
ま

だ
極
め
て
大
き
か
っ
た
の
で
あ
り
、
前
者
に
お
い
て
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
後
の
時
代
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
自
由
で
あ

り
、
後
者
に
お
い
て
は
、
は
る
か
に
制
限
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
し
か
し
、
既
に
上
述
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
差
異
は
、〈
荘
園
ゲ

マ
イ
ン
デ
が
そ
の
点
に
お
い
て
は
完
全
に
た
だ
自
由
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
模
倣
に
過
ぎ
な
か
っ
た
〉
内
部
的
な
有
機
体
組
織
の
原
則
に
お
け

る
以
上
に
、
総
体
権
の
程
度
と
種
類
に
お
い
て
、
存
在
し
た
。
こ
の
原
則
は
、
し
か
し
、
徹
底
し
て
最
古
の
法
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
原
則
と
同
一
で
あ
っ
た
。

我
々
は
、
民
族
法
と
十
三
世
紀
と
の
間
の
時
代
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
の
ラ
ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
内
部
的
な
組
織
体
制
に
関
す
る
乏
し
い

情
報
し
か
有
し
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
豊
か
に
そ
の
後
の
時
代
の
諸
原
典
が
流
れ
て
い
る
。
我
々
が
、
し
か
し
、
最
晩
期
の

中
世
の
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
と
最
古
の
諸
情
報
を
伴
う
初
期
近
世
の
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
を
比
較
す
る
と
き
は
、
や
が
て
民
族
移

動
の
後
に
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
フ
ー
フ
ェ
ン
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
確
固
と
し
て
形
成
さ
れ
た
ご
と
き
諸
ゲ

マ
イ
ン
デ
は
、
そ
の
基
本
的
特
徴
に
お
い
て
〈
我
々
が
た
だ
ば
ら
ば
ら
に
十
五
世
紀
以
来
登
場
し
て
い
る
法
的
構
造
物
の
み
を
よ
り
後

の
も
の
と
し
て
排
除
す
る
な
（
１４
）

ら
ば
、
我
々
に
今
日
の
状
態
の
境
界
近
く
ま
で
明
瞭
に
立
ち
現
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
〉
同
一
で
あ
る
こ

と
を
、
我
々
は
認
識
す
る
。
ラ
ン
ト
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
発
展
は
、
事
実
、
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
発
展
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
、

近
世
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
十
二
世
紀
に
お
い
て
完
成
し
て
い
た
段
階
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
法
制
史
の
ど
こ
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か
別
の
領
域
に
お
け
る
よ
り
も
多
く
、
こ
こ
で
は
、
遅
れ
た
も
の
か
ら
よ
り
以
前
の
も
の
が
再
構
成
さ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
組
織
体
制
の
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
側
面
の
よ
り
詳
細
な
叙
述
を
、
諸
証
拠
文
書
が
よ
り
豊

か
に
提
出
さ
れ
る
そ
の
後
の
時
期
の
た
め
に
準
備
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
た
だ
一
般
的
に
で
は
あ
っ
て
も
〈
そ
れ
ら
の
上
に
自
由
な
ゲ

マ
イ
ン
デ
が
、
そ
し
て
、
そ
の
模
範
に
従
っ
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
と
お
し
て
引
か
れ
た
枠
内
で
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
も
ま
た
、
完
成
さ
れ

た
定
住
以
来
基
礎
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
〉
諸
原
則
を
す
で
に
こ
こ
で
手
短
か
に
性
格
づ
け
し
て
お
く
こ
と
は
、
目
的
に
適
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
り
わ
け
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
古
代
法
の
意
味
に
お
け
る
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、〈
そ

こ
に
お
い
て
個
々
人
の
上
に
あ
る
総
体
が
法
的
統
一
体
の
担
い
手
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
平
和
団
体
で
あ
り
法
団
体
で
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
の
総
体
は
、
全
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
た
ち
）
の
集
会
と
同
一
で
あ
っ
た
。
ま
と
め
ら
れ
た
多
数
者
と
は
異
な
る
法
的
統
一
体

は
、
そ
こ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
な
る
ほ
ど
総
体
権
、
総
体
財
産
、
総
体
利
益
は
存
在
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
と
区
別
可

能
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
権
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
財
産
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
利
益
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
今
日
の
意
味
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
も

そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

１．

か
つ
て
純
粋
に
人
的
な
結
合
か
ら
生
じ
た
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
長
い
間
そ
の
基
礎
に
お
い
て
物
的
な
も
の
と
な
っ

て
い
た
。
そ
れ
は
「
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
フ
ー
フ
ェ
ン
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
で
あ
っ
た
。

ａ．

そ
れ
ゆ
え
、
一
方
で
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
総
体
は
、
あ
る
一
定
の
マ
ル
ク
の
〈
マ
ル
ク
な
し
に
は
そ
れ
が
考
え
ら
れ
な
い
〉
付

属
物
と
み
な
さ
れ
た
。
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の
総
体
権
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
ま
と
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
名
と
そ
の
本
質

が
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、
す
べ
て
の
集
会
、
審
議
お
よ
び
法
の
判
告
（R

echtsw
eisung

）
の

主
た
る
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
い
く
つ
か
の
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
一
つ
の
不
分
割
の
マ
ル
ク
を
ま
と
め
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
た

（
八
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だ
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
（E

ine
G
em
einde

）
を
構
成
し
た
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
が
完
全
に
分
割
さ
れ
る
場
合
に
は
、

直
ち
に
崩
壊
し
た
。
よ
り
大
き
な
マ
ル
ク
の
内
部
で
は
、〈
大
き
な
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の
持
分
と
並
ん
で
、
固
有
の
マ
ル
ク
に
つ
い
て

の
特
別
の
総
体
権
を
、
ド
ル
フ
が
占
め
る
（
１５
）

場
合
に
は
〉、
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
の
み
、
個
々
の
ド
ル
フ
は
、
一
つ
の
特
別
の
ゲ
マ
イ

ン
デ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
は
な
い
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ｂ．

他
方
で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
構
成
員
の
地
位
は
、
マ
ル
ク
に
お
け
る
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
に
依
存
し
て
い
た
。
土
地
占
有

を
も
た
な
か
っ
た
者
は
、
た
だ
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
自
己
の
権
利
ま
た
は
導
出
さ
れ
た
権
利
と
し
て
フ
ー
フ
ェ

を
占
め
る
者
は
、
自
己
の
権
利
ま
た
は
導
出
さ
れ
た
権
利
と
し
て
も
ま
た
、
完
全
な
マ
ル
ク
利
用
と
完
全
な
人
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
権
を
有

し
た
。
さ
ら
に
よ
り
広
い
そ
し
て
よ
り
狭
い
、
物
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
は
異
な
る
人
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
あ
ら
ゆ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
フ
ー
フ
ェ
ン
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

２．

し
か
し
、
も
し
そ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
フ
ー
フ
ェ
ン
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
し
か
し
、
い
か
な
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
も
「
た
だ
」
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
た
と
え

物
的
な
基
礎
の
上
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
一
定
の
独
立
性
に
お
い
て
、〈
歴
史
的
に
そ
れ
が
マ
ル
ク
共
同
体
よ
り
も
古
か
っ

た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
共
同
体
の
み
を
と
お
し
て
は
決
定
さ
れ
ず
限
界
づ
け
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
〉「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
た
ち
）
の
人

的
結
合
」
が
存
在
し
た
。

ａ．

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、
決
し
て
フ
ー
フ
ェ
の
取
得
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
諸
条

件
」
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
れ
に
加
え
る
に
、
一
定
の
人
的
な
諸
特
性
、
と
り
わ
け
、
し
か
し
種
々
の
諸
条
件
と
結
び
つ

け
ら
れ
た
〈
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
〉
一
つ
の
人
的
な
採
用
が
、
要
求
さ
れ
た
。
逆
に
、
全
く
ま
た
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
土
地

占
有
を
も
た
な
か
っ
た
者
も
ま
た
、
そ
れ
で
も
し
か
し
一
定
の
諸
利
用
お
よ
び
ド
ル
フ
統
治
ま
た
は
マ
ル
ク
統
治
へ
の
一
定
の
参
加
が
、
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完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
後
に
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
よ
う
に
、
ど
こ

で
も
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
は
純
粋
な
財
産
権
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
を
い
く
つ
か
の
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
の
場
合

に
は
幾
重
に
も
一
人
の
人
に
認
め
、
任
意
の
フ
ー
フ
ェ
の
分
割
に
よ
っ
て
は
自
ら
任
意
に
分
割
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ひ
と
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
単
な
る
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
の
間
に
〈
ひ
と
が
と
き
お
り
す

で
に
半
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
み
な
し
た
〉
よ
り
僅
か
な
権
利
を
有
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
い
う
中
間
段
階
を
許
す
こ
と
を
始
め
た
。

ｂ．

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
結
合
の
「
目
的
」
と
「
対
象
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て
た
だ
共
同
の
農
業
経
営
（A

cker-

w
irtschaft

）
お
よ
び
共
同
の
マ
ル
ク
利
用
（M

arknutzung

）
だ
け
で
は
ま
た
な
か
（
１６
）

っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
む
ろ
ん
主
と
し
て
は
そ
う

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
と
並
ん
で
、
相
互
的
な
扶
助
が
生
活
の
す
べ
て
の
生
起
に
お
い
て
存
在
し
、
道
徳
的
お
よ
び
た
い
て
い
の
場

合
宗
教
的
で
も
あ
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
結
合
の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
い
つ
で
も
さ
ら
に
、
ラ
ン

ト
と
帝
国
の
政
治
的
組
織
体
制
に
お
け
る
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
代
表
者
、
裁
判
所
お
よ
び
法
は
、

た
ん
に
マ
ル
ク
問
題
お
よ
び
農
地
問
題
に
と
っ
て
の
み
で
は
な
く
、
人
的
諸
関
係
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
諸
関
係
の
多
数
に
と
っ

て
も
ま
た
、
権
限
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
大
部
分
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、〈
同
時
に
ツ
ェ
ン
ト
（C

enten

）
で
は
な
く
、

ツ
ェ
ン
ト
の
中
に
存
在
す
る
個
々
の
ド
ル
フ
シ
ャ
フ
ト
に
対
す
る
関
係
で
本
来
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
維
持
さ
れ
た
の
で
も
な
い
〉
よ

り
大
き
な
マ
ル
ク
の
中
で
は
、
背
後
に
退
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
最
も
早
期
に
単
な
る
経
済
的
な
私
的
な
諸
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
と

な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
引
き
続
く
時
期
に
お
い
て
す
ら
、
そ
れ
ら
の
中
に
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
か
つ
て
の
広
く
及
ん
だ
意
義
の
残
存
物

が
維
持
さ
れ
た
。
個
々
の
諸
ド
ル
フ
に
お
い
て
は
、
し
か
し
中
世
の
終
わ
り
以
来
は
じ
め
て
、
と
き
お
り
、〈
同
時
に
私
的
で
あ
り
政

治
的
で
あ
る
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
《
そ
れ
ら
の
一
方
は
そ
れ
ら
の
私
法
的
な
側
面
を
継
続
し
、
そ
れ
ら
の
他
方
は
そ
れ
ら
の
政
治
的
な

側
面
を
継
続
す
る
》
二
つ
の
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
分
裂
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
現
実
の
私
法
的
な
諸
マ
ル
ク
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
の
形
成
に

（
八
八
）
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至
っ
た
の
で
あ
る
。

３．

〈
そ
の
よ
う
に
物
的
基
礎
に
基
づ
く
が
、
し
か
し
同
時
に
人
的
に
緊
密
に
結
合
し
た
、
先
ず
最
初
に
か
つ
主
と
し
て
経
済
的
利

益
に
関
わ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
並
ん
で
、
ド
ル
フ
ま
た
は
よ
り
大
き
な
マ
ル
ク
に
お
け
る
人
間
全
体
を
把
握
す
る
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
は
、〈
浸
透
し
た
主
人
権
、
ま
た
は
、
一
部
分
だ
け
除
去
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
主
人
権
を
と
お
し
て
の
修
正
が
も
た
ら
さ
れ

な
か
っ
た
限
り
で
〉
そ
の
「
組
織
」（O

rganisation

）
に
お
い
て
全
く
、
最
古
の
ド
イ
ツ
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
特
徴
を

示
し
た
。

ａ．

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
固
有
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
完
全
な
自
治
を
享
受
し
、
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
そ
の
自
治
を
、
一
部
は
、
自
ら
通
常
集
会
ま
た
は
臨
時
集
会
に
基
づ
い
て
行
使
し
、
一
部
は
、
選
ば
れ
た
代
表

者
に
委
任
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
役
人
と
裁
判
官
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
役
人
の
上
に
ま
た
は
こ
れ
と
並
ん
で
存
在
し
た

が
、
し
か
し
彼
ら
の
任
命
に
お
い
て
も
ま
た
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
協
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
う
え
彼
ら
の
作
業
ク
ラ
イ
ス
〔
範

囲
〕
は
ま
さ
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
諸
権
利
の
行
使
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
な
諸
職
務
も
ま
た
、
時
代
の
特
徴
に
従
い
、
世
襲
的
と
な
り
、
一
定
の
土
地
の
付
属
物
と
な
り
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
、
マ
ル
ク
長

（O
berm

ärker

）
に
お
け
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
主
人
権
へ
と
変
化
す
る
固
有
の
権
利
と
な
っ
た
。

ｂ．

す
べ
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
案
件
に
つ
い
て
管
轄
権
を
も
ち
、
そ
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
も
と
で
判
決
を
発
見
（
１７
）

し
た
、

固
有
の
ド
ル
フ
裁
判
所
と
マ
ル
ク
裁
判
所
が
存
在
し
た
。

ｃ．

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
固
有
の
財
産
、
お
よ
び
、
と
く
に
外
部
に
向
か
っ
て
は
完
結
し
た
財
産
を
持
ち
、
内
部
に
向
か
っ

て
は
、
古
い
諸
原
則
に
従
っ
て
分
配
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
の
総
体
権
（G

esam
m
trecht

総
有
権
）
を
有
し
た
。

ｄ．

あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
も
ま
た
、
そ
れ
ら
が
取
り
扱
っ
た
特
別
の
平
和
を
有
し
、
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そ
れ
ら
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
、
す
な
わ
ち
、
出
自
、
法
の
判
告
お
よ
び
任
意
決
定
を
と
お
し
て
形
成
し
た
、
特
別
の
法
を
有

し
た
。

【
以
上
、
第
二
十
四
章
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
二
十
四
章
の
注
】

注（
１
）

V
gl.bes.M

aurer,E
inl.S.288

f.F
ronh.I

S.273
f.III.S.1

f.D
orfverf.II.S.191

f.

注（
２
）

彼
に
よ
っ
て
�
混
合
さ
れ
た
�
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
ラ
ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
つ
い
て
は
、M

aurer,E
inl.

S.299
f.M
arkenverf.S.69.87

f.441
f.D
orfverf.I.S.12

f.79
f.94

f.II.167
f.200.

注（
３
）

E
ichhorn,R

.G
.§
343.N

ote
d.e.h.i.M

aurer,F
ronh.I.S.106

f.II.S.7
f.G
aupp,A

nsiedl.S.577.Stobbe,Z
.f.deutsches

R
echt.B

d.15.S.
311
f.,
A
bhandl.über

die
Stände

des
Sachsenspiegels.

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
（Sachsensp.

I,
2.
§
1.

III,
45.
§
6

）
の
ラ
ン
ト
ザ
ー
セ
ン
（L
andseten

）
は
、
ま
だ
ゴ
ー
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
（gogreven

）
の
裁
判
所
す
な
わ
ち
ツ
ェ
ン
ト
裁

判
所
（C

entgericht

）（Stobbe,die
G
erichtsverfass.D

es
Sachsenspiegels,Z

eitschr.für
deutsch.R

echt.B
d.15

S.82
f.

）

を
訪
問
し
た
が
（Sachsensp.I,2.§

.4
）、
し
か
し
、
罰
金
と
殺
人
賠
償
金
に
お
い
て
は
も
は
や
奴
隷
た
ち
（H

örige

）
か
ら
ほ
と
ん
ど

区
別
さ
れ
ず
（III,45.§
7

と
比
較
さ
れ
たIII,45.§

6

）、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
〈
通
常
人
的
に
保
護
奴
隷
と
な
っ
た
解
放
さ
れ
た
固
有
の
人
々

が
い
ま
や
自
由
な
ラ
ン
ト
ザ
ー
セ
ン
（L

andsassen
ラ
ン
ト
居
住
者
た
ち
）
の
階
級
に
入
る
べ
き
で
あ
る
（ib.I,16;III,80.§

2.Schw
a-

benspiegel
c.135.R

ichtsteig
L
andr.c.24

）
こ
と
を
と
お
し
て
〉
奴
隷
た
ち
と
同
列
に
置
か
れ
る
人
々
で
あ
る
。

注（
４
）

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
、
彼
ら
の
奉
仕
義
務
と
保
護
義
務
の
差
異
に
従
っ
て
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
ン

（pleghafte

夫
役
義
務
者
）
と
ビ
ー
ル
ゲ
ル
デ
ン
（biergelden
チ
ッ
プ
受
領
者
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
（I,2.§

1
u.3;Stobbe

l.c.S.

356.
357

）。
そ
し
て
、
彼
ら
の
財
産
（egen

所
有
地
）
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（I,

2.
§
3;
III,
45.
§
5.
80.
§
1

）。
そ
し
て
、
彼

（
九
〇
）
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ら
は
、
類
似
性
な
き
公
然
た
る
特
異
性
で
あ
る
こ
と
に
（Stobbe

S.112

）、
グ
ラ
ー
フ
た
ち
の
代
理
人
（
旧
副
廷
臣vicecom

es,Stobbe

l.c.
S.
98

）
で
あ
る
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
（Schultheisz

市
町
村
長
）
を
前
に
し
て
、
法
を
判
断
し
そ
し
て
発
見
す
る
た
め
に
、
ツ
ェ
ン
ト

裁
判
所
か
ら
免
責
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
、
し
か
し
、
公
的
な
役
人
で
あ
る
（Stobbe

l.c.
S.
111.

U
nger

S.
310

は
、
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
的
裁
判
官
を
考
え
て
い
る
。G

aupp,R
echt

der
alten

Sachen
S.24

は
、
複
数
の
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
を
認
め
て
い
る
。）。

彼
ら
が
よ
り
重
要
な
問
題
に
お
い
て
招
待
さ
れ
え
た
グ
ラ
ー
フ
裁
判
所
に
お
け
る
参
審
員
資
格
（Sch

öffenbarkeit

）
を
、
共
同
自
由
民

た
ち
（G

em
einfreien

）
は
す
で
に
失
っ
て
い
る
。

注（
５
）

と
く
に
、M

aurer,M
arkenv.S.94

―102,D
orfverf.I.S.6

―10.II.S.365.368

が
集
め
た
諸
例
を
参
照
せ
よ
。

注（
６
）

し
か
し
原
初
の
諸
州
（U

rkantonen

）
に
お
い
て
す
ら
、
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
諸
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
ひ
と
が
お
そ
ら

く
認
め
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
古
い
完
全
自
由
を
維
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
大
部
分
は
、
隷
属
性
に
陥
っ
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
の
自
由
な
土
地
所
有
権
者
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
貴
族
お
よ
び
世
襲
の
グ
ラ
ー
フ
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
権
力
へ
と
陥
っ
て
い
た
。

十
三
世
紀
の
経
過
に
お
い
て
初
め
て
、
ス
イ
ス
の
農
民
た
ち
は
、
抑
圧
さ
れ
た
完
全
自
由
を
再
び
獲
得
し
始
め
た
。B

lum
er,

Staats-

und
R
echtsgesch.der

schw
eiz.D

em
okratien

I.S.12
f.77

f.117
f.

注（
７
）

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
一
一
七
二
年
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
村
（D

orf
B
ernheim

）
は
、
ま
だ
完
全
自
由
で
あ
り
、
そ
し
て
、

こ
の
年
に
初
め
て
、
自
由
な
決
定
に
基
づ
い
て
、
皇
帝
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
に
自
ら
を
委
ね
た
。U

rk.
F
rid.

I.
von

1172
b.
H
öfer,

Z
eitschrift

für
A
rchivkunde

II.
486：

「
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
農
夫
た
ち
は
、
全
員
一
致
の
合
意
に
よ
っ
て
〈
自
由
に
そ
し
て
急
速
に
そ

し
て
全
て
の
支
配
か
ら
自
由
に
さ
れ
た
〉
彼
ら
の
Ｂ
村
を
そ
れ
ま
で
占
有
し
て
き
た
が
、
ま
さ
に
次
の
契
約
か
ら
、〈
彼
ら
自
身
と
彼
ら

の
全
て
の
人
々
の
子
孫
が
毎
年
二
十
五
デ
ィ
オ
ス
の
小
麦
を
帝
国
に
支
払
い
、
そ
し
て
そ
の
他
の
点
で
は
、
彼
ら
は
、
帝
国
の
高
所
の
保

護
の
支
配
下
に
お
い
て
す
べ
て
の
暴
君
支
配
か
ら
安
全
に
永
続
す
る
た
め
に
〉、
我
々
の
統
治
に
服
従
し
た
。」（villani

in
B
ernheim

unanim
i
consensu

villam
suam

B
.,quam

libere
et
propere

et
ab
om
ni
dom
inio
solutam

hactenus
possiderunt,potes-

tati
nostre

subjecerunt,eo
videlicet

pacto,ut
ipsi
et
om
nis
eorum

posteritas
25
m
odios

tritici
singulis

annis
im
perio
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persolvant
et
de
cetero

sub
im
perialis

celsitudinis
tuitione

ab
om
ni
tyrannide

securi
perm

aneant.

）。

注（
８
）

そ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（
監
督
官
職
）
の
も
と
に
、
既
に
そ
の
名
が
言
う
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
プ
フ
レ
ー
ク
ハ

フ
テ
ン
（
夫
役
義
務
者
た
ち
）
も
ま
た
立
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、liberi
m
alm
anni

（
自
由
民
た
る
食
客
）、m

untm
anni

（
保
護

従
者
）、hom

ines
advocatitii

（
法
律
顧
問
官
た
る
人
々
）、V

ogteileute

（
監
督
官
職
の
人
々
）
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。V

gl.
Z
öpfl

§
15.N

ote
3.§

30.N
ote
4.M
aurer,F

ronh.II.S.7
f.E
ichhorn

§
343.

注（
９
）

M
aurer,D

orfv.II.S.364
f.F
ronh.IV

.390.391.

を
参
照
せ
よ
。

注（
１０
）

ス
イ
ス
、
エ
ル
ザ
ス
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
チ
ロ
ル
、
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
な
ど
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。M

aurer,
D
orfv.

I.
S.
9.

M
arkenv.S.97.

注（
１１
）

た
だ
幾
つ
か
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
集
合
し
そ
し
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
共
同
の
行
使
に
関
し
て
意
思
を
疎
通
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
こ
ろ
で
の
み
、
混
合
し
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
ま
た
は
、
時
折
は
隷
属
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
す
ら
が
、
自
由
を
維
持
し
ま
た
は
獲
得
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
。M

aurer,F
ronh.IV

.S.474

―476.D
orfv.I.S.9.10.

G
rim
m
,
W
.
I.
129.

帝
国
が
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
有

し
た
村
々
に
お
い
て
も
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
登
場
し
た
。M

aurer,D
orfv.II.S.365

f.

注（
１２
）

荘
園
組
織
と
村
組
織
の
関
係
に
つ
い
て
は
、M

aurer,
D
orfv.

I.
S.
115

―120,

を
み
よ
。
マ
ウ
ラ
ー
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も

十
分
に
は
、〈
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
団
体
を
超
え
て
及
ぶ
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
の
隷
属
者
た
ち
の
直
接
の
参
加
は
、
彼
ら
の
隷
属
性
の
一
部

分
の
中
止
を
含
ん
だ
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
後
の
時
代
に
な
っ
て
始
め
て
所
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
〉
を
顧
慮
し
て
い
な
い
。
も

と
も
と
は
、
な
る
ほ
ど
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
一
部
の
み
を
把
握
し
た
特
別
の
ホ
ー
フ
〔
荘
園
〕
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
、
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
団
体
の
「
内
部
で
」
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
別
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
ま
た
は
自
由
の
中
へ
と
及
ぶ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

に
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
た
だ
主
人
だ
け
が
、
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
極
め
て
ゆ
っ
く
り
そ
し
て
自
由
と
非
自
由
の
融
合
に

よ
っ
て
初
め
て
、
こ
の
こ
と
は
変
更
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
主
人
の
名
に
お
い
て
主
人
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
を
行
使
し
、
そ
し
て
、
主

人
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
裁
判
所
に
お
い
て
出
頭
し
そ
し
て
保
護
を
見
出
し
た
、
隷
属
的
な
小
作
農
民
（K

olone

）
た
ち
は
、

（
九
二
）
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最
後
に
は
、〈
彼
ら
が
そ
こ
に
も
は
や
た
ん
に
主
人
の
「
た
め
」
に
の
み
で
は
な
く
、
主
人
と
「
並
ん
で
」
お
よ
び
主
人
「
な
し
で
も
」

ま
た
参
加
し
た
と
こ
ろ
の
〉
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
直
接
の
構
成
員
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
い
ま
や
、
同
時
に
直
接
、
マ
ル
ク

裁
判
所
と
マ
ル
ク
レ
ヒ
ト
の
も
と
に
、
そ
し
て
、
荘
園
裁
判
所
と
荘
園
法
の
も
と
に
、
立
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１３
）

以
下
、
第
五
十
三
章
、
第
五
十
五
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
１４
）

ト
ゥ
ー
デ
ィ
ッ
フ
ム
（T

hudichum

）
は
、
よ
り
古
い
状
態
と
よ
り
新
し
い
状
態
の
同
一
視
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
遠
く
ま
で
行
き
過

ぎ
て
い
る
。

注（
１５
）

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
ず
し
も
必
然
的
に
不
分
割
の
マ
ル
ク
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
分
割
さ
れ
た

フ
ェ
ル
ト
マ
ル
ク
（
耕
地
マ
ル
ク
）
に
つ
い
て
の
個
々
の
ド
ル
フ
マ
ル
ク
の
排
他
的
総
体
権
も
ま
た
、
ド
ル
フ
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
な
独
立
性
を
与
え
た
。

注（
１６
）

こ
の
こ
と
は
、
最
も
広
く
流
布
さ
れ
た
誤
り
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
第
八
章
の
注
（
３５
）
を
参
照
せ
よ
。

注（
１７
）

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
村
長
（B

auerm
eister

）
の
裁
判
所
は
、
こ
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

Sachsensp.I,68
§
2.;II,13

§
1

―3.55;III,79
§
1.86

§
1.2.

そ
れ
に
つ
い
て
は
、Stobbe,Z

eitschr.f.deut.R
.B
d.15.S.114

f.

を
み
よ
。
シ
ュ
ト
ッ
ベ
は
、
し
か
し
（N

ote
84

）、
農
民
裁
判
所
（B

auerngerichte

）
を
、
ヴ
ァ
イ
ツ
（W

aitz

）
と
と
も
に
新
た

な
起
源
の
制
度
と
み
な
し
て
い
る
。（
第
八
章
の
注
（
３８
）
を
参
照
せ
よ
。）。
シ
ュ
ト
ッ
ベ
（Stobbe

S.
116

）
は
、
選
挙
が
言
及
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
村
長
は
つ
ね
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
結
論
し
て
い
る
場
合
に
も
ま
た
、
正
当
で
は
な
い
。

【
以
上
、
第
二
十
四
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
�．

諸
ツ
ェ
ン
ト
、
諸
ガ
ウ
お
よ
び
諸
ラ
ン
ト
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
二
十
五
章
」
に
続
く
】
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�．

諸
ツ
ェ
ン
ト
、
諸
ガ
ウ
お
よ
び
諸
ラ
ン
ト
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
二
十
五
章

そ
の
よ
う
に
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
経
済
的
側
面
が
前
面
に
現
れ
る
ド
ル
フ
と
マ
ル
ク
に
お
い
て
、
豊
か
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
生
活
が
受
け
取
ら
れ
た
ま
ま
に
留
ま
っ
た
一
方
で
は
、
よ
り
大
き
な
と
り
わ
け
政
治
的
に
重
要
な
民
族
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
は
、
は
る
か
に
よ
り
高
い
程
度
に
お
い
て
解
体
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
で
も
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
ま
た
、
封
建
シ

ス
テ
ム
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
を
完
全
に
も
、
至
る
所
で
も
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

�．

二
重
の
側
面
か
ら
、
す
で
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
時
代
に
お
い
て
、
長
い
間
す
で
に
ラ
ン
ト
の
対
応
す
る
構
成
の
原
因
で
あ
る

よ
り
以
上
に
結
果
で
あ
る
、
自
由
な
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
の
、
ガ
ウ
の
、
そ
し
て
、
部
族
の
、
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
解
体
が
、

〈
第
一
に
は
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
を
と
お
し
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
団
体
が
そ
れ
ら
か
ら
除
外
さ
れ
、
第
二
に
は
、
し
か
し
、
そ
れ

ら
が
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
地
区
へ
と
す
ら
変
化
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
（
１
）

っ
て
〉、
始
ま
っ
て
い
た
。
二
つ
の
点
に
お
い
て
、
初
期
の
カ
ロ

リ
ン
グ
朝
時
代
の
力
強
い
手
は
、
促
進
す
る
以
上
に
妨
げ
た
。
九
世
紀
半
ば
以
来
、
解
体
は
、
そ
れ
だ
け
一
層
速
や
か
な
歩
み
を
も
っ

て
前
進
し
た
。

「
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
」（
治
外
法
権
）
は
、
外
延
的
に
か
つ
集
中
的
に
た
え
ず
広
く
拡
大
さ
れ
た
。
と
く
に
ザ
ク
セ
ン
の
皇
帝
た
ち
に

よ
っ
て
、
絶
え
ず
よ
り
大
き
な
諸
地
区
が
、
一
部
は
、〈
後
に
、
よ
り
小
さ
な
部
分
と
し
て
帝
国
直
轄
領
と
な
り
、
よ
り
大
き
な
譲
渡

と
質
入
に
服
し
、
ま
た
は
、
諸
フ
ォ
ー
ク
ト
（
監
督
官
）
自
身
の
世
襲
的
な
占
有
に
入
ら
ん
が
た
め
に
〉
自
己
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の

中
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
し
て
、
帝
国
諸
フ
ォ
ー
ク
ト
（
監
督
官
）
の
も
と
に
置
（
２
）

か
れ
、
一
部
は
、〈
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
フ
ォ
ー
ク

ト
の
も
と
で
古
い
民
族
秩
序
か
ら
疎
外
さ
れ
ん
が
た
め
に
〉、
聖
職
者
お
よ
び
世
俗
的
な
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
た
ち
に
付
与
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
に
は
、
し
か
し
、
も
は
や
た
ん
に
自
由
な
小
農
た
ち
（H

intersassen

）
の
み
な
ら
ず
、
閉
じ
ら
れ
た
イ
ン
ム

（
九
四
）

２６５オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



ニ
テ
ー
ト
地
区
の
内
部
に
居
住
し
た
、
自
己
の
土
地
に
基
づ
く
自
由
民
も
ま
た
、
服
（
３
）

し
た
。
そ
し
て
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
主
人
た
ち
、

と
く
に
司
教
職
（B

isthüm
er

）
に
、
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
大
修
道
院
長
職
（A

bteien

）
に
は
、
こ
の
地
区
の
た
め
に
完

全
な
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
権
力
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
時
折
す
で
に
完
全
な
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
権
が
固
有
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
と
し
て
与

え
ら
（
４
）

れ
た
。

同
じ
目
標
に
し
か
し
導
い
た
の
は
、
別
の
側
面
か
ら
、
公
的
権
力
の
領
主
制
（P

atrim
onialität

）
と
と
も
に
登
場
す
る
「
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
へ
の
諸
職
務
の
変
化
」
で
あ
っ
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
時
代
に
お
い
て
は
、
理
念
に
従
っ
て
、
ツ
ェ
ン
ト
、
ガ
ウ
ま
た
は
プ
ロ

ヴ
ィ
ン
ツ
の
全
て
の
代
表
者
の
職
務
の
性
格
が
徹
底
し
て
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
た
。
中
央
集
権
的
な
行
政
の
意
味
に
お
い
て
、〈
王
の

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
限
を
一
定
の
地
区
の
内
部
で
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
〉
王
の
罷
免
可
能
な
従
者
で
あ
る
彼
ら
は
、
任
意
に

任
命
さ
れ
た
。
い
ま
だ
力
強
く
生
き
延
び
て
い
る
民
族
観
の
意
味
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
、
最
上
位
の
裁
判
官
で
か
つ
軍
隊
指
導
者
と

し
て
の
王
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
〈
完
全
仲
間
と
し
て
の
地
区
の
す
べ
て
の
完
全
に
自
由
な
土
地
占
有
者
た
ち
、
保
護
仲
間
と
し
て
の

そ
の
他
の
住
民
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
、
定
時
裁
判
集
会
（ungebotene

D
inge

）
と
臨
時
裁
判
集
会
（gebotene

D
inge

）
に
お
い

て
自
治
、
判
決
お
よ
び
自
律
を
行
使
し
、
外
部
に
向
か
っ
て
は
、
し
か
し
独
自
の
法
的
実
体
（R

echtskörper

）
お
よ
び
軍
隊
（H

eer-

körper

）
と
し
て
現
（
５
）

れ
た
〉〈
自
由
な
ツ
ェ
ン
ト
の
、
ガ
ウ
の
ま
た
は
ラ
ン
ト
の
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
裁
判
官
で
あ
り
軍
隊
指

導
者
で
あ
っ
た
。
九
世
紀
の
半
ば
以
来
、
二
つ
の
点
に
お
い
て
、
職
務
の
観
念
（A

m
tsidee

）
は
次
第
に
消
滅
し
た
。
民
族
の
職
務

の
性
格
は
、
至
る
所
で
完
全
に
後
退
し
、
帝
国
の
諸
職
務
は
、
し
か
し
、
領
主
制
的
な
意
味
に
お
け
る
不
動
産
的
諸
正
義
（Im

m
o-

biliargerechtigkeiten

）
と
な
（
６
）

っ
た
。
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ー
エ
ン
（B

eneficien
諸
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ウ
ム
、
諸
特
権
）
と
結
合
し
て
、
諸
職
務

は
、
や
が
て
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ー
エ
ン
占
有
の
原
因
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
ま
た
は
付
属
物
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
用
益
的
な
側

面
を
あ
ら
わ
に
示
す
こ
と
に
基
づ
い
て
、
自
ら
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ー
エ
ン
と
な
っ
た
。
諸
職
務
は
、
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ー
エ
ン
か
ら
レ
ー
エ
ン
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（
封
土
）
に
変
化
し
、
そ
し
て
、
レ
ー
エ
ン
と
同
様
に
、
最
初
は
事
実
的
に
、
や
が
て
法
的
に
、
世
襲
の
も
の
と
な
（
７
）

っ
た
。
し
か
し
、

レ
ー
エ
ン
占
有
が
そ
れ
ら
〔
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ー
エ
ン
〕
に
つ
い
て
可
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ひ
と
は
、
そ
れ
ら
を
完
全
私
有
地
的
（al-

lodial
）
に
占
有
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
そ
の
他
の
帝
室
領
地
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
〔
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ー
エ
ン
〕
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
所
有

権
と
し
て
も
贈
与
さ
れ
ま
た
は
譲
渡
さ
（
８
）

れ
た
。
皇
帝
が
そ
れ
ら
を
封
建
的
ま
た
は
完
全
私
有
地
的
な
権
原
の
も
と
に
譲
渡
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
き
は
、
そ
の
保
有
者
も
ま
た
、
そ
れ
を
さ
ら
に
封
土
授
与
し
、
売
却
し
、
贈
与
し
、
質
入
れ
す
る
こ
と
が
で
（
９
）

き
た
。
最
後
に
、

そ
こ
か
ら
、
量
的
な
ら
び
に
質
的
な
分
割
の
可
能
性
も
ま
た
生
じ
、
そ
し
て
、
職
務
（das

A
m
t

）
は
、〈
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
主
人

の
権
利
か
ら
も
は
や
区
別
さ
れ
な
い
〉
領
土
に
つ
い
て
の
物
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
（
支
配
権
）
と
な
っ
て
い
た
。

個
別
に
お
い
て
は
、
こ
の
発
展
は
、
も
ち
ろ
ん
極
め
て
不
ぞ
ろ
い
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
極
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
完
成
さ

れ
た
。
諸
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
（G

rafschaften

伯
爵
領
）
は
、
す
で
に
十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
た
だ
例
外
的
に
の
み
ま
だ
職
務
で

あ
り
、
原
則
と
し
て
は
し
か
し
封
建
的
な
、〈
皇
帝
か
ら
直
接
で
あ
れ
、
第
二
の
手
か
ら
で
あ
れ
〉
よ
り
良
い
ま
た
は
し
か
し
（
と
く

に
聖
職
者
た
る
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
主
人
の
場
合
に
は
）
完
全
私
有
の
世
襲
財
産
（E

rbgut

）（patrim
onium

世
襲
（
１０
）

領
地
）
で
あ
っ
た
。

多
く
の
扈
従
た
ち
（K

om
itate

）
は
す
で
に
一
人
の
手
に
合
一
さ
れ
、
一
人
の
扈
従
は
、
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
権
を
も
つ
よ
り
小
さ

な
部
分
へ
と
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
（
１１
）

で
き
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
譲
渡
が
登
場
（
１２
）

し
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
十
世
紀
に
お
い
て
、
一
人
の
少
年

が
グ
ラ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
、
婦
人
た
ち
が
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
を
、
相
続
し
、
嫁
資
（M

itgift

）
ま
た
は
持
参
金
（M

ittum

）
と
し

て
受
け
取
る
（
１３
）

こ
と
が
、
可
能
で
あ
っ
た
。
同
じ
運
命
を
持
っ
た
の
は
、
大
抵
の
場
合
、
諸
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、

あ
る
い
は
完
全
私
有
地
（A

llod

世
襲
領
）
と
し
て
、
あ
る
い
は
帝
国
封
土
（R

eichslehen

）、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
封
土
（H

errschaftsle-

hen

）、
ま
た
は
グ
ラ
ー
フ
封
土
（G

raflehen

）
と
し
て
世
襲
的
と
な
り
、
そ
し
て
、
そ
の
保
有
者
た
ち
は
下
級
グ
ラ
ー
フ
（U

nter-

grafen

）
ま
た
は
ラ
ン
ト
裁
判
官
（L

andrichter

）
と
な
り
、
し
ば
し
ば
完
全
な
グ
ラ
ー
フ
権
力
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
殺

（
九
六
）
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与
奪
権
（B

lutbann

）
を
持
つ
多
く
の
ツ
ェ
ン
ト
裁
判
所
が
存
在
し
た
の
で
（
１４
）

あ
る
。
マ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
（
辺
境
伯
領M

ark-

grafschaften

）
と
プ
フ
ァ
ル
ツ
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
（
宮
中
伯
領P
falzgrafschaften

）
は
、
同
様
に
世
襲
的
で
あ
り
、
最
後
に
は
、

し
か
し
、
最
上
級
の
そ
し
て
最
重
要
な
帝
国
職
務
と
な
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
と
特
使
制
度
（Sendbotenein-

richtung

）
の
崩
壊
後
は
、
諸
部
族
の
頂
点
に
再
び
築
か
れ
た
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
職
〔
大
公
職
〕
が
次
第
に
世
襲
的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ

と
変
化
（
１５
）

し
た
。
な
る
ほ
ど
、
ま
さ
に
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
領
に
お
い
て
は
、
こ
の
変
化
が
、
王
お
よ
び
間
接
性
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
た
実
力

者
た
ち
が
共
通
の
危
険
に
対
し
て
同
盟
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
な
破
壊
へ
と
導
（
１６
）

い
た
。
し
か
し
そ
れ
を
と
お
し
て
、
ヘ
ル

ツ
ォ
ー
ク
の
諸
権
利
の
主
人
権
へ
の
変
化
は
、
た
だ
促
進
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
の
権
力
は
、
皇
帝
に
は

戻
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
個
々
の
免
除
さ
れ
た
司
教
た
ち
や
マ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
た
ち
に
前
も
っ
て
帰
属
し
て
い
た
よ
う
に
、〈
自
ら
の
た
め

に
独
立
性
を
も
し
か
す
る
と
あ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
り
強
力
な
隣
人
た
ち
に
対
す
る
関
係
で
完
全
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
〉
い
ま

や
全
て
の
世
俗
的
お
よ
び
聖
職
者
的
な
実
力
者
た
ち
、
司
教
た
ち
、
大
修
道
院
長
た
ち
、
称
号
所
有
の
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
た
ち
（T

itular-

herzöge

）、
グ
ラ
ー
フ
た
ち
、
自
由
な
主
人
た
ち
に
移
転
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
の
名
を
も
っ
て
、
ま
た
は
、
ヘ
ル

ツ
ォ
ー
ク
の
名
な
し
に
、
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
領
地
の
主
人
た
ち
は
、
か
つ
て
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
た
ち
が
有
し
た
よ
う
に
、
い
ま
や
直
接
、

帝
国
か
ら
最
上
級
の
裁
判
権
と
軍
隊
権
力
を
有
し
、
そ
し
て
、
こ
の
視
点
か
ら
、「
フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち
」
と
し
て
主
人
階
級
の
そ
の
他

の
構
成
員
た
ち
（
封
土
授
与
が
な
さ
れ
な
い
グ
ラ
ー
フ
た
ち
お
よ
び
自
由
な
主
人
た
ち
）
か
ら
区
別
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、

ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
職
務
の
記
憶
が
〈
そ
の
理
念
上
は
ま
だ
長
い
間
フ
ュ
ル
ス
ト
制
度
が
帝
国
官
職
と
み
な
さ
れ
た
限
（
１７
）

り
で
〉
作
用
し
た
が
、

事
実
上
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
第
に
多
く
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
（
グ
ラ
ー
フ
職
）
と
同
様
に
、〈
主
観
的
な
関
係
に
お
い
て

は
、
僧
院
ま
た
は
修
道
院
に
属
す
る
か
、
ま
た
は
フ
ァ
ミ
リ
エ
に
世
襲
財
産
と
し
て
帰
属
す
る
が
、
客
観
的
な
関
係
に
お
い
て
は
、
し

か
し
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
の
物
的
権
利
、
す
な
わ
ち
、
一
二
三
二
年
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
の
憲
法
（K

onstitu

（
１８
）

tion

）
が
す
で
に
明
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示
的
に
名
づ
け
て
い
た
よ
う
に
�
土
地
の
支
配
権
（dom

inium
terrae

）�、
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〉
純
粋
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
権
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
た
。
最
初
は
ま
だ
長
い
間
必
ず
し
も
全
部
的
に
は
消
滅
し
て
い
な
い
職
務
理
念
が
、
通
常
確
保
さ
れ
た
フ
ュ
ル
ス
ト
の
諸

職
務
の
不
可
分
性
の
中
に
表
明
さ
れ
（
１９
）

た
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
終
わ
り
に
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
そ
れ

だ
け
よ
り
完
全
に
純
粋
に
私
法
的
な
分
割
シ
ス
テ
ム
が
勝
利
（
２０
）

し
た
。

こ
の
す
べ
て
に
よ
る
必
然
的
な
帰
結
は
、
ラ
ン
ト
と
民
族
の
古
い
諸
編
成
の
外
的
及
び
内
的
な
破
壊
で
あ
っ
た
。
私
法
の
偶
然
性
に

服
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
地
区
は
、
公
的
な
地
区
団
体
と
ラ
ン
ト
団
体
の
地
位
を
取
り
込
ん
だ
。
諸
ツ
ェ
ン
ト
は
、
い
く
つ
か
の
裁
判

管
轄
権
地
区
へ
と
分
裂
さ
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
独
自
の
諸
コ
ミ
タ
ー
ト
（K

om
itate

県
）
と
な
っ
た
。
諸
ガ
ウ
は
、
ほ
と
ん
ど
ど

こ
で
も
も
は
や
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
と
は
一
致
せ
ず
、
独
立
の
諸
地
区
へ
と
相
互
に
引
き
裂
か
れ
ま
た
は
結
合
さ
れ
、
そ
し
て
そ
こ
に

お
い
て
世
俗
人
た
る
主
人
ま
た
は
聖
職
者
た
る
主
人
が
、
私
法
的
権
原
に
基
づ
く
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
権
を
占
有
（
２１
）

し
た
。
部
族
の
諸
ラ

ン
ト
そ
れ
自
体
は
、
結
局
、
そ
の
フ
ュ
ル
ス
ト
が
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
権
を
行
使
し
た
と
こ
ろ
の
独
立
し
た
領
土
へ
と
分
裂
さ
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
地
区
を
帝
国
と
結
び
つ
け
、
そ
し
て
、
下
に
向
か
っ
て
は
帝
国
に
含
ま
れ
る
よ
り
狭
い

諸
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
結
び
つ
け
た
統
一
的
な
紐
帯
は
、
次
第
し
だ
い
に
、
た
だ
さ
ら
に
、
封
土
（L

ehn

）
と
封
土
誠
実
（L

ehnstreue

）

の
唯
一
の
紐
帯
（B

and

）
と
な
（
２２
）

っ
た
。

い
か
に
し
て
こ
の
発
展
が
古
い
民
族
法
的
な
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
生
命
神
経
を
断
ち
切
る
か
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
立
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
団
体
と
い
う
観
念
は
、
政
治
的
な
地
区
の
所
属
員
た
ち
の
間
に
い
く
つ
か
の
点
に
お

い
て
存
続
し
た
。

１．

す
べ
て
の
種
類
の
真
の
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
も
ち
ろ
ん
た
だ
〈「
自
由
な
裁
判
所
ゲ
マ
イ
ン
デ
」
―
―
通
常
、
ツ
ェ

ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
ゴ
ー
ゲ
マ
イ
ン
デ
―
―
が
維
持
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
の
み
〉
極
め
て
ば
ら
ば
ら
に
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
に

（
九
八
）
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す
ぎ
な
い
。
後
期
中
世
に
至
る
ま
で
、
西
部
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、〈
皇
帝
の
み
を
主
人
と
認
め
、
そ
し
て
、
皇
帝
を
も
ま
た
た
だ
保

護
主
人
と
し
て
の
み
認
め
、
彼
ら
の
地
域
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
占
有
し
、
彼
ら
の
裁
判
官
を
み
ず
か
ら
選
び
、
要
求
さ
れ
た

事
柄
と
要
求
さ
れ
な
い
事
柄
に
対
し
て
自
律
、
裁
判
権
お
よ
び
自
治
を
行
使
し
た
〉
自
由
民
た
ち
の
そ
の
よ
う
な
諸
団
体
が
登
場
し
た
。

す
べ
て
の
自
由
な
土
地
占
有
者
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
諸
団
体
の
中
で
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
〔
完
全
仲
間
〕
と
し
て
同
じ
権
利
と
同
じ
義
務

を
も
（
２３
）

っ
た
。

２．

し
か
し
、
一
つ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
地
区
に
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
ま
た
は
そ
れ
自
体
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
地
区
と
す
ら
な
っ
た

「
上
級
お
よ
び
下
級
の
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
」
に
お
い
て
も
ま
た
、
居
住
者
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
観
念
が
維
持
さ
れ
た
。

あ
ら
ゆ
る
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
に
は
、〈
す
べ
て
の
自
由
な
土
地
占
有
者
た
ち
が
そ
こ
に
出
席
す
る
権
利
を
有
し
義
務
を
有
し
た
と
こ

（
２４
）

ろ
の
〉
定
時
裁
判
集
会
（ungebotene
D
inge

）（L
andtage

ラ
ン
ト
議
会
）
が
対
応
し
た
。
十
三
世
紀
に
お
い
て
は
、
ま
だ
時
折
、

真
の
ラ
ン
ト
の
福
祉
に
関
し
て
審
議
す
る
ラ
ン
ト
集
会
と
し
て
登
場
（
２５
）

し
て
、
ラ
ン
ト
集
会
は
、
も
ち
ろ
ん
一
般
的
に
は
そ
の
政
治
的
意

味
を
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
（
廷
臣
た
ち
）
お
よ
び
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
訪
問
さ
れ
た
荘
園
会
議
（H

oftage

）
へ
と
与

え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
荘
園
会
議
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
一
般
的
な
権
利
会
議
（R

echtstage

）
の
性
格
を
も
っ
て
存

続
し
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
主
人
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
議
長
の
も
と
に
地
区
住
民
た
ち
の
総
体
の
前
で
法
律
上
の
争
訟
が
判
決
さ

れ
、
そ
し
て
、
法
律
行
為
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
書
面
化
さ
（
２６
）

れ
た
。
よ
り
大
き
な
諸
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
の
一
般
的
な
集
会
は
、
権
利
会

議
と
し
て
も
ま
た
、
結
局
、
中
絶
し
、
そ
し
て
、
よ
り
小
さ
な
地
区
（
ツ
ェ
ン
ト
、
ゴ
ー
な
ど
）
に
お
い
て
す
ら
、
た
だ
ば
ら
ば
ら
に

の
み
存
続
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
一
般
的
に
ラ
ン
ト
諸
裁
判
所
が
そ
の
代
わ
り
に
登
場
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
時
代
の
経

過
の
中
で
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
起
源
は
全
く
記
憶
か
ら
消
え
た
の
で
あ
（
２７
）

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
法
の
判
告
（R

echtsw
eisung

）

お
よ
び
軍
隊
命
令
権
（H

eerbann

）
に
関
す
る
諸
原
則
に
お
い
て
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
少
な
く
と
も
そ
の
効
果
の
上
で
は
、
よ
り

２６０ 駿河台法学 第２５巻第１号（２０１１）

（
九
九
）



多
き
な
ま
た
は
よ
り
小
さ
な
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
地
区
ま
た
は
裁
判
所
地
区
の
自
由
な
居
住
者
た
ち
は
、
中
世
を
通
じ
て
生
き
生
き
と

留
ま
（
２８
）

っ
た
。
諸
法
書
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
結
合
は
、
ま
だ
明
瞭
に
認
識
さ
れ
う
る
。
た
だ
ザ
ク
セ
ン
に
お
い

て
は
、
普
通
自
由
民
（G

em
einfreien

）
は
、
す
で
に
参
審
員
職
か
ら
、
そ
し
て
、
よ
り
上
級
の
グ
ラ
ー
フ
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
義

務
（D

ingpflichtigkeit

）
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
グ
ラ
ー
フ
の
ガ
ウ
（G

rafengau

）
に
お
い
て
は
、
た
だ
、
い
ま
な
お

一
定
範
囲
の
完
全
私
有
地
の
土
地
占
有
の
代
理
人
と
し
て
参
審
員
と
な
り
う
る
自
由
民
は
、
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
あ
り
、
全
て
の
そ
の

他
の
自
由
民
は
、
よ
り
僅
か
な
権
利
を
有
す
る
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
あ
る
か
、
ま
た
は
た
ん
な
る
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
一
方
で
、（
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
ツ
ェ
ン
ト
に
対
応
す
る
）
ゴ
ー
に
お
い
て
は
、
ま
だ
す
べ
て
の
自
由
民
は
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
あ

る
が
、
自
由
民
の
よ
り
上
級
の
諸
ク
ラ
ス
は
、
し
か
し
す
で
に
諸
義
務
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
（
２９
）

あ
る
。
そ
れ
で
も
し
か
し
共
同
の

裁
判
制
度
お
よ
び
組
織
制
度
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
起
源
の
意
識
は
、
次
第
に
失
わ
れ
て
行
き
、
ひ
と
は
、
次
第
し
だ
い
に
グ

ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
結
合
の
根
拠
を
領
土
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
支
配
）
ま
た
は
上
か
ら
由
来
す
る
職
務
封
土
（A

m
tslehn

）
へ
と
置
き
換

（
３０
）

え
た
。

ツ
ェ
ン
ト
お
よ
び
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
と
全
く
類
似
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
関
係
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
上
級
裁
判
官
お

よ
び
下
級
裁
判
官
の
諸
地
区
に
お
い
て
、
監
督
官
職
（V

ogteien

）
お
よ
び
村
長
職
（Schulthei�

ereien

）
ま
た
は
諸
官
職
（A

em
-

ter

）
に
お
い
て
、
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
そ
も
そ
も
公
的
な
諸
団
体
か
ら
生
じ
た
裁
判
諸
地
区
に
、
絶
え
ず
類
似
す
る
も
の
と

な
っ
た
。
フ
ォ
ー
ク
ト
（
監
督
官
）
裁
判
集
会
（V

ogtdinge
）
と
村
長
職
裁
判
集
会
（Schulthei�

endinge

）
は
、
こ
こ
で
は
徹

底
し
て
、
グ
ラ
ー
フ
裁
判
集
会
お
よ
び
ツ
ェ
ン
ト
裁
判
集
会
に
倣
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
構
成
と
判

決
発
見
が
、
そ
こ
で
と
同
様
に
こ
こ
で
も
、
妥
当
し
た
。

３．

そ
の
よ
う
に
し
て
古
い
ツ
ェ
ン
ト
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ガ
ウ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
次
第
に
単
な
る
裁
判
所
地
区

（
一
〇
〇
）
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（G
erichtsbezirke

）
の
中
へ
と
消
え
失
せ
た
の
で
あ
る
が
、「
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
ま
た
は
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」

（Stam
m
es＝
oder

V
olksgenossenschaft

）
は
、
長
い
間
は
る
か
に
よ
り
高
い
意
味
に
お
い
て
存
続
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
分

裂
後
、
個
々
の
諸
部
族
ま
た
は
諸
民
族
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ツ（P

rovinzen

）ま
た
は
諸
ラ
ン
ト（L

änder

）（regna

王
国
、ducatus
最
高
指
揮
官
職
、provinciae

州
）
が
、〈
そ
れ
ら
の
自
由
な
一
致
が
《
ま
さ
に
そ
れ
ら
が
ド
イ
ツ
帝
国
を
形
成
し
た
》

根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〉
国
家
的
統
一
体
と
し
て
現
れ
た
の
で
（
３１
）

あ
る
。
そ
れ
ら
の
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
は
、〈
な
る
ほ

ど
皇
帝
の
役
人
お
よ
び
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
（
廷
臣
た
ち
）
で
あ
る
が
、
同
時
に
し
か
し
《
部
族
統
一
体
の
代
表
者
た
ち
と
し
て
こ
の
時

期
の
始
ま
り
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
ま
だ
民
族
自
身
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
て
（
３２
）

い
る
》
国
民
的
な
民
族
の
幹
部
た
ち
で
あ
る
〉
部
族
の
ヘ

ル
ツ
ォ
ー
ク
た
ち
の
再
生
産
に
お
い
て
強
力
に
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
部
族
は
、
そ
の
独
自
の
法
に
従
っ
て
完
全
に
自
律
的
に
生

活
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
案
件
を
そ
の
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
と
と
も
に
自
ら
規
律
し
て
い
た
。
い
ま
だ
諸
法
書
は
、
諸
ラ
ン
ト
の
古

い
独
立
性
と
統
一
性
の
こ
と
を
記
憶
し
て
（
３３
）

お
り
、
そ
し
て
、
慣
習
や
方
言
の
差
異
と
同
じ
く
法
の
差
異
は
、
長
い
間
、
部
族
の
諸
境
界

の
政
治
的
意
味
を
越
え
て
存
続
し
て
（
３４
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
部
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
い
ま
や
し
か
し
、
帝
国
そ
の
も
の
と
全
く
同

様
に
、
内
部
的
に
は
次
第
し
だ
い
に
変
化
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
た
だ〈
帝
国
会
議（R

eichstage

）と
全
く
類
似
し
て
、《
ヘ
ル
ツ
ォ
ー

ク
と
と
も
に
立
法
と
行
政
に
関
与
す
る
た
め
に
》
荘
園
会
議
（H

oftage

）
に
集
ま
っ
た
〉
聖
職
者
お
よ
び
世
俗
人
た
ち
の
グ
ル
ン
ト

ヘ
ル
た
ち
だ
け
が
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
と
ど
ま
っ
て
（
３５
）

い
た
。
次
第
し
だ
い
に
、
や
が
て
こ
こ
で
も
ま
た
、
封
建

的
な
組
織
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
荘
園
会
議
は
、
貴
族
た
る
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ
ン
（
廷
臣
た
ち
）
お
よ
び
自
由
民
た
る
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ

ン
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
表
現
と
し
て
の
、
封
土
会
議
（L

ehenstage
）
と
な
（
３６
）

っ
た
。

４．

ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
領
（H

erzogthum

大
公
領
）
の
諸
関
係
が
「
フ
ュ
ル
ス
ト
領
」（F

ürstenthüm
er

諸
侯
領
）
へ
と
引
き
継
が

れ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
始
め
か
ら
す
べ
て
の
自
己
完
結
し
た
領
土
の
中
で
―
―
個
々
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（
監
督
官
職
）
地
区
お
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よ
び
裁
判
所
地
区
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
諸
団
体
を
別
と
す
れ
ば
―
―
ラ
ン
ト
の
す
べ
て
の
居
住
者
た
ち
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
理

念
が
存
在
し
た
。
そ
の
中
に
あ
る
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
も
ま
た
、
ラ
ン
ト
の
世
俗
的
及
び
聖
職
者
的
な
グ
ル
ン
ト

ヘ
ル
た
ち
だ
け
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
ら
の
者
た
ち
だ
け
が
彼
ら
の
フ
ュ
ル
ス
ト
の
荘
園
会
議
（H

oftage

）
に
参
集
し
た
の
で
あ
る
。

封
土
制
度
（L

ehnw
esen

レ
ー
ン
制
）
は
、
さ
ら
に
封
建
的
理
念
を
持
ち
込
み
、
そ
し
て
、
荘
園
会
議
の
代
わ
り
に
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ

ン
会
議
（V

assallentage

）
お
よ
び
騎
士
会
議
（R

ittertage

）
が
登
場
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
領
土
居
住
者
た
ち
の
独
立
し
た
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
思
想
は
、
失
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
存
続
は
、
確
か
に
、
後
に
古
い
諸
団
体
の
崩
壊
か
ら
の
ア
イ
ヌ
ン
グ

（
結
合
）
制
度
の
形
成
的
な
影
響
の
も
と
に
き
わ
め
て
力
強
く
自
己
完
結
す
る
ラ
ン
ト
高
権
に
対
し
て
自
ら
を
高
め
た
と
こ
ろ
の
、
新

た
な
ラ
ン
ト
階
級
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
成
立
に
向
け
て
影
響
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
（
３７
）

っ
た
。

�．

そ
の
よ
う
に
し
て
全
ド
イ
ツ
に
お
い
て
封
建
シ
ス
テ
ム
が
、
古
い
民
族
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
残
り
に
つ
い
て
一
つ
の
枠

を
見
出
し
、
そ
し
て
、
民
族
の
法
意
識
に
お
い
て
い
ず
れ
に
せ
よ
ま
だ
〈
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
が
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
神
的
な
起
源

に
つ
い
て
の
そ
の
知
ら
れ
た
理
論
と
並
ん
で
「
す
べ
て
の
世
俗
的
な
裁
判
所
は
選
挙
（K

üre

）
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
命
題

を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
限
り
で
〉
古
い
観
念
に
よ
っ
て
生
き
た
一
方
で
は
、
個
別
の
地
方
に
お
い
て
は
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
な
組
織
が
ほ
と
ん
ど
完
全
な
純
粋
性
に
お
い
て
維
持
さ
れ
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、〈
政
治
的
な
関
係
に
お
い
て
は
初
め
か
ら
ツ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
（
３８
）

な
い
〉
完
全

に
自
由
な
タ
ー
ル
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
（T

halm
arkgem

einde
）
が
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ツ
、
ウ
ー
リ
お
よ
び
ウ
ン
タ
ー
ヴ
ァ
ル
デ
ン
に
お

い
て
、
な
る
ほ
ど
皇
帝
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（
監
督
官
職
）
の
も
と
に
登
場
し
、
そ
し
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
浸
透
を
と
お
し

て
奴
隷
た
ち
と
混
合
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ト
ア
ル
メ
ン
デ
に
つ
い
て
の
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ

た
総
手
的
所
有
権
（
総
有G

esam
m
teigenthum

）
が
そ
の
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
組
織
を
維
持
す
る
こ
と
に
成
功
（
３９
）

し
た
。

（
一
〇
二
）
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そ
れ
を
と
お
し
て
そ
れ
ら
は
、
引
き
続
く
時
代
に
お
い
て
〈
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
と
隷
属
状
態
を
打
破
し
、
そ
し
て
、
完
全
に
自
由
な
ラ
ン

ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
な
る
べ
き
〉
状
態
に
置
か
れ
て
（
４０
）

い
た
。

さ
ら
に
純
粋
に
、
最
も
古
い
ゲ
ル
マ
ン
的
な
諸
制
度
が
フ
リ
ー
ゼ
ン
の
も
と
で
確
保
さ
（
４１
）

れ
た
。
た
だ
フ
リ
ー
ゼ
ン
地
方
の
二
三
の
部

分
は
、
隣
接
す
る
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
（
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ド
ル
、
ゲ
ル
ダ
ー
の
諸
グ
ラ
ー
フ
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
、
ブ

レ
ー
メ
ン
の
修
道
院
）
に
服
し
た
。
そ
の
他
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
た
ち
は
、
自
由
な
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
結
合
さ
れ
た
状
態

に
留
ま
っ
た
。（
半
分
は
フ
リ
ー
ゼ
ン
、
半
分
は
ザ
ク
セ
ン
の
デ
ィ
ト
マ
ル
シ
ェ
ン
の
よ
う
な
）
こ
れ
ら
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
僅
か
な
も

の
だ
け
が
、
封
土
授
与
さ
れ
た
グ
ラ
ー
フ
た
ち
ま
た
は
フ
ォ
ー
ク
ト
た
ち
を
裁
判
官
と
し
て
受
け
取
っ
た
が
、
そ
の
他
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
、

と
く
に
ウ
ェ
ー
ザ
ー
河
と
エ
ム
ス
河
の
間
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
最
古
の
法
の
意
味
に
お
い
て
完
全
に
自
由
に
留
ま
（
４２
）

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
フ

リ
ー
ス
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
全
て
の
自
由
民
た
ち
の
平
和
団
体
と
法
団
体
と
し
て
の
古
い
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
存
続
し
た
。

年
ご
と
に
彼
ら
の
裁
判
官
を
選
挙
し
た
農
民
（
４３
）

団
体
、
諸
ツ
ェ
ン
ト
に
対
応
し
た
ゴ
ー
ゲ
マ
イ
（
４４
）

ン
デ
、
そ
し
て
最
後
に
、
古
い
大
き
な
民

族
団
体
の
ガ
ウ
か
ら
生
じ
た
ラ
ン
ト
（
ゼ
ー
ラ
ン
トSeeland

〔
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
あ
る
（
４５
）

地
名
〕）
は
、
自
治
的
に
そ
れ
ら
の

組
織
と
そ
れ
ら
の
法
を
形
成
し
続
け
、
自
ら
裁
判
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
平
和
ま
た
は
彼
ら
の
自
由
を
脅
か
す
あ
ら
ゆ
る

非
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（U
ngenossen

仲
間
で
な
い
者
た
ち
）
の
防
衛
の
た
め
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
軍
隊
ゲ
マ
イ
ン
デ
（H

eergem
einden

）

で
あ
（
４６
）

っ
た
。
個
々
の
諸
ラ
ン
ト
の
上
に
は
、
し
か
し
、〈
毎
年
ウ
プ
ス
タ
レ
ス
ボ
ー
ム
（U

pstallesboom

）
に
集
合
し
、
そ
し
て
、

す
べ
て
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
た
ち
に
共
通
の
平
和
を
、
全
て
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
た
ち
に
共
通
の
法
を
設
定
し
、
そ
し
て
、
そ
れ

ゆ
え
外
部
に
向
か
っ
て
は
ラ
ン
ト
の
防
衛
を
、
内
部
に
向
か
っ
て
は
最
上
級
の
（
４７
）

立
法
、
お
よ
び
、
ラ
ン
ト
平
和
の
維
持
の
た
め
お
よ
び

個
々
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
間
の
争
い
の
調
停
の
た
め
の
裁
判
官
の
権
力
を
執
行
（
４８
）

し
た
〉
全
て
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
た
ち
の
大
き
な
民
族
ゲ

マ
イ
ン
デ
が
存
在
し
た
。
我
々
に
知
ら
れ
た
形
式
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
全
組
織
は
、
す
で
に
〈
そ
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の
集
会
に
お
い
て
は
、
た
だ
裁
判
官
と
聖
職
者
た
ち
だ
け
が
諸
ラ
ン
ト
の
全
権
を
授
与
さ
れ
た
代
理
人
と
し
て
現
れ
る
が
、
し
か
し
集

会
そ
の
も
の
は
連
邦
の
日
程
（T

agfahrt

）
の
性
格
を
受
け
取
っ
て
い
る
〉
こ
と
を
と
お
し
て
独
特
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
フ
リ
ー

ス
ラ
ン
ト
全
体
は
、
独
立
し
た
ラ
ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
由
に
設
立
さ
れ
た
平
和
同
盟
と
し
て
現
わ
れ
て
（
４９
）

い
た
。
こ
の
組
織
は
、
そ
れ

ゆ
え
す
で
に
ア
イ
ヌ
ン
グ
（E

inung

）
の
影
響
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
ア
イ
ヌ
ン
グ
に
つ
い
て
は
後
に
問
題

と
な
る
で
あ
（
５０
）

ろ
う
。

【
以
上
、
第
二
十
五
章
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
二
十
五
章
の
注
】

注（
１
）

上
述
、
第
十
三
章
、
第
十
四
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
２
）

E
ichhorn

§
234b.L

andau,T
err.S.344

f.Z
öpfl,R

.G
.§
51.IV

.P
hillips,R

.G
.S.211.

注（
３
）

W
alter

§
183
N
ote
10

―13.

注（
４
）

ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
司
教
に
つ
い
て
は
、
す
で
にA

dam
v.B
rem
en
V
I
c.5.

が
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
司
教
職
に
お
い

て
彼
の
名
で
兄
弟
た
ち
を
有
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
彼
一
人
だ
け
が
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
司
教
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
自
身
が
彼
の

教
区
の
す
べ
て
の
廷
臣
た
ち
を
支
配
す
る
と
き
、
彼
は
、
そ
の
上
に
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
キ
ア
の
最
高
指
揮
官
職
を
司
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

（solus
erat

W
ürzeburgensis

episcopus,
qui
in
episcopatu

suo
nem
inem

dicitur
habere

consortem
.
Ipse

enim
cum

teneat
om
nes
com
itatus

suae
parochiae,ducatum

etiam
provinciae

gubernat.

）、
と
。E

ichhorn,R
.G
.§
222,bes.N

ote

c.d.e.f.W
alter

§
183.

を
み
よ
。

注（
５
）

カ
ー
ル
大
帝
を
と
お
し
て
初
め
て
す
べ
て
の
ガ
ウ
の
諸
集
会
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
見
解
（
例
え
ばW

alter
§
98.102

f.Schulte
§

47.

）
に
よ
れ
ば
、
ガ
ウ
は
「
以
前
は
」
単
な
る
行
政
地
区
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。（
不
当
に
も
自
己
の
見
解
を
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
、

（
一
〇
四
）
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グ
リ
ム
お
よ
び
ベ
ー
ト
マ
ン＝

ホ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
中
に
も
ま
た
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
）
ト
ゥ
ー
デ
ィ
ッ
フ
ムT

hudichum
,
G
au＝

und

M
arkv.S.80

f.

は
、
カ
ー
ル
大
帝
の
諸
命
令
を
た
だ
〈
グ
ラ
ー
フ
の
も
と
で
個
々
の
ツ
ェ
ン
ト
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
上
級
の
裁
判
所
〉

に
の
み
関
係
づ
け
、
そ
し
て
、
い
か
な
る
時
代
に
も
大
規
模
な
ガ
ウ
集
会
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
ガ
ウ
は
、
そ
う
す
る

と
、
た
だ
、
そ
こ
で
グ
ラ
ー
フ
が
租
税
の
取
立
て
と
戦
闘
能
力
の
あ
る
兵
士
集
団
（M

annschaften

）
の
徴
集
を
任
さ
れ
て
い
た
行
政
地

区
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。U

nger,L
andstände

I.49
f.

を
も
参
照
せ
よ
。

注（
６
）

E
ichhorn

§
234
a.Z
öpfl,R

.G
.§
10
X
I.W
alter

§
172.

180.
184.

R
oth,

B
eneficialw

esen
S.
432
f.
Schulze,

E
rstgeburt

S.79
f.

注（
７
）

C
ap.v.877

P
ertz

I.
537.

R
oth
S.
419
f.
W
alter

§
184
N
ote
6

―9.
Schulze,

E
rstgeburt

S.
62

―71.
82

―95.

後
者
〔
シ
ュ
ル

ツ
ェ
〕
は
、
十
一
世
紀
の
終
わ
り
と
十
二
世
紀
の
初
め
を
、
帝
国
職
務
の
世
襲
制
（E

rblichkeit

）
が
よ
り
決
定
的
な
「
法
」
原
則
と
し

て
確
立
し
た
時
点
と
み
な
し
て
い
る
。

注（
８
）

E
ichhorn

§
222
N
ote
k.
Schulte

§
68.
N
ote
2.
W
alter

§
183.

N
ote
30
f.
185
N
ote
4.
Schulze,

E
rstgeburt

S.
154.

A
nnl.
F
uld.
a.
881.

P
ertz

I.
394：

「
大
修
道
院
長
た
ち
と
一
身
を
捧
げ
る
べ
き
廷
臣
た
ち
を
」（abbatias

et
com
itatus

dedid.

）。

A
nnal.B

ertin.858.877
ib.I.452.504.

注（
９
）

W
alter

§
183
N
ote
27.32;§

185
N
ote
5.6

は
諸
例
を
与
え
て
い
る
。

注（
１０
）

E
ichhorn

§
234
a.Z
öpfl
§
37.III.L

andau,T
err.S.346

f.T
hudichum

l.c.S.85.W
alter

§
183

―185.Schulte
§
68.

注（
１１
）

分
割
可
能
性
に
つ
い
て
はE

ichhorn
§
301

諸
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
の
蓄
積
に
つ
い
て
は§

222
N
ote

9

。
と
く
に
、
し
か
し

Schulze,
E
rstgeburt

S.
149

―177

お
よ
び
分
割
さ
れ
た
ま
た
は
共
同
体
的
に
居
住
さ
れ
る
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
の
諸
例S.

156

―167.

。

V
gl.W

alter
§
185
N
ote
3.9.10.

―T
hietm

ar.C
hron.IV

.22.P
ertz

III.777

（「
十
五
人
の
廷
臣
た
ち
の
中
の
廷
臣
に
」15

com
i-

tatuum
com
ite

）。R
eginon

cont.a.949.P
ertz

I.620：

「
王
の
許
可
に
よ
っ
て
特
権
ま
た
は
管
理
者
職
の
ど
の
よ
う
な
も
の
を
で
あ

れ
有
し
た
と
こ
ろ
の
廷
臣
が
行
っ
た
よ
う
に
、
彼
は
、〔
そ
れ
を
〕
あ
た
か
も
相
続
財
産
の
よ
う
に
息
子
た
ち
の
間
で
分
割
し
た
。」（U

to
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com
es
obiit,qui

perm
issu

regis
quicquid

beneficii
aut
praefecturae

habuit,quasi
hereditatem

inter
filios

divisit.

）。

注（
１２
）

Schulze,E
rstgeburt

S.154.W
alter

§
185.

注（
１３
）

L
andau

S.350.351.U
nger,L

andst.I.124
f.

に
お
け
る
証
明
。

注（
１４
）

E
ichhorn,R

.G
.§
302
N
ote
g.H
om
eyer,Sachsenspiegel

II,2.S.535
f.L
andau,T

err.S.352
f.;G
aue
II.S.43

f.240
f.

Stobbe,Z
eitschr.f.deut.R

echt.B
d.15

S.121.

注（
１５
）

E
ichhorn,R

.G
.§
141.170.221.234

a.II.L
andau,T

err.S.360
f.Z
öpfl

§
33.III.§

52.P
hillips

S.
208
f.
Schulte,

R
.G
.

§
68.W

alter
§
172.180.L

erchenfeld,d.altbair.landst.F
reibriefe

S.X
X
X
II
f.Schulze,E

rstgeburt
S.75

f.

注（
１６
）

U
nger,L

andst.I.130

―189.W
alter

§
199
f.Schulte,R

.G
.§
68.Schulze,E

rstgeburt
S.75

―79.

注（
１７
）

So
im
Schw

abensp.
c.
139.

K
aiserr.

c.
139：

「
フ
ュ
ル
ス
ト
職
」（“

fü rstenam
t ”

）
―
「
皇
帝
の
奉
仕
職
」（“

dienstam
t
des

kaisers ”

）。

注（
１８
）

P
ertz

L
.II.291.

注（
１９
）

そ
の
こ
と
を
諸
法
書
は
法
の
原
則
と
語
っ
て
い
る
。
と
く
にSchulze,

E
rstgeburt

S.
95

―149.

を
参
照
せ
よ
。
そ
こ
で
は
、
さ
ら
に

諸
判
決
、
同
時
代
者
た
ち
の
諸
見
解
お
よ
び
歴
史
的
な
諸
例
に
基
づ
い
て
、
原
則
的
な
不
可
分
性
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

注（
２０
）

Schulze
l.c.S.228

―309.

注（
２１
）

E
ichhorn,R

.G
.§
222.234

a.
L
andau

S.
344
f.
Sachsse,

G
rundl.

415.
Z
öpfl

§
51.
P
hillips

S.
210.

211.
W
alter,

R
.G
.
§

183
f.
Schulze,

E
rstgeburt

S.
71
f.

二
つ
の
特
別
の
ガ
ウ
の
解
散
を
ラ
ン
ダ
ウL

andau,
B
eschreibung

der
deutschen

G
aue,

bes.I.S.226
f.II.233

f.

は
、
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ッ
パ
ー
マ
ンW

ipperm
ann,Z

eitschr.f.deut.R
echt.

B
d.
16.
S.
1
f.

を
参
照
せ
よ
。
こ
れ
ら
の
諸
過
程
は
、
ト
ゥ
ー
デ
ィ
ッ
フ
ムT

hudichum
,
l.c.
S.
84
f.

に
お
い
て
は
、
全
く
異
な
る
解

釈
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

注（
２２
）

フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち
の
地
位
は
、
い
ま
や
帝
国
封
土
（R

eichslehn

）（Scepter＝
und

F
ahnlehn

軍
旗
領
、
皇
帝
直
轄
領
）
の
保
有
者

（
一
〇
六
）
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と
み
な
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
そ
の
他
の
裁
判
官
の
権
力
は
陪
臣
領
地
（A

fterlehn

陪
臣
封
土
）
と
み
な
さ
れ
た
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル

Sachsensp.III,53.§
2：

「
王
は
、
裁
判
官
の
口
に
、
固
有
財
産
、
封
土
財
産
、
お
よ
び
、
脆
弱
な
臣
下
の
生
命
に
つ
い
て
告
発
さ
せ
る

ゆ
え
に
、
皇
帝
は
、
彼
を
、
し
か
し
全
て
の
場
所
に
お
い
て
従
者
と
は
せ
ず
、
そ
し
て
、
全
て
の
不
正
な
人
々
を
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
の

行
為
に
つ
い
て
正
さ
せ
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
皇
帝
は
フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち
に
軍
旗
領
を
代
理
さ
せ
、
そ
し
て
、
フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち

は
グ
ラ
ー
フ
た
ち
に
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
（
伯
爵
領
）
を
代
理
さ
せ
、
そ
し
て
、
グ
ラ
ー
フ
た
ち
は
債
務
者
を
シ
ュ
ー
テ
ド
ー
ム

（Schuldturm
？

債
務
監
獄
）
に
お
く
。
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
。
兵
士
団
の
手
も
声
も
封
土
に
来
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
彼
ら
を
首
と
手

に
つ
い
て
〔
罰
す
る
〕。
仮
訳
。」（D

en
koning

kuset
m
on
to
richtere

over
egen

und
over

len
unde

over
jow
elkes

m
annes

lif.D
e
keyser

en
m
ach
aver

in
allen

steden
nicht

gesin
unde

alle
ungerichte

nicht
gerichten

to
aller

tid.
D
arum

m
e

liet
he
den

vorsten
vanlen,

unde
de
vorsten

den
greven

de
gravesscap,

unde
de
greven

den
sculteten

dat
scuthe-

dom
.§
2.In

de
verden

hant
en
scal

nen
len
kom
en,dat

gerichte
si
over

hals
und

over
hant.

）。

注（
２３
）

ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
（W

etterau

）
の
自
由
な
裁
判
所
は
そ
う
で
あ
る
。L

andau,
T
err.

S.
352
f.
G
aue

S.
231
f.
W
ipperm

ann
l.c.

T
hudichum

,G
au＝

und
M
arkv.S.35

f.53
f.

と
く
に
、
あ
ら
ゆ
る
村
が
そ
の
下
級
代
官
（U

ntergreben

）
を
任
命
し
、
全
て
の
村

が
一
緒
に
な
っ
て
最
上
級
の
グ
ラ
ー
フ
を
任
命
し
た
と
こ
ろ
の
、
カ
ー
チ
ェ
ン
自
由
裁
判
所
（das

freie
G
ericht

K
atchen

）
に
つ
い

て
、L

andau,G
aue.I.92

f.W
ipperm

ann
l.c.
S.
70.

ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ツ
ェ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ス
テ
ュ
ー
マ
ー
を
グ
リ
ムG

rim
m
III.
S.

394
f.,bes.S.411.415.420.435.

に
お
い
て
見
よ
。

注（
２４
）

Z
öpfl
§
42.II;54.I.E

ichhorn
§
309.W

alter,R
.G
.§
287.Schulte

R
.G
.§
77.I.U

nger
l.c.I.178

―189.T
ittm
ann,G

esch.

H
einrichs

des
E
rlauchten

I.115
f.

諸
カ
ピ
ト
ゥ
ラ
ー
リ
ア
（C

ap.L
ang.802

c.14.803
m
in.c.20.807

c.12.809
c.5.817

c.

15.817
c.14.823

c.13.829
c.5.P

ertz
I.
104.

115.
151.

156.
216.

217.
233.

354

）
に
従
っ
て
毎
年
三
回
も
た
れ
る
べ
きplacita

generalia

（
全
体
的
な
意
見
）、m

alla
com
itis

（
仲
間
〔
従
者
〕
の
選
好
）
は
、〈placita

provincialia

属
領
民
の
意
見
、legitim

a

法

で
定
め
ら
れ
た
慣
習
、com

m
unia

共
同
会
議
、vulgaria

日
常
会
議
、
ま
た
は
、plebiscita

民
衆
会
議
、landdinge

ラ
ン
ト
裁
判
集
会
、
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landtage

ラ
ン
ト
会
議
、
ま
た
は
、landgerichte

ラ
ン
ト
裁
判
所
、
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
が
〉、C

onst.
v.
1234

に
お
い
て
は
、

全
て
の
フ
ュ
ル
ス
ト
お
よ
び
主
人
た
ち
に
対
し
て
義
務
と
さ
れ
、
そ
し
て
、
諸
法
書
（R

echtsbücher

）
に
お
い
て
は
一
つ
の
一
般
的
な

制
度
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
参
照
せ
よ
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ルIII,

61
§
1.

シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ルc.

135

「
十
八
週
間
の

間
、
王
か
ら
裁
判
所
を
受
け
取
っ
た
あ
ら
ゆ
る
フ
ュ
ル
ス
ト
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
主
人
は
、
彼
の
ラ
ン
ト
裁
判
集
会
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。」

（uber
achtzehn

w
ochen

sol
ein
jegelich

furste
und

ein
jegelich

herre,
der
gerichte

von
dem

kiunige
em
pfangen

hat,sin
lanttegeding

haben

）。
同c.358

「
彼
の
裁
判
所
に
お
い
て
座
る
全
て
の
人
々
は
、
そ
の
ラ
ン
ト
裁
判
集
会
を
訪
問
す
べ
き
で

あ
り
、
財
産
を
彼
の
裁
判
所
に
お
い
て
有
す
る
か
ま
た
は
足
を
も
っ
て
彼
の
裁
判
所
に
お
い
て
座
る
べ
き
で
あ
る
。」（alle

die
in
sinem

gerichte
sitzent,

die
suln

sin
lanttegeding

suchen,
die
gut
in
sinem

gerichte
hant

oder
m
it
huse

in
sinem

gerichte

sitzent.

）。

注（
２５
）

ヘ
ッ
セ
ン
ガ
ウ
の
地
方
従
者
お
よ
び
地
方
農
民
た
ち
（m

ilites
et
rustici

provinciales

）
の
集
会
は
そ
う
で
あ
っ
た
。W

enck,H
ess.

L
andesgeschichte

II.416
f.
L
andau,

G
aue
II.
4.
5.
242
f.

。
異
説
、
ト
ゥ
ー
デ
ィ
ッ
フ
ムT

hudichum
S.
104
f.

は
、〈
た
だ
役

人
た
ち
、
代
表
者
た
ち
、
聖
職
者
た
ち
お
よ
び
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
た
ち
だ
け
が
訪
問
し
た
〉
イ
ギ
リ
ス
のscirgem

ot

（
州
の
民
会
）（E

dg.

III,
5;
C
nut
II,
18

―19;
leg.
H
enr.

I.
c.
7.
§
2

）
の
援
用
の
も
と
に
、
全
て
の
時
代
に
つ
い
て
の
よ
り
大
き
な
ガ
ウ
の
諸
集
会
の
中
に
、

た
だ
名
士
た
ち
の
集
会
の
み
を
見
て
い
る
。
類
似
し
て
マ
イ
セ
ン
の
ラ
ン
ト
裁
判
集
会
（L

anddinge

）。U
nger

I.184.185.

注（
２６
）

と
く
にT

ittm
ann

und
U
nger

l.c.

に
お
け
る
証
明
を
見
よ
。T

hüringe
zu
M
ittelhausen

に
つ
い
て
の
大
ラ
ン
ト
事
項
に
つ
い
て

は
、W

alter
l.c.
N
ote
4.

に
お
け
るL

egenda
B
onifacii

II,
8

を
見
よ
。
諸
法
律
ま
た
は
帝
国
会
議
ま
た
は
荘
園
会
議
の
諸
決
議
の
公

刊
も
ま
た
、
こ
こ
で
は
行
わ
れ
、
時
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
同
意
す
ら
求
め
ら
れ
た
。

注（
２７
）

ひ
と
が
早
期
に
必
ず
し
も
特
殊
的
に
関
係
者
で
は
な
い
人
々
（
参
審
員
た
ち
お
よ
び
当
事
者
た
ち
）
を
次
第
に
た
だ
負
担
と
し
て
感
じ

ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
臨
時
裁
判
集
会
の
訪
問
か
ら
解
放
し
た
こ
と
（K

arol.M
.leg.L

ang.c.49.C
ap.803

c.20.P
ertz

I.115.805
c.

5
ib.
156

）
を
と
お
し
て
、
出
頭
す
べ
き
権
利
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
留
ま
っ
た
（G

rim
m
,
R
.A
.S.
749
f.

）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
な
裁

（
一
〇
八
）
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判
所
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
性
質
に
つ
い
て
の
観
念
が
、
ま
ず
最
初
に
失
墜
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

注（
２８
）

完
全
な
証
明
を
提
出
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
組
織
お
よ
び
軍
隊
組
織
へ
の
よ
り
詳
し
い
立
ち
入
り
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
中
に
古
い
民
族
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
末
裔
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
至
る
所
で
繰
り
返
さ
れ
る
基
礎

形
式
で
十
分
で
あ
る
。

注（
２９
）

と
く
に
シ
ュ
ト
ッ
ベStobbe’s

über
die
G
erichtsverfassung

und
über

die
Stände

des
Sachsenspiegels

in
der
Z
eitschr.

f.deut.R
.B
d.15.S.82

f.und
S.311

f.;

ま
た
、
ホ
ー
マ
イ
ヤ
ーH

om
eyer,Sachsensp.l.c.S.533

f.

ト
ゥ
ー
デ
ィ
ッ
フ
ムT

hudi-

chum
,G
au＝

und
M
arkv.S.45

f.

を
み
よ
。
―
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ルSachsensp.I,71

に
お
け
る
、
ゴ
ー
グ
ラ
ー
フ（gogreve

）

の
選
挙：

「
選
挙
さ
れ
た
ゴ
ー
グ
ラ
ー
フ
、
ま
た
は
、
封
土
を
与
え
ら
れ
た
裁
判
官
」（de

gekorene
gogreve

oder
de
belende

rich-

tere.

）。
ゴ
ー
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
自
治
、ib.III.64

§
10：

「
ゴ
ー
グ
ラ
ー
フ
ェ
に
は
六
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
ま
た
は
一
シ
リ
ン
グ
を
、
ラ
ン
ト
民

の
選
択
に
応
じ
て
。」（dem

e
gogreven

ses
penninge

oder
enen

scilling,al
w
e
der
lantlude

kore
stat.

）。

注（
３０
）

特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
ま
さ
に
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
諸
制
度
を
最
も
純
粋
に
継
続
し
て
い
る
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
刑
事
裁
判
所

（V
em
gericht

）
に
お
い
て
、
グ
ラ
ー
フ
領
の
住
民
た
ち
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
結
合
は
も
は
や
ど
こ
で
も
認
識
し
得
な
い
こ
と
で

あ
る
。
自
由
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
領
と
自
由
参
審
員
職
は
、
同
じ
よ
う
に
職
務
封
土
（A

m
tslehen

）
と
な
っ
て
お
り
、
自
由
参
審
員
は
、

な
る
ほ
ど
相
互
の
間
で
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
例
え
ば
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
の

機
関
で
は
な
い
。
古
い
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
あ
る
程
度
、
官
職
正
義
（Stuhlgerechtigkeiten

）
の
保
有
者

の
ク
ラ
イ
ス
に
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
。V

gl.W
alter

§
385

―391.Schulte
§
116.117.123.

注（
３１
）

P
hillips,

R
.G
.
§
80.
W
alter

§
174.

そ
れ
ゆ
え
〈
先
ず
第
一
に
そ
し
て
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
族
の
部
族
王
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
者

と
し
て
彼
が
そ
の
他
の
部
族
の
出
身
で
あ
っ
た
場
合
に
も
ま
た
フ
ラ
ン
ク
法
を
受
け
取
っ
た
（
そ
の
よ
う
に
ま
だSchw

abensp.
c.
132

§
6;
Sachsensp.

III,
54
§
4

）
と
こ
ろ
の
〉
ド
イ
ツ
王
の
選
挙
は
、
初
め
は
個
々
の
諸
部
族
の
約
定
に
基
づ
い
て
い
た
。
通
常
、
フ
ラ

ン
ク
族
と
ザ
ク
セ
ン
族
は
（
コ
ン
ラ
ー
ド
一
世
の
選
挙
に
お
い
て
初
め
て
バ
イ
エ
ル
ン
お
よ
び
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
も
ま
た
）
結
合
し
て
お
り
、
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そ
し
て
、
王
は
、
他
の
諸
部
族
の
同
意
を
獲
得
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
強
要
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。V

gl.
P
hillips,

die
deutsche

K
önigsw

ahl
bis
zur
goldenen

B
ulle.W

ien
1858.

注（
３２
）

バ
イ
エ
ル
ン
法
典
（lex

B
ajuv.

II.
c.
1

）
は
言
う
。「
王
が
任
命
し
た
か---

ま
た
は
民
衆
が
自
ら
の
た
め
に
選
挙
し
た
と
こ
ろ
の
、

指
導
者
を
」（ducem

quem
rex
ordinavit

---
aut
populus

sibi
elegerit.

）
と
。
ま
だ
十
世
紀
に
お
い
て
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
た
ち

が
一
人
の
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
を
選
び
、
彼
を
皇
帝
が
認
証
し
た
。v.
L
erchenfeld,

die
altbair.

landst.
F
reibriefe,

E
inleitung

v.

R
ockinger

S.
X
X
II.
Z
öpfl

§
42
N
ote
3.
Schulze,

E
rstgeburt

S.
122.

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
（T

hüringen

）、
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン

（Schw
aben

）
お
よ
び
ケ
ル
ン
テ
ン
（K

ärnthen

）（
こ
こ
で
は
と
く
に
司
教
職
叙
任
形
式
に
お
い
て
）
か
ら
の
痕
跡
は
、Schulze

S.

123.124.

に
お
い
て
。

注（
３３
）

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ルSachsensp.

III,
53
§
1：

「
あ
ら
ゆ
る
ド
イ
ツ
の
ラ
ン
ト
は
、
そ
の
プ
フ
ァ
ル
ツ
伯
を
有
す
る
。
ザ
ク
セ
ン
、

バ
イ
エ
ル
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
お
よ
び
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
王
国
で
あ
っ
た
。」（jew

elk
dudesch

lant
hevet

sinen

palenzgreven.Sassen,B
ayern,V

ranken
unde

Suaven.D
it
w
aren

alle
koning

rike.

）。Schw
abensp.c.120.

注（
３４
）

上
述
、
第
十
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
３５
）

E
ichhorn

§
309.

P
hillips

§
80.
Z
öpfl

§
42.
54.
U
nger,

L
andstände

I.
S.
115

f.

―
バ
イ
エ
ル
ン
に
つ
い
て
は
、
と
く
にv.

L
erchenfeld

l.c.S.X
X
V
II
f.
Schw

abensp.
c.
138

（
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
司
教
た
ち
、
グ
ラ
ー
フ
た
ち
、
主
人
た
ち
、
フ
ァ
ッ
サ
ル
レ

ン
（
廷
臣
た
ち
）
お
よ
び
従
者
た
ち
（D

ienstleute
）
が
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
の
荘
園
を
訪
問
す
べ
き
で
あ
る
。）

注（
３６
）

上
述
、
第
二
十
三
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
３７
）

以
下
、
第
五
十
一
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
３８
）

そ
の
よ
う
に
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
ー
（B

luntschli
I.21.

）
は
推
定
し
て
い
る
。B

lum
er
l.c.I.S.15.M

aurer,E
inl.S.

316.
320.

を
も

ま
た
参
照
せ
よ
。

注（
３９
）

V
gl.M

aurer,E
inl.302

f.B
lum
er
l.c.B

d.I.,bes.S.78
f.117

f.

（
一
一
〇
）

２４９オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



注（
４０
）

以
下
、
第
四
十
九
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
４１
）

E
ichhorn,R

.G
.§
285b.285c.v.R

ichthofen,friesische
R
echtsquellen.U

n
ger,L

andstände
I.S.176

―167.v.D
aniels

II,

3.S.404.W
alter,R

.G
.§
303.

注（
４２
）

フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
は
彼
ら
の
自
由
を
特
別
の
特
権
と
し
て
、
帝
国
の
一
般
的
な
諸
状
態
に
お
け
る
一
つ
の
例
外
と
し
て
受
け
取
っ
て

い
る
。
彼
ら
の
自
由
を
よ
り
確
固
と
し
て
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
彼
ら
は
、
そ
れ
を
彼
ら
の
諸
法
律
の
中
で
教
皇
と
皇
帝
の
諸
特
権
に
遡

ら
せ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
特
別
の
諸
行
為
の
報
酬
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、R

ichthofen
l.c.
S.
10;
28
ib
S.
102.

109;
388

§
2
ec.

に
お
け
る7.

K
üre

（
第
七
選
定
権
）
を
見
よ
。
彼
ら
は
、
彼
ら
の
自
由
が
そ
の
時
代
の
普
通
の
自
由
か
ら
異
な
る
こ

と
、
彼
ら
の
自
由
は
、
減
少
さ
れ
な
い
ゆ
え
に
、
た
だliberi

dom
ini

（
自
由
な
主
人
た
ち
）（allodialen

G
rundherren

完
全
私
有
〔
世

襲
領
〕
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
た
ち
）
の
自
由
に
の
み
比
較
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
を
も
ま
た
、
十
分
に
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
例
え
ば
、
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ンR
ichthofen

I.
S.
440.

441.

に
お
い
て
は
、
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
マ
グ
ヌ
ス
（M

agnus

）
の
選
定

に
お
い
て
は
、
風
が
雲
か
ら
吹
き
そ
し
て
世
界
が
存
在
す
る
限
り
で
、
生
来
的
お
よ
び
非
生
来
的
な
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
た
ち
が
「
フ
ラ

イ
ヘ
ル
」
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
風
が
雲
か
ら
は
る
か
に
吹
き
、
そ
し
て
、
世
界
が
存
続
す
る
限
り
で
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
そ
し
て

非
生
ま
れ
な
が
ら
の
全
て
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
が
フ
ラ
イ
ヘ
ル
を
守
る
〔
選
挙
す
る
〕
こ
と
。
仮
訳
」（dat

alle
F
resen

fryherrn

w
eeren,di

berna
ende

di
oenberna,alsoe

langh
soe
di
w
ynd

fan
da
w
olkenen

w
ayd
ende

dye
w
rauld

stoede.

）。

注（
４３
）

S.
1361

b.
R
ichthofen

S.
109.

N
r.
3：

「
一
つ
ひ
と
つ
の
領
地
の
諸
地
域
が
そ
の
審
判
者
た
ち
を
そ
れ
ら
の
慣
習
に
従
っ
て
選
挙
す

る
こ
と
。」（quod

singuli
districtus

terrarum
suos

judices
eligant

secundum
consuetudinem

suam
.

）。W
esterw

older

L
andr.

v.
1470

ib.
S
271
§
25.

―
個
々
の
農
民
団
体
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
職
は
、
割
り
当
て
に
従
う
一
定
の
順
序
に
お
い
て
年
か
ら

年
へ
の
変
わ
り
目
に
交
替
し
た
。B

rokm
er

に
お
い
て
し
か
り
。B

rokm
erbrief

b.R
ichthofen

S.151
f.§
1.19

―21.

注（
４４
）

そ
の
よ
う
な
ゴ
ー
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、B

rokm
er

、E
m
siger

、R
üstringer

、F
ivelgoer

な
ど
、〈
独
自
の
意
思
（W

illkür

）
を
有
す

る
〉
そ
も
そ
も
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
る
。V

gl.
R
ichthofen

S.
115
f.

そ
れ
ゆ
え
い
つ
で
も
集
会
に
お
け
る
幾
人
か
の
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審
判
者
（judices

ま
た
はrediew

an

）
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、R

ichthofen
S.
135.

138.
182.

諸
ゴ
ー
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
一

部
は
、
直
接
農
民
団
体
（B

auerschaften

）
へ
、
一
部
は
、（
ブ
ロ
ク
マ
ー
と
リ
ュ
ス
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
よ
う
に
）
地
区
お
よ
び
農
民
団
体
、

と
き
お
り
さ
ら
に
隅
（herna

）
に
お
け
る
農
民
団
体
へ
と
分
裂
し
た
。

注（
４５
）

諸
ゼ
ー
ラ
ン
ト
は
、
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
が
そ
れ
ら
か
ら
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
本
来
の
政
治
的
な
諸
統
一
体
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、R

ichthofen
S.
109.

N
r.
6.

を
見
よ
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、
―
―
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
が
認
め
る
よ
う
に
、
よ
り
小
さ
な
諸
地
方
ま
た

は
ゴ
ー
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
は
な
く
―
―
古
い
民
族
団
体
ま
た
は
ガ
ウ
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
４６
）

リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
一
三
二
三
年
の
ウ
プ
ス
タ
ル
ス
ボ
ー
ム
の
諸
法
律U

pstallsbom
er
G
esetze

v.
1323

b.
R
ichthofen

S.
102.

I.：

「
我
々
の
平
和
を
保
持
す
る
た
め
に
、
一
致
し
て
ラ
ン
ト
に
対
し
て
何
ら
か
の
恥
ず
べ
き
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
主

人
た
ち
に
対
す
る
共
同
の
防
衛
」（gem

einsam
e
W
ehr
gegen

jeden
H
erren,der

enich
zeland

schaya
ifte
schanda

w
ill,um

usen
fridom

to
bihalden.

）。
そ
れ
に
対
す
る
追
加
、S.109.N

r.3.

注（
４７
）

そ
れ
ゆ
え
全
て
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
（F

resena

）
に
法
（riuchte

）（S.
22

）
を
設
定
す
る
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
た
ち
の
ヴ
ィ
ル

キ
ュ
ー
ル
ま
た
は
ケ
ス
ト
（w

illekoer
〔
意
思
〕oder

kest

〔
帯
〕der

V
resen

）（R
ichthofen

S.
2
f.

）。
二
十
四
の
ラ
ン
ト
法
（ib.

S.
40
f.

）
は
、
つ
ね
に
「
こ
れ
は---
す
べ
て
の
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
人
に
と
っ
て
の
ラ
ン
ト
法
で
あ
る
。」（thit

is
that

---
londriucht

allera
F
risona

）
と
始
め
て
い
る
。

注（
４８
）

U
pstallsbom

er
G
es.l.c.S.104.V

II.E
ichhorn

§
285b.

注（
４９
）

そ
れ
ゆ
え
ウ
プ
ス
タ
ル
ス
ボ
ー
ム
の
諸
法
律
（U

pstallesbom
er
G
esetze

）
は
、
一
つ
の
誓
約
さ
れ
た
契
約
で
あ
る
。S.107.X

X
III.

一
三
六
一
年
の
諸
追
加
（ib.

S.
109.

）
を
そ
れ
ら
の
法
律
は
、
明
示
的
に
「
同
盟
と
平
和
の
諸
条
項
」（articuli

confoederacionis
et

pacis.

）
と
称
し
て
い
る
。

注（
５０
）

以
下
、
第
四
十
九
章
、
第
五
十
章
を
参
照
せ
よ
。

【
以
上
、
第
二
十
五
章
の
注
、
終
わ
り
】

（
一
一
二
）
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【
以
下
、「
Ｃ．

自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ

第
二
十
六
章

自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
始
ま
り
」
に
続
く
】
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