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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

そ
れ
ゆ
え
封
建
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
最
高
度
の
最
盛
期
の
時
代
に
お
い
て
も
ま
た
、
決
し
て
純
粋
に
は
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
べ

て
の
権
力
と
す
べ
て
の
権
利
が
上
か
ら
由
来
し
、
神
か
ら
教
皇
お
よ
び
皇
帝
に
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
手
を
と
お

し
て
さ
ら
に
付
与
さ
れ
る
と
い
う
理
論
だ
け
は
、
い
つ
で
も
留
ま
っ
た
。
実
際
に
は
、
ひ
と
は
、
い
つ
で
も
導
出
さ
れ
た
権
力
と
並
ん

で
固
有
の
権
力
を
、
付
与
さ
れ
た
権
利
と
並
ん
で
選
び
と
ら
れ
た
権
利
を
、
認
識
し
た
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
奉
仕
が
、
決
し
て
唯
一
の

国
家
法
的
諸
関
係
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ね
に
、
総
有
的
権
利
を
有
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
相
互
の
そ
し
て
平
等
な
関
係
が
、
新
た
に

受
け
取
ら
れ
ま
た
は
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
人
的
な
権
利
と
義
務
の
、
土
地
占
有
と
土
地
隷
属
性
へ
の
従
属
性
は
、
決
し
て
一
度
も

〈
人
格
に
基
づ
く
独
立
の
諸
関
係
の
た
め
に
は
、
も
う
余
地
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
に
〉
最
終
的
に
ト
ー
タ
ル
な
従

属
性
で
は
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
古
い
民
族
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
も
、
そ
の
模
範
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
荘
園
法
的
、
奉
仕
法
的
、
お
よ
び
、
封

建
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
も
、
封
建
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
た
だ
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
地
位
の
み
を
受
け
取
っ
た
に
す

ぎ
ず
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
時
代
の
意
識
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
よ
う
な
本
来
の
国
家
理
念
と
は
、
何
の
関
わ
り
も
も
た
な
か
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
関
わ
り
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
新
た
な
思
想
の
採
用
を
と
お
し
て
の
若
返
り
を
必
要
と
し
た
。

そ
の
思
想
と
は
、
封
建
王
政
（L

ehnsm
onarchie

）
お
よ
び
世
界
的
な
教
権
制
度
（
世
界
的
な
階
級
秩
序U

niversalhierarchie

）

と
い
う
偉
大
な
諸
理
念
以
上
に
強
力
で
あ
っ
た
思
想
、
で
あ
る
。

こ
の
思
想
は
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
〔
約
定
〕」（freie

E
inung

）
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
自
然
的
な
共
同
所
属
性
に
、
ま
た
は
、
一
人
の
主
人
を
と
お
し
て
与
え
ら
れ
た
外
的
な
統
一
体
に
そ
の
存

在
を
負
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
の
み
に
そ
の
存
在
を
負
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
被
結
合
性
の
最
終
的
な
根
拠
を
被
結
合
者

た
ち
の
自
由
な
意
思
に
お
い
て
有
す
る
と
い
う
こ
と
、「
そ
れ
」
は
〈
中
世
の
最
後
の
三
世
紀
に
お
い
て
、
古
い
生
活
諸
形
態
が
支
え

を
失
っ
て
崩
壊
し
た
一
方
で
は
、
下
か
ら
上
へ
と
多
く
の
構
成
部
分
を
も
つ
〈
民
族
的
な
諸
団
体
と
い
う
〉
一
つ
の
新
建
築
を
創
造
し

た
〉
新
た
な
思
想
で
あ
っ
た
。
長
い
間
、
し
か
し
、
そ
の
思
想
が
全
国
民
生
活
を
改
変
し
そ
し
て
支
配
す
る
そ
の
意
味
に
つ
い
て
自
ら

を
高
め
る
以
前
に
、
こ
の
思
想
は
、
よ
り
狭
い
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
作
用
し
、
そ
し
て
、〈
新
時
代
の
先
駆
者
と
し
て
封
建
シ
ス
テ
ム

の
枠
を
打
破
し
た
〉
目
立
た
な
い
発
端
か
ら
た
え
ず
成
長
す
る
法
的
構
造
物
を
生
み
出
し
て
き
て
い
た
。

「
新
た
に
創
造
し
つ
つ
（neuschaffend

）」
そ
し
て
「
組
織
を
変
更
し
つ
つ
（um

bildend

）」
と
い
う
二
重
の
方
法
で
す
で
に
、

ア
イ
ヌ
ン
グ
の
思
想
（E

inungsgedanke

）
は
、
力
強
く
自
ら
を
示
し
て
い
た
。
前
者
は
、
そ
の
思
想
が
自
然
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
ま
た
は
意
思
に
基
づ
く
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
生
命
へ
と
呼
び
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
は
、
自
然
の
ま
た
は
所
与
の
諸

団
体
の
本
質
を
よ
り
古
い
原
則
と
の
そ
れ
の
融
合
を
と
お
し
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
発
展
の
そ
の
後
の
経
過
に
お
い
て
は
、

（
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二
つ
の
団
体
グ
ル
ー
プ
（V

ereinsgruppen

）
が
鋭
く
分
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
は
、
自
由
な
意
思
が
〈
そ
れ

を
と
お
し
て
初
め
て
惹
起
さ
れ
た
〉
結
合
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
他
方
に
お
い
て
は
、
結
合
の
実
在
ま
た
は
非
実
在

が
結
合
さ
れ
た
人
々
の
自
由
意
思
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
む
し
ろ
結
合
の
外
に
あ
る
―
―
自
然
的
な
必
然
性
で
あ
れ
、
よ
り

高
度
の
意
思
で
あ
れ
―
―
何
も
の
か
を
と
お
し
て
決
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
特
別
の
法
的
形
式
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
実
在
の
可

能
性
は
自
由
意
思
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
二
つ
の
団
体
グ
ル
ー
プ
の
境
界
は
浮
動
的
で
あ
り
、
そ
し
て
、
大
な
り
小

な
り
の
程
度
に
お
い
て
中
世
全
体
を
と
お
し
て
あ
り
続
け
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り
、
初
め
か
ら
〈
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ

ぞ
れ
が
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
〔
典
型
〕
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
形
成
場
所
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
二
つ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
形
態
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
自
由
意
思
に
よ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
単
純
な
形
式
の
代
わ
り
に
、
こ
の
立
場
は
疑
い
な

く
古
い
ゲ
ル
マ
ン
の
「
ギ
ル
ド
制
度
」（G
ildenw

esen

）
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
自
然
的
ま
た
は
所
与
の
基
礎
を
自
由
に
意
欲
さ
れ

た
意
識
的
な
形
態
授
与
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
は
、
し
か
し
、〈
古
い
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
原
則
の
新
た
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
原
則
と
の
融
合

を
と
お
し
て
、
最
古
の
ド
イ
ツ
の
公
共
制
度
（G

em
einw

esen

共
同
体
）
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
ド
イ
ツ
国
家
お
よ
び
ド
イ

ツ
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
萌
芽
と
な
っ
た
〉
十
一
世
紀
と
十
二
世
紀
の
「
諸
都
市
」（Städte

）
に
お
い
て
初
め
て
実
現
さ
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
先
ず
最
初
に
前
者
〔
ギ
ル
ド
制
度
〕
の
新
形
成
が
、
そ
の
次
に
後
者
〔
諸
都
市
〕
の
改
変
が
、
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
―
―

最
古
の
ゲ
ル
マ
ン
的
な
「
諸
ギ
ル
ド
」
の
成
立
と
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
、
ま
だ
完
全
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
（
１
）

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

い
つ
の
日
か
、
困
難
で
は
あ
っ
て
も
成
功
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
諸
帰
結
に
お
い
て
見
過
ご
し
え
な
い
の
は
、〈
そ
れ
ま
で

す
べ
て
の
諸
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
た
だ
自
然
の
産
物
と
の
み
み
な
し
た
民
族
が
自
己
自
身
か
ら
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
〉
最
初
の
自
由

な
連
合
体
（A

ssociation

）
で
あ
る
！
。
生
成
し
た
諸
団
体
（V

ereinen

）
と
並
ぶ
、
最
初
に
作
ら
れ
た
団
体
は
、
民
族
の
生
活
に
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お
い
て
は
、
個
々
人
の
生
活
に
お
け
る
よ
り
以
上
に
、
最
初
の
意
識
的
な
行
為
を
意
味
す
る
。
し
か
し
個
々
人
の
生
活
に
お
い
て
自
己

意
識
の
成
熟
が
観
察
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
ヨ
リ
高
い
程
度
に
お
い
て
、
民
族
の
意
識
に
お
い
て
新
た
な
理
念
の
成
立

と
成
長
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
内
的
な
過
程
で
は
な
く
た
だ
外
的
な
徴
表
の
み
を
認
め
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
進

歩
は
、
何
か
驚
く
べ
き
も
の
を
保
持
し
て
い
る
。
新
た
な
る
も
の
は
、
完
成
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
我
々
は
、
ど

こ
か
ら
そ
れ
が
来
る
の
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ギ
ル
ド
制
度
の
成
立
に
関
す
る
諸
見
解
は
、
き
わ
め
て
対
立
し
て
い
る
。
異
教
的
な
供
犠
食
事
と
祝
祭
的
な
民
族
集
会
に
或
る
人
々

は
結
び
つ
き
、
キ
リ
ス
ト
的
お
よ
び
教
会
的
な
諸
制
度
に
他
の
人
々
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
供
犠
と
酒
宴
の
古
い
異
教
的
慣
習
と
兄
弟

愛
の
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念
と
い
う
、
二
つ
の
共
に
作
用
す
る
諸
要
素
の
融
合
か
ら
、
ヴ
ィ
ル
ダ
（W

ilda

）
は
、
ギ
ル
ド
制
度
を
出
現

さ
せ
て
い
る
。
古
い
氏
族
組
織
の
断
片
を
、
ジ
ー
ベ
ル
（Sybel

）
は
、
ギ
ル
ド
の
中
に
見
出
し
て
い
る
。
ミ
ュ
ン
タ
ー
（M

ünter

）

と
ヴ
ィ
ン
ツ
ァ
ー
（W

inzer

）
は
、
そ
れ
ら
を
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
英
雄
た
ち
の
緊
密
な
友
好
復
讐
同
盟
（F

reundschafts＝

R
achebündnisse

）
の
拡
大
と
み
な
し
て
い
る
。
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
（H

artw
ig

）
は
、
最
後
に
、
一
つ
の
根
か
ら
の
ギ
ル
ド
制
度
の

導
出
を
放
棄
し
、
そ
し
て
、〈
そ
れ
ら
に
そ
の
後
八
世
紀
と
九
世
紀
に
お
い
て
政
治
的
な
ギ
ル
ド
諸
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
（G

ildekorpo-

rationen

）
が
自
由
と
所
有
権
の
維
持
の
た
め
に
付
け
加
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
福
祉
目
的
と
相
互
扶
助
の
団
体
を
、
中
世
の
自
由
な
連

合
の
う
ち
の
最
古
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

一
般
に
最
後
に
あ
げ
ら
れ
た
研
究
者
〔
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
〕
の
注
意
深
い
研
究
の
〈
本
質
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
〉
諸
帰
結
に
同
意
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
同
研
究
者
に
よ
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
式
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
団
体
の
統
一
的
な
性
格
は
、
あ
ま
り
に
も
僅
か
に
し
か
際
立
た
さ
れ
て
お
ら
ず
、
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
の
特
別
の
目
的
が
あ
ま
り
に
も
強
調
さ
れ
、
そ
し
て
、
誤
っ
た
孤
立
に
お
い
て
把
握
さ
れ
、
と
り
わ
け
し
か
し
本
来
的
に

（
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「
ゲ
ル
マ
ン
的
な
」
ギ
ル
ド
制
度
が
、〈
そ
れ
が
た
ぶ
ん
外
形
的
に
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
の
〉
よ
り
古
い
諸
制
度
か
ら
、
あ
ま
り
に
も

僅
か
に
し
か
区
別
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
が
、
我
々
に
原
典
が
提
供
す
る
外
的
な
情
報
を
時
代
史
と
の
ヨ
リ
内
的
な

関
連
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
を
求
め
る
と
き
は
、
我
々
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
帰
結
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
は
、
我
々
が
、
後
に
意
思
に
基
づ
く
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
よ
っ
て
追
求
す
る
の
を
見
る
こ
と
に
な
る
す
べ
て
の
目
的

は
、
自
然
に
成
長
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
氏
族
、
隣
人
関
係
お
よ
び
マ
ル
ク
、
ガ
ウ
お
よ
び
民
族
の
諸

共
同
団
体
〔
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
〕
は
、
同
じ
方
法
に
お
い
て
、
当
事
者
の
政
治
的
、
法
的
、
宗
教
的
、
慣
習
的
お
よ
び
社
交
的
な
諸

需
要
を
満
足
さ
せ
た
。
特
別
の
団
体
の
締
結
へ
の
理
由
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
時
代
と
共
に
、
し
か
し
、
我
々
が
見
て

き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
一
部
は
、
氏
族
団
体
の
よ
う
に
解
体
さ
れ
、
そ
し
て
、
一
部
は
、
少
な
く
と
も

強
く
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
で
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
上
に
、〈
ま
さ
に
家
が
そ
の
性
質
上
氏
族

よ
り
も
た
え
ず
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
〉〈
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
よ
り
も
さ
ら
に
高
い
程
度
に
お
い
て
生
活
全
体
の

共
同
団
体
を
惹
起
し
た
と
こ
ろ
の
〉
家
制
度
の
拡
大
を
通
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
団
体
（H

errschaftsverbände

）

が
、
現
れ
た
。
完
全
自
由
民
が
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
見
出
し
た
政
治
的
生
活
へ
の
参
加
よ
り
も
、
奉
仕
団
体
（D

i-

enstverband

）
を
と
お
し
て
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
政
治
的
生
活
へ
の
参
加
は
、
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
。
支
配

者
が
保
証
し
た
権
利
保
護
は
、
よ
り
確
か
な
そ
し
て
よ
り
包
括
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
地
上
的
お
よ
び
天
上
的
な
臣
従
主
人
（G

e-

folgsherr

）
に
集
中
し
た
宗
教
的
共
同
団
体
は
、
よ
り
内
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
誠
実
の
紐
帯
（B

and
der
T
reue

）
は
、
生
ま
れ

な
が
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
紐
帯
よ
り
も
確
固
た
る
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
、
道
徳
的
に
よ
り
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
主
人
の

宮
廷
で
の
社
交
的
な
交
際
は
、
よ
り
自
由
で
よ
り
容
易
な
も
の
と
な
っ
た
。
古
い
自
由
の
放
棄
は
、
主
人
の
自
由
な
選
択
を
と
お
し
て
、

同
時
に
、
自
由
に
選
び
出
さ
れ
た
自
己
拘
束
の
た
め
に
、
自
然
的
な
束
縛
の
放
棄
と
し
て
現
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
至
る
と
こ
ろ
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で
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
失
っ
た
地
盤
を
獲
得
し
た
。
氏
族
、
マ
ル
ク
団
体
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ガ

ウ
お
よ
び
民
族
へ
の
帰
属
す
ら
、
自
由
と
所
有
権
を
も
は
や
十
分
に
は
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
構
成
員
を
も
は
や
完
全

に
か
つ
確
固
と
し
て
十
分
に
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
帰
依
と
同
盟
を
求
め
る
衝
動
を
必
ず
し
も
十
分
に
は
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
の
す
べ
て
を
主
人
の
自
由
な
選
択
は
充
足
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
人
が
彼
の

完
全
な
自
由
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
授
手
托
身
行
為
の
過
剰
は
、
民
族
の
中
に
生
き
る
独
立
と
平
等
を
求
め
る
自
覚

の
反
動
を
呼
び
起
こ
し
た
。
ひ
と
が
一
人
の
主
人
を
自
由
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（
仲
間
た
ち
）、
友
た
ち
、

兄
弟
た
ち
を
も
ま
た
選
び
、
そ
し
て
、
宣
誓
を
と
お
し
て
〈
こ
れ
が
従
者
と
主
人
を
連
結
し
、
そ
し
て
、
か
つ
て
氏
族
と
民
族
を
も
ま

た
連
結
し
た
の
と
〉
類
似
の
方
法
に
お
い
て
、
自
ら
結
合
す
る
と
い
う
思
想
は
、
自
明
の
も
の
で
あ
っ
た
。
古
い
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
も
ま
た
、
ひ
と
は
、
そ
れ
に
対
し
て
誓
約
す
る
他
国
民
の
受
け
入
れ
を
知
っ
て
い
た
し
、
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
も
ま
た
、

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
な
い
人
々
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
容
易
に
、
始
め
は
崇
拝
、
利
害
、

社
交
、
慈
善
の
何
ら
か
の
共
同
団
体
を
と
お
し
て
よ
り
近
く
そ
し
て
よ
り
頻
繁
に
会
合
し
た
人
々
の
間
に
も
ま
た
、
宣
誓
ま
た
は
誓
約

を
と
お
し
て
相
互
に
結
合
し
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
緊
密
に
か
つ
永
続
的
に
合
一
す
る
、
と
い
う
理
念
が
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
こ
と
が
ひ
と
た
び
起
き
た
と
す
れ
ば
、
新
た
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
関
係
に
と
っ
て
も
、
当
然
に
、
民
族
法
的
な
諸
制
度
の
ア
ナ
ロ

ギ
ー
が
、
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
が
氏
族
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
民
族
に
お
い
て
存
在
し
た

よ
う
に
、
構
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
団
体
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
性
質
を
も
た
ら
し
た
特
別
性
は
、
存
続
し
続
け
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に

共
通
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
引
き
継
が
れ
た
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
と
法
、
総
体
権
（G

esam
m
trecht

総
有
権
）
と

総
体
義
務
（G

esam
m
tpflicht

総
有
義
務
）、
独
自
の
裁
判
権
と
独
自
の
行
政
権
、
理
事
（V

orstand

幹
部
）
の
選
挙
、
構
成
員
相
互

間
の
平
等
は
、
こ
こ
で
も
そ
こ
で
も
承
認
さ
れ
、
ゲ
ル
マ
ン
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
特
徴
が
存
在
し
た
。
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ

（
七
八
）
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ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
一
つ
の
全
く
特
定
の
モ
メ
ン
ト
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
相
互
的
な
宣
誓
（E

idschw
ur

）、
祝
祭

的
な
意
思
表
示
が
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
存
在
へ
と
呼
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
中
に
、
自
由
意
思
で

な
い
関
連
の
代
わ
り
に
、
合
一
す
る
紐
帯
と
し
て
の
結
合
さ
れ
る
人
々
の
自
由
な
意
思
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
可
能

性
が
確
立
さ
れ
た
後
の
今
か
ら
は
、
計
画
的
な
熟
考
と
自
由
に
決
め
ら
れ
た
決
定
に
従
っ
て
も
ま
た
、
類
似
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ひ
と
は
、
意
識
的
、
構
成
的
な
諸
行
為
に
、
自
由
意
思
に
よ
る
諸
団
体
に
、
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
時
代
は
、
た
だ
一
般
的
に
、〈
そ
れ
は
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
始
ま
り
つ
つ
あ
る
解
体
の
時
代
、
と

く
に
し
か
し
氏
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
団
体
の
時
代
で
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉、
と
い
う
よ
う
に
の
み
決
定
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。
真
の
、
一
見
し
て
ゲ
ル
マ
ン
的
基
礎
に
基
づ
く
諸
ア
イ
ヌ
ン
グ
に
つ
い
て
の
よ
り
確
か
な
情
報
を
、
我
々
は
、
七
七

九
年
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
か
ら
初
め
て
有
し
て
（
２
）

い
る
。
す
で
に
以
前
か
ら
、
我
々
に
は
、
も
ち
ろ
ん
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
た
ん
に
崇
拝
目
的
お
よ
び
社
交
目
的
の
た
め
の
一
時
的
な
会
合
お
よ
び
未
組
織
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

（
諸
団
体
）
が
考
え
ら
れ
て
い
（
３
）

る
か
、
あ
る
い
は
、
古
い
自
然
的
な
つ
な
が
り
に
基
づ
く
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
ギ
ル
ド
と
称
さ

れ
て
（
４
）

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
の
諸
地
方
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
の
種
類
の
コ
レ
ー
ギ
エ
ン
（K

ollegien

社
団
）

お
よ
び
諸
ソ
キ
エ
テ
ー
ト
（Societäten

組
合
）
が
、
緩
慢
に
減
少
し
（
５
）

つ
つ
存
続
し
た
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
職
者
の
内
部
で
、

そ
し
て
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
世
俗
人
の
間
に
お
い
て
も
ま
た
、
ロ
ー
マ
法
的
な
基
礎
の
上
に
〈
相
互
的
な
扶
助
、
慈
善
ま
た

は
宗
教
的
な
配
慮
を
目
的
と
（
６
）

し
た
〉
個
々
の
よ
り
狭
い
結
合
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
独
自
の
裁
判
権
、
ギ
ル

ド
の
平
和
（G

ildefrieden

）
お
よ
び
ギ
ル
ド
権
（G

ilderecht

）
を
前
提
と
す
る
、
ギ
ル
ド
的
な
組
織
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
こ
れ

ら
の
諸
団
体
の
中
に
は
、
何
も
の
も
発
見
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
最
後
に
、
上
位
者
に
対
し
て
、
ま
た
は
、
一
定
の
目
的
の
遂
行
の

た
め
に
、
永
続
的
な
結
合
が
そ
の
場
合
に
構
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
た
、
聖
職
者
た
ち
と
世
俗
人
た
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ち
の
間
の
宣
誓
（V

erschw
örungen

）
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
後
に
も
し
ば
し
ば
報
告
さ
れ
て
（
７
）

い
る
。

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
、
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
他
の
異
教
的
、
ロ
ー
マ
的
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
的
な
諸
制
度
お
よ
び
事
実
的
な
諸
過

程
の
中
に
、
確
か
に
〈
ゲ
ル
マ
ン
的
な
ギ
ル
ド
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
成
立
が
そ
れ
に
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
お
そ
ら

く
は
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
の
〉
モ
メ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
た
だ
外
的
な
関
連
の
み
が
創
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
法
の
自
由
な
団
体
の
形
成
の
た
め
の
内
的
な
理
由
は
、
ギ
ル
ド
の
改
変
へ
と
適
合
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
諸
制
度
の
存
在
の
中
に
で
は
な
く
、〈《
極
め
て
古
い
時
代
以
来
存
在
す
る
自
然
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
一
部
は
解
体
さ
れ
、

一
部
は
も
は
や
必
ず
し
も
全
て
の
目
的
を
満
足
さ
せ
な
い
場
所
で
》、
民
族
意
識
の
中
に
生
き
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
理
念
に
、
自

由
に
創
出
さ
れ
た
諸
形
式
に
お
い
て
一
つ
の
新
た
な
表
現
を
付
与
し
た
と
こ
ろ
の
〉
民
族
の
自
助
（Selbsthilfe

）
の
中
に
、
存
在
す

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
外
的
な
現
わ
れ
の
全
て
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
宣
誓
さ
れ
た
諸
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
本
質
は
た
だ
一
つ
の
も

の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
族
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
団
体
へ
と
委
譲
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
と
く
に
教
会
に
お
け
る
よ
う
に
、
外
国
の
諸
制
度
が
外
的
に
継
続
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
制
度
も
ま
た
、

極
め
て
速
や
か
に
ド
イ
ツ
の
法
思
想
に
対
応
し
て
変
化
し
た
。

す
べ
て
の
ギ
ル
ド
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
に
、〈
人
的
な
共
同
帰
属
性
の
紐
帯
が
結
び
つ
け
た
と
こ

ろ
の
〉
相
互
に
平
等
な
人
々
の
団
体
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で

あ
り
、
仲
間
（pares

）
で
（
８
）

あ
る
。
し
か
し
こ
の
紐
帯
は
、
徹
底
し
て
狭
い
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
が
民
族
法
に
お
い
て
平
等
者
間
で
知
っ

た
と
こ
ろ
の
、
最
も
内
的
な
も
の
と
の
み
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
、
ギ
ル
ド
を
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー

シ
ャ
フ
ト
（B

rü derschaften

兄
弟
団
体
）
と
呼
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
兄
弟
た
ち
（B

rü der

）
は
最
も
古
い
そ
し
て
最
も
近
い
ゲ
ノ
ッ

（
八
〇
）
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セ
ン
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
、
そ
れ
が
最
も
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
自
由
意
思
に
よ
る
ア
イ
ヌ
ン
グ
の

全
て
の
種
類
に
共
通
に
留
ま
っ
た
唯
一
の
名
称
と
な
（
９
）

っ
た
。
そ
の
名
称
は
、
我
々
に
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
本
質
の
認
識
へ
の
一
歩
を

導
く
の
で
あ
る
。
兄
弟
た
ち
は
個
々
の
諸
目
的
の
た
め
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
の
結
合
は
、
全
人
間
を
把
握
す
る
の

で
あ
り
、
そ
し
て
、
生
活
の
す
べ
て
の
側
面
に
拡
が
っ
て
い
る
。
我
々
が
見
て
き
た
よ
う
に
、
最
も
古
い
法
の
全
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
長
い
間
、
そ
し
て
、
重
要
で
な
い
諸
修
正
を
と
も
な
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
中
世
全
体
を
通
じ
て
自

由
意
思
に
基
づ
く
諸
ア
イ
ヌ
ン
グ
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
今
日
、
我
々
は
、
国
家
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
す
る
対
立
に
お

い
て
、
自
由
な
連
合
体
を
た
だ
一
定
の
諸
目
的
の
た
め
の
結
合
体
と
し
て
の
み
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
民
族
の
青

年
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
以
上
に
遠
い
何
も
の
も
存
在
し
な
い
。
―
―
無
限
の
多
様
性
に
お
い
て
切
断
さ
れ
る
多
数
の

ク
ラ
イ
ス
に
比
較
さ
れ
う
る
―
―
我
々
の
今
日
の
団
体
制
度
は
、
個
人
性
（Individualität

）
の
あ
る
何
ら
か
の
部
分
、
何
ら
か
の
側

面
を
も
っ
て
、〔
す
な
わ
ち
〕
た
ぶ
ん
全
く
た
だ
あ
る
一
定
の
限
界
づ
け
ら
れ
た
財
産
領
域
の
部
分
を
も
っ
て
の
み
、
あ
る
団
体
に
属

し
、
別
の
諸
部
分
を
も
っ
て
別
の
諸
団
体
に
属
す
る
と
い
う
、
可
能
性
の
う
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
民
族
の
そ

の
後
の
発
展
段
階
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
た
ご
と
き
、
個
人
の
解
放
を
前
提
と
し
て
い
る
。
中
世
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は「
全
」

人
間
（den

ganzen
M
enschen

）
を
要
求
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
た
ち
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
も
と
も
と
も
は
や
〈
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
を
全
体
が
部
分
を
含
む
よ
う
に
含
む
の
で
は
な
い
〉
他
の
団
体
に
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
次
第
に
、

な
る
ほ
ど
こ
の
原
則
か
ら
の
例
外
が
許
容
さ
れ
た
。
大
体
に
お
い
て
、
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
維
持
さ
れ
、
そ
し
て
、
中
世
的
な
連
合

体
（A
ssociation

）
を
特
徴
的
な
方
法
に
お
い
て
我
々
の
連
合
体
か
ら
区
別
し
た
の
で
（
１０
）

あ
る
。
帝
国
の
中
に
含
ま
れ
る
諸
コ
ル
ポ
ラ

チ
オ
ン
の
大
き
な
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
は
、〈
そ
れ
ら
の
中
の
あ
る
ク
ラ
イ
ス
が
、
他
の
ク
ラ
イ
ス
を
囲
み
、

あ
る
い
は
、
い
く
つ
か
の
他
の
ク
ラ
イ
ス
を
囲
ん
で
お
り
、
い
か
な
る
ク
ラ
イ
ス
も
他
の
ク
ラ
イ
ス
を
切
断
し
な
い
と
こ
ろ
の
〉
諸
ク
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ラ
イ
ス
の
総
体
に
類
似
し
た
ま
ま
に
留
ま
っ
た
。
ギ
ル
ド
制
度
が
、
大
部
分
の
人
々
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
か
ま
た
は
前
提
と
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
の
最
古
の
姿
に
お
い
て
〈
個
々
の
正
確
に
定
式
化
さ
れ
た
目
的
に
向
け
て
制
限
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
〉
諸
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
知
っ
て
い
た
と
す
る
こ
（
１１
）

と
は
、〈
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
引
き
続
く
諸
世
紀
に
と
っ
て
疎
遠
で
あ
り
、
よ
う
や
く
次

第
に
再
び
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
〉、
説
明
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
存
在
す
る
情
報
の
捉
わ
れ
な
い
観
察
は
、
こ
の
こ

と
を
し
か
し
否
定
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
む
し
ろ
、
最
古
の
ゲ
ル
マ
ン
的
基
礎
に
基
づ
く
ギ
ル
ド
は
、
直
ち
に
全
人
間
を
把
握
し
、
そ

し
て
、
全
て
の
人
間
的
な
目
的
の
た
め
に
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
証
し
て
（
１２
）

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
し
ば
し
ば
、
団
体
形
成
へ
の
「
動

機
」（A

nla�

）
を
与
え
た
全
く
特
定
の
需
要
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
従
っ
て
、〈
団
体
が
「
と
り
わ
け
」
そ
れ
に
向
け
て
形
成
さ
れ
、
た

ぶ
ん
た
だ
そ
れ
だ
け
に
向
け
て
よ
り
特
殊
な
諸
決
定
が
行
わ
れ
、
ま
た
は
、
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
〉
全
く
特
定
の
側
面
が
、
存
在
し

た
。
し
か
し
決
し
て
こ
の
需
要
、
こ
の
目
的
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
本
来
的
な
紐
帯
手
段
で
は
な
か
っ
た
。
い
つ
で
も
そ
れ
ら
は
、
同
時

に
、
全
て
の
そ
の
他
の
人
間
的
な
共
同
団
体
の
目
的
の
た
め
に
合
一
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
今
日
た
だ
、
い
ま
な
お
国
家
お
よ
び

ゲ
マ
イ
ン
デ
が
結
合
し
て
い
る
よ
う
に
、
結
合
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ゲ
ル
マ
ン
的
な
ギ
ル
ド
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
同
時
に
宗
教
的
、
社
交
的
、
道
徳
的
、
私
法
的
お
よ
び
政
治
的
な
目
標
を
有
し
た
。
後
に

特
別
の
諸
ク
ラ
ス
が
区
分
さ
れ
、
宗
教
的
な
ギ
ル
ド
と
世
俗
的
な
ギ
ル
ド
が
、
そ
し
て
後
者
の
間
で
保
護
ギ
ル
ド
と
営
業
ギ
ル
ド
が
よ

り
鋭
く
区
別
さ
れ
た
と
き
、
異
な
る
諸
領
域
に
属
し
た
の
は
主
要
な
目
的
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
と
並
ん
で
さ
ら
に
長

い
間
、
結
合
は
、
全
て
の
そ
の
他
の
諸
関
係
に
お
い
て
自
ら
を
有
効
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
お
そ
ら
く
既
に
そ
の
名
称
の
語
の
意
味
が
示
す
よ
（
１３
）

う
に
、「
宗
教
的
な
」
共
同
団
体
と
し
て
、
崇
拝
の
共
同
団
体
と
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
ギ
ル
ド
は
、〈
彼
ら
に
大
部
分
の
場
合
に
名
称
を
与
え
、
そ
し
て
、
そ
の
も
と
で
ひ
と
が
誓
約
す
る
と
こ
ろ
の
〉
保
護

パ
ト
ロ
ン
と
し
て
の
一
人
の
（
１４
）

聖
人
、
お
よ
び
、
彼
ら
が
維
持
す
る
特
別
の
（
１５
）

祭
壇
を
有
し
た
。
慈
善
制
度
ま
た
は
代
行
司
祭
（V

ikarien

）、

（
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永
久
市
場
お
よ
び
類
似
物
の
設
置
、
教
会
へ
の
贈
与
お
よ
び
寄
進
、
喜
捨
お
よ
び
巡
礼
援
助
、
礼
拝
お
よ
び
そ
の
他
の
敬
虔
な
諸
行
為

は
、
団
体
問
題
（V

ereinssache

）
で
あ
り
、
団
体
目
的
で
あ
（
１６
）

っ
た
。
死
亡
し
た
仲
間
の
埋
葬
の
た
め
の
（
１７
）

世
話
、
お
よ
び
、
そ
の
後
の

霊
魂
救
済
の
た
め
の
（
１８
）

世
話
は
、
総
体
に
課
さ
れ
た
主
た
る
義
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
最
後
に
、
あ
ら
ゆ
る
ギ
ル
ド
に
お
い
て
は
、

〈
一
部
は
、
異
教
的
な
供
犠
食
事
（O

pferm
ahle

）
お
よ
び
葬
式
食
事
（T

odtenm
ahle

）
の
思
い
出
に
お
い
て
、
一
部
は
、
キ
リ

ス
ト
的
な
愛
餐
（L

iebesm
ahle

）
と
し
て
、
宗
教
的
な
性
格
を
保
持
（
１９
）

し
た
と
こ
ろ
の
〉
定
期
的
な
集
会
が
慣
習
的
で
あ
っ
た
。
こ
の

点
に
、
同
時
に
、〈
ひ
と
が
ギ
ル
ド
そ
の
も
の
を
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
（convivia

共
同
生
活
、
宴
会
）
と
名
（
２０
）

づ
け
、
饗
宴
と
無
礼
講
の

拡
大
に
反
対
す
る
立
法
が
登
（
２１
）

場
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
い
く
つ
か
の
ギ
ル
ド
規
約
（G

ildestatuten

）
が
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
祝
祭
食
事

の
開
催
と
食
卓
規
律
に
関
す
る
諸
規
定
を
取
り
扱
（
２２
）

っ
た
〉
ほ
ど
に
、
し
ば
し
ば
極
め
て
前
面
に
現
れ
た
と
こ
ろ
の
、
共
同
団
体
の
「
社

交
的
」
な
側
面
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
、
ギ
ル
ド
お
よ
び
ツ
ン
フ
ト
の
祝
祭
と
社
交
的
な
集
会
に
お
い
て

は
、
い
つ
で
も
、
期
日
の
特
別
の
規
定
、
ミ
サ
、
祈
祷
お
よ
び
祈
り
、
宗
教
的
起
源
を
も
つ
そ
の
他
の
慣
例
を
想
起
さ
（
２３
）

せ
た
。

し
か
し
、
た
ん
に
宗
教
的
お
よ
び
社
交
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ギ
ル
ド
は
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
生

活
一
般
の
す
べ
て
の
生
起
に
お
い
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
相
互
に
支
え
あ
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
病
い
を
得
た
兄
弟
、
零
落
し
た

兄
弟
、
ま
た
は
、
困
窮
し
た
兄
弟
の
た
め
に
、
総
体
は
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
ば
し
ば
総
体
は
、
彼
に
義
捐
金
を
す
ら
旅

行
の
た
め
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
２４
）

っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
多
く
の
ギ
ル
ド
に
お
い
て
、
援
助
の
種
類
と
方
法
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、

身
体
ま
た
は
財
産
に
関
す
る
個
々
の
特
別
の
不
幸
な
諸
事
件
の
ゆ
え
に
そ
の
援
助
が
保
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
よ
り

詳
し
い
諸
規
定
が
成
立
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
と
く
に
し
ば
し
ば
、〈
総
体
は
、
難
船
、
水
害
、
火
災
、
窃
盗
ま
た
は
強
盗
を
と

お
し
て
被
害
を
受
け
た
ゲ
ノ
ッ
セ
に
一
定
の
補
償
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
〉
が
、
合
意
さ
（
２５
）

れ
た
。
こ
の
た
め
、
個
々
人
た

ち
の
定
期
的
な
寄
付
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
２６
）

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
の
よ
り
詳
し
い
規
定
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
見
え
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た
の
で
、
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
諸
団
体
に
お
い
て
は
、
財
産
法
的
な
側
面
が
と
り
わ
け
突
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
こ
れ
ら
の
ギ
ル
ド
は
、
我
々
の
保
険
会
社
（A

ssekuranzkom
pagnien

）
の
よ
う
な
、
純
粋
の
保
険
団
体
（V

ersicherungs-

vereine

）
で
は
決
し
て
な
か
（
２７
）

っ
た
。

ま
た
、
諸
ギ
ル
ド
は
、
魂
と
肉
体
の
諸
危
険
に
対
処
す
る
た
め
に
、
宗
教
、
兄
弟
愛
お
よ
び
自
己
操
縦
の
手
段
に
自
ら
を
制
限
し
な

か
っ
た
。
諸
ギ
ル
ド
は
、
公
法
に
お
い
て
も
ま
た
、
不
正
を
防
止
す
る
た
め
の
諸
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
登
場
し
た
。
身
体
と
財

産
の
安
全
が
同
様
に
僅
か
で
あ
り
、
役
人
た
ち
が
自
由
の
抑
圧
、
お
よ
び
、
罰
金
と
土
地
占
有
譲
渡
か
ら
の
恐
喝
に
、
こ
れ
を
妨
げ
る

代
わ
り
に
、
熱
心
に
加
担
し
た
時
代
に
お
い
て
成
立
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
諸
団
体
（V

ereine

結
社
）
は
、
そ
れ
ゆ
え
、〈
共
同
の

自
助
を
と
お
し
て
国
家
か
ら
は
も
は
や
保
障
さ
れ
な
い
権
利
保
護
を
達
成
す
る
こ
と
を
求
め
る
〉「
保
護
ギ
ル
ド
」（Schutzgilder

）

の
性
格
を
受
け
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
の
平
和
諸
ギ
ル
ド
（L

ondoner
F
riedensgilden

）
は
、
盗
ま

れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
金
銭
賠
償
を
給
付
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
、
盗
人
の
追
跡
を
共
同
の
案
件
と
し
、
あ
ら
ゆ

る
個
人
の
義
務
と
（
２８
）

な
し
、
盗
人
の
殺
害
に
向
け
て
ギ
ル
ド
金
庫
か
ら
の
賞
金
を
設
（
２９
）

定
し
、
盗
人
が
逃
げ
込
ん
だ
他
所
の
州
（Shire

）

に
お
け
る
刑
罰
の
援
助
を
要
求
し
、
そ
の
者
の
近
く
に
盗
人
の
痕
跡
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
者
の
逮
捕
義
務
を
〈
そ
の
者
が
そ
の
痕
跡
を

さ
ら
に
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
な
（
３０
）

し
に
〉
制
定
し
、
そ
し
て
、
た
ん
に
刑
罰
の
確
定
と
刑
罰
の
執
行
に
参
加
し
た
の
み
な
ら
ず
、

犯
罪
者
の
没
収
さ
れ
た
財
産
を
、
王
ま
た
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
と
と
も
に
分
配
を
す
ら
行
（
３１
）

っ
た
。
そ
し
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ギ
ル
ド
も
ま

た
、
罰
金
を
盗
人
か
ら
要
求
し
、
そ
し
て
、
盗
人
が
拒
ん
だ
と
き
は
、
盗
難
被
害
者
に
援
助
を
約
束
（
３２
）

し
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
王
国

に
お
い
て
は
、
全
て
の
外
見
に
従
っ
て
、
カ
ー
ル
マ
ン
（K

arlm
ann

）
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
、
盗
賊
に
対
抗
す
る
ギ
ル
ド
は
、
た

ん
に
損
害
賠
償
の
み
な
ら
ず
、
自
助
を
も
ま
た
意
図
し
て
（
３３
）

い
る
。
所
有
権
と
同
様
に
、
し
か
し
ギ
ル
ド
は
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の

身
体
、
生
命
お
よ
び
と
り
わ
け
極
め
て
し
ば
し
ば
脅
か
さ
れ
た
自
由
を
も
ま
た
、
保
護
し
た
。
ギ
ル
ド
は
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
、

（
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〈
ギ
ル
ド
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
、
証
人
お
よ
び
宣
誓
補
助
者
と
し
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
側
に
（
３４
）

立
ち
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
正
当
な
事
柄
に
お

い
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
を
助
（
３５
）

け
る
、
と
い
う
義
務
を
負
っ
た
こ
と
を
と
お
し
て
〉
裁
判
所
で
の
援
助
を
与
え
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ゲ
ノ
ッ

セ
が
犯
し
た
許
さ
れ
難
い
わ
け
で
は
な
い
殺
害
の
場
合
に
は
、
ギ
ル
ド
は
、
失
わ
れ
た
殺
人
賠
償
金
（W

ergeld

人
命
金
）
を
ゲ
ノ
ッ

セ
の
た
め
に
ギ
ル
ド
金
庫
か
ら
支
払
（
３６
）

っ
た
。

も
し
そ
の
よ
う
に
し
て
ギ
ル
ド
が
そ
の
目
的
の
一
般
性
に
お
い
て
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
等
し
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
ギ
ル
ド

は
、
そ
の
「
内
部
的
な
有
機
的
組
織
」
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
さ
ら
に
類
似
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
結
合
の
基
礎
が
別
の
も
の
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
類
似
性
の
全
て
の
個
々
の
諸
点
に
お
い
て
も
ま
た
、
内
部
的
な
概
念
的
変

化
は
こ
れ
を
避
け
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
ギ
ル
ド
も
ま
た
、〈
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
権
利
と
義
務
に
対
し
て
、
全
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

の
総
体
に
帰
属
し
た
と
こ
ろ
の
〉
総
体
権
と
総
体
義
務
と
か
ら
出
発
し
た
。
こ
の
総
体
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
お
よ
び
民
族
に
お
け
る
よ
う

に
、〈
一
部
は
定
期
的
な
時
期
に
、
一
部
は
特
別
の
招
集
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
〉
す
べ
て
の
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
総
会
に
お
い
て
出
現

し
た
。
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
並
ん
で
、〈
そ
れ
に
は
婦
人
や
子
供
た
ち
、
後
に
は
職
人
や
徒
弟
た
ち
ま
た
は
類
似
の
段
階
の
者
も
ま
た
、

数
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
た
だ
受
動
的
に
の
み
権
利
を
与
え
ら
れ
た
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
ク
ラ
イ
ス
も
ま
た
、

ギ
ル
ド
に
属
し
た
。
ギ
ル
ド
集
会
（G

ildeversam
m
lung

）
に
お
い
て
は
、
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
よ
う
に
、
本
来
の
権
力
は
、

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
案
件
に
お
い
て
存
し
た
。
ギ
ル
ド
集
会
は
、
す
べ
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
を
把
握
す
る
特
別
の
〈
そ
れ
ゆ
え

総
会
そ
の
も
の
に
お
い
て
高
め
ら
れ
る
こ
と
を
経
験
（
３８
）

し
た
〉
ギ
ル
ド
平
和
（

（
３７
）

G
ildefriede

）
の
担
い
手
で
あ
り
、
こ
の
平
和
を
設
定
し
、

維
持
し
、
そ
し
て
、
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ギ
ル
ド
が
平
和
破
壊
に
対
し
て
設
定
し
た
罰
金
は
、
そ
れ
ゆ
え
ギ
ル
ド
に

帰
（
３９
）

し
た
。
ギ
ル
ド
は
、
罰
金
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
現
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ギ
ル
ド
か
ら
の
除

名
を
実
行
（
４０
）

し
た
。
ギ
ル
ド
に
よ
っ
て
自
由
意
思
で
決
定
さ
れ
た
諸
規
定
の
内
容
、
お
よ
び
、
ギ
ル
ド
に
よ
っ
て
慣
習
と
由
来
を
と
お
し
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て
是
認
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
慣
行
の
内
容
は
、
ギ
ル
ド
法
（G

ilderecht

）
を
形
成
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ

ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
は
持
分
を
有
し
、
そ
れ
を
増
加
し
ま
た
は
減
少
す
る
権
限
は
、
た
だ
総
体
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ギ
ル
ド

法
が
及
ん
だ
限
り
で
は
、
総
体
が
、
同
時
に
ギ
ル
ド
法
の
違
反
と
適
用
の
た
め
の
裁
判
所
で
あ
っ
た
。
総
体
の
も
と
に
、
全
て
の
ギ
ル

ド
案
件
、
そ
こ
に
お
け
る
議
決
、
お
よ
び
、
理
事
会
の
選
挙
の
、
最
上
位
の
管
理
が
存
在
し
た
。
ギ
ル
ド
理
事
会
（G

ildevorstand

）

は
、
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
選
挙
さ
れ
た
裁
判
官
に
等
し
か
っ
た
。
ギ
ル
ド
理
事
会
は
、
集
会
と
裁
判
所
の
招
集
と
指
揮
、
平
和
命
令
お

よ
び
そ
れ
ゆ
え
軽
い
刑
罰
（B

rüchte

）
へ
の
関
与
、
判
決
と
決
定
の
実
行
、
対
外
的
な
ギ
ル
ド
の
代
理
権
を
有
し
た
。
理
事
会
に
は
、

同
時
に
、
特
別
の
ギ
ル
ド
金
庫
へ
と
流
入
し
た
罰
金
と
寄
付
金
の
取
立
と
管
理
が
帰
属
し
た
。
こ
れ
ら
の
ギ
ル
ド
か
ら
、
そ
し
て
、
新

た
に
加
入
す
る
構
成
員
た
ち
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
入
会
金
か
ら
、〈
全
て
の
人
々
の
利
益
と
な
る
べ
き
〉
そ
し
て
〈
敬
虔
な
諸

寄
進
、
個
々
人
の
扶
助
、
損
害
賠
償
な
ど
の
よ
う
な
本
来
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
の
諸
目
的
に
も
、
祝
祭
食
事
、
酒
宴
、
お
よ
び
、
さ
ら

に
分
配
の
よ
う
な
共
同
の
便
益
に
も
、
役
立
つ
〉
動
的
な
総
体
財
産
（G

esam
m
tverm

ögen

）
が
構
成
さ
（
４１
）

れ
た
。
そ
れ
と
並
ん
で
、

ギ
ル
ド
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
集
会
の
家
お
よ
び
そ
の
他
に
つ
い
て
、
不
動
産
的
な
総
体
権
（unbew

egliches
G
esam

m
trecht

総
有
権
）
を
有
（
４２
）

し
た
。

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
個
々
人
に
対
立
す
る
総
体
権
お
よ
び
対
応
す
る
総
体
義
務
に
と
っ
て
は
、
い
ま
や
し
か
し
、
結
合
一
般
に
と
っ

て
と
同
様
、〈
宣
誓
に
よ
る
誓
い
ま
た
は
そ
の
他
の
（
４３
）

表
示
を
と
お
し
て
宣
言
さ
れ
そ
し
て
結
ば
れ
た
〉
全
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
自
由
な

意
思
が
最
終
的
な
基
礎
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
関
係
全
体
が
自
由
な
合
意
、
契
約
ま
た
は
約
束
（G

edinge

）
と
み
な
さ
（
４４
）

れ
た
。
ギ
ル

ド
平
和
と
ギ
ル
ド
法
は
、
自
ら
設
定
さ
れ
た
平
和
の
（
４５
）

性
質
、
自
ら
意
欲
さ
れ
た
法
の
性
質
を
有
（
４６
）

し
た
。
ギ
ル
ド
裁
判
所
は
、
そ
こ
で
ひ

と
が
和
解
し
た
仲
裁
裁
判
所
（Schiedsgericht

）
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
役
人
の
選
挙
は
、
た
だ
代
理
権
の
付
与
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
た
。
最
後
に
、
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
〈
も
と
も
と
は
《
そ
れ
を
総
体
財
産
と
し
て
共
同
で

（
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利
用
す
る
た
め
の
》
特
別
財
産
の
併
合
以
外
の
何
も
の
を
も
意
味
せ
ず
、
そ
れ
と
は
さ
ら
に
、
ま
さ
に
す
で
に
存
在
す
る
総
体
財
産
に

つ
い
て
持
分
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
か
ら
の
加
入
金
の
徴
収
が
関
連
し
た
と
こ
ろ
の
〉
自
己
操
縦
（Selbstbe-

treuung

）
の
原
則
が
導
入
さ
（
４７
）

れ
た
。
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
は
、
そ
れ
ゆ
え
ギ
ル
ド
に
お
い
て
、
な
る
ほ
ど
継
続
し
た
が
、

し
か
し
豊
か
に
さ
れ
そ
し
て
拡
大
さ
れ
た
。

そ
の
よ
う
に
生
活
能
力
あ
る
形
式
に
お
い
て
表
現
に
到
達
し
て
、
自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
と
い
う
新
た
な
原
則
は
、
た
え
ず
よ
り
広
い

ク
ラ
イ
ス
へ
と
侵
入
し
た
。
世
俗
的
お
よ
び
教
会
的
な
諸
権
力
は
、
そ
れ
ゆ
え
同
一
の
も
の
に
対
し
て
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
と
い

う
態
度
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
新
た
な
、
私
法
と
公
法
の
す
べ
て
の
領
域
へ
と
介
入
す
る
自
由
な
連
合
体
を
、

禁
止
又
は
制
限
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
前
者
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
で
起
こ
り
、

後
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
王
国
お
よ
び
北
欧
諸
国
に
お
い
て
起
こ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
〔
後
者
〕
で
は
自
由
と
支
配
の
妥
協
が
、
そ
こ
〔
前

者
〕
で
は
封
建
シ
ス
テ
ム
の
完
全
な
勝
利
が
生
じ
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
ア
エ
テ
ル
ス
タ
ン
王
（A

ethelstan

九
二
五
年
―
九
四
〇
年
）
の
も
と
で
起
草
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
平

和
ギ
ル
ド
の
諸
定
款
は
、
国
家
団
体
の
中
へ
の
ア
イ
ヌ
ン
グ
制
度
の
完
全
な
受
容
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
、
王
国
の

ジ
ェ
レ
ー
フ
ァ
（gerefa

〔
独
立
の
裁
判
権
を
も
つ
地
方
長
官
〕）
お
よ
び
ビ
シ
ョ
ッ
フ
（
司
教
）
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
（
４８
）

あ
る
。
国
家
権
力
は
、
そ
れ
ゆ
え
明
示
的
に
、
そ
の
深
く
介
入
す
る
政
治
的
有
（
４９
）

効
性
へ
と
同
意
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
イ
ギ
リ
ス
の

諸
都
市
の
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
異
な
ら
な
か
（
５０
）

っ
た
。
し
か
し
ひ
と
は
さ
ら
に
進
ん
だ
。
ひ
と
は
、
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
原
理
を
独

特
の
方
法
に
お
い
て
、〈
ひ
と
が
ギ
ル
ド
類
似
の
団
体
を
組
織
の
最
下
位
の
構
成
部
分
と
し
て
構
成
し
、
そ
し
て
、
よ
り
高
位
の
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
に
ギ
ル
ド
の
個
々
の
基
本
原
則
を
も
ま
た
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
〉
王
国
自
体
の
建
設
に
適
用
し
た
。
こ

れ
に
関
し
て
、
事
情
は
、
ほ
ぼ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
諸
マ
ー
ゲ
ン
シ
ャ
フ
ト
（M

agenschaften

親
戚
団
体
）
が
解
消
さ
れ
始
ま
っ
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て
以
来
、
ひ
と
は
、〈
彼
ら
の
た
め
に
責
任
を
負
う
主
人
を
と
お
し
て
代
理
さ
れ
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
〉
よ
り
少
数
の
自

由
民
た
ち
か
ら
、〈
彼
ら
が
主
人
団
体
（H

errenverband

）
に
入
る
か
（
そ
の
こ
と
を
ひ
と
は
土
地
を
も
た
な
い
者
か
ら
は
無
条
件

に
す
ら
要
求
し
た
の
で
あ
る
が
）、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
自
由
民
を
、
彼
ら
の
良
き
品
行
と
生
じ
て
く
る
事
件
の
た
め
の
保
証
人
と
し

て
、
彼
ら
を
裁
判
所
の
前
に
据
え
る
た
め
に
任
命
す
る
こ
と
〉
を
要
求
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
何
び
と
も
保
証
人
な
し
で
あ
る
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
、
権
利
保
証
（R

echtsbürgschaft

）
に
つ
い
て
の
独
特
の
国
家
法
的
な
理
論
が
成
立
（
５１
）

し
た
。
そ
の
よ
う
な
保
証

の
給
付
の
た
め
に
、〈
な
る
ほ
ど
氏
族
ほ
ど
に
は
緊
密
で
は
な
く
、
し
か
し
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
お
よ
び
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
よ
り

も
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
〉
よ
り
古
い
ギ
ル
ド
は
、
適
合
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
保

証
の
給
付
を
引
き
受
け
た
。
類
似
の
方
法
に
お
い
て
、
い
ま
や
、
そ
の
他
の
方
法
で
も
ま
た
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
権
利
保
証
の
給
付
の

た
め
の
隣
人
的
土
地
占
有
者
の
諸
団
体
（V

ereine
nachbarlicher

G
rundbesitzer

）
が
形
成
さ
れ
た
。
推
測
す
る
に
、
そ
れ
ら
の

諸
団
体
は
、
ま
ず
最
初
は
、
自
由
な
結
合
体
の
基
礎
の
上
に
成
立
し
た
。
後
に
は
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
立
法
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
組

織
化
さ
れ
一
般
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
国
家
の
本
質
的
な
構
成
部
分
と
し
て
説
明
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
団
体
に
加
入
す
る
こ

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
民
に
対
し
て
義
務
と
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ら
の
諸
団
体
は
、
次
第
に
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
、

あ
の
諸
ツ
ェ
ー
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
（Z

ehntschaften
）
ま
た
は
平
和
誓
約
団
体
（frithborgas

）
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、

ノ
ル
マ
ン
朝
時
代
に
お
い
て
軽
微
な
る
事
件
の
た
め
の
裁
判
官
の
権
力
を
も
っ
て
装
っ
た
理
事
会
の
も
と
に
、
各
十
人
ず
つ
の
隣
人
に

居
住
す
る
男
た
ち
を
合
一
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
犯
罪
を
犯
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
を
裁
判
所
の
前
に
引
致
す
る
義
務
を
負
い
、
違
反
の

場
合
に
は
、〈
も
し
彼
ら
が
宣
誓
を
と
お
し
て
債
務
と
逃
亡
に
つ
い
て
の
関
与
か
ら
自
ら
を
清
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
〉

補
充
的
に
損
害
に
つ
い
て
保
証
し
、
そ
し
て
、
罰
金
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
（
５２
）

あ
る
。
こ
れ
ら
の
平
和
保
証
団
体

（F
riedensbü rgschaften

）
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
、〈
諸
ギ
（
５３
）

ル
ド
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
ゲ

（
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マ
イ
ン
デ
ま
た
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
一
部
を
よ
り
狭
い
、
一
部
分
氏
族
団
体
を
代
替
す
る
法
的
共
同
団
体
（R

echtsgem
einschaft

）
を

と
お
し
て
結
合
し
た
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
。
―
―
し
か
し
、
よ
り
大
き
な
民
族
法
的
な
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ

る
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
（H

undertschaft

）
や
シ
ャ
イ
ア
〈Shire

州
〉
も
ま
た
、
対
応
す
る
方
法
に
お
い
て
ギ
ル
ド
類
似
の
団
体

と
し
て
、〈
自
由
な
同
盟
（V

erbündung

）
を
と
お
し
て
創
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
不
可
欠
の
か
つ
強
制
さ
れ
た
〉
平
和
ギ
ル

ド
と
し
て
、
把
握
さ
（
５４
）

れ
た
。
た
ぶ
ん
こ
の
こ
と
を
と
お
し
て
自
己
管
理
、
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
組
織
に
お
け
る
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
要
素
の
維
持
が
、
可
能
と
さ
れ
、
そ
し
て
、
大
陸
の
諸
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
と
諸
ガ
ウ
の
運
命
か
ら
非
常

に
異
な
る
発
展
の
過
程
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
最
後
に
、
ひ
と
は
、
お
そ
ら
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
家
全
体
を
も
ま
た
、
大
き
な
保
護
ギ

ル
ド
と
比
較
し
、
全
て
の
自
由
民
を
〈
最
上
位
の
主
人
と
し
て
の
国
王
の
も
と
に
平
和
と
法
の
維
持
の
た
め
に
同
盟
し
か
つ
合
一
さ
れ

た
〉
宣
誓
し
た
ギ
ル
ド
兄
弟
た
ち
と
比
較
（
５５
）

し
た
。
そ
れ
は
〈
そ
の
他
の
何
か
あ
る
も
の
に
お
け
る
よ
り
も
多
く
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
な
解
釈
の
存
続
と
そ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
と
の
妥
協
が
そ
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
の
〉
比
較
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
組
織

体
制
史
（V

erfassungsgeschichte

憲
法
史
）
は
そ
の
比
較
を
と
お
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、〈
自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
が
国
家
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
し
か
し
同
時
に
こ
の
承
認
に

従
属
さ
せ
ら
れ
た
が
、
さ
ら
に
し
か
し
、
国
家
そ
の
も
の
の
編
成
に
お
い
て
は
、
全
く
独
特
な
方
法
に
お
い
て
上
か
ら
出
発
す
る
行
政

的
お
よ
び
警
察
的
な
区
分
が
ギ
ル
ド
的
な
構
成
と
融
合
さ
れ
、
そ
し
て
、
最
後
に
公
共
制
度
全
体
の
解
釈
の
中
へ
と
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
本

質
に
つ
い
て
の
何
も
の
か
が
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
ア
イ
ヌ
ン
グ
制
度
は
、
そ
の
成
立
か
ら
、
国
家
と
の
有
機
的
な
関
連

へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
。
ひ
と
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
も
ま
た
、
ギ
ル
ド
を
承
認
（
５６
）

し
た
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お

い
て
は
、
そ
し
て
、
最
初
は
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
も
ま
た
、
国
家
と
教
会
は
、
自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
に
最
も
決
定
的
に
反
対
し
た
。

し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
た
国
王
の
諸
命
令
（königliche

V
erordnungen

）
は
、
ギ
ル
ド
を
抑
圧
す
る
か
、
ま
た
は
、
そ
う
で
な
い
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と
し
て
も
や
は
り
個
々
の
私
法
的
諸
目
的
に
制
限
す
る
こ
と
、
と
り
わ
け
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
宣
誓
に
よ
る
結
合
を
妨
げ
る
こ
と
を

試
（
５７
）

み
た
。
教
会
の
諸
法
律
お
よ
び
公
会
議
の
諸
決
議
（K

om
cilienschlüsse

）
は
、〈
そ
れ
ら
が
兄
弟
的
親
睦
（V

erbrüderung

）
の

禁
止
を
と
く
に
無
礼
講
の
道
徳
的
危
険
性
を
と
お
し
て
理
由
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
〉
同
様
に
し
ば
し
ば
兄
弟
的
親
睦
に
反
対
（
５８
）

し
た
。

意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
、
し
か
し
、
こ
の
世
俗
的
な
禁
止
お
よ
び
教
会
的
な
禁
止
の
基
礎
に
は
、
ギ
ル
ド
制
度
の
個
々
の
側
面
に

反
対
す
る
方
向
の
み
な
ら
ず
、
自
由
な
連
合
体
一
般
に
対
す
る
恐
れ
も
ま
た
、
存
在
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
教
会
的
序
列
の
担
い
手
た
ち

も
、
帝
国
の
中
で
発
展
す
る
上
か
ら
由
来
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
シ
ス
テ
ム
と
あ
ら
ゆ
る
個
々
人
を
あ
る
個
人
に
結
び
つ
け
る
奉
仕
の

シ
ス
テ
ム
の
担
い
手
た
ち
も
、
極
め
て
十
分
に
、〈
彼
ら
を
自
由
に
意
欲
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
ン
グ
が
そ
れ
を
も
っ
て
脅
か
し
た
と
こ
ろ
の
〉

更
な
る
し
か
し
確
か
な
危
険
を
感
じ
た
か
ら
で
（
５９
）

あ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
立
法
も
、
時
代
の
理
念
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

団
体
制
度
に
反
対
す
る
諸
法
律
も
ま
た
、
自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
が
幾
倍
に
も
な
る
こ
と
、
あ
る
一
定
数
の
確
固
と
し
た
諸
制
度
へ
と
そ

れ
ら
が
発
展
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
へ
と
そ
れ
ら
が
浸
透
し
て
い
く
こ
と
を
、
妨
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
法
律
は
、
た
だ
対
立
を
深
め
、
そ
し
て
、
一
層
激
し
い
闘
争
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
二
十
六
章
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
二
十
六
章
の
注
】

注（
１
）

V
gl.bes.

E
ichhorn,

R
.G
.
§
346.

W
ilda,

das
G
ildenw

esen
im
M
ittelalter.

K
em
ble,
Saxons

I.S.
239
f.
Schm

id,
G
lossar

v.
gegilda.

K
.
M
aurer,

U
eberschau

I.S.
91
f.
W
aitz

I.S.
432
f.
Sybel,

E
ntstehung

des
K
önigthum

s
S.19

f.
T
zschoppe

und
Stenzel,

U
rkb.

S.
248.

A
nm
erk.

Sach
sse,

G
rundl.

S.
538.

M
arquardsen,

H
aft
und

B
ürgschaft

bei
den

A
ngel-

sachsen
S.43

f.R
ettberg,K

irchengeschichte
II.S.567

f.M
ünter,K

irchengeschichte
I.S.181

f.W
inzer,die

deutschen

（
九
〇
）
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B
rüderschaften

des
M
ittelalters.

G
ie�
en
1859.

H
artw

ig,
U
nters.über

die
ersten

A
nfänge

des
G
ildew

esens
in
den

F
orsch.z.deut.G

esch.B
d.I.S.136

―163.E
nnen,G

eschichte
der
Stadt

K
öln
I.S.176

f.404
f.531

f.714.II.457
f.

注（
２
）

C
ap.
franc.

P
ertz

I.
37
c.
16

に
お
い
て：

「
何
び
と
も
行
う
こ
と
を
敢
え
て
し
な
い
〔＝

抜
け
駆
け
を
し
な
い
〕
た
め
に
、
ギ
ル
ド

に
よ
っ
て
相
互
に
共
同
誓
約
さ
れ
た
宣
誓
に
つ
い
て
。
別
の
真
実
の
方
法
で
は
、
火
災
に
つ
い
て
か
、
難
船
に
つ
い
て
の
、
彼
ら
の
施
し

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
同
意
を
彼
ら
が
す
る
に
せ
よ
、
何
び
と
も
、
こ
の
こ
と
に
向
け
て
誓
約
す
る
こ
と
を
敢
え
て
し
な
い
〔＝

抜
け

駆
け
を
し
な
い
〕。」（de

sacram
entis

per
gildonia

invicem
conjurantibus,ut

nem
o
facere

praesum
at.A

lio
vero

m
odo
de

illorum
elem

osinis,aut
de
incendio,aut

de
naufragio,quam

vis
convenientias

faciant,nem
o
in
hoc
jurare

praesum
at.

）。

兄
弟
的
親
睦
に
つ
い
て
語
るconcilium
N
am
netense

（
ゲ
ル
マ
ン
の
ナ
ム
ネ
ー
テ
ス
族
の
会
議
）
が
九
世
紀
に
初
め
て
属
し
て
お
り
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
と
エ
ク
ス
ィ
タ
ー
に
お
け
る
ギ
ル
ド
の
諸
定
款
（Statuten

）
が
十
一
世
紀
に
初
め
て
属
し
て
い
る
こ
と
を
、
ハ
ル
ト

ヴ
ィ
ッ
ヒ
（H

artw
ig
l.c.S.135.136.

）
が
証
明
し
て
い
る
。

注（
３
）

ひ
と
が
ギ
ル
ド
（G

ilden

）
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
酒
宴
（G

elage

）
と
供
犠
集
会
（O

pferversam
m
lungen

）、

と
く
に
葬
式
の
食
事
（T
odtenm

ahle

）
は
そ
う
で
あ
る
。W

ilda,S.4
f.H
artw

ig
S.149

f.W
inzer

S.7
f.V
gl.
W
idukind

I.
35

bei
P
ertz

S.S.III.
432：

「
諸
都
市
に
お
け
る
会
議
と
す
べ
て
の
会
合
お
よ
び
宴
会
が
祝
賀
さ
れ
る
こ
と
を
ひ
と
は
欲
し
た
。」（concilia

et
om
nes
conventus

atque
conviva

in
urbibus

voluit
celebrari

）。

注（
４
）

シ
ュ
ミ
ー
ト
（Schm

id
S.
28.
c.
16

）
の
も
と
で
の
イ
ネ
王
の
諸
法
律
（
六
九
〇
年
以
前
）（Ine’s

G
esetze

）
に
お
い
て
既
に
言
及

さ
れ
た
、〈
ア
エ
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
法
律c.27.

お
よ
びleg.H

enr.75.c.10

に
従
っ
て
親
類
の
後
に
殺
人
賠
償
金
に
つ
い
て
責
任
を
負
う

べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〉gegildan

ゲ
ギ
ル
ダ
ン
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
同
様
の
事
情
に
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ザ
ッ
ク
セ
（Sachsse

S.

538

）、
ジ
ー
ベ
ル
（Sybel

S.
20

）、
お
よ
び
、
ヴ
ァ
イ
ツ
（W

aitz
I.
S.
434

）
は
、
現
在
も
な
お
、
こ
の
ゲ
ギ
ル
ダ
ン
を
後
世
の
意
味

に
お
け
る
ギ
ル
ド
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（G

ildegenossen

ギ
ル
ド
仲
間
）
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
し
か
し
、
す
で
に
非
常
に
早
い
時

代
に
お
い
て
自
由
な
諸
団
体
は
、
た
ん
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
立
法
に
よ
っ
て
国
家
の
統
合
的
な
構
成
部
分
と
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し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
見
解
は
、
も
は
や
主
張
者
を
見
出
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ひ
と
は
、
そ
の
諸
法
律
を
非
常
に
異

な
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
スP

hillips,
A
ngels.

R
.G
.
S.
99.
104.

ケ
ン
ブ
ルK

em
ble
I.
239
u.
Z
öpfl,

R
.G
.
§
42
N
ote

43

は
、
そ
の
点
に
お
い
て
す
で
に
後
の
平
和
保
証
団
体
（F

riedensbürgschaften

）
を
見
出
し
て
お
り
、
マ
ル
ク
ァ
ル
ド
セ
ンM

ar-

quardsen
l.c.N

ote
28

は
、
こ
れ
と
の
完
全
な
対
立
に
お
い
て
、
盗
賊
団
（D

iebsbande,hlo^dh

）
を
見
出
し
て
い
る
。
マ
ウ
ラ
ー
（K

.

M
aurer

S.92

）
は
、
ゲ
ギ
ル
ダ
ン
を
旅
の
道
連
れ
と
し
て
説
明
し
、
シ
ュ
ミ
ー
ト
（Schm

id

）（G
lossar

v.
gegildan

ゲ
ギ
ル
ダ
ン
の

注
釈
）
は
、
全
て
の
種
類
の
支
払
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
一
般
と
し
て
、
説
明
し
て
い
る
。
事
実
、
ゲ
ギ
ル
ダ
（gegilda

）

は
、
も
と
も
と
一
般
に
、gefe^ra

と
同
様
に
、〈
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（leg.A

ethelst.II.20.§
2：

「
そ
こ
の
城
に
属
す
る
人
々
」

calle
the
to
thaere

byrig
hyran.

）
に
つ
い
て
も
、
聖
職
者
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（leg.A

ethelr.V
III.24.C

nut
I.
5.
§
2

）
に
つ
い
て

も
、
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
お
よ
び
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（C
nut
II.
35.
§
1

）
一
般
に
つ
い
て
も
、
戦
争
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（C

nut
II.
77.

）
に
つ
い

て
も
、
あ
る
い
は
、
宣
誓
補
助
者
（A

nh.X
.6

）
に
つ
い
て
も
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
全
く
同
様
に
ギ
ル
ド
（gefe^rscipe

in
leg.A

eth-

elst.V
I,1.§

1;6.§
3

）
に
つ
い
て
も
ま
た
、
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
〔
仲
間
〕
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ど
の
よ

う
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
が
、
し
か
し
、
前
述
の
諸
法
律
に
お
い
て
ゲ
ギ
ル
ダ
ン
の
も
と
に
特
殊
的
に
理
解
さ
れ
る
か
は
、
確
定
さ
れ
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
最
も
近
い
氏
族
を
超
え
て
立
つ
民
族
法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ヴ
ィ
ル

ダ
（W

ilda,Strafrecht
I.S.389

）
が
可
能
な
も
の
と
し
て
設
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
離
れ
た
親
類
ク
ラ
イ
ス
（V

erw
andtenkreis

）

か
、
ま
た
は
、
も
っ
と
早
期
の
血
縁
親
類
団
体
（B

lutsverw
andtschaft

）
に
基
づ
く
が
、
し
か
し
、
す
で
に
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た

は
地
区
フ
ン
デ
ル
テ（B

ezirkshunderte

）へ
の
移
行
段
階
に
立
つ〈
氏
族
の
独
特
の
殺
人
賠
償
金
の
逮
捕〔
権
〕（W

ergeldsverhaftung

）

を
ま
だ
放
棄
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

注（
５
）

礼
拝
（sacra

）
と
共
同
生
活
（contubernia

）
を
伴
う
ロ
ー
マ
の
コ
レ
ー
ギ
エ
ン
（K

ollegien

同
僚
団
体
）
の
直
接
の
継
続
は
、
ブ

リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
と
ツ
ン
フ
ト
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。M

one,
Z
eitschr.

B
d.
15.
S.
1
f.

ロ
ー
マ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、M

om
m
-

sen,de
collegiis

et
sodalitiis

R
om
anorum

.

を
参
照
せ
よ
。

（
九
二
）
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注（
６
）

H
artw

ig
l.c.S.157

f.

注（
７
）

五
三
八
年
の
オ
ル
レ
ア
ン
第
三
回
教
会
会
議
、
四
五
一
年
の
カ
ル
セ
ド
ン
教
会
会
議
、
六
一
〇
年
の
ラ
ン
ス
教
会
会
議
、
七
八
九
年
の

ア
ー
ヘ
ン
教
会
会
議
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
会
会
議
（Synoden

）
が
禁
止
し
た
、
上
司
に
対
す
る
関
係
で
の
聖
職
者
た
ち

（K
leriker

）
の
共
同
の
誓
約
（K

onjurationen

）
は
そ
う
で
あ
る
。H

artw
ig
S.158.159.

し
か
し
カ
ー
ル
大
帝
と
そ
の
後
継
者
た
ち

の
も
と
で
、
王
国
の
個
々
の
諸
部
分
に
お
け
る
諸
謀
反
（E
m
p
örungen

）
に
導
い
た
、
様
々
な
宣
誓
結
託
（V

erschw
örungen

）
も

ま
た
、
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、786

A
nnal.L

auresh.u.A
nnal.N

az.
C
ont.

b.
P
ertz,

S.S.
I.
S.
32.
42.;

ザ
ク
セ
ン
の
ス
テ
リ
ン

ガ
〔
同
僚
団
体
、
非
奴
隷
下
層
階
級
の
運
動
〕Stelinga

der
Sachsen

b.
N
ithard,

hist.
lib.
4.
c.
2;

圧
迫
さ
れ
た
非
自
由
民
の
宣
誓

結
託
、
例
え
ば
、C

ap.
d.
821
c.
7.
P
ertz

III.
230:

「
フ
ラ
ン
ド
ル
と
メ
ナ
ピ
ス
コ
に
お
け
る
奴
隷
た
ち
の
共
同
誓
約
に
つ
い
て
」（de

conjurationibus
servorum

in
F
landris

et
M
enapisco

）。A
nnal.F

uld.a.848.866
b.P
ertz,S.S.I.365.379.R

oth,B
enefi-

cialw
esen

S.377
N
ote
47.

注（
８
）

そ
れ
ゆ
え
ナ
ン
ト
の
公
会
議
に
お
い
て
言
う
、「
そ
れ
を
人
々
が
コ
ン
ソ
ル
チ
ア
〔
仲
間
団
体
〕
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
集
合
体
ま
た
は
同

輩
団
体
」（collectae

vel
confratoria

quas
consortia

vocant.

）
と
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
ギ
ル
ド
は
、gefe^rscipe

（N
ote

4

〔
上
述
、
注（
４
）〕）
ま
た
はsocietas

組
合
（L

ud.civ.L
und.c.1.§

1

）
と
も
呼
ば
れ
る
。

注（
９
）

す
で
に
八
五
二
年
に
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル
王H

incm
ar

の
下
で
、「
一
般
に
人
々
が
ギ
ル
ド
ま
た
は
コ
ン
フ
ラ
ト
リ
ア
〔
友
愛
団
体
〕
と
呼

ん
で
い
る
集
合
団
体
を
」（collectas

quas
gildonias

vel
confratrias

vulgo
vocant.

）
と
。
後
に
は
、
保
護
ギ
ル
ド
（Schutzgilden

）

も
、
商
業
ギ
ル
ド
（H

andelsgilden

）
お
よ
び
ツ
ン
フ
ト
（Z

ünfte
）
も
、
フ
ラ
テ
ル
ニ
タ
ス
（fraternitates

兄
弟
団
体
）
と
呼
ば
れ

た
。
そ
し
て
、
後
に
な
っ
て
漸
く
こ
の
名
称
が
よ
り
多
く
宗
教
的
な
諸
団
体
に
制
限
さ
れ
た
の
で
あ
る
。W

ilda
S.30.

注（
１０
）

こ
の
点
に
お
い
て
、
一
二
六
〇
年
の
バ
ー
ゼ
ル
の
庭
園
師
お
よ
び
織
物
師
の
証
書
―
―O

chs
I.
353.

393;
T
rouillat

II.
N
r.
75
u.

137.
S.
107.

184

―
―
に
よ
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
�
そ
の
他
の
諸
ツ
ン
フ
ト
�（
と
く
に
お
そ
ら
く
彼
ら
の
手
工
業
を
営
む
権
利
）
を
も
つ
こ

と
は
許
さ
れ
た
が
、
ひ
と
は
、
し
か
し
、
本
来
の
主
た
る
ツ
ン
フ
ト
と
し
て
、
い
つ
で
も
た
だ
一
つ
の
ツ
ン
フ
ト
に
の
み
属
し
た
こ
と
は
、
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特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
が
「
こ
の
」〔
ツ
ン
フ
ト
か
ら
〕
除
名
さ
れ
る
と
き
は
、�
彼
は
必
ず
し
も
そ
れ
ほ
ど
固
く
結
び
付
け
ら

れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
ツ
ン
フ
ト
（ander

zunfte,
den

er
nüt
so
vaste

gebunden
ist

）�
を
も
ま
た
、
喪
失
し
た
。
そ
の
一
方
で
、

ひ
と
は
、
主
た
る
ツ
ン
フ
ト
へ
の
再
採
用
の
際
に
は
、
直
ち
に
、
後
者
の
ツ
ン
フ
ト
を
取
り
戻
し
た
。
完
全
な
人
格
権
（persönliches

R
echt

）
を
、
ひ
と
は
、
い
つ
で
も
た
だ
一
つ
の
ツ
ン
フ
ト
に
お
い
て
の
み
有
し
た
の
で
あ
る
。

注（
１１
）

そ
こ
で
、
例
え
ば
、
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ヒ
（H

artw
ig

）（
と
く
にS.155

）
は
、
結
合
体
（V

ereinigungen

）
が
そ
の
成
立
か
ら
そ
れ
自

体
異
な
る
諸
目
的
の
追
求
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
、
あ
り
そ
う
に
な
い
こ
と
と
み
な
し
、
そ
し
て
、
た
だ
次
第
に
一
つ
の
も
と
も

と
の
団
体
目
的
に
別
の
諸
目
的
が
付
け
加
わ
っ
た
こ
と
を
原
則
と
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
、�
た
だ
一
つ
の
偶
然
的
な
結
合
体
�

で
の
み
あ
り
う
る
と
こ
ろ
の
�
異
種
の
諸
目
的
を
も
つ
ひ
と
つ
の
結
合
体
�
を
諸
ギ
ル
ド
の
中
に
見
出
す
ほ
ど
に
す
ら
、
赴
い
て
い
る
。

注（
１２
）

全
く
一
般
的
に
、
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ー
ル
大
帝
に
よ
っ
て
七
七
九
年
に
禁
止
さ
れ
た
諸
ギ
ル
ド
も
ま
た
、
相
互
的
な
宣
誓
を
と
お
し
て
結

合
さ
れ
て
い
た
（invicem

conjurantibus

相
互
の
共
同
誓
約
を
も
っ
て
）。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ギ
ル
ド
に
入
る
者
は
、（K

em
ble’s

Ü
ber-

setzung,
Saxons

I.
513

に
よ
れ
ば
）「
彼
は
、
神
の
た
め
、
そ
し
て
、
世
界
と
す
べ
て
の
兄
弟
関
係
の
た
め
に
、
最
善
の
権
利
を
有
す

る
よ
う
に
彼
を
支
持
す
べ
く
、
真
実
の
兄
弟
関
係
を
保
持
す
る
で
あ
ろ
う
」（that

he
w
ould

hold
true

brotherhood
for
G
od
and

for
the
w
orld

and
all
the
brotherhood

to
support

him
that

hath
the
best

right.

）
と
、
宣
誓
し
た
。
一
一
八
八
年
頃
の
エ
ー

ルA
ire

に
お
け
る
友
好
の
誓
い
（E

id
der
am
icitia

）（W
ilda
S.148

）
は
、
法
と
慣
習
が
そ
れ
を
許
す
と
こ
ろ
で
、
全
て
の
事
柄
に
お

い
て
援
助
の
用
意
が
あ
る
こ
と
を
、
述
べ
た
。

注（
１３
）

K
em
ble
l.c.：

「
他
の
人
々
と
崇
拝
に
お
い
て
分
け
持
つ
と
こ
ろ
の
人
」（one

w
ho
shares

w
ith
others

in
w
orshiping

）。M
üllen-

hoff,allg.M
onatschrift

f.W
iss.u.L

itter.1851.S.341.H
artw

ig
S.149.

注（
１４
）

W
ilda
S.
46
f.

ぺ
ル
ツC

ap.
a.
789
P
ertz

I.
68

に
お
い
て
、「
全
て
の
人
々
に
暴
飲
の
悪
が
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

我
々
は
、
聖
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
我
々
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
我
々
の
息
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
行
う
と
こ
ろ
の
共
同
誓

約
を
禁
止
す
る
。」（prohibendum

est
om
nibus

ebrietatis
m
alum

et
istas

conjurationes,quas
faciunt

per
s.
Stephanum

（
九
四
）
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aut
per
nos
aut
per
filios

nostros
prohibem

us.

）
と
言
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
―
―
ひ
と
は
、
王
お
よ
び
彼
の
息
子
た
ち
も
ま

た
、
推
測
す
る
に
禁
止
を
避
け
る
と
い
う
意
図
に
お
い
て
、
保
護
者
（
パ
ト
ロ
ン
）
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

注（
１５
）

W
ilda
S.36

f.Iud.civ.L
und.b.Schm

id
S.156

f.c.8.§
1.

注（
１６
）

W
ilda
S.90.

注（
１７
）

K
em
ble,Saxons

I.S.513.514.

に
お
け
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ギ
ル
ド
の
諸
定
款
は
、
そ
う
で
あ
る
。K

em
ble,C

od.dipl.N
r.942.

B
d.IV

.S.278,
英
訳Saxons

I.
S.
511
f.

に
お
け
る
、
オ
ル
シ
ー
の
ギ
ル
ド
（O

rcy’s
G
uild

）。
ラ
ン
ト
（
領
邦
）
の
外
で
死
ぬ
者
は
、

故
郷
に
運
ば
れ
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
埋
葬
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

注（
１８
）

O
rcy’s

G
uild
l.c.G

uild
at
E
xeter

b.K
em
ble,Saxons

I.513.Iud.civ.L
und.c.8.§

6.

注（
１９
）

す
で
にIud.

civ.
L
und.

c.
8.
§
1

お
よ
び
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
エ
ク
ス
ィ
タ
ー
、
オ
ル
シ
ー
の
ギ
ル
ド
諸
定
款
は
そ
う
で
あ
る
。V

gl.

W
ilda
S.3
f.26

f.45.

注（
２０
）

北
欧
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。W

ilda
S.26.

例
え
ば
、
一
一
三
〇
年
の
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
に
お
け
る
最
高
の
共
同
生
活
（sum

m
um

convivum

）
ま
た
は
誓
約
さ
れ
た
共
同
生
活
（juratum

convivum

）。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
時
折
、
食
事
規
則
（T

afelordnung

）

ま
た
は
類
似
の
も
の
。W

ilda
l.c. “

Z
eche

（
規
定
）”
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
飲
酒
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

共
同
の
催
事
を
意
味
す
る
。

注（
２１
）

C
ap.a.789

in
N
ote
13.C

onst.L
othar.II.b.P

ertz
I.442.H

artw
ig
S.142.143.

に
お
け
る
類
似
の
種
類
の
多
く
の
教
会
的
禁

止
。

注（
２２
）

W
ilda
S.27

に
よ
る
、
一
三
三
〇
年
の
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
に
お
け
る
商
人
ギ
ル
ド
の
定
款
は
そ
う
で
あ
る
。C

f.ib.S.121.122.

注（
２３
）

W
ilda
S.27.37.45.122.

注（
２４
）

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ギ
ル
ド
の
定
款
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
外
で
病
気
と
な
っ
た
兄
弟
は
故
郷
に
す
ら
送
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

K
em
ble,

Saxons
I.
S.
514.

こ
れ
に
は
、
病
気
の
兄
弟
の
も
と
で
の
看
護
、
逮
捕
か
ら
の
請
け
戻
し
の
義
務
、
海
難
か
ら
の
救
助
の
義
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務
、
も
ま
た
属
す
る
。
そ
の
場
合
に
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
犠
牲
に
供
さ
れ
る
自
己
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
総
体
に
よ
っ
て
賠
償
が
給
付

さ
れ
た
。W

ilda
S.123.124.

見
よ
、C

ap.a.779
in
N
ote
2.

〔
本
章
の
注（
２
）〕
を
も
。

注（
２５
）

最
古
の
こ
の
よ
う
な
諸
規
定
は
、
我
々
に
、Schm

id
S.
156

f.

の
も
と
に
お
け
る
、
ロ
ン
ド
ン
の
ギ
ル
ド
諸
定
款
―
―
ロ
ン
ド
ン
市

民
の
諸
裁
決
（judicia

civitatis
L
undoniae

）
―
―
の
中
に
保
持
さ
れ
て
い
る
。C

ap.
2.3.6.

を
見
よ
。
保
証
は
、
こ
こ
で
は
、
家
畜

お
よ
び
奴
隷
た
る
人
々
に
関
係
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
物
に
つ
い
て
賠
償
金
が
予
め
確
定
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
盗
難
被
害
者
に
は
盗
難

防
止
の
た
め
の
一
定
の
注
意
基
準
（c.8.§

7

）
が
、
そ
し
て
、
犯
人
の
捜
索
（ib.§

8
u.c.7.

）
が
、
義
務
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
懈
怠

は
賠
償
の
喪
失
を
導
い
た
。
―
―
類
似
す
る
の
は
、C

ap.a.779

（N
ote
2

〔
本
章
の
注（
２
）〕）
に
お
い
て
、
宣
誓
に
よ
ら
な
い
結
合
と

こ
れ
ら
の
目
的
へ
の
制
限
の
場
合
の
た
め
に
許
可
さ
れ
た
諸
ギ
ル
ド
の
、〈
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
は
、
零
落
、
火
災
、
難
船
の
際
の

援
助
の
た
め
に
存
在
し
た
〉
定
款
で
あ
る
。
強
盗
に
対
し
て
は
、
カ
ー
ル
マ
ン
（K

arlm
ann

）
が
八
八
四
年
に
禁
止
し
た
諸
結
合
が
向

け
ら
れ
て
い
た
（P

ertz
I.553.

）。

注（
２６
）

Iud.civ.L
und.c.2：

各
人
は
年
に
四
ペ
ニ
ヒ
を
�「
我
々
の
共
通
の
窃
盗
に
対
し
て
」（to

u^re
gem
aene

thearfe

）�
与
え
る
べ
き

で
あ
る
。

注（
２７
）

ロ
ン
ド
ン
の
平
和
ギ
ル
ド
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
ん
に
政
治
的
（
引
き
続
く
諸
注
を
参
照
せ
よ
）
の
み
な
ら
ず
、〈
あ
ら
ゆ
る

ギ
ル
ド
ゲ
ノ
ッ
セ
（aelc
gegilda

gesyle
全
て
の
ギ
ル
ド
仲
間
）
が
死
亡
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
の
魂
の
た
め
に
付
け
合
せ
の
パ
ン
を
与
え
、

そ
し
て
、
五
十
の
聖
歌
を
歌
い
ま
た
は
三
十
夜
以
内
に
歌
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
（c.

8.
§
6

）
こ
と
に
よ
っ
て
〉
宗
教
的
な
諸
目
的
を
も

ま
た
有
し
た
。
彼
ら
は
施
物
を
与
え
た
（c.8.§

1
a.E
.

）。
彼
ら
は
社
交
的
な
集
会
を
持
っ
た
（c.8.§

1

）。
彼
ら
は
、
そ
も
そ
も
、〈
不

正
の
嫌
悪
に
お
け
る
一
致
と
友
好
お
よ
び
敵
対
に
お
け
る
一
致
団
結
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
の
〉
道
徳
的
な
共
同
団
体
で
あ
っ
た
（「
そ
の

よ
う
に
た
だ
友
好
関
係
の
み
に
、
そ
の
よ
う
に
た
だ
敵
対
関
係
の
み
に
」sw

a^
on
a^num

freo^ndscype,sw
a^
on
a^num

feo^ndscype

）

（c.7.

）。

注（
２８
）

Iud.civ.L
und.c.2：

「
我
々
す
べ
て
の
者
は
捜
索
を
共
同
団
体
的
に
有
す
る
こ
と
」。c.4：

「
召
喚
を
聞
く
あ
ら
ゆ
る
者
は
、
ひ
と
が

（
九
六
）
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痕
跡
を
知
る
限
り
、
追
跡
お
よ
び
共
同
騎
乗
に
お
い
て
進
ん
で
助
け
る
こ
と
」。
―
ギ
ル
ド
は
、
追
跡
と
平
和
防
衛
の
よ
り
良
い
組
織
の

た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
代
表
者
の
も
と
で
の
十
人
組
団
体
（Z

ehnm
ännervereine

）
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
十
人

組
団
体
は
、
そ
の
中
の
十
団
体
ご
と
に
再
び
一
人
の
共
同
団
体
的
な
代
表
者
を
有
し
た
の
で
あ
る
（c.3

）。

注（
２９
）

Ib.c.7.
盗
難
の
被
害
者
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
ま
た
、
物
の
価
値
の
ほ
か
に
、
追
跡
の
労
苦
が
補
償
さ
れ
る
。

注（
３０
）

Ib.c.8.§
2.3.4.

注（
３１
）

Ib.c.1.
§
1：

半
分
は
王
が
と
り
、半
分
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
と
る
。も
し
そ
れ
が
証
書
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
土
地（B

uchland

）

で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
司
教
の
土
地
（B

ischofsland

）
で
あ
る
と
き
は
、
主
人
は
、
半
分
の
部
分
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（gefe^rscipe

同
僚
団
体
、societas

組
合
）
と
共
同
で
有
す
る
。

注（
３２
）

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
ギ
ル
ドK

em
ble
I.
513

f.：

「
し
か
し
も
し
無
法
者
が
こ
の
救
助
を
無
視
す
る
と
き
は
、
全
て
の
ギ
ル
ド
は
彼
ら
の
仲

間
を
し
て
復
讐
せ
し
め
よ
。」（but
if
the
outlaw

neglect
this
boot,let

all
the
gildship

avenge
their

com
rade.

）。

注（
３３
）

こ
の
こ
と
を
、
禁
止
そ
の
も
の
も
文
言
も
証
明
し
て
い
る
。C

ap.
a.
884
b.
P
ertz

I.
553：

「
我
々
は
、
誰
か
か
ら
強
奪
を
し
た
人
々

に
対
抗
し
て
、
一
般
に
ギ
ル
ド
と
人
々
が
呼
ん
で
い
る
集
合
体
を
彼
ら
が
作
ら
な
い
よ
う
に
、
長
老
た
ち
と
従
者
た
ち
が
仲
間
の
農
夫
た

ち
に
命
令
す
る
こ
と
を
、
欲
す
る
。」（volum

us,ut
presbyteri

et
m
inistri

com
itis
villanis

praecipiant,ne
collectam

faciant,

quam
vulgo

geldam
vocant,contra

illos
qui
aliquid

rapuerint.

）。
そ
れ
ゆ
え
強
盗
に
対
し
て
で
は
な
く
、
強
盗
犯
人
た
ち
に
対

し
て
ギ
ル
ド
は
立
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
３４
）

W
ilda
S.57.78

f.

注（
３５
）

注（
１２
）
を
参
照
せ
よ
。

注（
３６
）

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。K

em
ble
l.c.S.514.

こ
こ
で
は
、
規
定
は
「
そ
し
て
全
て
の
人
を
し
て
そ
れ
に
耐
え
し
め
よ
。

も
し
あ
る
人
が
悪
事
を
犯
す
と
き
は
、
全
て
の
人
を
し
て
同
様
に
そ
れ
に
耐
え
し
め
よ
。」（and

let
all
bear

it,
if
one
m
isdo,

let
all

bear
it
alike.

）
と
い
う
特
徴
的
な
命
題
を
も
っ
て
導
入
さ
れ
る
。
―
―W

ilda
S.45

を
も
見
よ
。
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注（
３７
）

Iud.civ.L
und.a.E

.S.168
l.c.

フ
リ
ー
ゼ
ン
語
に
お
い
て
はjold

fretho

（
ギ
ル
ド
平
和
）。S.R

üstringer
K
üren

b.R
ichthofen

S.
121:

「
そ
の
よ
う
に
し
て
も
し
誰
か
が
ギ
ル
ド
シ
ッ
プ
を
争
う
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
第
二
に
、
行
わ
れ
た
宣
誓
を
害
し
、
そ
し
て
第

三
に
、
平
和
そ
の
も
の
を
害
す
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
に
先
立
っ
て
ギ
ル
ド
平
和
を
、
そ
し
て
次
に
第
二
に
民
族
平
和
を
、
そ
し
て
第

三
に
優
越
す
る
平
和
を
害
す
る
。
偽
誓
を
と
お
し
て
彼
は
、
彼
の
ギ
ル
ド
兄
弟
や
ギ
ル
ド
姉
妹
を
困
難
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。」（sa

hw
a
sa
joldskipun

fiuchte,
sa
kil
hi
tw
am
m
onnom

beta
and

thre
fretha

sella:
allera

erost
thene

jold
fretho,

thet

other
thene

liod
fretho,thet

thredde
thene

praepostes
fretho;thurch

thene
m
eneth,ther

hi
esw
eren

heth
sina

jelde-

brotheron
and

jeldesw
esteron.

）。
平
和
の
破
壊
は
、
し
た
が
っ
て
ギ
ル
ド
宣
誓
の
違
反
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
教
会
の
平
和
の
違
反

と
み
な
さ
れ
た
。
同
時
に
、
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
平
和
が
、
ギ
ル
ド
が
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
侵
害
さ
れ
た
。
最
初
は
そ
し
て
主

と
し
て
は
、
し
か
し
、
ギ
ル
ド
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
そ
の
も
の
が
破
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

注（
３８
）

例
え
ば
、leg.H

enr.c.81.§
1
b.Schm

id
S.478.W

inzer
S.11.

注（
３９
）

エ
ク
ス
ィ
タ
ー
の
ギ
ル
ド
、G

uild
at
E
xeter,K

em
ble
I.513.

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ギ
ル
ドG

uild
at
C
am
bridge

ib.
513.

514.

兄

弟
を
撲
殺
す
る
兄
弟
は
、
親
類
た
ち
の
復
讐
を
受
け
る
が
、
し
か
し
、
彼
の
兄
弟
権
（B

ruderrecht

）
を
八
ポ
ン
ド
で
買
い
戻
す
こ
と

が
で
き
る
。

注（
４０
）

オ
ル
シ
ー
の
ギ
ル
ド
、O
ecy’s

G
uild
b.K
em
ble,C

od.dipl.l.c.S.278.

注（
４１
）

我
々
す
べ
て
の
人
々
の
金
銭
（U

nser
A
ller
G
eld

）（u^re
ealra

feo^

）
は
、jud.civ.L

und.c.7.

に
お
け
る
財
産
を
言
う
。

注（
４２
）

オ
ル
シ
ー
の
ギ
ル
ド
、O

ecy’s
G
uild
b.K
em
ble,C

od.dipl.l.c.S.277：

「
ギ
ル
ド
団
体
が
活
動
す
る
た
め
の---

ギ
ル
ド
ホ
ー
ル
」

（thae
gegyld

healle
---
tham

gyldscipe
to
a^genne

）。

注（
４３
）

宣
誓
が
必
ず
し
も
ま
さ
に
ギ
ル
ド
の
概
念
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、C

ap.a.779.

が
示
し
て
い
る
。
注（
２
）

を
参
照
せ
よ
。

注（
４４
）

L
ud.
civ.

L
und.

c.
3：

我
々
が
我
々
の
規
定
に
お
い
て
決
議
し
、
そ
し
て
、
我
々
の
合
意
の
中
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の
こ

（
九
八
）
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と
が
な
さ
れ
ん
が
た
め
に
。c.8.§

5：

約
束
（G

edinge

）
の
中
に
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
は
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。§

6：
我
々
の
ギ
ル
ド
団
体
に
お
い
て
彼
ら
の
約
束
が
入
っ
て
い
る
人
々
の
。

注（
４５
）

L
ud.civ.L

und.c.8.§
9：

我
々
が
加
入
し
て
い
る
平
和
と
契
約
を
顧
慮
し
て
。

注（
４６
）

O
rcy’s

G
uild

l.c.：

「
オ
ル
シ
ー
と
ギ
ル
ド
ゲ
ノ
ッ
セ
〔
ギ
ル
ド
仲
間
〕
が---

選
ん
だ
前
文
」（tha

forw
ord,

the
O
recy

and
tha

gegyldan
---
gecoren

habbadh.

）。
ロ
ン
ド
ン
の
平
和
ギ
ル
ド
の
諸
定
款
は
、�
諸
決
議B

eschlüsse

�（c.
2.
3.
7.
8.
§
6

）
お
よ
び

�
諸
定
款statuten
�（c.8.§

1

）
と
名
乗
っ
て
い
る
。

注（
４７
）

jud.civ.L
und.c.2

u.3

に
お
い
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
エ
ク
ス
ィ
タ
ー
お
よ
び
オ
ル
シ
ー
の
ギ
ル
ド
諸
定
款
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ

る
。

注（
４８
）

V
gl.jud.civ.L

und
im
E
ingang

u.c.8.§
9.

注（
４９
）

そ
れ
に
つ
い
て
は
、Schm

id,E
inl.S.X

L
V
II.

を
も
ま
た
見
よ
。

注（
５０
）

W
ilda

S.
51

―53.

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
や
も
ち
ろ
ん
国
家
は
、〈
国
家
が
や
が
て
金
銭
と
引
き
換
え
に
与
え
た
と
こ
ろ
の
〉
承
認

を
、
ギ
ル
ド
の
存
在
の
条
件
と
し
た
。

注（
５１
）

権
利
保
証
（R

echtsbürgschaft

）
ま
た
は
権
利
に
向
け
て
の
存
在
に
つ
い
て
の
保
護
（plegium

de
stando

ad
rectum

）
に
関
し

て
は
、
と
く
にM
aurer,über

die
F
reipflege.

M
ünchen

1848.
M
arquardsen,über

H
aft
und

B
ürgschaft

bei
den

A
ngel-

sachsen.W
.M
aurer,Z

eitschr.f.deut.R
.X
V
I
S.220

f.Schm
id,G

lossar
v.R
echtsbürgschaft.K

.
M
aurer,

U
eberschau

I.
S.
87
f.
W
aitz

I.
S.
440
f.

を
見
よ
。
彼
ら
全
て
は
、
よ
り
古
い
法
に
お
い
て
は
、
た
だ
氏
族
団
体
の
保
証
、
お
よ
び
、
家
族
、
男
子

と
客
人
の
た
め
の
家
父
と
主
人
の
保
証
だ
け
が
存
在
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
及
ぶ
保
証
シ
ス
テ
ム
の
発
展
の

種
類
、
時
代
そ
し
て
範
囲
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
彼
ら
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

注（
５２
）

こ
のfrithborgas

平
和
誓
約
団
体
、decennae

デ
ケ
ン
ナ
ー
エ
〔
十
人
組
〕、franca

plegia

フ
ラ
ン
ク
的
保
護
、
な
ど
を
取
り
扱
う

広
範
な
文
献
は
、
ま
だ
、
確
か
な
結
果
に
導
い
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
意
味
は
、leg.E

d.conf.c.15.20.21.28.29

お
よ
び
そ
の
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後
の
ノ
ル
マ
ン
的
な
諸
原
典
に
従
っ
て
か
な
り
明
ら
か
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
そ
し
て
何
時
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
成
立
し
た
か
は
、
今

日
な
お
争
わ
れ
て
い
る
。
ひ
と
は
、
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
が
非
常
に
古
い
法
の
諸
制
度
で
あ
る
と
い
う
よ
り
早
期
の
今
も
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

P
hillips

と
ケ
ン
ブ
ルK

em
ble

に
よ
っ
て
固
執
さ
れ
て
い
る
見
解
を
、
反
駁
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

が
始
め
は
ノ
ル
マ
ン
的
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
ヴ
ァ
イ
ツW

eitz

と
マ
ル
ク
ァ
ル
ド
セ
ンM

arquardsen

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
見
解
は
、

同
様
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
正
当
に
も
、
む
し
ろ
シ
ュ
ミ
ー
ト
（Schm

id

）
は
、
エ
ド
ガ
ー
王
の
法
律
（E

dgars
G
es.

III.c.6.IV
.c.3,ebenso

A
ethelr.I,1

pr.

）
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
一
般
的
な
保
証
（V

erbürgung

）
を
〈
そ
の
後
ク
ヌ
ー
ト
王
の

諸
法
律（G

estzen
C
nuts,II.c.20

）の
中
で
、
す
で
に
確
定
的
に
保
証
の
目
的
の
た
め
の
十
人
組
団
体（Z

ehnm
ännervereine

）（teod-

hunge

）
の
形
式
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
〉
類
似
の
組
織
の
始
ま
り
と
み
な
し
て
い
る
。
す
ぐ
そ
の
次
にleg.

W
ilh.
I,
25.
III,

14

に
お
い
て
言
及
さ
れ
るfrancplegium

（
仏
文
テ
キ
ス
トc.20.§

3

に
お
け
るfrancplege

）
は
、
明
ら
か
にfrithborg

（
平
和
誓
約

団
体
）
と
、〈leg.

H
enr.

8.
§
1
u.2

に
よ
っ
て
諸
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
の
中
で
そ
の
存
在
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
のde-

caniae

十
人
組
と
同
様
に
〉、
ま
さ
に
同
一
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ァ
ル
ド
セ
ン
の
対
立
す
る
承
認
は
、
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
の
時
代
に
お
い
て

言
及
さ
れ
た
領
土
的
な
地
区
と
し
て
の
ツ
ェ
ー
ン
ト
シ
ャ
フ
テ
ン
（Z

ehntschaften

十
人
組
団
体
）
の
説
明
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
説
明
は
、F

rithborge
（
平
和
誓
約
団
体
）
の
隣
人
的
居
住
を
と
お
し
て
始
め
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対

に
、
ヴ
ァ
イ
ツ
（W

eitz,
S.
447

―449

）
は
、
ツ
ェ
ー
ン
ト
シ
ャ
フ
テ
ン
の
中
へ
と
ク
ヌ
ー
ト
王
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
〈
そ
れ
ら
が
保

証
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
導
入
の
た
め
に
全
く
理
解
し
う
る
理
由
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
〉、
フ
ン
デ
ル

テ
の
人
的
な
諸
部
門
を
見
て
い
る
。F

rithborgs

の
ア
ン
ゲ
ル
ザ
ク
セ
ン
的
起
源
に
は
、Z

öpfl
§
42.V

I

も
ま
た
、
賛
成
し
て
い
る
。

注（
５３
）

そ
の
よ
う
な
類
推
は
、
ヴ
ァ
イ
ツ
（W

eitz
S.
449.

450
）
も
ま
た
認
め
る
が
、
し
か
し
、
平
和
誓
約
団
体
（F

rithborge

）
の
漸
次

的
な
成
立
を
で
は
な
く
、
立
法
的
創
造
の
み
を
認
め
て
い
る
。
ザ
ッ
ク
セ
（Sachsse,

G
rundl.

S.
538

）
がfrithborgs

を
単
純
に
貧
者

に
〈
貧
者
が
土
地
占
有
を
と
お
し
て
持
た
な
か
っ
た
〉
保
証
を
与
え
る
べ
き
ギ
ル
ド
と
み
な
す
場
合
に
、
そ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
支
持

し
が
た
い
。
ウ
ン
ガ
ー
（U

nger’s,
G
erichtsv.

S.
41

）
の
、
ギ
ル
ド
が
平
和
誓
約
団
体
（F

rithborge

）
の
模
倣
で
あ
っ
た
と
い
う
承

（
一
〇
〇
）
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認
は
、
全
く
誤
り
で
あ
る
。

注（
５４
）

と
く
に
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
テ
ン
は
、
ツ
ェ
ー
ト
シ
ャ
フ
テ
ン
に
対
し
て
、
全
く
類
似
の
保
証
団
体
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
ク
ヌ
ー
ト

王
の
諸
法
律
（G

es.C
nuts

l.c.

）
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
十
二
歳
以
上
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
民
は
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ

ト
お
よ
び
ツ
ェ
ー
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
へ
と
（on

hundrede
and
on
teodhunge

）
送
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、W

ilh.v.

M
alm
esbury

b.Schm
id
S.647

und
leg.E

d.conf.c.32.§
2.S.292.

し
か
し
ひ
と
は
、
シ
ー
レ
ン
（Shiren

州
）
そ
の
も
の
を
も

ま
た
類
似
の
も
の
と
み
な
し
た
。
そ
れ
ゆ
えleg.

H
enr.

I.
c.
6.
§
1：

「
確
か
に
廷
臣
た
ち
自
身
は
、
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
〔
百
人
組
〕
と
シ

テ
ソ
ク
ナ
へ
と
区
分
さ
れ
る
。
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
ま
た
は
フ
ン
ド
レ
ー
タ
〔
百
人
組
〕
は
、
デ
カ
ニ
ア
〔
十
人
組
〕
ま
た
は
デ
キ
マ
〔
十
分

の
一
〕
へ
、
そ
し
て
、
主
人
た
ち
の
プ
レ
ー
ギ
イ
〔
従
者
た
ち
〕
へ
と
、
区
分
さ
れ
る
。」（ipsi

vero
com
itatus

in
centurias

et
sithe-

socna
distinguuntur,centuriae

vel
hundreta

in
decanias

vel
decim

as
et
in
dom
inorum

plegios.

）。
明
示
的
に
ア
イ
ヌ
ン

グ
と
し
て
、
フ
ン
デ
ル
テ
に
対
応
す
るW

apentac

は
、leg.

E
d.
conf.

c.
30

に
お
い
て
、「
彼
ら
は
彼
ら
の
武
器
の
接
触
に
よ
っ
て
相
互

に
同
盟
で
結
ば
れ
た
人
々
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
理
由
か
ら
そ
の
す
べ
て
の
集
会
は
ワ
ー
ペ
ン
タ
ー
ク
（
武
装
会
議
）
と
言
わ
れ
る
。」

（quod
hac
de
causa

totus
ille
conventus

dicitur
W
apentac,eo

quod
per
tactum

arm
orum

suorum
ad
invicem

con-

foederati
sunt

）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

注（
５５
）

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
王
の
証
書
（C

arta
regis

W
ilhelm

i
b.
Schm

id
S.
354
f.
c.
9

）：

「
我
々
は
、
前
述
の
我
々
の
王
国
全
体
の
全
て
の

自
由
民
が
我
々
の
王
制
に
向
け
て
お
よ
び
我
々
の
王
国
に
向
け
て
共
同
宣
誓
し
た
兄
弟
た
ち
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
、〈
彼
ら
の
勇
敢
さ
と

能
力
に
よ
っ
て
、
敵
に
対
し
て
王
国
の
た
め
に
闘
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
よ
り
勇
敢
に
監
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
我
々
の
王
冠
の
完
全
な
平
和
と
尊
厳
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
〉
が
で
き
る
こ
と
の
た
め
に
、
そ
し
て
、〈
正
当
な
裁

判
と
法
を
目
指
し
て
、
確
固
と
し
て
全
て
の
方
法
で
王
国
の
た
め
に
故
意
な
し
に
、
か
つ
、
遅
滞
な
く
、
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
〉

が
で
き
る
こ
と
の
た
め
に
、---

決
定
し
た
。」（statuim

us
---
ut
om
nes
libri

hom
ines

totius
regni

nostri
praedicti

sint
fra-

tres
conjurati

ad
m
onarchiam

nostram
et
ad
regnum

nostrum
,
pro
viribus

suis
et
facultatibus,

contra
inim
icos

pro

３１２ 駿河台法学 第２５巻第２号（２０１２）

（
一
〇
一
）



posse
suo
defendendum

,et
viriliter

servandum
,et
pacem

et
dignitatem

coronae
nostrae

integram
observandam

,et

ad
judicium

rectum
et
justitiam

constanter
om
nibus

m
odis

pro
posse

suo
sine

dolo
et
sine

dilatione
faciendam

.

）。

leg.E
d.conf.textus

L
am
bardi

c.32.§
5

―7
b.
Schm

id
S.
509

に
お
け
るfolcm

ot

〔
民
族
の
貧
民
街
〕
に
関
す
る
報
告
を
も
ま
た

見
よ：

「
な
ぜ
な
ら
、
全
て
の
民
衆
と
世
界
の
諸
種
族
が
、
毎
年
そ
こ
で
、
す
な
わ
ち
一
年
に
一
回
、
す
な
わ
ち
五
月
一
日
に
集
ま
る
こ

と
、
そ
し
て
、
挫
か
れ
な
い
誠
実
と
誓
約
か
ら
、
そ
の
場
所
で
、
一
つ
に
向
か
っ
て
同
時
に
〈
共
同
誓
約
さ
れ
た
兄
弟
た
ち
で
あ
る
ご
と

く
に
〉
連
合
す
る
こ
と
お
よ
び
強
固
に
す
る
こ
と
、
の
債
務
を
負
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（Statutum

est
enim

,

quod
ibi
debent

populi
om
nes
et
gentes

universae
singulis

annis,sem
el
in
anno

scilicet,convenire,
scilicet

in
capite

K
al.
M
aii,
et
se
fide

et
sacram

ento
non

fracto
ibi
in
unam

et
sim
ul
confoederare

et
consolidare

sicut
conjurati

fra-

tres
etc.

）。Ib.c.32.S.513：

「
そ
し
て
我
々
の
共
同
誓
約
し
た
兄
弟
た
ち
の
よ
う
に
王
国
に
お
い
て
留
ま
る
こ
と
」（et

rem
anere

in

regno
sicut

conjurati
fratres

nostri.

）。

注（
５６
）

W
ilda
S.53.94

f.

注（
５７
）

C
ap.
v.
779

（N
ote
2

）.

こ
こ
で
は
、
相
互
的
な
扶
助
の
た
め
の
非
宣
誓
的
な
団
体
が
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、C

ap.
a.

805
b.
P
ertz

I.
133.

c.
9：

「
我
々
に
そ
し
て
一
人
の
固
有
の
長
老
に
そ
し
て
長
老
の
部
下
に
我
々
の
福
利
に
向
か
っ
て
で
な
い
な
ら
ば
、

い
か
な
る
他
の
人
に
も
供
託
金
に
よ
っ
て
誠
実
さ
は
約
束
さ
れ
な
い
た
め
に
、
誓
約
に
つ
い
て
。」（de

juram
ento,ut

nulli
alteri

per

sacram
entum

fidelitas
prom

ittatur,nisi
nobis

et
unicuique

proprio
seniori

ad
nostram

utilitatem
et
sui
senioris.

）。c.

10：

「
確
か
に
、
誰
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
敢
え
て
し
、
そ
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
で
あ
れ
供
託
金
で
共
謀
を
固
め
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う

者
は
、
三
重
の
理
由
か
ら
共
謀
に
つ
い
て
判
決
さ
れ
る
。---
そ
し
て
、
我
々
の
王
国
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
そ
の
よ
う
な
共
謀
も
、

保
証
金
に
よ
っ
て
も
、
保
証
金
な
し
で
も
、
行
わ
れ
な
い
。」（de

conspirationibus
vero,quicunque

facere
praesum

erit
et
sac-

ram
ento

quam
cunque

conspirationem
firm
averint,

ut
triplici

ratione
jud
icentur

---
.
E
t
ut
de
caetero

in
regno

nos-

tro
nulla

hujusm
odi
conspiratio

fiat
nec
per
sacram

entum
nec
sine

sacram
ento.

）。C
ap.a.789

（N
ote
14

注（
１４
））;C

ap.

（
一
〇
二
）
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a.
884

（N
ote
33

注（
３３
））.C

ap.
L
othar.

II.
P
ertz

I.
442.

L
andfrieden

F
riederichs

I.
b.
Senckenberg,

Sam
m
lung

der

R
eichsabschiede

〔
ゼ
ン
ケ
ン
ベ
ル
ク
『
帝
国
議
会
決
議
集
成
』
に
お
け
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
の
ラ
ン
ト
平
和
〕I.S.11：

「〈
諸
市
民

と
そ
の
他
の
さ
ら
に
親
族
の
機
会
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
市
民
と
市
民
の
間
の
、
そ
し
て
、
人
と
人
の
間
の
、
あ
る
い
は
、
市
民
と
人
の

間
の
〉
諸
決
議
お
よ
び
す
べ
て
の
共
同
宣
誓
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
全
て
の
人
々
に
対
し
て
我
々
は
禁
止
し
、
そ
し
て
、
過
去
に
お
い
て
な

さ
れ
た
こ
と
を
、
我
々
は
無
効
に
す
る
。」（conventicula
quoque

om
nesque

conjurationes
in
civitatibus

et
extra,etiam

oc-

casione
parentelae,et

inter
civitatem

et
civitatem

et
inter

personam
et
personam

sive
inter

civitatem
et
personam

om
nibus

fieri
prohibem

us
et
in
praeteritum

factas
cassam

us.

）。
そ
れ
に
次
い
でdie

G
esetze

F
riedrichs

II.

（S.unten
§

33

以
下
、
第
三
十
三
章
を
見
よ
。）
な
ど
。

注（
５８
）

ナ
ム
ネ
ー
テ
ー
ス
族
の
会
議
（C
oncilium

N
am
netense

）
と
ラ
ン
ス
の
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル
王
の
勅
令
（C

apitula
H
incm

ars
v.

R
heim

s

）
は
そ
う
で
あ
る
。H
artw

ig
l.c.S.138.D

ekret
der
F
rankfurter

Synode
v.794

b.P
ertz

I.
74：

「
共
同
宣
誓
と
共
謀

か
ら
は
そ
れ
ら
は
生
ぜ
ず
、
そ
し
て
、
諸
見
解
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ら
は
否
定
さ
れ
る
。」（de

conjurationibus
et
con-

spirationibus,ne
fiant,et

ubi
sunt

inventae
destruantur.

）。K
oncilienschlüsse

v.1189.1326.1368
etc.bei

W
ilda
S.51.

N
ote
1.

注（
５９
）

逆
に
、
こ
の
禁
止
は
、
ヴ
ィ
ン
ツ
ァ
ー
（W

inzer
S.
23

）
が
正
当
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
諸
ギ
ル
ド
の
�
反
封
建
主
義
的
お
よ
び

教
会
外
的
な
根
�
を
推
論
さ
せ
る
。

【
以
上
、
第
二
十
六
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
第
二
十
七
章

諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
（
兄
弟
団
体
）
と
ギ
ル
ド
の
継
続
的
形
成
」
に
続
く
。】
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第
二
十
七
章

諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
（
兄
弟
団
体
）
と
ギ
ル
ド
の
継
続
的
形
成

ギ
ル
ド
制
度
の
更
な
る
発
展
は
、
ギ
ル
ド
の
あ
る
側
面
ま
た
は
別
の
側
面
が
と
り
わ
け
ま
た
は
最
終
的
に
専
ら
形
成
さ
れ
そ
し
て
拡

大
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
主
た
る
諸
部
門
へ
の
ギ
ル
ド
制
度
の
分
裂
を
条
件
づ
け
た
。

最
も
早
期
に
「
聖
職
者
〔＝

教
会
〕
の
諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
」（geistliche

B
rüderschaften

）
と
「
世
俗
人
の
諸
ブ
リ
ュ
ー

ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
」（w

eltliche
B
rüderschaften

）
の
確
か
な
区
別
が
、
個
々
の
ギ
ル
ド
に
お
い
て
宗
教
的
要
素
が
前
面
に
現
れ
た
か
、

ま
た
は
、
世
俗
的
要
素
が
前
面
に
現
れ
た
か
に
よ
っ
て
、
登
場
し
た
。
こ
の
区
別
は
、
な
る
ほ
ど
極
め
て
緩
慢
な
も
の
で
か
つ
ど
こ
で

も
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
し
て
、
同
じ
権
利
を
も
っ
て
二
つ
の
種
類
の
そ
れ
ぞ
れ
に
数
え
ら
れ
う
る
諸
団
体
が
、
中
世
の
終
わ
り

に
至
る
ま
で
存
在
し
た
。
大
体
に
お
い
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ギ
ル
ド
は
、
こ
の
主
た
る
区
別
に
従
っ
て
、
分
類
さ
（
１
）

れ
る
。

Ａ．

「
聖
職
者
の
諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
」
は
、
中
世
の
最
後
の
諸
世
紀
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
か
な
り
大
き
な
都
市
の
中
に

し
ば
し
ば
百
に
至
る
ま
で
に
（
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ン
で
は
八
十
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
は
七
十
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
百
を
超
え
て
）
存
在

す
る
ほ
ど
に
拡
が
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
同
一
の
形
式
に
お
い
て
、
す
で
に
は
る
か
早
期
の
諸
時
代
に
属
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
が
そ
れ
ら
の
主
た
る
対
象
と
し
て
、
後
に
は
お
そ
ら
く
排
他
的
な
対
象
と
し
て
も
ま
た
み
な

し
た
の
は
、
極
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
心
配
は
祭
壇
の
燈
火
の
維
持
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
、

教
会
ま
た
は
教
会
の
一
部
を
良
い
状
態
に
保
守
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
、
聖
職
者
や
修
道
院
の
援
助
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
、

貧
者
に
対
す
る
慈
善
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
、
司
祭
の
俸
給
支
給
と
ミ
サ
の
支
援
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
、
困
窮
ギ
ル
ド
に
お
け
る
よ

う
に
、
巡
礼
の
促
進
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
、
病
人
の
介
護
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
、
何
ら
か
の
他
の
敬
虔
な
目
的
ま
た
は
慈
善
的
な

目
的
で
あ
っ
た
。
い
つ
で
も
し
か
し
、
そ
し
て
我
々
が
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
よ
り
高
い
程
度
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
ブ

（
一
〇
四
）
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リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
は
、
同
時
に
、
社
交
（
２
）

関
係
の
紐
帯
と
、
相
互
の
愛
を
義
務
づ
け
る
兄
弟
関
係
の
紐
帯
を
と
お
し
て
、
全
く
一
般

的
に
結
合
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
あ
る
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
、〈
固
有
の
法
を
形
成
し
、
罰
金
を
定
め
か
つ
徴
収
し
、
理
事
会

を
選
挙
し
、
寄
付
や
贈
与
か
ら
成
長
し
た
共
同
の
財
産
を
管
理
し
、
共
同
で
使
用
し
ま
た
は
用
益
に
供
し
、
同
時
に
集
会
の
議
場
、
祝

祭
ホ
ー
ル
お
よ
び
酒
場
に
役
立
つ
ギ
ル
ド
ハ
ウ
ス
を
取
得
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉「
法
」
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

（R
echtsgenossenschaften

）
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
極
め
て
本
質
的
に
、
敬
虔
な
諸
目
的
を
も
つ
〈
ま
さ
に
た

だ
こ
の
ひ
と
つ
の
目
的
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る
〉
我
々
の
今
日
の
諸
団
体
か
ら
、
し
か
し
よ
り
多
く
さ
ら
に
一
部
分
そ
れ
ら
か
ら
生

じ
た
諸
慈
善
施
設
（m

ilde
Stiftungen

）
か
ら
、
異
な
っ
て
い
た
。

聖
職
者
の
諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
に
属
し
た
の
は
、
大
部
分
の
場
合
、
兄
弟
た
ち
並
び
に
姉
妹
た
ち
で
あ
り
、
そ
し
て
、
採
用

の
場
合
に
は
、
通
常
、
聖
職
者
階
級
か
ま
た
は
世
俗
的
階
級
か
は
、
区
別
を
な
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
し
か
し
、
聖
職
者
階
級
に
制

限
さ
れ
た
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
も
ま
た
存
在
し
た
。
も
と
も
と
そ
れ
に
属
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ー
ラ
ン
ツ
ギ
ル
ド
」

（K
alandsgilden

一
日
参
集
信
心
会
ギ
ル
ド
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、〈
毎
月
一
日
に
彼
ら
の
職
務
の
審
議
の
た
め
に
、
そ
し
て
同
時

に
共
同
の
食
事
と
礼
拝
の
た
め
に
、
集
合
す
る
と
い
う
〉
一
定
の
地
区
の
司
祭
た
ち
の
慣
習
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
自
ら
を
こ
こ

そ
こ
で
高
位
か
下
位
か
に
従
っ
て
大
カ
ー
ラ
ン
ト
と
小
カ
ー
ラ
ン
ト
と
し
て
、
カ
ー
ラ
ン
ト
と
助
任
司
祭
ギ
ル
ド
（V

ikariengilde

）

ま
た
は
類
似
の
も
の
と
し
て
、
区
別
し
、
そ
し
て
、
後
に
は
、
平
信
徒
（L

aien

）
に
も
ま
た
、
一
部
は
完
全
な
権
利
を
、
一
部
は
議

決
権
な
き
権
利
を
、
許
（
３
）

し
た
。
こ
れ
ら
の
カ
ー
ラ
ン
ツ
ギ
ル
ド
は
、
当
然
に
と
り
わ
け
宗
教
的
な
目
的
を
有
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
に

お
い
て
も
ま
た
、
ひ
と
は
、
い
か
に
ほ
と
ん
ど
、
一
定
の
定
式
化
さ
れ
た
団
体
目
的
へ
の
制
限
の
こ
と
を
考
え
な
い
か
、
い
か
に
し
ば

し
ば
、
た
だ
そ
の
時
々
の
事
情
に
従
っ
て
、
兄
弟
に
な
る
こ
と
の
あ
る
側
面
ま
た
は
他
の
側
面
を
自
ら
の
た
め
に
主
張
す
る
か
が
、
示

さ
れ
た
。
社
交
的
な
諸
規
定
が
魂
の
救
済
の
た
め
の
配
慮
と
と
も
に
諸
定
款
の
中
で
混
合
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
兄
弟
た
ち
に
対
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す
る
裁
判
権
も
ま
た
ギ
ル
ド
に
付
与
さ
れ
、
そ
し
て
、
時
折
、〈
先
ず
最
初
に
ギ
ル
ド
代
表
者
（G

ildevorstand,D
echant,P

rior

）

が
関
わ
ら
な
か
っ
た
場
合
（
４
）

に
は
〉
兄
弟
間
の
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
（R

echtshandel

）
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
フ
レ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
カ
ー

ラ
ン
ト
は
、
司
祭
た
ち
か
ら
成
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
の
宣
誓
補
助
を
す
ら
義
務
と
な
（
５
）

し
た
。
例
え
ば
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の

助
任
司
祭
ギ
ル
ド
は
、
構
成
員
間
の
パ
ン
の
分
配
を
本
質
的
な
団
体
目
的
と
み
な
（
６
）

し
た
。
多
く
の
カ
ー
ラ
ン
ト
た
ち
（K

alande

）
は
、

最
後
に
、
後
に
は
ほ
と
ん
ど
た
だ
、
さ
ら
に
、
蓄
積
さ
れ
た
資
本
か
ら
の
豊
か
な
収
入
の
管
理
と
分
配
の
み
を
取
り
扱
（
７
）

っ
た
。
そ
し
て
、

ほ
と
ん
ど
常
に
、
聖
職
者
た
ち
の
諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
は
、
同
時
に
、
上
位
者
た
ち
に
対
す
る
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
第
三
者

に
対
す
る
、
彼
ら
の
諸
権
利
の
防
衛
を
狙
っ
て
工
夫
さ
れ
て
（
８
）

い
た
。

Ｂ．

「
世
俗
的
な
諸
ギ
ル
ド
」（D

ie
w
eltlichen

G
ilden

）、
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
意
味
が
次
第
に
そ
の
他
の
諸
目
的
よ
り
も
よ
り

多
く
後
退
し
た
諸
ギ
ル
ド
は
、
先
ず
第
一
に
、
と
り
わ
け
そ
の
結
合
体
の
「
政
治
的
」
側
面
、
す
な
わ
ち
、「
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
お
よ
び
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」（F
riedens＝

und
R
echtsgenossenschaft

）
を
形
成
し
た
。
公
権
力
が
所
有
権
を
も
身

体
を
も
適
切
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
完
全
な
自
由
と
独
立
の
土
地
占
有
の
維
持
に
場
合
に
よ
っ
て
は
敵
対
的
に
す
ら
対
立
し
た

そ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
由
な
土
地
所
有
者
た
ち
の
間
に
存
在
す
る
ギ
ル
ド
は
、
公
権
力
の
代
わ
り
で

あ
れ
、
公
権
力
に
対
立
し
て
で
す
ら
あ
れ
、
と
り
わ
け
「
権
利
保
護
」
の
確
保
の
た
め
の
団
体
と
な
り
、
そ
れ
ら
は
、
保
護
ギ
ル
ド

（Schutzgilden

）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

�．

そ
の
よ
う
な
「
保
護
ギ
ル
ド
」
に
は
、〈
そ
れ
ら
の
人
々
の
も
と
で
、
ラ
ン
ト
に
お
い
て
未
だ
存
続
す
る
氏
族
の
関
連
が
早
期

に
解
体
さ
れ
た
が
、
し
か
し
ラ
ン
ト
の
諸
関
係
を
狙
っ
て
仕
組
ま
れ
た
古
代
ゲ
ル
マ
ン
的
な
マ
ル
ク
結
合
体
が
変
化
さ
れ
た
諸
需
要
を

も
は
や
満
足
さ
せ
な
か
っ
た
と
こ
（
９
）

ろ
の
〉
と
り
わ
け
諸
都
市
に
お
い
て
と
も
に
居
住
し
、
彼
ら
の
自
由
な
財
産
を
有
す
る
、
身
体
的
に

自
由
な
人
々
を
結
合
さ
せ
る
の
を
常
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ギ
ル
ド
に
属
し
た
の
が
、
な
る
ほ
ど
も
と
も
と
は
都
市
に
居
住
し
た
マ
ル

（
一
〇
六
）
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ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
全
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
―
―
ひ
と
が
そ
れ
を
後
に
表
現
し
た
ご
と
き
世
襲
地
居
住
の
全
市
民
た
ち
―
―
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
彼
ら
は
、
ま
だ
決
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
ギ
ル
ド
の
構
成
員
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
参
加
の
表
明
と

宣
誓
に
よ
り
兄
弟
と
な
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
そ
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
全
体
の
側
か
ら
の
受
け
入
れ
を
と
お
し
て
、
ギ
ル
ド

構
成
員
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
受
け
入
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
拒
絶
さ
れ
え
た
の
で
（
１０
）

あ
る
。

そ
の
よ
う
な
保
護
ギ
ル
ド
は
、
あ
ら
ゆ
る
ギ
ル
ド
と
同
様
に
、
相
互
に
平
等
な
完
全
な
権
利
を
有
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
か
ら
成
立
し
、

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
、
家
制
度
の
婦
人
た
ち
と
構
成
員
た
ち
か
ら
成
る
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
ク
ラ
イ
ス
が
関
連
（
１１
）

し
た
。

完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
〈
後
に
時
折
、
援
助
ま
た
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
に
兄
弟
た
ち
の
委
員
会
が
こ
の
代
表
者

を
助
け
る
こ
と
に
（
１２
）

な
る
〉
一
人
の
代
表
者
（V
orstand

）（M
eister,A

lterm
ann
ec.

）
を
選
び
、
そ
し
て
、
こ
の
代
表
者
に
よ
っ
て

招
集
さ
れ
る
か
ま
た
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
導
か
れ
た
要
求
さ
れ
た
〔
定
時
の
〕
集
会
ま
た
は
要
求
さ
れ
な
い
〔
臨
時
の
〕
集
会
に

お
い
て
、
固
有
の
諸
案
件
と
裁
判
権
に
つ
い
て
の
（
１３
）

自
治
、
規
制
お
よ
び
管
理
を
行
使
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の

宗
教
的
お
よ
び
社
交
的
な
秩
序
に
お
い
て
、
お
よ
び
、
兄
弟
的
な
扶
助
の
た
め
の
相
互
的
な
義
務
に
お
い
て
と
同
様
に
、
そ
の
他
の
ギ

ル
ド
と
本
質
的
に
同
様
に
組
織
さ
（
１４
）

れ
て
、
彼
ら
は
、
そ
の
他
の
ギ
ル
ド
か
ら
、
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
権
利
保
護
の
特
別
な
形
成

を
と
お
し
て
区
別
さ
れ
た
。
対
外
的
に
も
対
内
的
に
も
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
法
の
広
範
に
及
ぶ
統
一
体
を
伴
う
政
治
的
な
諸
社

団
と
し
て
、
登
場
し
た
。
対
外
的
に
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
に
全
て
の
直
接
不
正
で
は
な
い
問
題
に
お
い
て
味
方
す
る
こ
と
は
、
総
体
と
あ
ら

ゆ
る
個
々
人
の
主
要
な
義
務
で
あ
（
１５
）

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
兄
弟
が
追
求
し
ま
た
は
防
衛
す
べ
き
権
利
を
も
つ
こ
と
を
欲
す
る
と
き
は
、
あ

ら
ゆ
る
許
さ
れ
た
方
法
に
お
い
て
、
ギ
ル
ド
は
、
兄
弟
を
裁
判
所
の
前
で
支
持
し
た
。
ギ
ル
ド
は
、
同
伴
、
宣
誓
補
助
お
よ
び
証
言
、

と
り
な
し
お
よ
び
そ
の
他
の
援
助
を
、
あ
ら
ゆ
る
兄
弟
の
義
務
と
し
た
。
ギ
ル
ド
は
、
時
お
り
自
己
の
費
用
で
、
他
所
の
裁
判
所
に
召

喚
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
に
、
代
表
者
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
十
二
人
の
同
伴
者
を
す
ら
与
（
１６
）

え
た
。
あ
る
兄
弟
が
犯
し
た
許
し
う
る
撲
殺
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（T
odtschlag

）
を
、
総
体
は
、
兄
弟
の
た
め
に
殺
人
賠
償
金
（W

ergeld

）
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賠
償
し
た
。
賠
償
し
得
な

い
殺
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
行
為
者
に
逃
走
の
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
義
務
で
あ
っ
た
。
撲
殺
が
ギ
ル
ド
兄
弟
に

対
し
て
犯
さ
れ
る
と
き
は
、
ギ
ル
ド
全
体
が
、
親
類
た
ち
と
並
ん
で
ま
た
は
全
く
親
類
た
ち
に
代
わ
っ
て
殺
人
者
を
告
発
し
、
そ
の
た

め
に
ギ
ル
ド
が
時
お
り
罰
金
の
一
部
を
受
け
取
っ
た
。

し
か
し
ギ
ル
ド
兄
弟
相
互
の
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
、
古
い
保
護
ギ
ル
ド
の
拡
張
さ
れ
た
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
示
さ
れ
て

（
１７
）

い
る
。
い
か
な
る
ゲ
ノ
ッ
セ
も
、
彼
が
予
め
ギ
ル
ド
に
ま
た
は
ギ
ル
ド
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
に
行
か
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

ゲ
ノ
ッ
セ
に
対
し
て
別
の
裁
判
官
の
前
に
法
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
一
般
原
則
と
な
っ
た
。
す
べ
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
的
な
案
件
に
お
い
て
、
し
か
し
、
ギ
ル
ド
は
、
真
の
裁
判
権
を
行
使
し
た
。
と
く
に
ギ
ル
ド
は
、
ギ
ル
ド
平
和
の
あ
ら
ゆ
る
破
壊
、

ギ
ル
ド
法
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
、
ギ
ル
ド
名
誉
の
あ
ら
ゆ
る
侮
辱
に
つ
い
て
、
裁
判
し
た
。
そ
れ
に
は
、
し
か
し
、
定
款
ま
た
は
ギ
ル
ド

の
処
分
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
違
反
、
ギ
ル
ド
の
諸
決
議
に
対
す
る
不
服
従
、
兄
弟
の
義
務
の
懈
怠
、
集
会
と
食
事
の
際
の
平
和
の
妨
害
、

兄
弟
の
殺
害
、
傷
害
、
侮
辱
ま
た
は
良
か
ら
ぬ
意
図
に
よ
る
訪
問
、
兄
弟
の
妻
と
の
姦
通
、
ま
た
は
、
兄
弟
の
親
類
に
対
す
る
暴
力
、

海
賊
ま
た
は
路
上
強
盗
、
そ
し
て
、
多
く
の
そ
の
他
の
犯
罪
が
、
属
し
た
。
す
べ
て
の
そ
の
よ
う
な
諸
場
合
に
お
い
て
は
、
ギ
ル
ド
は
、

ギ
ル
ド
自
身
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
刑
罰
に
従
っ
て
判
決
を
下
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
刑
罰
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
身

体
的
刑
罰
ま
た
は
生
命
的
刑
罰
で
は
あ
り
（
１８
）

え
ず
、
む
し
ろ
、
一
部
は
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
お
い
て
、
一
部
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
（
三
分
の
一
ま
た
は
四
分
の
一
は
）
ギ
ル
ド
の
長
老
（A

lterm
ann

）
へ
の
罰
金
に
お
い
て
存
し
た
の
で
あ
り
、

し
か
し
、
ギ
ル
ド
平
和
お
よ
び
ギ
ル
ド
法
の
賠
償
し
得
な
い
破
壊
の
場
合
、
ま
た
は
、
ギ
ル
ド
の
名
誉
の
た
め
の
回
復
し
え
な
い
損
害

の
場
合
に
お
い
て
は
、
兄
弟
団
体
か
ら
の
追
放
を
導
い
た
。
―
―
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
で
な
い
者
に
は
、
ギ
ル
ド
は
、
そ
の
権
力
と
裁
判
権
を

拡
大
し
な
か
っ
た
。
ギ
ル
ド
の
都
市
組
織
と
の
結
合
の
結
果
に
お
い
て
、
ギ
ル
ド
に
は
、
な
る
ほ
ど
時
お
り
僅
か
な
市
民
た
ち
し
か
服

（
一
〇
八
）
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さ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
場
合
に
も
し
か
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
同
時
に
こ
の
市
民
た
ち
の
「
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
」
の
関
係
へ
の
受
け
入

れ
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
保
護
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
は
、
我
々
に
は
、
主
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
の
諸

都
市
か
ら
、
諸
情
報
が
受
け
取
ら
れ
て
（
１９
）

い
る
。
保
護
ギ
ル
ド
は
、
こ
こ
で
は
、
本
来
の
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
成
立
前
に
、
自
ら
を
統
治

し
か
つ
さ
ま
ざ
ま
に
特
権
を
与
え
ら
れ
た
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成
し
、
や
が
て
都
市
そ
の
も
の
の
代
理
人
と
み
な
さ
れ
、

そ
し
て
、
次
第
に
そ
の
ギ
ル
ド
組
織
を
都
市
組
織
へ
と
導
き
入
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
に
お
い
て
も
ま
た
、
し
か
し
、
確
か
に
、
都

市
組
織
の
成
立
前
に
は
、〈
宣
誓
し
た
ア
イ
ヌ
ン
グ
に
対
す
る
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
禁
止
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
〉
し
ば
し
ば
類

似
の
ギ
ル
ド
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
禁
止
は
、
同
時
に
、
我
々
が
古
い
時
代
か
ら
の
自
由
な
保
護
ギ
ル
ド
の
存
在
と
組
織
に
関
す
る

文
書
に
よ
る
情
報
を
有
し
な
い
、
と
い
う
負
債
を
担
う
〔
理
由
と
な
る
〕
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
ケ
ル
ン
に
お
け
る
リ
ッ

ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
（R

icherzeche

）
に
つ
い
て
だ
け
は
、
我
々
は
、
確
実
性
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
〈
事
実
、
構
成
員
た
ち
の
法
と

平
和
を
保
護
し
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
最
古
の
都
市
組
織
の
出
発
点
と
な
る
こ
と
に
成
功
（
２０
）

し
た
〉
ケ
ル
ン
の
古
い
自
由
な
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン

デ
の
構
成
員
間
の
き
わ
め
て
古
い
保
護
ギ
ル
ド
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
に
お
い
て
既
に
一
一
三
〇
年

に
古
い
と
称
さ
れ
た
世
襲
地
に
居
住
す
る
市
民
た
ち
（erbgesessene

B
rüder

）の
保
護
ギ
ル
ド（Schutzgilde,

最
高
共
同
団
体sum

-

m
um
convivium

ま
た
はH

ozlagh

）
が
存
在
し
た
こ
（
２１
）

と
は
、
我
々
に
た
ぶ
ん
た
だ
、
そ
れ
が
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
結
び
つ
き
の
た
め
に

国
家
的
な
承
認
を
享
受
し
た
ゆ
え
に
の
み
、
知
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
推
測
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
の
他
の
ド
イ

ツ
の
諸
都
市
に
お
い
て
類
似
の
保
護
ギ
ル
ド
が
、
自
由
な
居
住
者
間
に
、
す
で
に
都
市
の
発
展
の
開
始
前
に
存
在
し
て
い
た
と
す
る
な

（
２２
）

ら
ば
、
そ
れ
ら
は
、
帝
国
立
法
（R

eichsgesetzgebung

）
の
意
味
に
お
い
て
は
許
さ
れ
な
い
結
合
と
み
な
さ
れ
、
承
認
や
諸
特
権

は
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
問
題
と
な
り
え
ず
、
そ
し
て
、
書
面
に
よ
る
諸
定
款
の
起
草
さ
え
も
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
行
わ
れ
な
か
っ
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た
の
で
あ
ろ
う
。

�．

都
市
組
織
の
形
成
と
と
も
に
、
権
利
保
護
に
向
か
う
ギ
ル
ド
の
方
向
は
よ
り
多
く
後
退
し
た
。
古
い
ギ
ル
ド
も
、
そ
の
模
範
に

従
っ
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
ギ
ル
ド
も
、
い
ま
や
主
と
し
て
「
共
同
の
利
益
」（gem

einsam
es
Interesse

）
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
と
し
て
発
展
し
た
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
「
市
民
的
職
業
」（bürgerlicher

B
eruf

）
の
差
異
に
従
っ
て
異
な
る
こ
の
利
益
が
、
い

ま
や
社
団
的
編
成
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
今
日
も
ま
た
、
ギ
ル
ド
は
、
生
活
の
全
て
の
諸
目
的
の
た
め
の
団
体

（V
ereine

）
に
留
ま
っ
て
お
り
、
相
互
的
な
扶
助
の
た
め
の
、
宗
教
的
お
よ
び
社
交
的
な
共
同
団
体
の
た
め
の
、
政
治
的
諸
権
利
の

行
使
の
た
め
の
、
不
正
と
暴
力
に
対
抗
す
る
あ
ら
ゆ
る
個
々
人
の
保
護
の
た
め
の
、
共
同
の
財
産
の
利
用
の
た
め
の
兄
弟
的
結
合
〔
体
〕

（brüderliche
V
erbindung

）
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
合
の
形
式
と
範
囲
に
と
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の

こ
と
の
す
べ
て
以
上
に
、
構
成
員
の
「
職
業
利
益
」（B

erufsinteresse

）
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
の
完
全
市
民
か
ら
生
じ
た
旧
市
民
た
ち
の
間
に
、
そ
れ
ゆ
え
次
第
に
、
古
く
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
ギ
ル
ド
、
ま
た
は
、
新
た

に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
ギ
ル
ド
は
、「
政
治
的
特
権
の
行
使
と
維
持
の
た
め
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
の
性
格
、
そ
し
て
、
そ
も
そ

も
都
市
貴
族
の
階
級
利
益
の
維
持
の
た
め
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
性
格
を
受
け
取
っ
た
。
し
か
し
独
立
へ
と
開
花
し
て
い
く
都
市

の
営
業
に
よ
っ
て
生
き
た
市
民
た
ち
の
大
多
数
は
、
彼
ら
の
中
に
存
在
す
る
兄
弟
団
体
ま
た
は
新
た
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
兄
弟
団
体
の

諸
案
件
の
も
と
に
、
共
同
の
「
営
業
的
利
益
」（gew

erbliche
Interesse

）
を
取
り
上
げ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
主
た
る
問
題
と
み
な

し
た
。
い
ま
や
絶
え
ず
よ
り
大
き
な
数
に
お
い
て
成
立
し
た
諸
ギ
ル
ド
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
同
じ
営
業
を
営
ん
だ
市
民
た
ち
だ
け
を

合
一
し
、
そ
し
て
、
そ
の
と
き
以
降
は
こ
の
こ
と
が
連
合
体
の
内
容
と
方
向
を
と
り
わ
け
決
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
「
営
業
ギ

ル
ド
」（G
ew
erbsgilden

）、
そ
れ
ゆ
え
「
経
済
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」（W

irtschaftsgenossenschaft

）
と
な
っ
た
。

１．

営
業
ギ
ル
ド
の
も
と
に
は
、
最
古
の
「
商
人
ギ
ル
ド
」
ま
た
は
「
商
人
ハ
ン
ゼ
ン
」（H

ansen

）
が
存
在
し
た
。
完
全
自
由
の

（
一
一
〇
）
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ゲ
ル
マ
ン
人
た
ち
が
諸
都
市
に
居
住
し
て
以
来
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
依
然
と
し
て
彼
ら
の
権
利
の
基
礎
に
留
ま
っ
た
都
市
マ
ル
ク

（Stadtm
ark

）
に
お
け
る
土
地
占
有
と
大
商
業
を
一
つ
に
す
る
こ
と
を
始
め
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
都
市
の
保
護
ギ
ル
ド
の
大
部
分
の

構
成
員
は
、
お
そ
ら
く
い
つ
で
も
ま
た
商
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
す
で
に
早
期
に
こ
れ
ら
の
商
人
た
ち
は
、
商
業
の
促
進

の
た
め
の
諸
規
定
を
定
款
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
財
産
を
商
人
的
利
益
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
、

そ
し
て
、
例
え
ば
、
貨
物
集
散
権
（Stapelrecht

）、
関
税
免
除
（Z

ollfreiheit

）、
商
品
保
護
（W

aarenschutz

）、
開
市
権
（M

arkt-

recht

）
の
よ
う
な
商
業
特
権
を
社
団
の
権
利
と
し
て
取
得
す
る
こ
と
を
始
め
て
い
た
。
取
引
の
増
加
と
自
由
な
商
業
を
営
む
住
民
の

増
加
に
よ
っ
て
、
や
が
て
古
い
保
護
ギ
ル
ド
は
、
純
粋
の
商
業
イ
ン
ヌ
ン
グ
（H

andelsinnungen

）
へ
と
移
行
し
、
そ
し
て
、
し
ば

し
ば
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
都
市
の
組
織
の
基
礎
と
な
（
２３
）

る
か
、
あ
る
い
は
し
か
し
、
次
第
に
古
い
市
民
ギ
ル
ド
へ
と
形
を
変
え
た
保

護
ギ
ル
ド
と
並
ん
で
、〈
商
業
イ
ン
ヌ
ン
グ
が
営
業
経
営
か
ら
後
退
し
た
の
と
同
じ
程
度
に
お
い
て
、
そ
の
側
か
ら
共
同
の
商
業
利
益

の
維
持
の
中
に
最
も
主
要
な
団
体
目
的
を
認
め
た
〉
新
た
な
商
人
イ
ン
ヌ
ン
グ
（K

aufm
annsinnungen

）
が
成
立
す
る
か
、
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
（R

icherzeche

）
と
並
ん
で
〈
後
に
い
く
つ
か
の
商
人

組
合
に
分
か
れ
た
と
こ
（
２５
）

ろ
の
〉（
ブ
ド
ウ
酒
兄
弟
団
体fraternitas

vini

と
も
名
づ
け
ら
れ
た
）
大
商
人
た
ち
の
兄
弟
団
体
（fraterni-

tas
m
ercatorum

）
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
（
２４
）

れ
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
や
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
フ
ュ
ル
ス
ト
（
侯
爵
）

に
よ
っ
て
、
同
様
に
最
初
か
ら
商
業
地
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
完
全
市
民
た
ち
の
諸
ギ
ル
ド
は
、
最
初
か
ら

も
ま
た
、
諸
商
業
イ
ン
ヌ
ン
グ
の
性
格
を
有
（
２６
）

し
た
。
最
後
に
、
商
人
階
級
の
奴
隷
か
ら
上
昇
し
た
諸
要
素
も
ま
た
、
一
部
は
、
既
存
の

商
館
（H

ausen

）
に
連
な
り
、
一
部
は
、
独
自
の
団
体
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
２７
）

っ
た
。

都
市
の
商
人
た
ち
の
こ
れ
ら
の
イ
ン
ヌ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
既
に
早
期
の
時
代
に
お
い
て
、
同
時
に
商
業
利
益
と
権
利
保
護
を
追
求

す
る
諸
ギ
ル
ド
が
登
場
し
、
そ
こ
に
は
、
増
大
す
る
取
引
と
と
も
に
、
外
国
に
お
け
る
同
じ
都
市
、
地
方
ま
た
は
言
語
の
商
人
た
ち
が
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集
ま
る
の
を
常
と
し
た
。
し
か
し
た
と
え
初
期
の
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ゼ
ン
（H

ansen

）
が
、
ロ
ン
ド
ン
、
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
、
ウ
ィ
ス
ビ
ー

お
よ
び
そ
の
他
の
場
所
に
十
二
世
紀
お
よ
び
十
一
世
紀
に
お
い
て
す
ら
及
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
独
特
の
発
展

は
商
人
ギ
ル
ド
一
般
の
発
展
と
同
様
に
、
引
き
続
く
時
期
へ
と
初
め
て
帰
す
る
の
で
（
２８
）

あ
る
。

２．

同
じ
こ
と
は
、
さ
ら
に
高
い
程
度
に
お
い
て
「
手
工
業
者
た
ち
の
営
業
ギ
ル
ド
」（G

ew
erbsgilden

）、
す
な
わ
ち
、
自
由
な

諸
ツ
ン
（
２９
）

フ
ト
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
一
部
分
十
一
世
紀
ま
で
遡
る
か
も
知
れ
な
い
そ
の
「
成
立
」
だ
け
は
、
す
で
に
こ
こ
で
二
三
の
言

葉
を
も
っ
て
触
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
（
３０
）

な
い
。

我
々
が
有
す
る
最
古
の
ツ
ン
フ
ト
証
書
は
、
一
一
四
九
年
の
ケ
ル
ン
の
証
書
で
（
３１
）

あ
る
。
そ
の
中
で
、
裁
判
官
た
ち
、
参
審
員
た
ち
お

よ
び
最
も
名
望
あ
る
市
民
た
ち
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
同
意
に
基
づ
い
て
寝
台
覆
い
の
織
工
た
ち
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
兄
弟
団
体
を
認

証
し
て
い
る
。
こ
の
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
（
兄
弟
団
体
）
が
営
業
ギ
ル
ド
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
都
市
に
お
い
て
営
業
を
営
も
う
と

す
る
全
て
の
人
々
が
そ
れ
に
加
入
し
そ
し
て
そ
の
諸
規
定
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
規
定
が
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当

時
、
ケ
ル
ン
に
お
け
る
唯
一
の
ツ
ン
フ
ト
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
リ
ン
ネ
ル
織
工
（L

einw
eber

）
が
働
い
た
場
所
は
、
彼
ら

に
そ
し
て
リ
ン
ネ
ル
織
工
の
ツ
ン
フ
ト
に
共
同
団
体
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
確
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
す
で

に
一
一
四
九
年
以
前
に
存
在
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
ツ
ン
フ
ト
手
段
を
（
同
じ
兄
弟
団
体
の
共
同
利
益
の

た
め
にa

com
m
uni
bono

ejusdem
fraternitatis

）
あ
の
乾
い
た
場
所
〔＝

内
陸
で
あ
る
ケ
ル
ン
〕
に
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
ツ
ン
フ
ト
の
古
さ
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ツ
ン
フ
ト
の
成
立
の
「
種
類
」
に
つ
い
て
も
ま
た
、
こ
の
証
書
は
、
若
干
の
説
明

を
与
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
証
書
は
、
明
ら
か
に
、
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
形
成
の
た
め
に
協
力
し
た
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
自
由
な
ア

イ
ヌ
ン
グ
」
と
「
職
務
と
し
て
の
手
工
業
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
付
与
」
と
い
う
、
二
つ
の
異
な
る
モ
メ
ン
ト
を
示
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

（
一
一
二
）
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ａ．

手
工
業
階
級
の
社
団
的
有
機
体
組
織
（K

orporative
O
rganisation

）
の
基
礎
は
、
以
前
か
ら
自
由
に
意
欲
さ
れ
た
結
合
（
体
）

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
一
四
九
年
の
証
書
の
中
に
、
す
で
に
明
ら
か
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
存
在
の
た
め
、
並
び
に
、
そ
の

組
織
の
た
め
の
、
法
的
基
礎
と
し
て
指
示
さ
れ
て
（
３２
）

い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
歴
史
的
に
も
ツ
ン
フ
ト
の
成
立
原
因
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
ひ
と
が
〈
ツ
ン
フ
ト
制
度
を
、
一
部
は
、
ロ
ー
マ
の
基
礎
に
遡
（
３３
）

ら
せ
、
一
部
は
、
教
会
の
諸
制
度
に
依
拠
さ
せ
、
一
部
は
、
警

察
的
な
措
置
か
ら
導
く
こ
と
、
を
試
（
３４
）

み
た
〉
比
較
的
以
前
の
諸
見
解
を
別
と
す
れ
ば
、
ツ
ン
フ
ト
制
度
は
荘
園
法
的
な
イ
ン
ヌ
ン
グ
の

継
続
的
発
展
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
既
に
以
上
に
言
及
さ
れ
た
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
事
実
、
極
め
て
多
く
の
自
由
な
ツ
ン
フ
ト
が
直
接
よ
り
以
前
の
荘
園
諸
職
務
を
継
続
し
、
そ
し
て
、
極
め
て
多
く
の
点
に
お
い
て

荘
園
法
的
な
諸
要
素
を
保
持
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
非
常
に
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
こ
か
ら
は
、
ツ

ン
フ
ト
制
度
そ
の
も
の
が
荘
園
イ
ン
ヌ
ン
グ
制
度
の
継
続
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
結
果
し
な
い
。
同
じ
正
当
性
を
も
っ
て
す
る
な

ら
ば
、
多
く
の
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
成
長
し
て
き
た
ゆ
え
に
、
ひ
と
は
、
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
制
度
の
根
を

荘
園
法
の
中
に
置
き
換
え
う
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
！
。

隷
属
性
か
ら
で
は
な
く
自
由
か
ら
、
荘
園
法
か
ら
で
は
な
く
こ
れ
と
の
対
立
物
の
中
に
、
諸
ツ
ン
フ
ト
は
成
立
し
た
。
荘
園
法
的
な

諸
職
務
で
は
な
く
、
自
由
民
と
く
に
お
そ
ら
く
商
人
の
ギ
ル
ド
や
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
が
そ
れ
ら
の
模
範
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

グ
フ
レ
ー
ラ
ー
（G

frörer

）
が
証
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
よ
（
３５
）

う
に
、
隷
属
的
な
手
工
業
者
と
並
ん
で
自
由
な
手
工
業
者
が
存
在
し

た
こ
と
で
あ
れ
、
後
に
な
っ
て
初
め
て
比
較
的
僅
か
な
自
由
民
が
手
工
業
に
同
意
し
た
こ
と
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
荘
園
法
か
ら

〈
た
と
え
荘
園
法
の
す
べ
て
の
諸
結
果
か
ら
で
は
な
い
と
し
て
も
〉
解
放
さ
れ
た
手
工
業
者
た
ち
と
の
、〈
た
と
え
自
由
に
お
い
て
減

少
さ
れ
た
と
し
て
も
〉
自
由
な
諸
要
素
の
融
合
か
ら
、
自
由
な
手
工
業
者
階
級
が
生
じ
た
と
き
に
初
め
て
、
そ
し
て
、
そ
の
限
り
で
、

至
る
所
で
、
手
工
業
者
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
工
業
者
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
、
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最
古
の
も
の
が
、
す
べ
て
の
蓋
然
性
に
よ
れ
ば
、
全
く
荘
園
法
の
影
響
な
し
に
、
最
も
早
く
〈
と
く
に
織
物
工
、
金
細
工
師
な
ど
の
よ

う
な
〉
自
由
で
か
つ
富
裕
な
営
業
者
た
ち
の
間
で
、
自
由
意
思
に
よ
る
結
合
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
営
業
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
、
推
測
す

る
に
、
先
ず
最
初
に
、
兄
弟
愛
と
相
互
扶
助
と
い
う
一
般
的
な
目
的
と
並
ん
で
、
主
と
し
て
宗
教
的
お
よ
び
社
交
的
な
目
標
を
追
及

（
３６
）

し
た
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
し
か
し
諸
自
由
権
と
所
有
権
の
保
護
に
も
ま
た
向
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
ギ
ル
ド
に
参
集
し
た
。
し
か

し
そ
の
よ
う
に
し
て
結
ば
れ
た
ギ
ル
ド
は
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
で
あ
り
、
そ
し
て
、
従
っ
て
全
て
の
共
同
の
利
益
の
た
め
に
存
在

し
た
の
で
、
そ
れ
ら
は
、
兄
弟
た
ち
の
同
種
の
営
業
的
利
益
お
よ
び
そ
の
保
護
を
団
体
目
的
の
も
と
に
取
り
上
げ
、
そ
し
て
、
や
が
て
、

こ
れ
ら
の
ギ
ル
ド
が
営
業
者
た
ち
の
も
と
に
全
て
の
そ
の
他
の
人
々
を
も
考
慮
し
た
こ
と
の
ゆ
え
に
、
圧
倒
的
に
営
業
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
ひ
と
た
び
自
由
な
諸
ツ
ン
フ
ト
が
存
在
す
る
と
、
荘
園
法
か
ら
ま
だ
必
ず
し
も
完
全
に
は
解
放
さ

れ
て
い
な
い
手
工
業
者
た
ち
も
ま
た
、
類
似
の
社
団
的
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
時
と
し
て
彼
ら
に
は
、
次
第
に
、

そ
の
中
に
彼
ら
が
自
己
を
見
出
し
た
荘
園
法
的
な
職
務
を
次
第
に
ツ
ン
フ
ト
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
全
く
気
づ
か
れ
ず
に
時
代
の
経
過
の
中
で
、
こ
の
職
務
が
主
人
の
側
か
ら
の
区
別
に
基
づ
く
と
い
う
思
想
の
代
わ
り

に
、
そ
れ
が
そ
の
起
源
を
自
由
な
意
思
の
一
致
（freie

W
illenseinigung

）
に
負
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
、
生
ま
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
も
っ
と
し
ば
し
ば
、
さ
ら
に
、
全
て
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
主
人
に
対
す
る
反
対
に
お
い
て
行
わ
れ
る
明
示
的
な
構
成

的
行
為
は
、
任
意
の
意
思
に
基
づ
く
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
全
く
決
定
的
な
開
始
で
あ
っ
た
。〈
た
だ
た
ん
に
荘
園
職
務
の

構
成
員
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
他
の
手
工
業
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
設
立
さ
れ
そ
し
て
宣
誓
さ
れ
た
〉
ア
イ
ヌ
ン
グ
、

す
な
わ
ち
、〈
相
互
的
な
扶
助
、
信
心
お
よ
び
社
交
を
、
営
業
の
促
進
を
、
し
か
し
ま
た
、
既
に
獲
得
さ
れ
た
自
由
権
の
保
護
と
さ
ら

な
る
自
由
権
の
獲
得
を
目
指
す
〉
兄
弟
同
盟
（B

ruderbund

）
が
、
締
結
さ
れ
、
そ
し
て
、
繰
り
返
さ
れ
た
禁
止
と
措
置
が
兄
弟
同

盟
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
主
人
に
よ
っ
て
初
め
は
許
容
さ
れ
、
最
後
に
は
承
認
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。

（
一
一
四
）
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少
な
く
と
も
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
の
時
代
に
手
工
業
者
の
諸
イ
ン
ヌ
ン
グ
が
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
法
お
よ
び
荘
園
法
に
対
す
る
「
対

立
」
に
お
い
て
、「
自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
」
か
ら
形
成
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
帝
国
諸
法
律
の
諸
禁
止
か
ら
結
果
（
３７
）

す
る
。

そ
し
て
、
主
人
た
ち
と
古
い
自
由
民
た
ち
の
側
の
諸
ツ
ン
フ
ト
の
取
扱
い
全
体
は
、
初
め
か
ら
、
ひ
と
が
そ
れ
ら
を
独
立
へ
と
到
達
す

る
手
段
と
し
て
恐
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
存
在
そ
の
も
の
も
ま
た
、
既
に
獲
得
さ
れ
た
独
立
性
の
証
拠
と
み
な
し
た
こ
と
を
認

識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
い
間
に
は
、
手
工
業
者
た
ち
に
対
し
て
彼
ら
の
社
団
（K

ö rperschaften

）
の
承
認
は
、〈
彼
ら
の
自

由
が
疑
い
の
な
い
も
の
と
な
り
、
し
か
し
自
由
の
中
に
は
、
ゲ
ル
マ
ン
的
概
念
に
よ
れ
ば
、
常
に
同
時
に
、
合
一
す
る
権
利

（E
inigungsrecht

）
が
存
在
し
た
だ
け
に
〉、
そ
れ
だ
け
一
層
ほ
と
ん
ど
拒
絶
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
他
方
で
は
、
諸
ツ
ン
フ
ト
そ
の

も
の
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
権
の
明
示
的
な
承
認
を
獲
得
す
る
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
彼
ら
は
、
都
市
主
人
（Stadtherr
）
ま
た
は
都
市
評
議
会
（Stadtrath

）
の
側
の
認
可
（B

estätigung

）
お
よ
び
そ
れ
と

結
合
し
た
権
利
保
護
の
た
め
に
、
自
律
と
自
治
に
つ
い
て
の
彼
ら
に
課
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
制
限
に
も
ま
た
、
自
ら
を
適
合
さ
せ
た
。

し
か
し
、
主
人
ま
た
は
都
市
当
局
の
側
の
認
可
は
、
社
団
的
権
利
の
行
使
に
と
っ
て
「
有
益
」
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の

社
団
の
本
来
的
に
営
業
的
な
側
面
に
と
っ
て
、
別
の
視
点
か
ら
「
不
可
欠
」
で
す
ら
あ
（
３８
）

っ
た
。
そ
し
て
、
我
々
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、

諸
ツ
ン
フ
ト
の
形
成
の
際
に
と
も
に
作
用
し
た
第
二
の
モ
メ
ン
ト
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｂ．

あ
ら
ゆ
る
営
業
と
あ
ら
ゆ
る
手
工
業
は
、
す
な
わ
ち
、
封
建
組
織
と
荘
園
組
織
に
お
い
て
は
、
あ
る
主
人
に
給
付
さ
れ
た
一
つ

の
「
奉
仕
」（D

ienst

）
で
あ
り
、
奉
仕
と
結
合
さ
れ
た
諸
利
益
と
並
ぶ
こ
の
奉
仕
の
履
行
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
「
職
務
」（A

m
t

）

ま
た
は
公
務
（officium

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
念
は
、
手
工
業
者
階
級
の
解
放
を
も
っ
て
は
放
棄
さ
れ
ず
、
た
だ
変
更
さ
れ
た
適
用

だ
け
を
受
け
取
っ
た
。
働
い
た
手
工
業
者
は
、
い
ま
や
、
も
は
や
一
人
の
主
人
に
で
は
な
く
、
彼
の
同
市
民
た
ち
、
あ
る
い
は
、
む
し
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ろ
彼
ら
の
組
織
さ
れ
た
総
体
で
あ
る
共
同
体
（G

em
einw

esen

）
に
、
奉
仕
し
た
。
一
定
の
手
工
業
の
行
使
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
ま

や
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
職
務
の
代
わ
り
に
「
公
的
な
」
職
務
ま
た
は
「
都
市
的
な
」
職
務
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
ひ
と

つ
の「
職
務
」に
と
ど
ま
っ
た
。
手
工
業
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
行
使
さ
れ
る
た
め
に
は
、
都
市
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
で
都
市
当
局
だ
け
が
こ
の
点
に
お
い
て
都
市
を
代
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
ず
至
る
所
で
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
王
の
役
人
ま
た
は
都
市
主
人
が
手
工
業
の
職
務
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
の
限
り
で
は
、
ひ
と
は
、

手
工
業
の
権
利
と
義
務
は
与
え
ら
れ
た
職
務
で
あ
る
こ
と
を
、
全
て
の
諸
事
情
の
も
と
で
固
守
し
た
。
諸
ツ
ン
フ
ト
は
、
そ
れ
ら
が
手

工
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
が
や
が
て
同
様
に�
ツ
ン
フ
ト
�、�
イ
ン
ヌ
ン
グ
�あ
る
い
は
類
似
の
名
称
を
も
っ

て
名
づ
（
３９
）

け
た
と
こ
ろ
の
職
務
を
自
己
に
付
与
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
が
そ
の
職
務
を
有
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
占
有
権
原

を
擬
制
さ
れ
た
以
前
の
付
与
行
為
に
遡
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
全
く
一
般
的
に
、
ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
個
々
の
手
工
業
職
務

を
、
そ
れ
の
経
営
か
ら
結
果
す
る
諸
収
入
と
と
も
に
、
導
か
れ
た
諸
権
利
と
し
て
、
一
種
の
職
務
封
土
と
観
念
さ
れ
た
諸
権
利
と
し
て
、

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
帰
属
し
た
そ
の
総
体
権
と
み
な
（
４０
）

し
た
。
そ
こ
か
ら
、
ア
イ
ヌ
ン
グ
原
則
だ
け
か
ら
で
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
一
連
の
諸
帰
結
全
体
が
結
果
し
た
。
営
業
的
な
諸
案
件
お
よ
び
一
部
分
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
諸
案
件
そ
の
も
の
に
お
け

る
諸
ツ
ン
フ
ト
の
従
属
性
、
営
業
警
察
、〈
代
表
者
の
任
命
、
構
成
員
の
採
用
、
定
款
の
確
定
の
際
に
協
働
す
る
と
い
う
〉
都
市
主
人

ま
た
は
都
市
の
権
利
、
お
よ
び
、
営
業
的
な
租
税
と
奉
仕
は
、
大
部
分
、〈
職
務
封
土
と
し
て
手
放
さ
れ
た
手
工
業
に
つ
い
て
の
〉
上

位
所
有
権
に
比
較
し
う
る
権
利
の
流
出
物
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
し
か
し
、
職
務
理
念
と
「
ツ
ン
フ
ト
強
制
」
の
成
立
が
関
連
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
職
務
が
非
官
吏
を
と
お
し
て
の
職
務
権
限
の
行
使
を
排
除
し
た
の
で
、
先
ず
最
初
は
、
都
市
主
人
ま
た
は
都
市

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
な
い
手
工
業
者
は
、
手
工
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
職
務
が
い
ま
や
た
と
え
任

意
の
多
数
者
に
対
し
て
も
ま
た
与
え
ら
れ
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
既
に
早
期
に
、
多
く
の
手
工
業
に
お
い
て
、
手
工
業

（
一
一
六
）
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職
務
の
単
独
の
取
得
を
求
め
る
諸
ツ
ン
フ
ト
の
努
力
は
、
手
工
業
を
営
む
こ
と
が
許
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
者
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に

加
入
す
る
こ
と
が
法
律
上
の
義
務
と
さ
れ
る
、
と
い
う
成
果
を
有
（
４１
）

し
た
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
多
か

れ
少
な
か
れ
採
用
に
関
し
て
自
由
に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
採
用
を
、
事
情
に
よ
っ
て
は
拒
絶
し
、
ま
た
は
、
そ
う
で

な
く
て
も
非
常
に
困
難
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
時
お
り
、
イ
ン
ヌ
ン
グ
の
都
市
に
対
し
て
も
ま
た
独
立
し
た
真
の
独
占
が
成
立

し
、
そ
し
て
、
そ
の
独
占
に
よ
っ
て
イ
ン
ヌ
ン
グ
が
あ
ら
ゆ
る
他
人
の
排
除
を
伴
っ
た
総
体
と
し
て
、
手
工
業
職
務
を
有
し
た
。
最
後

に
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
中
世
の
職
務
の
運
命
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
手
工
業
職
務
も
ま
た
、
い
つ
で
も
よ
り
多
く
財
産
権
と
み
な
さ
れ
、

そ
し
て
、
取
り
扱
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
ツ
ン
フ
ト
の
構
成
員
数
の
閉
鎖
、
相
続
制
、
売
買
可
能
性
お
よ
び
さ
ら
に
地
位

の
分
割
可
能
性
、
他
人
を
遠
ざ
け
る
こ
と
の
す
べ
て
の
可
能
な
諸
規
定
、
要
す
る
に
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
変
質
を
結
果
と
し
て
有
し
た
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
、
さ
ら
に
詳
し
く
問
題
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
、
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
本
来
の
成
立
原

因
が
自
由
な
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
中
に
存
在
し
、
そ
の
独
特
な
形
成
は
、
そ
の
他
の
諸
ア
イ
ヌ
ン
グ
か
ら
の
差
異
に
お
い
て
、
し
か
し
、
主

と
し
て
〈
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
手
工
業
経
営
が
職
務
と
し
て
付
与
さ
れ
る
〉
と
い
う
理
念
を
と
お
し

て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
二
十
七
章
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
二
十
七
章
の
注
】

注（
１
）

W
ilda

S.
344
f.
E
nnen,

K
öln
I.
176;

II.
45
f.

は
、
世
俗
的
ギ
ル
ド
、
聖
職
者
ギ
ル
ド
、
お
よ
び
、
混
合
ギ
ル
ド
を
区
別
し
て
い

る
。
―
以
下
、
第
三
十
一
章
、
第
四
十
章
を
も
ま
た
、
参
照
せ
よ
。

注（
２
）

選
挙
の
実
施
に
関
す
る
諸
規
定
と
食
卓
規
約
は
、W

ilda
S.364.365.

を
見
よ
。
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注（
３
）

T
hom
assin.V

et.et
nov.disc.II,3.c.73.§

10.11.c.76.W
ilda
S.352

f.H
artw

ig
l.c.S.160

f.

フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
に
お
け

る
カ
ー
ラ
ン
デ
ン
（K

alanden

一
日
参
集
信
心
会
）
に
つ
い
て
は
、R

ichthofen,R
echtsqu.S.488.500

f.
注（
４
）

W
ilda
S.362.363.

注（
５
）

W
ilda
S.363.

注（
６
）

そ
れ
ゆ
え
ギ
ル
ド
ハ
ウ
ス
と
並
ん
で
、
時
折
、
ギ
ル
ド
の
パ
ン
製
造
所
（
パ
ン
屋
）
が
〔
存
在
し
た
〕。
そ
の
よ
う
な
パ
ン
兄
弟
団
体

（B
rodbrüderschaft

）
の
設
立
の
場
合
に
は
、
し
か
し
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ニ
コ
ラ
イ
教
会
の
助
任
司
祭
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
は
「
た
ん
に

現
在
の
特
典
と
一
時
的
な
渇
望
さ
れ
る
べ
き
儲
け
の
み
な
ら
ず
（
従
っ
て
や
は
り
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
も
ま
た
！
）、
そ
れ
以
上
に
速
や

か
で
か
つ
永
久
的
な
諸
特
権
の
た
め
に
も
ま
た
」（non
solum

（also
doch

im
m
erhin

auch！

）pro
com
m
odis

praesentibus
et

lucris
tem
poralibus

inhiandis,
sed
m
agis

pro
beneficiis

celestibus
et
perpetuis.

）
行
わ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。W

ilda
S.

356.

注（
７
）

W
ilda
S.355.356.

注（
８
）

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
司
祭
た
ち
の
兄
弟
団
体
（fraternitas

pastorum

）
が
、
彼
ら
の
権
利
と
慣
習
の
防
衛

の
た
め
に
、
高
位
聖
職
者
（P
rim
ärklerus

）
と
修
道
院
の
聖
職
者
た
ち
（O

rdensgeistlichkeit

）
の
干
渉
に
反
対
し
て
、
成
立
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
の
固
有
の
家
、
文
庫
、
地
代
と
財
産
を
〈
教
会
の
事
柄
に
お
い
て
同
僚
牧
師
に
先
立
つ
ブ
ー
ル
デ
カ
ン
（B

urdekan

）

と
は
異
な
る
〉
選
ば
れ
た
代
表
者
（V

orsteher,
カ
メ
ラ
ー
リ
ウ
スcam

erarius

）
の
も
と
に
有
し
た
。E

nnen
I.714.

注（
９
）

W
ilda
S.62

f.

に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
保
護
ギ
ル
ド
の
故
郷
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
保
護
ギ
ル
ド
は
ク
ヌ
ー
ト
王

（C
nut

）

の
も
と
で
デ
ン
マ
ー
ク
に
来
た
。
異
説
、W

inzer,l.c.S.76
―82.

注（
１０
）

W
ilda

S.
74

―77.
117

―119.

採
用
の
要
件
は
、
初
め
は
た
だ
瑕
疵
の
な
い
権
利
、
純
粋
な
品
行
と
汚
れ
な
い
名
声
の
み
で
あ
っ
た
。S.

117.

あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
は
、
し
か
し
、
理
由
づ
け
ら
れ
た
異
論
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。S.118.V

gl.W
inzer

S.24
f.

注（
１１
）

婦
人
の
諸
権
利
に
つ
い
て
は
、W

ilda
S.116.

を
参
照
せ
よ
。

（
一
一
八
）
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注（
１２
）

W
ilda
S.119

f.

注（
１３
）

W
ilda

S.
94
f.

オ
ー
デ
ン
ゼ
ー
〔
オ
ー
デ
ン
湖
〕
の
カ
ヌ
ー
ト
王
の
ギ
ル
ド
規
約
（Skra

der
O
denseer

K
anutsgilde

）
は
、
そ

れ
ゆ
え
「
聖
カ
ヌ
ー
ト
王
の
ギ
ル
ド
に
お
け
る
我
々
ギ
ル
ド
兄
弟
は
…
…
通
知
す
る
。」
と
は
じ
め
て
い
る
。

注（
１４
）

個
別
の
諸
点
は
、W

ilda
S.121

―124.W
inzer

S.24

―33.68
f.152

―158.

注（
１５
）

そ
れ
ゆ
え
、
既
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ギ
ル
ド
の
定
款
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
全
体
は
よ
り
正
し
い
事
柄
を
有
す
る
者
に
味
方
す
る

で
あ
ろ
う
、
と
言
う
。

注（
１６
）

よ
り
詳
細
は
、W

ilda
S.
126

―135.

オ
ー
デ
ン
ゼ
ー
の
定
款
に
よ
れ
ば
、
宣
誓
補
助
者
は
く
じ
を
と
お
し
て
決
定
さ
れ
、
そ
し
て
、
何

び
と
も
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

注（
１７
）

W
ilda
S.136

―144.

注（
１８
）

こ
の
こ
と
を
、
ヴ
ィ
ル
ダW
ilda
S.141
―143.

は
、
他
の
人
々
の
主
張
に
反
対
し
て
証
明
し
て
い
る
。

注（
１９
）

W
lda
S.71

f.145
f.

と
く
にam

icitia
in
A
ire
1188

（
一
一
八
八
年
の
エ
ア
に
お
け
る
ア
ミ
キ
テ
ィ
ア
〔
友
愛
団
体
〕）（S.

147
f.

）、

オ
ラ
ン
ダ
のvroedscappen

（
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
）、
デ
ン
マ
ー
ク
の
カ
ヌ
ー
ト
ギ
ル
ド
（K

anutsgilden

）（S.
156

f.

）
は
そ
う
で
あ

る
。W

inzer
S.28

f.

注（
２０
）

以
下
、
第
二
十
九
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
２１
）

W
ilda
S.71

f.152
f.

注（
２２
）

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、W

ilda
S.
194

―220

が
詳
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
お
け
るH

ausgenossen

（
ハ

ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
〔
商
館
仲
間
〕）、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
け
るStubengesellschaften

（
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ベ
ン

ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
〔
店
舗
組
合
〕）
の
よ
う
な
、
す
べ
て
の
か
な
り
古
い
諸
都
市
の
旧
市
民
ギ
ル
ド
（A

ltbürgergilde

）
は
、
都
市
自
由

権
（Stadtfreiheit

）
の
成
立
前
に
全
市
民
を
結
合
し
た
、
か
つ
て
の
完
全
市
民
ギ
ル
ド
（V

ollbürgergilde

）
の
直
接
の
継
続
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
証
明
し
が
た
い
。
以
下
、
第
二
十
九
章
を
参
照
せ
よ
。

２９４ 駿河台法学 第２５巻第２号（２０１２）
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注（
２３
）

ま
さ
に
商
業
イ
ン
ヌ
ン
グ
へ
と
移
行
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
同
時
に
緊
密
に
都
市
組
織
と
絡
み
合
っ
て
き
て
い
る
、
そ
の
よ

う
な
保
護
ギ
ル
ド
の
例
を
、
ヴ
ィ
ル
ダW

ilda
im
A
nhang

S.
376
f.,
bes.

c.
18

―30

に
お
け
る
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
都
市B

erw
yck

ベ
ル
ウ
ィ
ッ
ク
の
ギ
ル
ド
の
定
款
が
提
供
し
て
い
る
。confraternitas

der
m
ercatores

hansati
in
P
aris

〔
パ
リ
に
お
け
る
ハ
ン
ザ

同
盟
の
商
人
た
ち
の
兄
弟
団
体
〕
は
、
一
二
〇
四
年
に
初
め
て
言
及
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
都
市
組
織
の
基
礎
と
な
っ
た
。W

ilda

S.239
―244.

ロ
ン
ド
ン
の
商
人
ギ
ル
ド
と
そ
の
都
市
組
織
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、H

üllm
ann,Städte

III.73.W
ilda
S.244

f.

を
見

よ
。
ク
ヴ
ェ
ー
ト
リ
ン
ブ
ル
ク
（Q

uedlinburg

）
に
お
け
る
商
人
イ
ン
ヌ
ン
グ
（K

aufm
annsinnung

）
は
、
既
に
九
九
三
年
に
存
在

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

注（
２４
）

E
nnen

u.
E
ckertz,

Q
uellen

I.
148
f.
E
nnen,

G
esch.

v.
K
öln
I.
S.
531
f.

こ
の
ギ
ル
ド
は
、
恐
ら
く
す
で
に
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー

ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
と
と
も
に
そ
の
年
代
頃
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

注（
２５
）

そ
れ
は
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
織
工
の
暴
動
の
際
に
援
助
に
来
た
い
わ
ゆ
る
五
つ
の
騎
士
ツ
ン
フ
ト
（R

itterzünfte

）
―
―die

gesellschaff
van
dem

ysserm
art

〔
イ
ゼ
ー
ル
市
場
組
合
〕,die

gesellschaf
van
der
aw
artzhuys

〔
ア
ワ
ル
ツ
フ
イ
ス
組
合
〕,so-

cietas
de
W
intecke

〔
ウ
ィ
ン
テ
ッ
ケ
組
合
〕,societas

de
aquila

〔
鷲
（
ワ
シ
）
組
合
〕
そ
し
てdie

gesellen
van
m
e
H
im
m
elrijch

〔
神
国
仲
間
〕
―
―
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
と
評
議
会
の
後
見
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
そ
れ
ら
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
関
連
を
次
第
し
だ
い
に
喪
失
し
た
一
般
的
な
商
人
団
体
（fraternitas

vini

ぶ
ど
う

酒
兄
弟
団
体
）
の
構
成
部
分
に
留
ま
っ
た
。

注（
２６
）

W
ilda
S.231

f.261.

注（
２７
）

こ
の
点
に
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
ラ
イ
ン
商
人
（L

ehm
ann,

C
hronik

IV
.
c.
13.
S.
312

）、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
商
人
、

バ
ー
ゼ
ル
に
お
け
る
主
人
ツ
ン
フ
ト
（H

errenzünfte

）、
な
ど
の
よ
う
な
、
諸
氏
族
と
諸
ツ
ン
フ
ト
の
中
間
段
階
を
形
成
し
た
、
商
人

ギ
ル
ド
が
数
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
第
三
十
七
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
２８
）

以
下
、
第
三
十
七
章
を
参
照
せ
よ
。

（
一
二
〇
）
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注（
２９
）

以
下
、
第
三
十
八
章
を
参
照
せ
よ
。

注（
３０
）

E
ichhorn,Z

eitschr.f.gesch.R
.W
.I.420.II.213;E

inl.§
381;R

.G
.§
312.H

üllm
ann,Stände

III.S.132
f.Städte

I.314

f.W
ilda,G

ildenw
esen

S.288
f.W
inzer,B

rüderschaften
S.40

―46.T
zschoppe

u.Stenzel,E
inl.z.U

rk.Sam
m
l.S.248

f.

T
ittm
ann,G

esch.H
einr.d.E

rl.I.S.355
f.A
rnold,

Städte
I.
S.
246
f.
II.
208
f.
N
itzsch,

B
ürgerth.

u.
M
inisterialität

S.

226
f.H
eusler,B

asel
S.114

f.124
f.M
one,Z

eitschr.B
d.X
V
.S.1

f.W
ehrm

ann,lüb.Z
unftrollen,E

inl.S.1
f.B
öhm
ert,

B
eitr.z.G

eschichte
des
Z
unftw

esens
1862

S.1
f.E
nnen,K

öln
I.176

f.

に
お
け
る
様
々
な
見
解
を
参
照
せ
よ
。

注（
３１
）

L
acom

bl.,U
rkb.I.S.251.

注（
３２
）
「
ラ
イ
ン
地
帯W

.H
.E
.

と
そ
の
他
の
地
帯
で
、
同
じ
仕
事
の
住
民
が
褥
付
（
し
と
ね
つ
き
）
座
席
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
織
工
た
ち
の
兄
弟

関
係
を
永
続
す
る
生
活
の
希
望
の
た
め
に
形
作
る
こ
と
は---

知
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
、
云
々
。」（N

on
lateat

---
R
ein-

zonem
W
.H
.E
.ceterosque

ejusdem
operis

cultores
fraternitatem

textorum
culcitrarum

pulvinarium
pro
spe
perhen-

nis
vitae

conform
asse

etc.

）。
そ
し
て
さ
ら
に
、
都
市
内
の
す
べ
て
の
織
工
は
「
法
律
上
前
述
の
兄
弟
た
ち
に
よ
っ
て
整
頓
さ
れ
た
も

の
が
そ
こ
に
存
立
す
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
兄
弟
関
係
に
自
発
的
に
属
す
る
」（huic

fraternitati,quo
jure

a
supra

m
em
oratis

fratri-

bus
constat

disposita,sponte
subjiciantur.

）
べ
き
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。

注（
３３
）

シ
ュ
ト
ル
ー
フ
（Struv

）、
ハ
イ
ネ
ク
キ
ウ
ス
（H

eineccius

）
な
ど
ほ
と
ん
ど
の
古
い
著
者
た
ち
は
、
そ
う
で
あ
る
。
現
在
も
な
お
、

モ
ー
ネ
（M
one

）・
前
掲
。

注（
３４
）

ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
（E

ichhorn
l.c.

）、
お
よ
び
、
一
部
分
ヒ
ュ
ル
マ
ン
（H

üllm
ann
l.c.

）
も
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
。

注（
３５
）

G
frörer,V

olksrechte
II.186

f.194
f.

注（
３６
）

そ
れ
ゆ
え
一
一
四
九
年
の
寝
台
カ
バ
ー
織
工
た
ち
も
ま
た
、
彼
ら
はpro

spe
perhennis

vitae

（
永
続
す
る
生
活
の
希
望
の
た
め
）

に
兄
弟
団
体
に
結
合
し
た
、
と
言
っ
て
お
り
、O

cks
I.318.350

u.
T
rouillat

I.
N
r.
393.

S.
574.

II.
N
r.
71.
S.
105

に
お
け
る
、
一

二
四
八
年
と
一
二
六
〇
年
の
バ
ー
ゼ
ル
に
お
け
る
肉
屋
と
仕
立
屋
の
設
立
証
書
（Stiftungsurk.

）
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
以
外
の
目
的

２９２ 駿河台法学 第２５巻第２号（２０１２）
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の
た
め
の
ツ
ン
フ
ト
金
庫
の
あ
ら
ゆ
る
利
用
は
、
明
示
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。

注（
３７
）

例
え
ば
、
ゲ
ッ
シ
ェ
ン
に
お
け
る
、
一
二
一
九
年
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
に
よ
る
ゴ
ス
ラ
ル
市
の
特
権
（F

rid.II.priv.G
oslar.d.

1219
b.
G
öschen

）：

「
さ
ら
に
王
の
命
令
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
ア
イ
ヌ
ン
グ
ま
た
は
ギ
ル
ド
と
呼
ば
れ
て
い
る
い
か
な
る
共

同
誓
約
も
約
束
も
組
合
も
、
た
だ
貨
幣
鋳
造
人
た
ち
の
そ
れ
を
別
と
し
て
、
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
与
え
ら
れ
て
い
る
。」（praeterea

datum
est
regali

praecepto,quod
nulla

sit
conjuratio

nec
prom

issio
vel
societas,quae

theutonice
dicitur

eyninge
vel

ghilde,
nisi
solum

m
onetariorum

.

）。
一
二
三
二
年
の
同
じ
王
の
命
令
（E

dict.
ejusd.

d.
1232

§
2

）：

「
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ

仕
事
の
友
愛
団
体
ま
た
は
組
合
を
我
々
は
無
効
に
し---

破
棄
す
る
。」（irritam

us
---
et
cassam

us
cujuslibet

artificii
confrater-

nitates
seu
societates.

）。

注（
３８
）

そ
れ
ゆ
え
一
一
四
九
年
の
証
書
に
お
い
て
は
最
後
に
、「
認
可
は---

有
効
で
も
な
く
不
可
欠
で
も
な
い
兄
弟
団
体
に
は
、
与
え
ら
れ
な

い
。」（sequitur

---
confirm

atio
non

m
inus

valida
neque

fraternitati
m
inus

necessaria.

）
と
言
う
。
し
か
し
証
書
の
こ
の
関

連
か
ら
は
、
認
可
の
こ
の
「
不
可
欠
性
」
は
、
す
で
に
「
先
だ
っ
て
」
存
在
し
て
い
る
兄
弟
関
係
（fraternitas

）
そ
の
も
の
の
存
在
に

関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
付
与
さ
れ
る
織
物
業
の
排
他
的
な
経
営
の
権
利
に
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
織
工
の
仕
事
の
す

べ
て
の
住
民
た
ち
の
た
め
に
、
確
か
に
こ
の
理
由
か
ら
、
認
可
を
受
け
る
こ
と
、
云
々
」（confirm

atam
suscepisse

hac
videlicet

ra-

tione,ut
om
nes
textorii

operis
cultores

etc.

）。

注（
３９
）

ひ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え�
イ
ン
ヌ
ン
グ
�、�
ツ
ン
フ
ト
�
な
ど
が
付
与
さ
れ
、
ま
た
は
、
付
与
に
係
ら
せ
ら
れ
る
至
る
所
で
、
そ
れ
に
よ
っ

て
�
ア
イ
ヌ
ン
グ
権
（E

inungsrecht

〔
合
意
に
よ
る
団
体
結
成
権
〕）�
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
そ

の
存
在
の
た
め
に
国
家
的
な
免
許
（K

oncession

）
を
必
要
と
す
る
と
い
う
原
則
が
設
定
さ
れ
る
、
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
原

則
と
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
た
だ
イ
ン
ヌ
ン
グ
の
〔
職
務
〕（Innungsam

t

）、
す
な
わ
ち
、
営
業
経
営
の
権
利
の
み
が
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
エ
ミ
ン
グ
ハ
ウ
スE

m
m
inghaus

S.
24

の
も
と
で
の
、〈
そ
の
中
で
、
す
で
に
彼
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
の
代
表
者
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
役
人
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
靴
屋
ツ
ン
フ
ト
（jus

et
m
agisterium

sutorum

〔
靴

（
一
二
二
）
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製
造
業
者
の
権
利
と
指
導
〕）
に
そ
の
慣
習
法
が
確
認
さ
れ
て
い
る
〉
一
一
六
四
年
の
大
司
教
ヴ
ィ
ッ
ヒ
マ
ン
の
証
書
（U

rk.
des

E
rzb.

W
ichm

ann
v.
1164

b.
E
m
m
inghaus

S.
24

）：

「
イ
ン
ニ
ン
ゲ
と
呼
ば
れ
る
そ
の
権
能
に
関
係
者
と
し
て
存
在
す
る
全
て
の
人
々
の
意

思
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
他
所
の
人
々
は
作
ら
れ
た
彼
ら
の
成
果
を
市
場
に
は
提
供
し
な
い
。」（ne

aliegenae
opus

suum
opera-

tum
ad
forum

non
deferant,

nisi
cum

om
nium

eorum
voluntate,

qui
juri
illo,
q
uod

Inninge
vocatur,

participes
exis-

tant.

）。
そ
れ
ゆ
え
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
ア
ル
ト＝

ヴ
ィ
ク
の
た
め
の
証
書
（U

rk.
f.
A
lt＝
W
yck

zu
B
raunschw

eig

）
に
お

い
て
も
ま
た
、Innung

イ
ン
ヌ
ン
グ
の
語
は
、�
売
る
こ
と
の
感
謝
（gratia

vendendi

）�
と
す
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。T

ittm
ann

l.c.

S.356.

注（
４０
）

大
司
教
ヴ
ィ
ッ
ヒ
マ
ン
の
特
権
に
お
い
て
、
注（
３９
）に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
諸
語
の
後
に
、
さ
ら
に
次
の
「
彼
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
承

認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
向
け
て
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
司
教
に
〈
彼
ら
の
マ
ギ
ス
タ
ー
が
提
示
す
る
で
あ
ろ
う
〉
毎
年
二
タ
ラ
ン
タ
を
支
払
う
。」

（itaque
ad
recognoscendum

se
annuatim

M
agd.episcopo

duo
talenta

solvent,quae
m
agister

eorum
praesentabit.

）

と
言
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
た
め
に
認
証
料
（R

ecognitionszins

）
が
支
払
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
職
務
の
正
当

性
（jus

quod
dicitur

Inninge

イ
ン
ニ
ン
ゲ
と
呼
ば
れ
る
権
利
）
に
つ
い
て
の
司
教
の
上
級
所
有
権
（O

bereigenthum

）
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ツ
ン
フ
ト
は
総
体
権
と
し
て
の
職
務
を
有
す
る
こ
と
も
ま
た
、
既
に
完
全
に
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ツ
ン
フ
ト
は
総
体

と
し
て
租
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
は
、
こ
の
総
体
権
の
関
係
者
で
あ
る
。「
イ
ン
ニ
ン
ゲ
と
呼
ば

れ
る
そ
の
権
利
に
よ
る
関
係
者
た
ち
」（juri

illo
quod

Inninge
vocatur

participes.

）

注（
４１
）

一
一
四
九
年
ケ
ル
ン
の
織
工
に
つ
い
て
、
一
一
六
四
年
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
靴
屋
に
つ
い
て
、
そ
う
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
二
十
七
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
Ｄ．

ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
ア
イ
ヌ
ン
グ
原
則
の
採
用
か
ら
の
都
市

共
同
体
の
成
立

第
二
十
八
章

都
市
自
由
の
成
立
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
諸
見
解
」
に
続
く
。】

２９０ 駿河台法学 第２５巻第２号（２０１２）
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Ｄ．

ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
ア
イ
ヌ
ン
グ
原
則
の
採
用
か
ら
の
都
市
共
同
体
の
成
立

第
二
十
八
章

都
市
自
由
の
成
立
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
諸
見
解

ア
イ
ヌ
ン
グ
の
思
想
が
そ
の
よ
う
に
し
て
既
に
〈
奉
仕
理
念
が
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
最
も
豊
か
な
開
花
を
果
た
し
た
〉
時
代
に
お
い

て
多
く
の
自
由
意
思
に
よ
る
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
創
造
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
思
想
は
、
こ
の
時
期
の
最
後
の
二
世
紀
に
お
い

て
、
そ
れ
が
個
々
の
優
遇
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
自
由
な
市
民
団
体
（B

ürgerschaften

）
へ
と
組
織
変
更
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
都
市
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
制
度
」
に
お
い
て
、〈
法
と
組
織
の
継
続
的
形
成
の
た
め
に
予
期
し
え
な
い
重
要
性
を
獲
得

し
た
と
こ
ろ
の
〉
新
た
な
団
体
形
式
を
も
た
ら
し
た
。

中
世
の
都
市
自
由
（Städtefreiheit

）
の
起
源
に
関
し
て
は
、
ま
だ
完
全
な
光
が
行
き
わ
た
っ
て
い
な
い
。
個
々
の
点
に
留
ま
っ

て
い
る
疑
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
、
都
市
自
由
が
そ
こ
か
ら
生
長
し
た
基
礎
的
な
諸
要
素
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
基
礎
は
「
古

代
ゲ
ル
マ
ン
的
な
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
な
っ
た
の
は
、「
自
由
な
ア
イ

ヌ
ン
グ
」
と
い
う
新
た
な
思
想
を
自
ら
の
中
に
取
り
上
げ
、
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
原
則
と
と
も
に
一
つ
の
統
一
体
へ
と
融
合

さ
せ
る
こ
と
を
と
お
し
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
の
た
め
に
―
―
な
ぜ
な
ら
た
だ
こ
れ
ら
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
が
―
―
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
都
市
自
由
の
成
立
史
へ
の
よ
り
詳
細
な
立
ち
入
り
を
必
要
と
す
る
。
初
め
か
ら
、

た
だ
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
べ
き
解
釈
に
対
し
て
は
、
と
く
に
、
二
つ
の
相
互
に
全
く
対
立
す
る
見
解
が
対
立
す
る
こ
と
だ
け
が
指
摘

さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

１．

よ
り
古
い
見
解
は
、
ロ
ー
マ
の
都
市
組
織
の
直
接
の
存
続
を
諸
都
市
の
中
に
認
（
１
）

め
た
。
そ
の
見
解
は
、
そ
の
後
の
諸
観
念
を
と

お
し
て
完
全
に
除
去
さ
（
２
）

れ
た
。
初
め
に
開
花
し
た
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
の
諸
都
市

（
一
二
四
）
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に
お
い
て
は
、
古
い
ム
ニ
キ
ピ
ウ
ム
（m

unicipium

）
と
の
純
粋
に
外
的
な
関
連
以
外
の
関
連
は
、
証
明
し
え
（
３
）

な
い
。
い
わ
ん
や
ロ
ー

マ
の
国
民
性
そ
の
も
の
が
消
滅
し
た
ド
イ
ツ
の
土
地
に
お
け
る
ロ
ー
マ
人
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
そ
う
で
あ
る
。
場
所
と
城
壁
、
名

称
お
よ
び
称
号
以
外
の
何
も
の
を
も
、
こ
れ
ら
の
諸
都
市
は
、
中
世
へ
と
伝
え
て
い
な
い
！
。
個
々
の
諸
制
度
よ
り
も
さ
ら
に
も
っ
と

僅
か
に
し
か
、
諸
都
市
は
、
ひ
と
が
お
そ
ら
く
さ
ら
に
主
張
し
よ
う
と
す
る
よ
（
４
）

う
に
、
そ
れ
ら
の
組
織
の
「
基
本
理
念
」
を
、
ロ
ー
マ

の
諸
都
市
か
ら
借
用
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
形
成
の
原
則
と
形
式
は
、
両
者
と
も
ゲ
ル
マ
ン
的
で
あ
っ
た
！
。

２．

一
つ
の
別
の
見
解
は
、
な
る
ほ
ど
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
制
度
の
基
礎
を
ゲ
ル
マ
ン
法
の
中
へ
と
置
い
て
い
る
が
、
し
か
し
自
由
の

中
に
で
は
な
く
、「
奉
仕
法
」（D

ienstrecht

）
ま
た
は
「
荘
園
法
」（H

ofrecht

）
の
中
に
お
い
て
い
る
。
一
つ
の
主
人
へ
の
従
属
性

は
、
す
べ
て
の
都
市
住
民
を
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
結
合
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
お
し
て
初
め
て
、
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
次
第

に
自
由
な
市
民
団
体
（B

ürgerschaft

）
が
成
長
し
た
と
さ
れ
て
（
５
）

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
民

族
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
の
間
の
直
接
の
関
連
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
も

ま
た
、
支
持
し
が
た
い
の
で
（
６
）

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
―
―
ケ
ル
ン
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
お
よ
び
ト
リ
ー
ア
と
い
う
―
―
三
つ
の
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
に
お
い
て
の
み
、
完
全
に
自
由

な
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
司
教
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
時
代
に
お
い
て
も
ま
た
維
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
諸
都
市
は
、
そ
こ
に

お
い
て
都
市
的
な
組
織
の
理
念
が
始
め
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
成
長
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
司
教
の
居
住

す
る
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
市
民
団
体
の
核
心
は
、
全
て
の
蓋
然
性
に
よ
れ
ば
、
同
様
に
、〈
た
だ
時
お
り
都
市
を
越
え
て
拡
が
る
司

教
の
裁
判
官
職
（V

ogtei

）
を
と
お
し
て
そ
の
自
由
権
の
一
部
を
喪
失
し
た
が
、
し
か
し
完
全
自
由
と
真
正
な
所
有
財
産
を
求
め
る
そ

れ
ら
の
要
求
は
い
つ
で
も
自
ら
に
意
識
さ
れ
て
留
ま
っ
た
〉
古
い
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
も
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
表

現
し
て
い
る
よ
う
に
「
新
た
な
」
自
由
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
く
、「
古
い
」
自
由
を
再
び
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
至
る
と
こ
ろ
で
、

２８８ 駿河台法学 第２５巻第２号（２０１２）
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も
ち
ろ
ん
市
民
団
体
は
、
次
第
し
だ
い
に
解
放
さ
れ
た
荘
園
法
的
な
諸
要
素
を
自
己
の
中
に
取
り
入
れ
た
が
、
し
か
し
市
民
団
体
は
自

ら
を
そ
れ
ら
の
諸
要
素
に
同
化
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
が
市
民
団
体
に
同
化
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
混
合
を

と
お
し
て
は
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
の
市
民
団
体
の
法
的
連
続
性
は
、
最
小
部
分
に
お
い
て
も
接
触
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
後
に
は
、
王
の
諸
都
市
お
よ
び
フ
ュ
ル
ス
ト
の
諸
都
市
に
お
け
る
よ
う
に
、
諸
市
民
団
体
は
実
際
に
荘
園
法

的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
生
じ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
市
民
団
体
は
、
そ
れ
ら
が
よ
り
古
い
諸
都
市
を
模
範
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

組
織
の
形
式
お
よ
び
諸
基
本
概
念
を
荘
園
法
か
ら
で
は
な
く
、
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
か
ら
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
市
民
団
体
に
そ
の
た
め
の
能
力
を
与
え
る
た
め
に
、
た
ん
に
先
行
す
る
自
己
の
解
放
の
み
な
ら
ず
、
ラ
ン
ト
か
ら
の
自
由
民
の
移

住
を
と
お
し
て
の
強
化
を
も
ま
た
、
必
要
と
し
た
。
荘
園
法
の
発
展
で
は
な
く
、
古
い
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
拡
大
さ
れ
そ

し
て
豊
か
に
さ
れ
た
民
族
法
を
と
お
し
て
の
荘
園
法
の
駆
逐
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
司
教
の
諸
都
市
に
先
ず
最
初
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う

と
こ
ろ
の
、
我
々
の
都
市
の
発
展
の
内
容
で
あ
っ
た
。

【
以
上
、
第
二
十
八
章
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
二
十
八
章
の
注
】

注（
１
）

M
oritz,

K
indlinger,

B
odm
ann,

G
em
einer

（U
eber

den
U
rsprung

der
Stadt

R
egensburg

und
aller

alten
Städte.

1817

）,E
ichhorn,Z

eitschr.f.gesch.R
.W
.I.S.247.II.S.193

f.G
aupp,über

deutsche
Städtegründung

（1824;

現
在
異
説

Stadtrechte
S.
5

―11

）,v.
D
önniges,

das
deut.

Staatsrecht
1842.

I.
246.

は
、
そ
う
で
あ
る
。
―
―
さ
ら
に
シ
ャ
ー
プSchaab,

G
eschichte

des
rheinischen

Städtebundes

（1843

）
は
、�
至
る
と
こ
ろ
で
古
代
ロ
ー
マ
の
執
政
官
、
元
老
院
議
員
、
護
民
官
お
よ

び
古
代
の
断
面
に
お
け
る
自
由
諸
国
家
�
を
見
出
し
て
い
る
。I.S.30.41.42.

（
一
二
六
）
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注（
２
）

と
く
にH

üllm
ann,Städtew

esen
II.S.262

f.,Stände
S.470;W

ilda,G
ildenw

esen;H
egel,ital.

Städte
II.
S.
391
f.;
A
llg.

M
onatschrift.1854

S.161

―165.696

―703;A
rnold,F

reistädte
I.S.128

f.;W
attenbach,D

eutschlands
G
eschichtsq.im

M
.

A
.S.24

f.;E
nnen,K

öln
I.S.126.127.

注（
３
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（Savigny

）
に
反
対
す
る
ベ
ー
ト
マ
ン＝

ホ
ル
ヴ
ェ
ー
クB

ethm
ann＝

H
ollw
eg,
U
rsprung

der
lom
bardischen

Städtefreiheit.
1846.

S.
1

―60

お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ルH

egel
II.
S.
49
f.

を
、
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ルib.

S.
323

f.
335

f.über
franzö

sische
und

spanische
Städte.

を
、
最
後
に
、
自
ら
を
完
全
に
ド
イ
ツ
の
研
究
の
上
に
支
え
、
そ
し
て
、
自
ら
を
と
く
に
〈
ロ
ー
マ
の

諸
国
に
お
け
る
都
市
自
由
の
ロ
ー
マ
的
起
源
に
関
す
る
〉
フ
ラ
ン
ス
の
著
者
た
ち
の
今
日
も
な
お
支
配
的
な
諸
見
解
に
力
を
込
め
て
反
対

し
て
い
る
、
オ
ル
ヴ
ィ
ルH

aulleville,histoire
des
com
m
unes

lom
bardes,2

B
de.

を
、
参
照
せ
よ
。

注（
４
）

例
え
ば
、Z

öpfl,R
.G
.§
55.V

I.
は
、
そ
う
で
あ
る
。

注（
５
）

と
く
にN

itzsch,M
inisterialität

und
B
ürgerthum

im
11.und

12.Jahrh.L
eibzig

1859.

は
、
そ
う
で
あ
る
。
ケ
ル
ン
以
外
の

諸
都
市
に
つ
い
て
は
、H

egel,allg.M
onatschr.1854.S.157

f.
L
eo,
V
orles.

III.
S.
262
f.
L
am
bert,

deut.
Städteverfass.

im

M
.A
.
H
alle
1865

（B
d.
I.
u.
II

）.

。
監
察
官
制
（C

ensualität

）
と
廷
臣
制
（M

inisterialität

）
の
上
に
市
民
階
級
の
発
展
全
体
を
構

築
す
る
最
後
の
著
者
〔
ラ
ン
ベ
ル
ト
〕
の
一
部
分
極
め
て
疑
わ
し
い
叙
述
は
、
詳
し
く
は
顧
慮
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
、
対
立
す
る
諸
見

解
を
し
ば
し
ば
、
た
だ
、
そ
れ
ら
は
�
笑
う
べ
き
革
命
的
空
想
�
で
あ
る
（z.B

.I.S.100

）
と
い
う
主
張
を
も
っ
て
反
論
し
、
自
己
自

身
を
し
か
し
〈
自
由
諸
国
家
は
た
だ
�
老
衰
し
死
滅
し
た
諸
民
族
に
お
い
て
の
み
�
登
場
す
る
（so

I.
131

）、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
の
諸
民

族
に
と
っ
て
は
都
市
自
由
全
体
も
ま
た
�
古
代
の
共
和
制
的
な
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
的
自
由
�（II.

308

）
と
同
様
に
堕
落
と
し
て
現
れ
る
〉
と

い
う
極
端
な
命
題
へ
の
偏
愛
を
も
っ
て
支
え
て
い
る
、
純
粋
な
党
派
的
書
物
で
あ
る
。
監
察
官
（C

ensualen

）
と
廷
臣
た
ち
（M

iniste-

rialen

）
は
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
自
由
民
だ
が
、
自
治
権
な
き
臣
下
で
あ
り
、
後
に
彼
ら
の
�
正
当
な
主
人
�
か
ら
�
厚

顔
な
傲
慢
さ
�、�
無
恥
の
�
そ
し
て
�
貪
欲
な
��
不
遜
�
と
�
略
奪
欲
�
か
ら
、�
叛
乱
�
を
と
お
し
て
都
市
の
政
府
を
奪
い
取
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
そ
し
て
類
似
の
豪
語I.63

f.98
f.104.131.200.II.2.46

f.77.78.80.85.91.98.107.117
f.119.120.234.

241.

２８６ 駿河台法学 第２５巻第２号（２０１２）

（
一
二
七
）



262.281.

を
参
照
せ
よ
。
反
対
の
党
派
の
立
場
か
ら
バ
ル
ト
ホ
ル
ト
（B

arthold

）
は
、
自
ら
を
し
ば
し
ば
潤
色
に
導
い
て
い
る
。

注（
６
）

こ
れ
に
反
対
す
る
の
は
、
と
く
に
、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ンE

ichhorn

、
ガ
ウ
プG

aupp

、
フ
ォ
ン
・
フ
ュ
ル
トv.F

ürth

、
フ
ォ
ン
・
ラ
ン

ツ
ィ
ツ
ォ
ル
レv.

L
ancizolle

、
ヴ
ィ
ル
ダW

ilda

、
レ
ー
エ
ルL

öher

、
バ
ル
ト
ホ
ル
トB

arthold

、
一
部
分
、
ヘ
ー
ゲ
ルH

egel

、
と
く

に
し
か
し
、
ア
ル
ノ
ル
ト
お
よ
び
ホ
イ
ス
ラ
ーA

rnold
u.H
eusler

、
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
二
十
八
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
第
二
十
九
章

古
い
司
教
の
諸
都
市
に
お
け
る
都
市
自
由
の
成
立
」
に
続
く
。】

（
一
二
八
）
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