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古
い
司
教
の
諸
都
市
に
お
け
る
都
市
自
由
の
（
１
）

成
立

�．

都
市
制
度
を
知
ら
な
い
こ
と
が
ロ
ー
マ
人
か
ら
の
区
別
的
な
特
徴
で
あ
（
２
）

っ
た
ゲ
ル
マ
ン
人
が
、
ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た

遺
産
の
中
に
諸
都
市
を
も
ま
た
見
出
し
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
た
だ
存
続
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
居
住
地
と
し
て
す
ら
選
ん
だ

（
３
）

と
き
、
彼
ら
に
は
、
城
壁
で
囲
ま
れ
、
防
御
施
設
で
固
め
ら
れ
た
、
多
く
の
人
々
を
擁
す
る
場
所
と
し
て
の
都
市
の
「
外
形
的
な
」
概

念
と
一
緒
に
は
、
必
ず
し
も
同
時
に
、
特
別
に
有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
の
都
市
の「
法
的
」概
念
は
、
現
れ
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
諸
都
市
と
そ
れ
ら
の
住
民
た
ち
（E

inw
ohnerschaft

）
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
ラ
ン
ト
と
民
族
の
既
存
の
編
成
の

中
へ
と
挿
入
さ
れ
た
。
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
そ
の
中
に
定
住
し
た
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
諸
都
市
は
、〈
そ
れ
ら
の
城
壁
を
と
お
し
て
境

界
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
〉
ガ
ウ
の
諸
部
分
ま
た
は
諸
中
心
点
と
な
り
、
こ
の
ガ
ウ
「
に
お
い
て
は
」
諸
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
ま

た
は
ひ
と
つ
の
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
の
諸
部
分
と
な
り
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
「
に
お
い
て
は
」
ひ
と
つ
ま

た
は
複
数
の
場
所
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
農
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
意
味
（
４
）

し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
場
所
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
農
民
ゲ
マ
イ
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ン
デ
は
、
時
お
り
後
の
諸
時
代
に
お
い
て
も
な
お
、
特
殊
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
、P
arochien

教
区
、viciniae

近
隣
、H

eim
schaft

故
郷
、B

urggenossenschaften

ブ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
テ
ン
〔
城
仲
間
〕、
ま
た
は
、G

eburschaften

ゲ
ブ
ー
ル
シ
ャ
フ
テ

ン
〔
非
自
由
人
と
中
間
自
由
人
の
団
体
〕
の
名
称
の
下
に
保
持
さ
れ
た
。
三
重
の
編
成
に
は
、
至
る
所
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
三
重

の
段
階
の
民
族
役
人
（V

olksbeam
te

）
ま
た
は
裁
判
官
（R

ichter

）
が
対
応
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ガ
ウ
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
は

大
部
分
�B

urggrafen

ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
�
と
呼
ば
れ
た
グ
ラ
ー
フ
〔
伯
爵
〕
た
ち
が
、
ツ
ェ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー

レ
〔
ツ
ェ
ン
ト
長
〕（C

entenare

）
ま
た
は
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
〔
市
長
〕（Schulthe

（
５
）

i�
en

）
が
、
近
隣
関
係
に
お
い
て
は
、
よ
り
下

級
の
ブ
ー
ル
裁
判
官
〔
城
裁
判
官
〕（B

urrichter

）
ま
た
は
ハ
イ
ム
ビ
ュ
ル
ガ
ー
〔
村
長
〕（H

eim
bürger

）
が
、
対
応
し
た
の
で

あ
る
。
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
た
ち
と
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
レ
た
ち
は
、
王
に
よ
っ
て
公
的
権
力
の
保
有
者
と
し
て
任
命
さ
れ
、
ブ
ー
ル
裁
判
官
を

た
い
て
い
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
選
ん
だ
。
上
級
裁
判
所
に
お
い
て
な
ら
び
に
下
級
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
判
決
発
見
お
よ
び
法
の
指
示
を

と
お
し
て
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
関
与
ま
た
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
生
じ
た
参
審
員
仲
間
の
関
与
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
そ
も

そ
も
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
民
族
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
と
同
一
の
程
度
に
お
い
て
、
自
治
お
よ
び
自
己
管
理
の
た
め
の
空
間
で
あ
っ
た
。

都
市
に
住
む
こ
れ
ら
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
構
成
員
た
ち
は
、
田
舎
の
農
民
た
ち
の
よ
う
に
、
完
全
な
自
由
を
享
（
６
）

受
し
、
武
装
権（W

affen-

recht

）
と
武
装
義
務
（W
affenpflicht

）
を
有
し
、
そ
し
て
、
個
々
人
と
し
て
真
正
で
自
由
な
所
有
財
産
（E

igen

）
を
占
（
７
）

有
し
、
総

体
と
し
て
共
通
の
マ
ル
ク
を
占
有
（
８
）

し
た
。
フ
ー
フ
ェ
の
占
有
と
マ
ル
ク
共
同
団
体
は
、
こ
こ
で
は
、
田
舎
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
よ

う
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
基
礎
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
自
由
な
農
民
層
（B

auerschaft

）
と
同
様
に
、
都
市
マ
ル
ク
「
全
体
」
の
土
地
主
人
（G

rund-

herrin

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
）
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
と
並
ん
で
、
む
し
ろ
、「
す
べ
て
の
」
古
く
か
ら
よ
り
重
要
な
場
所
に
お
い
て
は
、〈
一

方
で
は
教
会
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
代
表
者
（V

orstand

）
で
あ
り
、
他
方
で
は
広
範
な
そ
し
て
多
様
に
編
成
さ
れ
た
世
俗
的
な

（
六
八
）
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ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
を
、
そ
の
自
由
民
に
対
し
て
鋭
く
閉
ざ
さ
れ
た
フ
ァ
ミ
リ
ア
と
し
て
結
合
し
た
と
こ
ろ
の
〉
司
教
（B

ischof

）

ま
た
は
そ
の
他
の
聖
職
者
た
る
グ
ル
ン
ト
（
９
）

ヘ
ル
が
存
在
し
た
。
廷
臣
た
ち
（V

assallen

）
お
よ
び
従
者
た
ち
（D

ienstm
annen

）、

自
由
な
小
農
た
ち
（H

intersassen

）、
隷
属
民
（hörige

L
eute

）
お
よ
び
非
自
由
民
（unfreie

L
eute

）
は
、
―
―
相
互
間
で
さ

ま
ざ
ま
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
―
―
早
期
に
付
与
さ
れ
た
イ
ン
ム
ニ
テ
（
１０
）

ー
ト
を
と
お
し
て
対
外
的
に
閉
じ
ら
れ

た
、
都
市
の
城
壁
を
は
る
か
に
越
え
て
及
ぶ
、
こ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
を
構
成
し
た
。
司
教
的
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
役
人
た
ち
は
、
こ

の
大
き
な
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
個
別
的
な
空
間
的
ま
た
は
人
的
に
定
め
ら
れ
た
諸
部
門
を
管
理
し
、
都
市
の
た
め
に
は
、

通
常
、
フ
ォ
ー
ク
ト
〔V

ogt

裁
判
官
〕（advocatus

法
律
顧
問
）
が
上
級
裁
判
官
と
し
て
、villicus

（
支
配
人
）
が
下
級
裁
判
官
と

し
て
、
管
理
し
た
。

第
三
に
、
ほ
と
ん
ど
の
古
い
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
自
由
な
マ
ル
ク
お
よ
び
司
教
の
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
と
並
ん
で
、
さ
ら
に
〈
そ
れ
に

は
も
と
も
と
特
別
の
王
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
役
人
を
通
し
て
管
理
さ
れ
た
パ
ラ
テ
ィ
ア
ー
レ
ン
〔
宮
内
官
〕
や
フ
ィ
ス
カ
リ
ー
ネ
ン
〔
財

務
官
〕
の
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
属
し
た
と
こ
（
１１
）

ろ
の
〉
王
の
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
が
、
存
在
し
た
。

ひ
と
が
、
し
ば
し
ば
さ
ら
に
独
立
し
た
修
道
院
お
よ
び
そ
の
他
の
住
民
か
ら
鋭
く
分
離
さ
れ
た
独
自
の
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
、

独
自
の
権
利
に
従
っ
て
諸
都
市
に
お
い
て
生
活
し
た
（
１２
）

こ
と
を
含
め
て
考
え
る
と
き
は
、
ひ
と
は
、
古
い
時
代
に
お
い
て
は
、
な
る
ほ
ど

諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
諸
団
体
が
諸
都
市
の
「
中
に
」
存
在
し
た
が
、
し
か
し
本
来
の
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
諸
都
市
の
環
状
城
壁
は
独
特
な
組
織
の
境
界
で
は
な
か
っ
た
し
、
都
市
住
民
そ
の
も
の
の
さ
ま
ざ
ま
な
ク
ラ

イ
ス
の
も
と
に
も
ま
た
、
純
粋
に
空
間
的
な
紐
帯
以
外
の
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ロ
リ
ン
グ
王
国
の
没
落
後
、
次
第
に
都
市
の
統
一
体
の
た
め
の
二
重
の
変
化
が
登
場
し
た
。

１．

「
空
間
的
な
」
関
係
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
特
別
の
「
都
市
の
平
和
」（Stadtfr

（
１３
）

iede

）
の
理
念
が
発
展
し
た
。
都
市
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の
平
和
は
、
な
る
ほ
ど
マ
ル
ク
、
教
会
、
家
々
の
平
和
と
同
様
に
、
純
粋
に
物
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、〈
そ
れ
が
、
環
状
城

壁
の
内
部
に
住
む
す
べ
て
の
人
々
に
暴
行
と
不
正
に
対
す
る
特
別
な
保
護
を
求
め
る
請
求
権
し
た
が
っ
て
共
通
の
権
利
を
付
与
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
〉、
間
接
的
に
は
、
し
か
し
、
都
市
の
統
一
体
の
理
念
を
人
的
な
種
類
の
た
め
に
も
ま
た
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。

２．

し
か
し
、「
人
的
な
」
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
、
次
第
し
だ
い
に
交
差
す
る
国
王
的
公
共
的
、
国
王
的
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
、
お

よ
び
、
司
教
的
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
、
諸
権
力
と
諸
職
務
の
代
わ
り
に
、〈
そ
れ
ら
が
民
族
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
的
諸
団
体
の
並
行
的
存
在
か
ら
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
〉、〈
司
教
が
、
す
べ
て
の
住
民
諸
階
級
の
共
同
の
保
護
主

人
へ
と
、
そ
し
て
、
複
雑
化
し
た
役
人
シ
ス
テ
ム
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
出
発
点
へ
と
、
上
昇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
統
一
的
な

頂
点
が
登
場
し
た
。
司
教
が
は
じ
め
に
彼
の
独
自
の
ホ
ー
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
拡
大
を
と
お
し
て
よ
り
堅
固
に
一
体

化
し
、
そ
し
て
、
そ
の
中
に
存
在
す
る
よ
り
古
い
種
類
の
階
級
的
差
異
が
、〈
そ
の
結
果
に
お
い
て
と
く
に
都
市
の「
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー

レ
ン
（
廷
臣
）」
の
奉
仕
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
〉
奉
仕
関
係
に
従
っ
て
成
立
し
て
く
る
新
た
な
編
成

を
と
お
し
て
消
去
さ
れ
た
後
に
、
彼
〔
司
教
〕
は
、
九
世
紀
と
十
世
紀
に
お
い
て
、
国
王
の
諸
特
権
を
と
お
し
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に

パ
ラ
シ
ア
ル
ゲ
マ
イ
ン
デ
〔
宮
殿
ゲ
マ
イ
ン
デ
〕
に
関
す
る
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
も
ま
た
、
受
け
取
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

そ
の
後
、
そ
れ
が
初
め
は
ま
だ
特
別
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
中
に
存
続
し
た
後
に
、
後
者

の
中
に
お
い
て
次
第
に
解
消
さ
れ
て
い
（
１４
）

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
と
お
し
て
自
由
と
荘
園
法
の
区
別
は
、
緩
和
さ
れ
る
よ
り
も
よ
り
鋭

く
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
十
世
紀
に
お
け
る
オ
ッ
ト
ー
大
帝
の
時
代
の
諸
特
権
は
、
こ
れ
ら
の
対
立
す
る
諸
要
素
の
融
合
を
も
ま
た

切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
諸
特
権
を
と
お
し
て
、
司
教
は
、〈
彼
に
対
し
、
ほ
と
ん
ど
至
る
と
こ
（
１５
）

ろ
で
旧
自
由
民

た
ち
の
上
へ
の
実
定
的
な
種
類
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
諸
権
利
が
、
と
り
わ
け
都
市
裁
判
官
の
指
名
が
、
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
（
１６
）

っ
て
〉

旧
自
由
民
の
上
へ
と
高
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
七
〇
）
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そ
の
結
果
に
お
い
て
、
自
由
民
た
ち
の
上
へ
と
司
教
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
経
験
し
た
拡
張
は
、
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ン
、

マ
ク
デ
ブ
ル
ク
、
お
よ
び
、
ト
リ
ー
ア
に
お
い
て
は
、
古
い
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
恒
常
的
な
参
審
員
制
度
（Schöffenthum

）

の
手
段
を
と
お
し
て
、
古
い
自
由
権
の
完
全
な
占
有
に
お
い
て
保
存
さ
れ
た
。
大
司
教
が
王
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
帝

国
封
土
に
と
ど
ま
っ
た
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
職
〔
ブ
ル
ク
伯
爵
職
〕
を
与
え
た
と
き
、
い
か
な
る
変
更
も
生
じ
な
か
（
１７
）

っ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
大
司
教
が
、
た
と
え
次
第
に
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
を
彼
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
裁
判
官

に
押
し
下
げ
よ
う
と
し
た
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
は
、
た
だ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
由
ま
た
は
隷
属
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
に
、
職
務
が

も
は
や
十
分
な
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
初
め
て
、
大
司
教
に
成
功
し
た
に
過
ぎ
（
１８
）

な
い
。
旧
自
由
民
た
ち
が
恒
常
的
な

参
審
員
制
度
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
も
の
を
固
持
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
違
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
司
教
た
ち
は
、
王
の
グ
ラ
ー
フ
た
ち
お
よ
び
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
レ
た
ち

を
は
る
か
に
高
い
程
度
に
お
い
て
自
己
に
従
属
さ
せ
、
そ
し
て
、
一
部
分
司
教
の
フ
ォ
ー
ク
ト
〔
裁
判
官
〕
た
ち
お
よ
び
シ
ュ
ル
ト
ハ

イ
ス
〔
市
長
〕
た
ち
へ
と
押
し
下
げ
る
こ
と
に
成
（
１９
）

功
し
、
旧
自
由
民
た
ち
を
多
か
れ
少
な
か
れ
拡
張
さ
れ
た
〈
そ
の
承
認
に
お
い
て
旧

自
由
民
た
ち
が
彼
ら
の
所
有
財
産
か
ら
地
代
を
納
付
し
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
身
体
的
な
（
２０
）

奉
仕
す
ら
給
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
フ
ォ
ー
ク
ト
職
〔
裁
判
官
職
〕
に
服
さ
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
、
彼
ら

は
、
極
め
て
激
し
く
反
抗
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
部
分
は
共
同
の
都
市
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
真
正
の
総
体
所
有
権
〔
総
有

権G
esam

m
teigenthum

〕
を
も
ま
た
失
っ
た
の
で
（
２１
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
も
ま
た
、
自
由
民
た
ち
は
、
そ
れ
で
も
な
お
民

族
法
か
ら
完
全
に
は
疎
外
さ
れ
な
か
っ
た
。
司
教
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
役
人
た
ち
も
ま
た
、
公
務
員
（öffentliche

B
eam
ten

）
の

性
格
を
保
持
し
、
そ
し
て
、
刑
事
裁
判
権
（B

lutbann

）
を
と
も
な
っ
て
王
に
よ
っ
て
封
土
を
授
与
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
っ
て

こ
こ
で
も
ま
た
、
民
族
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
代
表
者
と
し
て
の
帝
国
の
支
配
者
と
の
結
合
、
す
な
わ
ち
、
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
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民
族
法
が
維
持
さ
れ
、
そ
し
て
、
た
と
え
「
完
全
な
」
古
い
自
由
で
は
な
い
と
し
て
も
、〈
も
と
も
と
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
の
連
続
性
が

継
続
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
古
い
自
由
が
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
形
成
の
基
礎
と
な
る
こ
と
が
で

き
た
〉「
限
り
で
」
古
い
自
由
が
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
後
者
の
種
類
の
諸
都
市
に
お
い
て
、
王
の
裁
判
所
と
荘
園
法
の
裁

判
所
が
、
唯
一
の
王
国
の
司
教
裁
判
所
（königlich＝

bischöfliches
G
ericht

）
へ
と
融
合
さ
れ
、
そ
し
て
、
こ
の
裁
判
所
に
陪
席

裁
判
官
と
し
て
、
旧
自
由
民
た
ち
と
一
緒
に
、
階
級
上
す
で
に
彼
ら
よ
り
上
に
上
昇
し
た
司
教
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
〔M

iniste-

rialen

廷
臣
た
ち
〕
が
参
加
し
た
と
き
、
こ
こ
に
は
、
自
由
民
た
ち
の
荘
園
隷
属
性
へ
の
抑
圧
で
は
な
く
、
荘
園
法
か
ら
の
荘
園
法
的

な
諸
階
級
の
一
部
分
の
確
定
的
な
解
放
が
存
し
た
の
で
（
２２
）

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
お
い
て
も
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
た

ち
の
裁
判
所
が
旧
自
由
民
た
ち
の
裁
判
所
か
ら
区
別
さ
れ
て
と
ど
ま
っ
た
諸
都
市
に
お
い
て
も
、
い
く
ら
か
後
の
時
代
に
お
け
る
よ
う

に
、
司
教
の
共
同
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
結
果
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
〈
た
と
え
は
じ
め
は
た
だ
外
的
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
か
つ
て
の

荘
園
法
的
な
諸
要
素
と
古
い
自
由
な
諸
要
素
と
の
間
の
〉
結
合
が
成
立
し
た
と
き
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ

ン
た
ち
と
旧
自
由
民
た
ち
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
二
つ
の
構
成
部
分
か
ら
な
る
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
成
立
し
、
そ
れ
が
や
が
て
時
代
の
経

過
の
中
で
内
的
に
も
ま
た
一
つ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
融
合
し
た
と
き
、
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
住
民
諸
階
級
へ
の
荘
園
法

の
拡
大
で
は
な
く
、
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
一
部
の
た
め
の
荘
園
法
お
よ
び
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
概
念
の
除
去
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
旧
ゲ
マ

イ
ン
デ
自
由
は
、
新
た
な
発
展
の
基
礎
で
あ
っ
た
し
、
基
礎
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
都
市
の
荘
園
法
的
な
諸
要
素
を
と
お
し
て
の

自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
吸
収
の
中
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
ず
し
も
全
く
抑
圧
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
を
と
お
し
て
の
、
市
民
団
体
に
流
れ
込
む
非
自
由
か
ら
由
来
す
る
よ
り
高
度
な
す
べ
て
の
諸
要
素
と
よ
り
低
い
す
べ
て
の
諸

要
素
の
吸
収
の
中
に
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
〔B

ürgerschaft

市
民
団
体
〕
の
発
展
の
歩
み
の
内
容
が
存
在
し
た
。
あ
る
い
は
、
言

葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
奉
仕
法
ま
た
は
荘
園
法
の
中
に
で
は
な
く
、
民
族
法
の
中
に
、
ド
イ
ツ
の
都
市
法
の
起
源
が
存
在
す
る
の
で
あ

（
七
二
）
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る
。し

か
し
も
ち
ろ
ん
、
ま
ず
最
初
に
は
、
古
い
完
全
自
由
と
古
い
民
族
法
は
、
最
も
本
質
的
に
減
少
さ
れ
、
そ
し
て
、
危
険
に
陥
ら
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、〈
い
ま
や
す
べ
て
の
住
民
階
級
が
、《
最
上
級
の
保
護
主
人
と
し
て
の
、
ま
た
は
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も

国
王
の
シ
ル
ム
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
〔
傘
支
配
〕
の
代
理
人
と
し
て
の
》
司
教
の
も
と
に
、
全
体
を
構
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
統
一
性
を

獲
得
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
一
層
、
い
ま
や
こ
の
新
し
い
統
一
体
に
対
す
る
関
係
で
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
が
妥
当
し
た
の
で
あ

る
。
す
で
に
司
教
が
自
ら
を
都
市
の
「
主
人
」
と
み
な
し
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
住
民
を
〈
彼
の
保
護
支
配
に
服
す
る
た
と
え
人
的
な

階
級
諸
法
に
従
っ
て
多
く
の
構
成
部
分
に
段
階
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
も
〉
ひ
と
つ
の
フ
ァ
ミ
（
２３
）

リ
ア
と
み
な
し
た
と
す
れ
ば
、
す
で
に
、

市
民
た
ち
の
古
い
自
由
権
は
、
次
第
に
忘
却
に
陥
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
す
で
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
抵
抗
が
な
く
て
も
、
結

局
、
自
由
な
都
市
マ
ル
ク
と
司
教
の
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
の
間
の
あ
ら
ゆ
る
差
異
は
消
滅
す
る
に
違
い
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

�．

旧
自
由
民
た
ち
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
彼
ら
の
脅
威
と
な
る
フ
ォ
ー
ク
ト
職
（V

ogtei

）
と
の
闘
争
を
大
胆
に
開
始
し
た
。
若
干

の
諸
都
市
、
と
く
に
ケ
ル
ン
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
は
じ
め
は
ト
リ
ー
ア
に
お
い
て
も
ま
た
、
た
だ
一
時
的
で
は

あ
っ
て
も
あ
ら
ゆ
る
抑
圧
か
ら
身
を
守
り
、
そ
し
て
、
グ
ラ
ー
フ
裁
判
所
に
お
け
る
恒
常
的
な
参
審
員
仲
間
（Schöffenkolleg

）
を

維
持
す
る
こ
と
に
、
成
功
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
と
お
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
の
す
べ
て
の
住
民
の
融
合
は
、

遅
ら
せ
ら
れ
た
。
そ
の
他
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
そ
れ
〔
旧
自
由
民
た
ち
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
〕
は
、
そ
れ
に
押
し
付
け
ら
れ
た
束
縛
を
、

あ
る
い
は
公
然
た
る
闘
争
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
静
か
な
平
和
的
な
格
闘
に
お
い
て
、
再
び
振
り
落
と
し
た
。

１．

こ
の
争
い
に
お
い
て
、
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
二
重
の
立
場
を
と
っ
た
。「
第
一
に
」
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
自
身

の
た
め
に
、
そ
の
階
級
法
、
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
独
立
性
お
よ
び
そ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
た
め
に
、
闘
っ
た
。
し
か
し

「
第
二
に
」
そ
れ
は
、
都
市
の
全
住
民
団
体
の
先
頭
に
立
っ
て
闘
う
戦
士
で
あ
り
、
そ
し
て
、
―
―
あ
る
意
味
に
お
い
て
―
―
都
市
そ
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の
も
の
で
あ
っ
た
。
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
自
体
、
た
だ
都
市
住
民
す
な
わ
ち
「
都
市
に
住
む
人
々
ま
た
は
居
住
す
る
人
々
」

（urbem
habitantes

sive
colontes

）
の
一
部
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
同
時
に
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
お
よ
び
個
々
の
荘
園
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
同
様
に
、
た
だ
都
市
「
の
中
の
」
団
体
、
特
殊
都
市
的
で
は
な
い
団
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
フ
ラ
ン

ク
王
国
の
組
織
体
制
で
あ
っ
た
時
代
以
来
、〈
そ
れ
が
、
そ
の
他
の
住
民
た
ち
よ
り
も
都
市
お
よ
び
都
市
マ
ル
ク
と
の
よ
り
近
い
そ
し

て
よ
り
内
的
な
関
係
に
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
密
か
に
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
絶
え
ず
《
も
ち
ろ
ん
現
在
も
完
全
に
は
実
現
さ
れ

え
な
い
、
都
市
マ
ル
ク
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
リ
ン
（G

rundherrin

）
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
「
都
市
そ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
》
ひ

と
つ
の
請
求
を
す
る
と
い
う
こ
と
の
〉
意
識
を
、
自
ら
の
た
め
に
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ａ．

す
で
に
名
称
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
〔
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
〕
は
、
自
ら
をcives

市
民
た
ち
、ur-

bani

都
市
人
、burgenses

市
民
た
ち
、civitatenses

都
市
市
民
た
ち
と
名
づ
け
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
都
市
ゲ
マ
イ
ン

デ
と
認
識
さ
せ
て
（
２４
）

い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
都
市
の
名
称
の
命
名
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
、
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ン
〔
の
人
々
〕C

olonien-

ses

、
ウ
ォ
ル
ム
ス
〔
の
人
々
〕W

orm
acienses

、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
〔
の
人
々
〕Spirenses

、
の
言
及
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
都
市

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

ｂ．

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
自
由
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
そ
の
他
の
住
民
諸
階
級
と
の
関
係
に
お
い
て
よ
り
多
く
現
れ
た
。
司
教
の
従
者

た
ち
（D

ienstm
annen

）
は
、
ま
ず
最
初
に
、
な
る
ほ
ど
荘
園
法
か
ら
の
彼
ら
の
解
放
後
に
、
諸
特
権
、
裁
判
所
お
よ
び
行
政
へ
の

関
与
、
参
審
員
制
度
（Schöffenthum

）
と
後
に
は
顧
問
官
能
力
（R

athsfähigkeit

）
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
し
た
も
の
を
、
ブ
ル
ゲ

ン
ゼ
ン
〔B
urgensen

市
民
た
ち
〕
と
と
も
に
分
け
持
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
〔
司
教
の
従
者
た
ち
〕
は
、
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
の
参
加

者
と
み
な
さ
れ
た
限
り
で
（
２５
）

の
み
、
こ
の
こ
と
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
が
役
所
の
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
ブ
ル
ゲ
ン
ゼ
ン

を
「
前
に
」
特
別
の
階
級
と
し
て
指
名
さ
れ
た
と
き
、
彼
ら
は
、
そ
れ
で
も
し
か
し
、
本
来
都
市
的
な
諸
関
係
へ
の
関
連
に
お
い
て
、
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た
だ
、
市
民
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
と
採
り
上
げ
ら
れ
た
最
上
級
の
ク
ラ
ス
と
し
て
の
み
妥
当
し
た
の
で
（
２６
）

あ
る
。
司
教
の
従
者
た
ち

は
、
そ
れ
ゆ
え
、
二
重
の
地
位
を
有
し
た
。
彼
ら
は
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
〔
市
民
団
体
〕
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
し
か
し

な
が
ら
他
方
で
は
、
司
教
の
臣
下
た
ち
お
よ
び
利
益
と
権
利
を
伴
う
司
教
封
土
の
保
有
者
と
し
て
全
く
別
の
ク
ラ
イ
ス
の
中
へ
と
入
り

込
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
、
一
方
で
は
、
ブ
ル
ゲ
ン
ゼ
ン
の
一
部
分
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
ブ
ル
ゲ
ン
ゼ
ン
の
対
立
物
で
あ
（
２７
）

っ
た
。

発
展
の
さ
ら
な
る
経
過
に
お
い
て
、
彼
ら
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
両
性
具
有
的
地
位
の
維
持
不
可
能
性
の
ゆ
え
に
、
自
ら
を

ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
と
完
全
に
同
一
視
し
そ
し
て
最
後
に
は
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
し
か
し
、

自
ら
を
全
く
都
市
的
生
活
か
ら
排
除
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
城
壁
の
内
部
で
の
彼
ら
の
住
居
を
す
ら
放
棄
す
る
こ
と
、
以
外

の
何
も
の
も
残
ら
な
か
っ
た
。
―
―
さ
ら
に
よ
り
高
い
程
度
に
お
い
て
、
し
か
し
、
よ
り
下
級
の
住
民
諸
階
級
、
隷
属
す
る
か
ま
た
は

非
自
由
で
あ
る
住
民
集
団
は
、〈
彼
ら
が
、
た
と
え
先
ず
最
初
は
た
だ
受
動
的
な
だ
け
で
あ
る
に
せ
よ
、
都
市
自
由
お
よ
び
都
市
法
へ

の
関
与
を
と
っ
た
限
り
で
〉
ブ
ル
ゲ
ン
ゼ
ン
を
と
お
し
て
代
理
さ
れ
た
。
彼
ら
が
い
ま
や
個
々
人
と
し
て
、
個
々
の
市
民
た
ち
そ
の
も

の
に
、
あ
る
い
は
、
司
教
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
ま
た
は
役
人
に
、
従
属
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
に
都
市
住
民
団
体
（Stadteinw

ohner-

schaft

）
と
し
て
の
彼
ら
の
総
体
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
諸
権
利
お
よ
び
諸
特
権
は
、〈
彼
ら
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
、
た
だ
極
め
て

非
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
そ
れ
に
属
し
た
と
こ
ろ
の
〉
市
民
団
体
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
（
２８
）

れ
た
。
基
本
的
に
、〈《
都
市
と
そ

の
城
壁
の
中
に
お
け
る
》
住
居
が
、
よ
り
上
級
の
法
、
よ
り
上
級
の
平
和
、
よ
り
上
級
の
自
由
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
〉
は
、
ま
さ
に
、

た
と
え
、
隷
属
民
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
優
遇
お
よ
び
解
放
で
は
な
い
と
し
て
も
、
都
市
と
そ
の
城
壁
そ
の
も
の
の
特
権
と
自
由
で
あ
っ

た
。「
空
気
」
が
自
由
に
し
た
の
で
あ
る
！
（D

ie
L
ufte

m
achte

frei！

）。
そ
の
後
の
発
展
全
体
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ

フ
ト
〔
市
民
団
体
〕
と
い
う
古
い
概
念
が
放
棄
さ
れ
た
と
い
う
発
展
で
は
な
く
、
よ
り
低
い
住
民
諸
階
級
が
、
非
常
に
古
い
自
由
な
ブ

ル
ゲ
ン
ゼ
ン
ゲ
マ
イ
ン
デ
（B

urgensengem
einde

）
の
中
へ
と
、
ま
ず
は
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
、
や
が
て
は
よ
り
僅
か
な
権
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利
を
有
す
る
構
成
員
と
し
て
、
最
後
に
は
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
発
展
で
あ
（
２９
）

っ
た
。
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ

フ
ト
そ
の
も
の
の
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
古
の
由
来
を
も
つ
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
概
念

の
ま
ま
に
留
ま
っ
た
。
―
―
し
か
し
聖
職
者
た
ち
お
よ
び
彼
ら
の
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
す
ら
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
最
後
に
は
、
司
教

じ
し
ん
も
が
、〈
も
ち
ろ
ん
た
だ
彼
ら
の
法
領
域
の
一
部
分
を
も
っ
て
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
〉市
民
の
概
念
の
も
と
に
入
（
３０
）

っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
本
来
的
に
都
市
的
な
法
お
よ
び
都
市
的
な
義
務
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
参
加
が
問
題
と
な
っ
た
限
り
で
は
、〈
そ
し
て
そ
の

後
者
に
は
、
彼
ら
は
、
も
ち
ろ
ん
極
め
て
遅
れ
て
初
め
て
、
そ
し
て
、
非
常
に
激
し
い
抵
抗
の
後
に
、
服
し
た
の
で
あ
る
が
〉、
彼
ら

は
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
、
す
な
わ
ち
、
受
動
的
意
味
に
お
け
るcives

市
民
た
ち
と
み
な
さ
れ
た
。
す
べ
て

の
そ
の
他
の
諸
関
係
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
彼
ら
は
、
都
市
の
一
部
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
都
市
の
対
立
物
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

聖
職
者
と
多
く
の
諸
点
に
お
い
て
類
似
の
地
位
に
置
か
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
同
様
に
、
広
義
に
お
け
る
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
属

（
３１
）

し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
区
別
か
ら
、
諸
時
代
を
と
お
し
て
招
来
さ
れ
た
拡
大
と
結
び
つ
い
て
、
極
め
て
異
な
るcives

〔
市
民
た
ち
〕
ま

た
はburgere

〔
城
壁
の
人
々
〕
と
い
う
〈「
本
来
の
」
意
味
に
お
い
て
は
い
つ
で
も
た
だ
、
都
市
概
念
と
都
市
法
の
担
い
手
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
の
真
の
能
動
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
（A

ktivgem
einde

）
の
み
を
指
称
し
た
と
こ
ろ
の
〉
語
の
広
い
概
念
と
狭
い
概
念
が
説
明
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

ｃ．

そ
れ
ゆ
え
、
自
由
な
ブ
ル
ゲ
ン
ゼ
ン
は
、〈
彼
ら
が
、
司
教
の
主
人
権
ま
た
は
そ
の
他
の
主
人
権
が
都
市
法
お
よ
び
内
的
な
行

政
か
ら
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
限
り
で
、
自
ら
を
た
だ
都
市
の
「
特
別
の
」
代
理
人
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
た
一
方
で
は
〉、
最
終
的
に

は
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
と
都
市
の
同
一
性
の
解
釈
に
至
っ
た
。
十
二
世
紀
の
半
ば
に
至
る
ま
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
な
る
ほ
ど
都
市
の

空
間
的
な
概
念
は
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
か
ら
徹
底
し
て
区
別
さ
れ
た
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
市

民
た
ち
そ
の
も
の
を
と
お
し
て
の
み
代
表
さ
れ
る
統
一
的
な
権
利
主
体
、
今
日
の
意
味
に
お
け
る
都
市
ま
た
は
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
創

（
七
六
）
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出
の
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
は
都
市
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
「
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
」
の
形
成
の
た
め
に
の
み
、

来
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
し
か
し
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
に
付
与
さ
れ
た
諸
特
権
と
諸
自
由
は
、
既
に
い
ま
や
同
時

に
都
市
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
市
民
た
ち
が
対
外
的
に
行
動
し
て
登
場
し
た
場
合
に
は
、
都
市
そ
の
も
の
が
行

動
す
る
よ
う
に
み
え
た
の
で
（
３２
）

あ
る
。

２．

ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
〔
市
民
団
体
〕
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
最
初
の
独
立
の
登
場
が
対
外
的
に
同
時
に
、
特
別
の
都
市
的
生

活
の
諸
活
動
を
外
的
な
観
方
へ
と
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
前
も
っ
て
も
ち
ろ
ん
、
速
や
か
に
開
花
す
る
諸
都

市
に
お
け
る
商
業
（H

andel

）
と
営
業
（G

ew
erbe

）
は
、
全
て
の
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
諸
関
係
に
お
い
て
、
全
て
の
生
活
方
法

と
思
考
方
法
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
制
度
に
対
す
る
鋭
い
対
立
物
を
生
み
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
は
、
内
的
な
組
織
に
お
い

て
も
、
帝
国
と
の
諸
関
係
に
お
い
て
も
、「
法
的
な
」
表
現
を
獲
得
し
て
い
な
か
っ
た
。
十
一
世
紀
の
半
ば
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、

渇
望
と
闘
争
の
あ
の
時
代
に
お
い
て
、
初
め
て
、
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
外
的
に
も
ま
た
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ら
の
特
別
の
利
益
の
意
識

へ
と
、
自
由
を
求
め
る
努
力
へ
と
、
そ
し
て
、
独
自
の
理
念
の
提
出
へ
と
、
到
達
し
た
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ

は
、
皇
帝
制
度
（K

aiserthum

）
と
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
〔
教
権
制
度
〕
の
間
の
闘
争
、
王
制
（K

önigthum

）
と
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
と
の
間
の
闘
争
に
お
い
て
役
割
を
果
た
し
た
。
血
腥
い
殺
戮
と
も
ち
ろ
ん
皇
帝
の
側
に
立
っ
て
の
誠
実
な
忍
耐
に
お
い
て
、
皇
帝

か
ら
離
反
し
た
独
自
の
司
教
た
ち
に
対
抗
す
る
蜂
起
と
反
乱
に
お
い
て
、
彼
ら
は
、
時
代
の
歴
史
と
そ
れ
に
対
す
る
彼
ら
の
関
係
を
理

解
し
た
こ
と
を
示
し
た
の
で
（
３３
）

あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
彼
ら
か
ら
大
体
に
お
い
て
再
び
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
絶
え
ず

皇
帝
制
度
の
最
も
誠
実
な
、
そ
の
誠
実
が
彼
ら
に
対
し
て
も
ち
ろ
ん
仇
で
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
、
信
奉
者
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
彼
ら
は
、
も
し
皇
帝
た
ち
が
自
ら
を
彼
ら
の
上
に
支
え
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
た
ぶ
ん
帝
国
の
統
一
体
を
永

久
に
救
っ
た
で
あ
ろ
う
。
折
に
触
れ
て
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
利
益
ま
た
は
想
像
上
の
利
益
が
そ
う
す
る
こ
と
に
駆
り
立
て
た
場
所
で
は
、
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市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
す
で
に
十
二
世
紀
の
初
め
以
来
、
皇
帝
に
対
し
て
も
ま
た
敵
対
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
増
大
し
た
政
治
的
独
立

性
を
文
書
で
表
明
し
た
の
で
（
３４
）

あ
る
。

３．

皇
帝
に
味
方
す
る
こ
と
は
、
幾
重
も
の
関
係
に
お
い
て
帝
国
権
力
が
そ
れ
を
と
お
し
て
真
の
諸
都
市
の
形
成
の
た
め
に
寄
与
し

た
と
こ
ろ
の
、
諸
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
た
め
の
諸
特
権
（P

rivilegien

）
と
諸
自
由
付
与
状
（F

reiheitsbriefe

）
の
付
与
へ
の
最
初

の
契
機
で
あ
（
３５
）

っ
た
。
そ
れ
ら
に
続
い
た
の
が
、
や
が
て
類
似
の
種
類
の
も
の
の
司
教
に
よ
る
付
与
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
お
そ
ら
く
大
部

分
の
場
合
、
た
だ
す
で
に
予
め
通
用
し
て
い
る
慣
習
法
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
れ
ら
の
最
古
の
諸
特
権
の
内
容
を
構
成
し
た
の
は
、

一
部
は
、〈
ケ
ル
ン
人
た
ち
が
そ
れ
を
す
で
に
十
二
世
紀
に
お
い
て
す
ら
、
し
か
も
関
税
免
除
、
貨
物
集
散
権
、
大
市＝

開
市
権
（M

e

�
＝
und

M
arktr

（
３７
）

echt
）
を
、
外
国
の
王
か
ら
獲
得
（
３６
）

し
た
よ
う
に
〉、
都
市
の
商
業
の
特
別
の
優
遇
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
部
は
、

そ
の
〔
都
市
の
商
業
の
優
遇
の
〕
中
で
、
個
別
的
な
司
教
の
フ
ォ
ー
ク
ト
職
か
ら
生
ず
る
個
別
の
自
由
の
制
限
、
公
課
お
よ
び
負
担
が

消
滅
さ
せ
ら
れ
た
〔
こ
と
で
（
３８
）

あ
り
〕、
一
部
は
、
し
か
し
都
市
も
ま
た
、
独
自
の
平
和
と
法
を
伴
う
特
別
に
解
放
さ
れ
た
場
所
へ
と
、

す
な
わ
ち
、
そ
の
閉
鎖
性
が
と
り
わ
け
特
別
の
都
市
裁
判
所
の
管
轄
に
お
い
て
環
状
城
壁
の
内
部
に
告
知
さ
（
３９
）

れ
た
と
こ
ろ
の
場
所
へ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
自
由
が
全
て
の
そ
の
住
民
に
付
与
さ
れ
た
隷
属
性
か
ら
の
解
放
に
お
い
て
〈「
都
市
に
居
住
す
る
あ
ら
ゆ
る
従
属
民

（H
örige

）
は
日
に
日
に
自
由
を
獲
得
（
４１
）

す
る
」
と
い
う
命
題
に
お
い
て
そ
の
自
由
が
最
終
的
に
頂
点
に
達
す
る
に
至
る
ま
で
〉
つ
ね

に
益
々
多
く
生
（
４０
）

じ
た
と
こ
ろ
の
場
所
へ
と
、
高
め
ら
れ
た
〔
こ
と
で
あ
っ
た
〕。

４．

こ
れ
と
は
反
対
に
、
よ
り
古
い
皇
帝
の
諸
特
権
を
と
お
し
て
は
、
諸
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
内
部
組
織
体
制
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を

受
け
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
再
び
獲
得
さ
れ
た
か
ま
た
は
新
た
に
取
得
さ
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
自
由
の
た
め
に
独
特
の

権
利
を
構
成
し
、
そ
し
て
、
独
特
の
諸
形
式
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
諸
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

諸
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
れ
ら
が
も
と
も
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
と
こ
ろ
の
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
思
想

（
七
八
）
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を
、
時
代
に
適
合
す
る
よ
う
に
継
続
的
に
形
成
し
そ
し
て
若
返
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
起
き
た
。
し
か
し
、
古

い
法
理
念
が
経
験
し
た
変
化
、
新
た
な
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
（B

ürgergem
einde

）
と
の
古
い
農
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
（B

auerngem
einde

）

の
差
異
は
、
既
に
上
述
さ
れ
た
よ
う
に
、
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
ア
イ
ヌ
ン
グ
と
い
う
新
た
な
原
則
を
自
己
の
中
に
取
り
込
み
、
そ
し
て
、

両
者
の
法
概
念
の
融
合
と
浸
透
か
ら
コ
ン
ム
ー
ネ
（K

om
m
une

自
治
都
市
）、
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
（Stadtgem

einde

）
と
い
う
新
た

な
概
念
を
生
み
出
し
た
こ
と
の
中
に
存
す
る
。
実
際
の
ギ
ル
ド
か
ら
の
諸
コ
ン
ム
ー
ネ
の
導
出
に
お
い
て
彼
は
行
過
ぎ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
イ
ン
ヌ
ン
グ
制
度
の
都
市
組
織
体
制
と
の
内
的
関
連
を
初
め
て
指
摘
し
た
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ル
ダ
（W

ilda

）
の
功
績
で
（
４２
）

あ
る
。

ａ．

た
だ
ば
ら
ば
ら
に
の
み
、
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
ギ
ル
ド
の
諸
形
式
の
現
実
の
「
外
的
な
」
融
合
が

登
場
し
た
。
そ
し
て
そ
の
一
方
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
他
の
諸
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
一
部
分
、
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
さ
に
、

全
て
の
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
の
最
初
の
そ
し
て
最
古
の
都
市
、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
ケ
ル
ン
は
、
こ
の
組
織
体
制
の
形
成
に
つ
い
て
も
ま

た
、
輝
か
し
い
例
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
極
め
て
早
い
時
代
に
お
い
て
、
古
く
て
自
由
な
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
、
後
に

リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
と
名
づ
け
ら
れ
た
誓
約
し
た
保
護
ギ
ル
ド
へ
と
結
合
さ
れ
て
（
４３
）

お
り
、
そ
し
て
、
推
測
す
る
に
、
ま
さ
に
こ
れ

を
と
お
し
て
、
大
司
教
で
あ
る
最
大
権
力
者
に
対
し
て
そ
の
古
い
完
全
自
由
を
減
少
さ
れ
る
こ
と
な
く
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
ギ
ル
ド

は
、
政
治
的
に
権
利
を
与
え
ら
れ
た
自
由
な
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
、
す
な
わ
ち
、
都
市
マ
ル
ク
に
お
け
る
真
正
な
所
有
財
産
の
占
有

者
た
ち
と
、
同
一
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
か
ら
参
審
員
た
ち
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
都
市
の
諸
特
権
は
彼
ら
に
与
え
ら
れ
、

そ
し
て
、
彼
ら
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
ギ
ル
ド
平
和
と
ギ
ル
ド
法
は
、
同
時
に
都
市
平
和
で
あ
り
都
市
法
で

あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
参
審
員
の
数
か
ら
一
人
の
ギ
ル
ド
マ
イ
ス
タ
ー
（
ギ
ル
ド
長
）
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
、
ギ
ル
ド
マ
イ
ス
タ
ー
は
、

彼
ら
が
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
マ
ギ
ス
タ
ー
・
キ
ー
ヴ
ィ
ウ
ム
（m

agister
civium

市
長
）
と
呼
ば

れ
、
そ
し
て
、
参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
と
並
ん
で
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
本
来
の
代
理
人
と
し
て
機
能
し
た
。
も
と
も
と
彼
ら
に
は
、

２８０ 駿河台法学 第２６巻第１号（２０１２）

（
七
九
）



お
そ
ら
く
は
ま
た
参
審
員
選
挙
権
（Schöffenw

ahl

）
も
帰
属
し
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
参
審
員
た
ち
は
―
―
た
ぶ
ん
そ
の
よ
う
に
自

由
を
保
障
さ
れ
て
保
持
し
た
総
体
の
同
意
に
よ
っ
て
―
―
早
期
に
自
己
補
充
権
を
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
次
第
に

〈
法
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
ギ
ル
ド
ゲ
ノ
ッ
セ
が
一
つ
の
請
求
権
を
有
し
た
と
こ
ろ
の
〉
参
審
員
た
る
職
務
（Schöffenstühle

）
に
つ
い

て
の
事
実
的
関
与
を
、
よ
り
狭
い
貴
族
的
な
ク
ラ
イ
ス
に
制
限
し
、
世
襲
制
と
期
待
権
の
付
与
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
内
部
に
、
よ
り
狭
い
絶
え
ず
よ
り
排
他
的
に
な
っ
て
行
き
、
そ
し
て
、
最
後
に
は
、
そ
の
数
を
四
十
人
の

構
成
員
に
固
定
す
る
参
審
員
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
（Schöffenbrüderschaft

）
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
参
審
員

た
ち
と
い
わ
ゆ
る
参
審
員
兄
弟
た
ち
（Scho

〜ffenbrüder

）
と
か
ら
な
り
、
参
審
員
職
（Schöffenam

t

）
を
彼
ら
の
総
体
占
有
財
産

と
み
な
し
、
そ
し
て
、
自
ら
を
フ
ラ
テ
ル
ニ
タ
ス
・
ス
カ
ビ
ノ
ー
ル
ム
（fraternitas

scabinorum

〔
陪
審
裁
判
官
た
ち
の
兄
弟
団

体
〕）
と
名
づ
（
４４
）

け
た
。
は
じ
め
は
た
だ
こ
の
参
審
員
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
だ
け
が
貴
族
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
き
わ
め
て
速
や
か
に
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
そ
の
も
の
も
ま
た
、〈
そ
れ
が
住
民
の
非
常
な
増
加
と
ほ
と
ん
ど
非
自
由

の
諸
階
級
へ
の
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
の
拡
大
に
対
し
て
自
ら
を
次
第
し
だ
い
に
閉
ざ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
そ
の
よ
う
な

貴
族
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
初
め
て
成
立
し
え
た
そ
の
名
称
は
、〔
そ
れ
自
体
が
〕
す
で
に
、
そ

れ
が
既
に
十
二
世
紀
に
お
い
て
、
政
治
的
に
特
権
を
与
え
ら
れ
た
人
々
、
す
な
わ
ち
、�R

eichen

豊
か
な
人
々
�
の
ギ
ル
ド
と
な
っ

て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
（
市
民
団
体
）
は
保
護
ギ
ル
ド
で
あ
る
、
と

い
う
理
解
は
、
拡
張
さ
れ
た
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
を
も
ま
た
把
握
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
―
―
類
似
の
諸
関
係
は
、
よ
り
狭
い
広

が
り
に
お
い
て
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
お
よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
証
明
さ
れ
て
（
４５
）

い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
不
動
産
を
保

有
す
る
市
民
た
ち
の
諸
ギ
ル
ド
か
ら
の
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
発
展
は
、
き
わ
め
て
原
則
で
あ
っ
た
の
で
、
数
世
紀
を
通
じ
て
、
独
立
の

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
都
市
の
市
民
た
ち
の
承
認
と
彼
ら
の
ギ
ル
ド
法
の
承
認
と
は
、
同
一
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
都
市

（
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〇
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法
は
、
た
だ
�
諸
関
係
に
適
合
さ
れ
た
ギ
ル
ド
法
�
と
し
て
み
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
（
４６
）

っ
た
。
同
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
都
市
、
お
よ

び
、
オ
ラ
ン
ダ
の
諸
都
市
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
諸
都
市
を
都
市
自
由
へ
と
導
い
た
と
こ
ろ
の
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
全
体
の
保
護

ギ
ル
ド
が
存
在
（
４７
）

し
た
。

ｂ．

古
い
ギ
ル
ド
が
存
在
し
な
か
っ
た
多
く
の
そ
の
他
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、「
新
た
な
」
ギ
ル
ド
の
設
立
が
、
同
時
に
、
自
由

な
都
市
組
織
の
始
ま
り
と
な
っ
た
。
北
部
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
お
い
て
は
、
市
民
た
ち
の
宣
誓
さ
れ
た
合
意

（E
inigung

）、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
自
由
意
思
に
基
づ
く
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
ま
た
は
ギ
ル
ド
の
設
立
ま
た
は
承
認
が
、
都
市
ゲ

マ
イ
ン
デ
権
（Stadtgem

einderecht

）（com
m
unia

コ
ン
ム
ニ
ア
）
の
獲
得
ま
た
は
付
与
の
た
め
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
形
式
と

な
（
４８
）

っ
た
こ
と
が
、
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
発
展
は
、
形
成
さ
れ
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
民
た
ち
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
対
外
的
に
も
宣
誓
さ
れ
た
平
和
ギ
ル
ド
の
形
式
に
お
い
て
構
成
す

る
と
い
う
思
想
が
、
市
民
た
ち
に
必
ず
し
も
疎
遠
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、〈
確
か
に
と
り
わ
け
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
諸
ア

イ
ヌ
ン
グ
に
関
係
し
た
〉
諸
都
市
に
お
け
る
コ
ン
ユ
ラ
チ
オ
ー
ネ
ス
（
共
同
誓
約
）
に
反
対
す
る
ホ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
王
家
の

諸
皇
帝
の
禁
止
が
、
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
〔
諸
ア
イ
ヌ
ン
グ
〕
は
、
公
然
と
そ
し
て
秘
密
裏
に
し
ば
し

ば
設
立
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ト
リ
ー
ア
に
お
い
て
は
、
参
審
員
団
（Schöffenkolleg

）
を
と
お
し
て
自
由
に

維
持
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
っ
て
、
二
度
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
伯
爵
の
追
認
（G

enehm
igung

）
を
も
っ
て
大
司
教
に
対
す
る
関
係
で
、

ひ
と
つ
の
宣
誓
さ
れ
た
コ
ム
ー
ネ
（K

om
m
une

自
治
都
市
）
が
設
立
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
一
六
一
年
、
皇
帝
に
よ
っ

て
確
定
的
に
禁
圧
さ
（
４９
）

れ
た
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
皇
帝
の
追
認
を
も
っ
て
、
都
市
の
平
和

（Stadtfriede

）
が
、
宣
誓
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
形
式
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
一
度
だ
け
設
立
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
不
規
則
的
な
間
隔
に
お
い
て
一
定
期
間
を
目
指
し
て
更
新
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
（
５０
）

え
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
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自
由
も
ま
た
、
市
民
た
ち
の
宣
誓
さ
れ
た
平
和
ア
イ
ヌ
ン
グ
に
基
づ
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
っ
と
後
に
は
、
そ
こ
で

は
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
体
制
証
書
（V

erfassungsurkunde

）
が
毎
年
新
た
に
誓
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、�
誓
約
証
書

（Schw
örbrief

）�
と
呼
ば
れ
た
か
ら
で
（
５１
）

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
諸
コ
ン
ム
ー
ネ
（
自
治
都
市
）
と
の
大
き
な
類
似

性
を
有
し
た
の
は
、
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
し
た
よ
（
５２
）

う
に
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
市
民
た
ち
に
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
の
大
自
由
付
与
状

（gro�
er
F
reifeitsbrief

F
riedrichs

I.

）
を
と
お
し
て
与
え
ら
れ
た
皇
帝
の
平
和
（kaiserlicher

F
riede

）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
平
和
は
、
さ
ら
に
お
そ
ら
く
、
皇
帝
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
平
和
の
ア
イ
ヌ
ン
グ
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
市
民
た
ち
に
よ
っ

て
自
由
意
思
で
作
ら
れ
そ
し
て
皇
帝
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
平
和
の
ア
イ
ヌ
ン
グ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
諸
都
市
の
設
立
も

ま
た
、
し
ば
し
ば
コ
ン
ユ
ラ
ー
チ
オ
（
共
同
誓
約
）
の
建
設
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ュ
ル
ス
ト
た
ち
自

身
に
よ
っ
て
、
都
市
の
誓
約
者
ま
た
は
都
市
の
共
同
誓
約
者
（jurati

oder
conjurati

）
で
あ
る
結
合
さ
れ
た
市
民
た
ち
に
与
え
ら

れ
、
ま
た
は
、
許
さ
れ
た
の
で
（
５３
）

あ
る
。

ｃ．

し
か
し
、
フ
ォ
ル
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
（
完
全
市
民
団
体
）
を
包
含
す
る
古
い
保
護
ギ
ル
ド
と
、
新
た
な
種
類
の
誓
約
さ
れ

た
平
和
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
い
ず
れ
も
が
、
都
市
の
組
織
体
制
の
形
式
を
外
形
的
に
決
定
し
な
か
っ
た
場
所
で
も
ま
た
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、

ア
イ
ヌ
ン
グ
の
本
質
と
概
念
は
、
最
も
重
要
な
諸
点
に
お
い
て
、
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
中
へ
と
持
ち
込
ま
れ
た
。
後
の
時
代
に
お
い
て
、

個
々
の
住
民
諸
階
級
が
ギ
ル
ド
形
式
に
構
成
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
一
層
容
易
に
、
そ
の
総
体
は
、
す
べ
て
の
そ
の
他
の

ギ
ル
ド
を
自
己
の
中
に
含
む
最
高
の
ギ
ル
ド
と
し
て
観
念
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
解
釈
が
都
市
自
由
そ
の
も
の
と
同
様
に
古
い
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
�
諸
ア
イ
ヌ
ン
グ
�
と
し
て
の
都
市
平
和
、�
団
体
証
書
（V

erbundbriefe

）�
な
ど
の
よ
う
に
、
外
的
な
命

名
か
ら
生
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
都
市
自
由
に
反
対
す
る
ホ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
王
朝
の
諸
法
律
が
選
ん
だ
形
式
か
ら
、
隣
国
の
類

推
か
ら
、
そ
し
て
、
と
り
わ
け
、
よ
り
古
い
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
個
々
の
諸
概
念
が
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
変
化
さ
れ
ら
れ

（
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二
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た
種
類
と
方
法
か
ら
も
ま
た
、
結
果
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
一
部
分
は
は
る
か
に
後
の
時
代
に
お
い
て
明
ら
か
に
現
象
に
到
達
し
た
こ
れ
ら
の
概
念
変
化
の
最
も
主
要
な
こ
と
ど
も
が
、

こ
こ
で
は
、
す
で
に
手
短
か
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
主
張
さ
れ
た
内
的
な
経
過
が
、
諸

徴
候
か
ら
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
の
き
わ
め
て
重
要
な
点
に
お
い
て
、
ま
ず
最
初
に
、
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
原
則

に
忠
実
で
あ
（
５４
）

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
所
有
財
産
を
持
た
な
い
者
は
、
完
全
市
民
で
は
な
く
、
た
だ
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
に
と
ど
ま
っ
た

〔
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
〕。
し
か
し
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
こ
の
物
的
な
基
礎
は
、
都
市
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
こ

れ
が
問
題
で
あ
っ
た
よ
り
も
は
る
か
に
僅
か
な
程
度
に
お
い
て
し
か
、
市
民
た
ち
の
「
人
的
な
」
結
合
へ
の
影
響
を
有
し
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
後
者
〔
市
民
の
人
的
結
合
〕
は
、〈
ひ
と
が
、
自
由
に
意
欲
さ
れ
た
市
民
宣
誓
を
も
っ
て
宣
誓
さ
れ
た
結

合
体
を
そ
れ
へ
の
帰
属
の
本
来
の
基
礎
と
み
な
し
、
土
地
占
有
を
し
か
し
た
だ
完
全
な
権
利
へ
の
採
用
の
一
条
件
と
み
な
し
た
に
す
ぎ

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
完
全
に
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
物
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
、
市
民
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ

の
よ
う
に
し
て
〈
唯
一
つ
の
場
所
と
だ
け
結
合
さ
れ
た
〉
人
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
な
っ
た
。
単
に
自
然
的
に
成
長
し
た
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
か
ら
、
そ
れ
〔
市
民
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
〕
は
、〈
な
る
ほ
ど
自
然
的
基
礎
に
基
づ
い
て
は
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
存
在
を
自

由
意
思
に
負
っ
て
い
た
〉
自
由
に
意
欲
さ
れ
た
一
つ
の
真
実
に
政
治
的
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ビ
ュ
ル
ガ
ー

シ
ャ
フ
ト
も
ま
た
、
対
外
的
に
単
に
自
己
完
結
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
自
由
と
汚
点
な
き
評
判
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
前
提
条
件
な
し
に
、

自
ら
を
彼
ら
の
諸
法
律
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
そ
れ
は
、
後
に
は
加
入
者
か
ら

〈
全
く
ギ
ル
ド
の
加
入
金
の
性
質
を
有
し
た
〉
市
民
権
金
（B

ürgerrechtsgeld
）
を
要
求
し
た
が
、
し
か
し
衰
亡
の
時
代
に
お
い
て

初
め
て
、
諸
都
市
へ
と
も
ま
た
浸
透
す
る
政
治
的
諸
権
利
の
私
法
的
解
釈
か
ら
説
明
さ
れ
る
市
民
権
の
真
の
売
買
金
額
に
至
る
ま
で
の
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上
昇
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
諸
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
が
、
自
由
を
救
う
こ
と
が
絶
え
ず
困
難
と
な
る
ラ
ン
ト
か
ら
の
、

決
し
て
枯
渇
す
る
こ
と
の
な
い
流
入
を
と
お
し
て
、
驚
く
べ
き
速
や
か
さ
に
お
い
て
、
増
加
さ
れ
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
、
可
能
と

な
っ
た
の
で
（
５５
）

あ
る
。
―
―
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
の
特
別
の
平
和
を
も
ち
、
そ
の
特
別
の
法
を
も
っ
た
。
し
か
し
、

両
者
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
は
、
よ
り
多
く
無
意
識
的
に
形
成
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
イ
ン
ヌ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
平
和
は
、
設

定
さ
れ
た
自
由
意
思
に
基
づ
く
平
和
の
性
格
を
、
法
は
、
与
え
ら
れ
た
構
成
さ
れ
た
法
の
性
格
を
、
担
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
都
市
平
和
も

ま
た
、
ひ
と
が
そ
れ
に
自
己
決
定
の
行
為
、
市
民
宣
誓
（B

ürgereid

）
を
通
し
て
初
め
て
完
全
に
参
加
し
た
と
こ
ろ
の
宣
誓
さ
れ
た

ギ
ル
ド
平
和
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
都
市
法
は
、
特
権
が
存
在
し
な
か
っ
た
限
り
で
、「
条
例
」（Statut

）
の
性
格
を
引
き

受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
空
間
的
な
結
合
体
に
お
い
て
お
よ
び
空
間
的
な
結
合
体
と
と
も
に
、
一
種
の

「
国
家
契
約
」（Staatsvertrag
）
が
都
市
的
結
合
の
基
礎
と
考
え
ら
（
５６
）

れ
た
。
こ
の
国
家
契
約
は
、
永
久
に
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

た
が
、
し
か
し
ま
た
、
た
だ
一
時
的
に
の
み
計
画
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
後
者
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
は
、
こ

こ
で
は
都
市
平
和
が
毎
年
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
全
体
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
の
変
更
を
伴
い
ま
た
は
変
更
な
し
に
更
新
さ
れ
、
そ
し
て
、

宣
誓
（
５７
）

さ
れ
、
さ
ら
に
し
か
し
宣
誓
さ
れ
た
基
本
法
律
の
あ
ら
ゆ
る
そ
の
ほ
か
に
登
場
す
る
変
更
は
、
新
た
な
宣
誓
（B

eschw
örung

）

を
必
要
と
し
た
こ
と
に
よ
（
５８
）

っ
て
、
注
目
す
べ
き
例
証
を
与
え
て
い
る
。
同
様
に
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
組
織

体
制
の
変
更
は
、
新
た
な
共
同
宣
誓
（conjuratio

）
お
よ
び
そ
れ
を
証
書
化
し
た
宣
誓
証
書
（Schw

örbrief

）
に
基
づ
い
た
。
先
行

す
る
争
闘
と
革
命
の
後
に
は
、
す
べ
て
の
諸
都
市
に
お
い
て
、
新
た
な
組
織
体
制
の
設
立
の
た
め
の
形
式
は
、
常
に
ひ
と
つ
の
契
約
、

ひ
と
つ
の
和
解
、
ひ
と
つ
の
協
定
、
ま
た
は
、
ひ
と
つ
の
同
盟
の
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
契
約
は
、
導
入
さ
れ
た
よ
う
に
、
解
消
さ
れ

る
こ
と
も
で
き
た
が
、
契
約
は
、
し
か
し
と
く
に
決
裂
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た
。
や
が
て
、
全
く
犯
罪
と
刑
罰
に
関
す
る
最
古
の
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
解
釈
の
類
推
に
従
っ
て
、
刑
罰
と
し
て
都
市
外
追
放
（Stadtverw

eisung

）、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
レ
ヒ
ト
の
喪

（
八
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失
が
登
場
（
５９
）

し
た
。

個
々
人
に
対
す
る
総
体
の
関
係
は
、
全
く
変
化
し
た
姿
を
受
け
取
っ
た
。
初
め
て
、
ひ
と
つ
の
有
機
的
組
織
（O

rganisation

）
が
、

諸
機
関
（O

rgane

）
が
、
形
成
さ
れ
た
。
初
め
て
、
意
図
と
意
識
を
も
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
変
更
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
初
め

て
、
我
々
に
今
日
き
わ
め
て
熟
知
さ
れ
て
い
る
「
組
織
体
制
」（V
erfassung

）
と
い
う
概
念
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
に

よ
っ
て
見
過
ご
し
え
な
い
一
連
の
諸
帰
結
が
与
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
国
家
的
な
諸
関
係
に
浸
透
し
た
私
法
的
な
解
釈
の

消
滅
、
公
法
か
ら
区
別
さ
れ
た
私
法
と
並
ぶ
公
法
、
統
一
的
な
行
政
の
基
礎
づ
け
が
、
現
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
は
じ
め
て
現
実
の

公
共
制
度
（G

em
einw

esen

国
家
）
の
概
念
が
復
活
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
総
体
と
は
異
な
る
統
一
的
な
法
主
体
が
承
認
さ
れ
ざ

る
を
得
ず
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
古
い
総
体
権
の
代
わ
り
に
、
ま
た
は
、
古
い
総
体
権
と
並
ん
で
、
本
来
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
権
と

真
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
財
産
が
置
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
―
―
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
は
、
一
部
分
は
、
引
き
続
く
時
期
の
言
及

の
際
に
は
じ
め
て
、
一
部
分
は
、
我
々
の
研
究
の
第
二
部
〔
第
二
巻
〕
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
（
６０
）

る
が
、
す
で

に
こ
こ
に
お
い
て
、
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
都
市
自
由
の
基
礎
で
あ
る
、
成
立
し
つ
つ
あ
る
有
機
的
組
織
（O

rganisation

）
が
、
詳
細

に
眼
中
に
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５．

そ
の
有
機
的
組
織
も
ま
た
、
ア
イ
ヌ
ン
グ
制
度
の
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
の
結
合
の
結
果

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
原
則
の
採
用
を
と
お
し
て
初
め
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
「
代
表
団
」（G

em
eindevorstand

）
の
概

念
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
「
機
関
」（G

em
eindeorgan

）
の
概
念
へ
と
変
化
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
は
じ
め
は
ギ
ル
ド
に
お
い
て
、

や
が
て
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
、
そ
し
て
全
く
最
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
国
家
に
お
い
て
、
こ
の
方
法
で
、〈
総
体
の
権
利
が
、

実
際
に
す
べ
て
の
個
々
人
が
総
体
の
権
利
に
参
加
し
た
限
り
で
の
み
、
そ
れ
に
及
ぶ
よ
う
に
見
え
た
と
こ
ろ
の
〉、
そ
し
て
、〈
そ
れ
ゆ

え
、
後
者
〔
総
体
権
へ
の
参
加
〕
が
よ
り
発
展
し
た
諸
状
態
に
お
い
て
は
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
、
す
べ
て
の
公
的
な
権
力
を
有
益
な
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職
務
の
諸
正
義
（A

m
tsgerechtigkeiten

）
の
無
数
の
集
合
へ
と
分
解
す
る
こ
と
へ
と
導
い
た
と
こ
ろ
の
〉
あ
の
感
覚
的
に
具
体
的

な
観
方
の
無
益
性
が
克
服
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
は
、
諸
都
市
に
お
い
て
も
ま
た
、
一
般
的
な
解
釈
に
対
応
す
る
状
態
が
支
配
し
た
。
上
か
ら
は
、〈
用
益
し
う
る
王
権

と
し
て
貸
与
さ
れ
た
職
務
を
相
続
可
能
な
、
譲
渡
可
能
な
、
そ
し
て
、
分
割
可
能
な
財
産
権
へ
と
改
変
す
る
こ
と
に
腐
心
し
た
〉〈
王

の
ま
た
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
〉
裁
判
官
た
ち
お
よ
び
そ
の
他
の
役
人
た
ち
の
権
力
は
、
絶
え
ず
よ
り
深
く
ゲ
マ
イ
ン
デ
権
へ
と
浸
透
し

た
。
下
か
ら
は
、
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
完
全
に
あ
ら
ゆ
る
独
自
の
代
表
団
を
失
い
、
そ
し
て
、
た
だ
総
体
と
し
て
ま
た
は
毎
度
裁
判
官

自
身
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
参
審
員
た
ち
を
と
お
し
て
の
み
、
裁
判
所
に
お
い
て
お
よ
び
決
議
の
際
に
協
働
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
あ

る
い
は
し
か
し
、
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
自
ら
の
た
め
に
恒
常
的
な
参
審
員
制
を
、〈
す
な
わ
ち
、
な
る
ほ
ど
抑
圧
に
対
抗
す
る
強
力
な

完
全
装
置
を
構
成
し
た
が
、
し
か
し
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
す
る
関
係
で
は
極
め
て
速
や
か
に
す
ら
、
特
権
を
与
え
ら
れ
た
保
有
者
の
ク
ラ

イ
ス
に
対
し
て
、
独
自
の
職
務
の
諸
正
義
〔
権
益
〕
と
し
て
帰
属
し
、
そ
し
て
、（
例
え
ば
ケ
ル
ン
に
お
け
る
よ
う
に
）
自
己
補
充
、

終
身
の
継
続
、
期
待
権
の
付
与
、
お
よ
び
、
こ
の
事
実
上
の
相
続
性
を
と
お
し
て
こ
の
ク
ラ
イ
ス
が
完
成
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ

れ
だ
け
一
層
そ
の
〔
ク
ラ
イ
ス
の
〕
側
で
は
参
審
員
職
の
独
立
の
諸
権
利
と
し
て
の
解
釈
を
促
進
し
た
と
こ
ろ
の
参
審
員
制
〉
を
、
受

け
取
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
参
審
員
団
（Schöffenkolleg

）
を
と
お
し
て
し
ば
し
ば
一
つ
の
進
歩
が
生
み
出
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
参
審
員
団
は
、
彼
の
「
裁
判
所
の
」
活
動
と
並
ん
で
、
同
時
に
、
古
い
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
案
件
に
つ
い
て
の
「
行

政
的
」
官
庁
と
し
て
、
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
〔
裁
判
活
動
の
〕
特
性
に
お
い
て
は
、
参
審
員
団
の
た
め
に
は
王
の
裁
判
官
を
と
お
し
て

代
表
さ
れ
、
こ
の
〔
行
政
官
庁
の
〕
特
性
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た

「
参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
」（Schö ffenm

eister

）
を
通
し
て
代
表
さ
（
６１
）

れ
た
。
参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
と
参
審
員
た
ち
は
、
彼
ら
が
存
在
し

（
八
六
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た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
最
古
の
都
市
的
な
行
政
官
庁
で
あ
り
、
そ
し
て
、
彼
ら
が
こ
の
行
政
を
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
名
に
お

い
て
導
い
た
ゆ
え
に
、
最
古
の
真
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
６２
）

機
関
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
も
と
で
は
裁
判
活
動
が
広
範
に

主
た
る
問
題
に
と
ど
ま
っ
た
ゆ
え
に
、
そ
し
て
、
彼
ら
が
職
務
の
私
法
的
解
釈
を
ま
だ
克
服
し
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
新
た
な
思
想
は
、

た
だ
不
完
全
に
の
み
実
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
加
え
る
に
、
ケ
ル
ン
に
お
け
る
よ
う
に
、
参
審
員
団
が
い
つ
で
も
自
ら
を
貴
族

主
義
的
に
閉
ざ
し
、
そ
し
て
、
参
審
員
団
の
候
補
者
た
ち
と
と
も
に
独
自
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成
す
ら
し
た
場
所
で
は
、
や

が
て
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
の
対
立
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
二
段
階
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
自
ら
を
古
い
種
類
の
保
護
ギ
ル
ド
（Schutzgilde

）
と
し
て
ま
た
は
新
た
な
形
式
の
宣
誓
し
た
平

和
ギ
ル
ド
（F

riedensgilde

）
と
し
て
構
成
し
た
場
所
で
の
、
ギ
ル
ド
委
員
会
（G

ildeschüsse

）
ま
た
は
ギ
ル
ド
宣
誓
者
（G

ildegesch-

w
orene

）
を
と
お
し
て
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
代
理
（V

ertretung

）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
リ
ッ

ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
は
、
参
審
員
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト（
参
審
員
兄
弟
団
体
）が
そ
れ
と
の
対
立
へ
と
歩
ん
だ
後
に
、
そ
れ
が
ビ
ュ

ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
（
市
民
団
体
）
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
マ
ギ
ス
タ
ー
・
キ
ー
ヴ
ィ
ウ
ム
（
市
長m

agister
civium

）
と
呼
ん
だ
一
人

の
ギ
ル
ド
マ
イ
ス
タ
ー
を
、
参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
と
並
ん
で
選
出
し
、
そ
し
て
、
彼
に
一
つ
の
ギ
ル
ド
委
員
会
―
―officiales

de

R
icherzecheit

リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
役
人
た
ち
―
―
を
味
方
と
し
て
設
置
し
た
よ
う
に
み
（
６３
）

え
る
。
そ
れ
ゆ
え
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ

ル
ク
に
お
い
て
は
、
市
民
た
ち
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
頂
点
に
、
マ
ギ
ス
タ
ー
・
キ
ー
ヴ
ィ
ウ
ム
と
宣
誓
し
た
平
和
裁

判
官
た
ち
（geschw

orene
F
riedensrichter

）
の
委
員
会
と
が
登
場
（
６４
）

し
た
。
そ
れ
は
、
成
功
し
た
平
和
ア
イ
ヌ
ン
グ
（F

riedensein-

ung

）
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う
で
あ
り
、
失
敗
し
た
平
和
ア
イ
ヌ
ン
グ
に
関
し
て
は
、
ト
リ
ー
ア

に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
（
６５
）

ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
、
む
し
ろ
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
は
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
た
め
に
一

一
五
六
年
に
、
彼
か
ら
与
え
ら
れ
ま
た
は
確
認
さ
れ
た
平
和
の
管
理
の
た
め
に
四
十
人
の
審
判
者
（judices

）（
十
二
人
の
軍
人m

ilites
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と
二
十
八
人
の
市
民cives

）
が
市
民
か
ら
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
命
令
し
ま
た
は
確
認
し
た
の
で
（
６６
）

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
か
な

り
古
い
諸
都
市
の
設
立
の
際
に
は
、〈
お
そ
ら
く
は
、
同
時
に
参
審
員
と
し
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
所
に
お
い
て
勤
務
し
つ
つ
、

ギ
ル
ド
問
題
お
よ
び
ア
イ
ヌ
ン
グ
問
題
と
み
な
さ
れ
る
諸
案
件
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
と
く
に
市
場
問
題
お
よ
び
平
和
問
題
に
お
い

て
、
行
政
、
監
査
お
よ
び
固
有
の
裁
判
権
を
行
使
し
た
と
さ
（
６７
）

れ
る
〉
宣
誓
し
た
人
々
（G

eschw
orene

）（
例
え
ば
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

に
お
い
て
はconjurati

共
同
宣
誓
し
た
人
々
）
が
投
入
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
役
所
は
、
し
か
し
、
市
民
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
の
現
実
の
「
諸
機
関
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
彼
ら
の
権
力
を
自
己
の
権
利
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
総
体
の
「
代
理
人
」
と
し
て

行
使
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
何
よ
り
も
〈
そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
的
な
政
府
の
出
発
点
が
与
え
ら
れ
た
〉「
行
政
的
」
役

所
（verw

altende
B
ehörden

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
の
有
効
性
は
、
彼
ら
が
、
―
―
宣
誓
さ
れ
た
平
和
と
く
に
商
人

警
察
お
よ
び
営
業
警
察
の
た
め
の
配
慮
の
ほ
か
に
は
―
―
た
だ
ギ
ル
ド
案
件
ま
た
は
ア
イ
ヌ
ン
グ
案
件
だ
け
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
狭
い
範
囲
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。

ゲ
マ
イ
ン
デ
機
関
の
思
想
は
、〈
自
ら
を
外
的
に
大
部
分
コ
ン
シ
リ
ウ
ム
〔consilium

協
議
会
〕
ま
た
は
ラ
ー
ト
（R

ath

参
事
会
）

と
言
う
そ
れ
の
命
名
を
と
お
し
て
、
し
ば
し
ば
し
か
し
、
名
称
を
直
ち
に
変
更
す
る
こ
と
な
（
６８
）

し
に
あ
る
他
の
同
僚
団
の
内
的
な
改
変
の

み
を
と
お
し
て
も
ま
た
、
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
の
〉
第
三
段
階
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
完
成
に
到
達
し
た
。「
ラ
ー
ト
」
の
も
と
に
、
我
々

は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
〔
市
民
団
体
〕
全
体
を
「
そ
の
も
の
と
し
て
」（
た
ん
に
ギ
ル
ド
と
し
て
で
は
な
く
）

す
べ
て
の
市
民
的
案
件
に
お
い
て
同
時
に
「
代
理
し
」「
統
治
す
る
」
役
所
を
理
解
す
る
。
も
ち
ろ
ん
ラ
ー
ト
は
、
そ
れ
が
後
に
作
ら

れ
な
か
っ
た
場
所
で
は
、
ど
こ
で
も
直
ち
に
は
現
実
の
都
市
政
府
（Stadtobrigkeit

）
と
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
ラ
ー
ト

は
、〈
そ
れ
が
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
全
体
に
帰
属
す
る
自
治
権
（Selbstverw

altungsrecht

）
を
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
権
利
が

す
で
に
獲
得
さ
れ
て
い
る
限
り
で
、
同
一
の
名
称
を
使
用
し
、
権
利
の
増
加
ま
た
は
減
少
と
と
も
に
、
自
ら
が
上
昇
し
ま
た
は
没
落
す

（
八
八
）
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る
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
そ
の
よ
う
な
都
市
政
府
と
な
る
傾
向
を
、
直
ち
に
示
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
、
ラ
ー
ト
は
、
よ
り
古
い
時
代
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
。

参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
と
参
審
員
団
、
ギ
ル
ド
マ
イ
ス
タ
ー
と
ギ
ル
ド
委
員
会
が
並
行
し
て
存
在
し
た
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
ラ
ー
ト

は
、
い
ま
や
旧
市
民
ギ
ル
ド
と
な
っ
た
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
か
ら
排
除
さ
れ
た
〈
よ
り
若
い
自
由
権
を
も
つ
〉
自
由
民
た
ち
が
完

全
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
へ
と
加
入
し
た
と
き
、「
第
三
の
」
同
僚
団
（drittes

K
olleg

）
と
し
て
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
由
民
た

ち
は
、
彼
ら
の
権
利
を
〈consules

（
執
政
官
た
ち
）
と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
、
推
測
す
る
に
個
々
の
特
殊
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
代
表
団
ま

た
は
そ
れ
以
外
の
代
理
人
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
た
〉
委
員
会
を
と
お
し
て
認
識
さ
せ
、
そ
し
て
、
事
実
、
獲
得
さ
せ
た
。
そ
し
て
こ
の

委
員
会
は
、
初
め
は
下
級
の
同
僚
団
と
し
て
二
つ
の
他
の
同
僚
団
と
並
ん
で
登
場
し
、
や
が
て
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
役
人
た
ち

（O
fficialen

）
と
と
も
にconsules

ま
た
はconsilium

の
名
の
も
と
に
一
つ
の
同
僚
団
（K

olleg

）
に
合
体
し
、
そ
し
て
、
最
後
に
、

た
と
え
数
世
紀
後
に
初
め
て
で
あ
る
と
し
て
も
古
い
参
審
員
団
そ
の
も
の
を
呑
み
こ
ん
だ
の
で
（
６９
）

あ
る
。

マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
お
け
る
よ
う
に
古
い
自
由
な
参
審
員
制
が
存
在
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
大
部
分
の
王
の
諸
都
市
（
例
え
ば
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
、
ウ
ル
ム
）
に
お
け
る
よ
う
に
新
た
に
形
成
さ
れ
た
恒
常
的
な
参
審
員
制
が
存
在
し
た
そ
の
他
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、

ラ
ー
ト
は
、
同
様
に
、
参
審
員
職
か
ら
排
除
さ
れ
た
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
代
表
か
ら
、
初
め
は
下
級
の
行
政
の
役
所
と
し
て
成
立
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
役
所
は
、
時
代
の
経
過
の
中
で
参
審
員
制
を
、
自
己
〔
役
所
〕
の
中
に
解
消
し
、
あ
る
い
は
、
全
く
（
結
局
マ
ク
デ
ブ

ル
ク
に
お
け
る
よ
う
に
）
そ
れ
〔
役
所
〕
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
職
務
へ
と
圧
迫
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
真
の
ゲ
マ
イ
ン

デ
機
関
と
な
っ
た
の
で
（
７０
）

あ
る
。

そ
れ
が
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
国
家
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
に
せ
よ
、
新
た
な
種
類

の
宣
誓
さ
れ
た
平
和
ギ
ル
ド
が
存
在
し
た
場
所
で
は
、
ギ
ル
ド
宣
誓
者
た
ち
（G

ildegeschw
orenen

）
は
、
彼
ら
の
権
限
の
単
純
な
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漸
次
的
な
拡
大
を
と
お
し
て
、
彼
ら
の
名
称
の
変
更
の
も
と
に
、
ラ
ー
ト
と
な
っ
た
。
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、

ウ
ォ
ル
ム
ス
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ハ
ー
ゲ
ナ
ウ
な
ど
に
お
い
て
、
そ
う
で
（
７１
）

あ
る
。

最
後
に
、
参
審
員
団
も
、
保
護
ギ
ル
ド
も
、
宣
誓
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
ン
グ
も
持
た
な
か
っ
た
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
ラ
ー
ト
は
、
シ
ュ

パ
イ
ヤ
ー
お
よ
び
す
べ
て
の
フ
ュ
ル
ス
ト
の
ま
た
は
新
た
に
設
立
さ
れ
た
諸
都
市
に
お
け
る
よ
う
に
、
皇
帝
ま
た
は
都
市
主
人
〔
都
市

君
主
〕
の
創
造
的
行
為
を
と
お
し
て
成
立
す
（
７２
）

る
か
、
あ
る
い
は
、
し
か
し
、
ラ
ー
ト
は
、
次
第
に
、〈
司
教
ま
た
は
都
市
主
人
と
の
闘

争
に
お
い
て
は
、
ひ
と
つ
の
代
表
（V

ertretung

）
を
も
ち
、
し
か
し
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
独
自
の
内
的
な
諸
案
件
の
た
め

に
は
、
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
宣
誓
者
た
ち
の
類
推
に
従
っ
て
行
政
を
行
い
か
つ
仲
裁
裁
判
官
的
に
規
律
す
る
役
所
を
も
つ
と
（
７３
）

い
う
〉
ビ
ュ
ル

ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
需
要
か
ら
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

十
二
世
紀
の
半
ば
頃
に
は
、
と
ア
ル
ノ
ル
ト
（A
rnold

）
は
認
め
て
い
る
が
、
ラ
ー
ト
は
、
至
る
所
で
完
成
さ
れ
て
（
７４
）

い
た
。
こ
の

こ
と
が
い
ま
や
た
と
え
証
明
し
が
た
い
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
れ
が
、
お
そ
ら
く
〈
そ
こ
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
法
意
識
に
、

都
市
自
由
に
属
す
る
独
特
な
制
度
と
し
て
の
ラ
ー
ト
の
概
念
が
明
ら
か
に
な
り
始
め
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
ラ
ー
ト
が
獲
得
さ
れ
な

か
っ
た
場
所
で
そ
の
よ
う
な
も
の
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
、
向
上
に
努
力
す
る
諸
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
目
標
と
な
っ
た
と
こ
ろ

の
〉
時
点
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
、
何
時
、
一
体
し
か
し
、
ラ
ー
ト
、
ま
た
は
、
ラ
ー
ト
に
内
的
に
類
似
す
る
制
度
が
成
立
し
た
の
か
、
そ
し

て
、
い
か
な
る
外
的
な
諸
形
式
を
そ
れ
が
受
け
取
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
代
表
団
か
ら
ゲ
マ
イ
ン
デ
機
関
へ
の
進
歩
、
最

上
位
に
合
わ
せ
る
役
所
か
ら
最
上
位
で
管
理
す
る
役
所
へ
の
進
歩
、
た
ん
に
代
理
す
る
か
ま
た
は
た
ん
に
支
配
す
る
役
人
制
度
か
ら

「
同
時
に
」
代
理
し
そ
し
て
支
配
す
る
役
人
制
度
へ
の
（
７５
）

進
歩
、
と
い
う
点
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
の
と
同
じ
進
歩
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
進
歩
を
も
ま
た
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
は
〈
そ
れ
を
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
原
則
と
融
合
さ
せ
た
〉
自
由

（
九
〇
）
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意
思
に
基
づ
く
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
原
則
に
負
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
我
々
は
こ
の
概
念
の
変
化
の
諸
帰
結
に
、
そ
の
重
要
性
を
理
解
す
る

た
め
に
、
一
瞥
を
も
っ
て
概
観
す
る
。

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
「
代
理
人
」
と
し
て
、
我
々
が
見
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
は
成
立
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
位
を
、
ラ
ー
ト

は
、
数
世
紀
を
通
じ
て
保
持
し
た
。
ラ
ー
ト
は
、
つ
ね
に
対
外
的
お
よ
び
対
内
的
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
ま
た
は
都
市
の
名
に
お
い
て
行
動
し
、

支
配
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
自
己
の
名
に
お
い
て
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ラ
ー
ト
は
皇
帝
、
司
教
、
ま
た
は
、
都
市
主
人
に
対

す
る
関
係
で
、
都
市
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
代
表
者
と
し
て
以
外
の
何
か
別
の
も
の
と
は
決
し
て
み
な
さ
れ
よ
う
と
せ
ず
、
そ
し
て
、

ラ
ー
ト
は
、
一
般
的
に
つ
ね
に
〈
総
体
の
利
益
を
認
識
す
る
こ
と
が
ラ
ー
ト
の
「
義
務
」
で
あ
る
〉
と
い
う
高
い
視
点
を
保
持
し
て
き

て
い
る
。
こ
の
解
釈
の
結
果
は
、
次
の
こ
と
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ー
ト
の
政
治
的
権
利
を
私
的
正
義
へ
と
改

変
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
が
そ
の
他
の
点
で
は
至
る
所
で
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
可
能
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
、
公
的
、
譲
渡
不
可
能
的
そ

し
て
相
続
不
可
能
的
権
利
の
理
念
が
妥
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
ラ
ー
ト
が
一
定
の
諸
裁
判
集
会
に
お
い
て
は
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト

の
協
働
へ
と
拘
束
さ
れ
、
そ
し
て
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
に
責
任
を
負
い
続
け
た
こ
と
、
最
後
に
、「
選
挙
」
と
い
う
古
い
原
則
が

「
同
僚
制
（K

ollegialität

）」
と
「
交
代
」（W

echsel
）
と
い
う
新
た
な
原
則
と
の
結
合
に
お
い
て
、
ラ
ー
ト
の
形
成
に
関
し
て
次

第
に
多
く
道
を
切
り
開
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。

他
方
で
は
、
し
か
し
、
ラ
ー
ト
は
、
例
え
ば
個
々
の
目
的
の
た
め
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
単
な
る
権
限
受
領
者
で
は
な
く
、
時
代
の
経
過

の
中
で
自
ら
を
真
の
統
一
的
な
「
都
市
当
局
」（Stadtobrigkeit

）
へ
と
高
め
、
今
日
の
意
味
に
お
け
る
国
家
権
力
で
あ
る
こ
と
を
自

ら
に
お
い
て
示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ラ
ー
ト
に
、
と
く
に
、
そ
れ
が
そ
の
出
発
点
を
〈
ゲ
ル
マ
ン
人
の
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
代
表
団
の

よ
う
に
〉
そ
の
性
質
上
国
家
権
力
の
全
領
域
を
包
含
し
な
か
っ
た
軍
隊
指
揮
官
お
よ
び
裁
判
官
の
活
動
か
ら
で
は
な
く
、
行
政
的
活
動

か
ら
と
っ
た
ゆ
え
に
、
可
能
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ラ
ー
ト
は
、
先
ず
最
初
に
は
、
た
だ
重
要
で
な
い
諸
点
に
お
い
て
の
み
、
主
と
し
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て
は
お
そ
ら
く
都
市
平
和
問
題
と
市
場
問
題
に
お
い
て
の
み
、
支
配
〔
行
政V

erw
altung

〕
を
有
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
、
ラ
ー
ト
は
、
そ
の
行
政
権
と
監
督
権
と
と
も
に
立
法
権
と
裁
判
権
を
も
ま
た
、
合
一
し
た
。
た
と
え
初
め
は
た
だ
小
さ
な

ラ
ー
ト
に
お
い
て
、〈
都
市
に
お
け
る
公
的
権
力
が
、
自
由
意
思
に
基
づ
い
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
と
全
く
同
様
に
、
た

だ
「
一
つ
の
権
力
」
で
あ
り
、
全
て
の
個
々
の
当
局
の
諸
権
限
は
、
た
だ
こ
の
一
つ
の
国
家
権
力
ま
た
は
政
府
権
力
の
流
出
物
に
す
ぎ

な
い
こ
と
〉
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
、
諸
職
務
の
現
実
の
中
央
集
権
化
へ
の
絶
え
ず
成
長

す
る
傾
向
が
成
立
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
事
実
、
我
々
は
、
極
度
に
漸
次
的
な
発
展
の
中
で
、
ラ
ー
ト
が
そ
の
よ
う
な
諸
職
務
の
総

括
を
執
り
行
う
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
ラ
ー
ト
が
、
早
か
れ
ま
た
は
遅
か
れ
、
初
め
は
ラ
ー
ト
の
上
に
立
つ
裁
判
官
権
力
を

ラ
ー
ト
の
行
政
権
と
合
体
さ
せ
、
そ
し
て
、
最
後
に
は
ラ
ー
ト
の
下
に
立
ち
ラ
ー
ト
に
従
属
す
る
役
所
ま
た
は
役
人
た
ち
に
譲
り
渡
す

の
を
（
７６
）

見
る
。
我
々
は
、
ラ
ー
ト
が
、
関
税
と
貨
幣
鋳
造
を
自
ら
に
獲
得
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
税
関
吏
と

貨
幣
鋳
造
者
を
ラ
ー
ト
の
監
督
下
に
置
く
こ
と
、
を
熱
心
に
求
め
て
努
力
す
る
の
を
見
る
。
我
々
は
、
ラ
ー
ト
が
都
市
の
金
融
、
警
察
、

関
税
の
支
配
を
手
に
入
れ
る
の
を
見
る
。
要
す
る
に
、
我
々
は
、〈
帝
国
に
お
い
て
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
諸
権
利
と
全
て
の
種
類
の
諸

職
務
が
次
第
に
多
く
私
権
の
全
て
の
偶
然
性
の
遊
戯
と
な
っ
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
〉、
ラ
ー
ト
が
段
階
的
な
進
歩
の
中
で
政
府
権
力

の
統
一
体
を
思
想
と
形
式
に
お
い
て
実
現
し
て
い
く
の
を
み
る
の
で
あ
る
。

こ
の
発
展
の
頂
点
と
な
っ
た
の
は
、
や
が
て
最
後
に
は
、〈
あ
る
い
は
、
参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
職
（Schöffenm

eisteram
t

）
か
ら
、

あ
る
い
は
、
ギ
ル
ド
代
表
団
（G

ildevorstand

）
か
ら
、
原
則
と
し
て
は
、
し
か
し
ラ
ー
ト
代
表
団
（R

athvorstand

）
か
ら
生

（
７７
）

じ
た
と
こ
ろ
の
〉
市
長
職
（B

ürgerm
eisteram

t

）
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
市
長
の
都
市
共
和
国
的
な
首
長
へ
の
上
昇
に
よ
っ
て
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
都
市
裁
判
官
は
不
必
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
や
、
そ
れ
ま
で
は
た
だ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
概

念
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
た
「
外
的
」
お
よ
び
「
人
的
」
な
統
一
体
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
方
法
で
も
ま
た
構
成
さ
れ
、

（
九
二
）
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そ
し
て
、
共
同
体
組
織
体
制
（G

em
einheitsverfassung

）
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
組
織

体
制
に
成
長
し
た
か
ら
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
二
十
九
章
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
二
十
九
章
の
注
】

（
１
）

と
く
にK

indlinger,
m
ü nst.

B
eitr.

II,
1.
S
.203

f.
H
üllm
ann,

Städtew
esen

B
d.
I

―IV
und

Stä dte
B
d.
III.
G
aupp,über

deutsche
Städtegründung.1824;deutsche

Stadtrechte
T
h.I.u.II.E

ichhorn,R
.G
.§
224a.224b.310

f.Z
eitschr.f.gesch.

R
.W
.I.S.220

f.II.165
f.v.M

aurer,über
die
bair.Städte

u.s.w
.M
ünchen

1829

（auch
E
inl.S.137

f.333.F
ronh.II.97

f.

）.

W
ilda,G

ildew
esen

S.145
f.H
egel,G

eschichte
der
Städteverfassung

von
Italien

II.S.391
f.;A
llg.
M
onatschrift

v.
1854

S.
157

f.
A
rnold,

V
erfassungsgeschichte

der
deutschen

F
reistädte

im
A
nschlu�

an
die
V
erfassungsgeschichte

der

Stadt
W
orm
s.
B
d.
I
und

II.
N
itzsch,

M
inisterialität

und
B
ürgerthum

.
1859.

B
arthold,

G
esch.

der
deut.

Städte.
L
eibzig

1850
u.51.

を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、B

luntschli,Staats＝
und

R
echtsgeschichte

der
Stadt

und
L
andschaft

Z
ürich.B

d.I.P
hil-

lips,R
.G
.§
83.Z

öpfl,R
.G
.§
45.Schulte,R

.G
.§
80.81.W

alter
§
212

―224.W
aitz,V

.G
.II.422

f.176.287

―290.III.342.

を
参

照
せ
よ
。
司
教
の
存
在
す
る
「
個
々
の
」
古
い
自
由
諸
都
市
に
つ
い
て
は
、G

em
einer,über

den
U
rsprung

der
Stadt

R
egensburg

und
aller

alten
F
reistädte.

1817;
R
egensburger

C
hronik

1800

―1824.
D
untze,

G
esch.

der
freien

Stadt
B
rem
en.
3B
de.

1845.46.48.H
eusler,

V
erfassungsgeschichte

der
Stadt

B
asel

im
M
ittelalter.

E
nnen,

G
eschichite

der
Stadt

K
öln.
B
d.
I

und
II.L
am
bert,die

E
ntw
icklung

des
deutsch.Städtew

es.im
M
ittelalter.B

d.II.1865.

（
ケ
ル
ン
の
組
織
体
制
史
を
含
む
。）

（
２
）

タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
第
十
六
章
。G

aupp,Stadtrechte
I.S.1

f.
に
お
け
る
並
行
す
る
箇
所
。

（
３
）

そ
れ
と
一
見
矛
盾
し
て
い
る
の
は
、A

m
m
ian.M

arcell.X
V
I.c.2

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
れ
ら
の
領
域---

す
な
わ
ち
都
市
そ
の
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も
の
に
居
住
す
る
こ
と
は
、
網
で
囲
ま
れ
た
墓
〔
に
居
住
す
る
〕
ご
と
き
傾
向
が
あ
る
。」（T
erritoria

earum
habitare

---
nam

ipsa

oppida
ut
circum

data
retiis

busta
declinant.

）
と
。
し
か
しH

egel
II.S.348

f.

を
み
よ
。

（
４
）

ガ
ウ
と
し
て
のsuburbio

〔
郊
外
地
〕（circuitu

〔
圏
〕,confinio

〔
共
通
境
界
〕）
を
伴
う
都
市
に
つ
い
て
は
、A

lnold
I
S.136.H

eusler

S.
22

―25.
H
egel,

M
onatsschr.

S.
165
f.
W
aitz

II.
288.

ケ
ル
ン
ガ
ウ
に
つ
い
て
は
、
と
く
にE

nnen
I.
124
f.

。V
iciniae

〔
近
隣
の

人
々
〕
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
第
三
十
五
章
。

（
５
）

と
く
に
、〈
郊
外
地
を
伴
う
都
市
（civitas

cum
suburbio

）
か
ら
な
る
、
そ
れ
自
体
�civitas

都
市
�
と
呼
ば
れ
る
ガ
ウ
（G

au

）
の

た
め
の
、
も
と
も
と
の
王
の
役
人
お
よ
び
裁
判
官
と
し
て
資
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
〉〈
そ
し
て
よ
り
狭
い
都
市
区
域
の
た
め
に
は

そ
れ
と
並
ん
で
ツ
ェ
ン
テ
ナ
ー
ル
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
の
〉B
urggrafen

〔
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
、
城
塞
伯
爵
〕
に
関
す
るA

rnold
I.S.

76

―123

の
注
意
深
い
研
究
を
参
照
せ
よ
。
そ
の
後
の
時
代
の
都
市
の
諸
職
務
は
、
そ
の
の
ち
、
あ
る
い
は
多
く
あ
る
い
は
少
な
く
、
完
全
に

実
行
さ
れ
た
「
こ
れ
ら
の
」
役
人
た
ち
の
、
最
初
は
彼
ら
と
並
ん
で
存
在
し
た
司
教
的
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
官
た
ちR

ichter

―
―
監
督

官V
ogt

と
管
理
人villicus

―
―
と
の
合
体
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
、
あ
る
い
は
一
つ
の
職
務
の
、
あ
る
い
は
別
の
職
務
の
、

名
称
が
維
持
さ
れ
た
。E

nnen
I.S.551

f.

も
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
。
異
説
、H

egel,M
onatschrift

S.165
f.L
am
bert

II.S.161
f.

。

ホ
イ
ス
ラ
ーH

eusler
S.54

f.

も
ま
た
、scultetus

村
長
はcenturio

百
人
隊
長
の
継
続
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
〔
村

長
〕
は
、
そ
れ
と
並
ん
で
存
在
す
る
荘
園
法
的
なvillicus

管
理
人
を
次
第
に
駆
逐
し
、
そ
し
て
、cives

市
民
た
ち
と
と
も
に
参
審
員
と
し
て
、

全
て
の
都
市
住
民
の
下
級
裁
判
官
と
な
っ
た
こ
と
を
、
説
得
的
に
証
明
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ド
ル
に
お
い
て
は
、
解
放
さ
れ
た
隷
属
者
た
ち

と
の
追
放
解
除
さ
れ
た
世
襲
領
主
〔
裁
判
官
〕（ächtfreie

E
rbsassen

）
の
結
合
に
関
し
て
類
似
し
て
い
た
。W

arnk
önig,

frandrische

Staats＝
und

R
echtsgesch.I.S.303

f.367.II,1.S.168.

（
６
）

自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
、
ケ
ル
ン
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
お
よ
び
ト
リ
ー
ア
に
お
け
る
ほ
か
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
、
バ
ー
ゼ
ル
、
シ
ュ
ト

ラ
ス
ブ
ル
ク
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
、
マ
イ
ン
ツ
、
ウ
ト
レ
ヒ
ト
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
ブ
レ
ー
メ
ン
、
コ

ン
ス
タ
ン
ツ
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
都
市
に
お
い
て
、A

rnold
I.
S.
16.
18
u.
H
eusler

S.
69
f.,

が
認
め
て
お
り
、
チ
ュ
ー

（
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リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
、B

luntschli
I.61.

62.
145

が
、
バ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
、Z
öpfl,

das
alte

B
am
berger

R
echt

が
認
め
て
い
る
。
ア

ル
ノ
ル
ト
と
と
も
に
�civitas

publica

〔
公
的
市
民
全
体
〕�
と
し
て
の
都
市
の
呼
び
名
か
ら
既
に
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
在
を
帰
結
す

る
こ
と
は
、
疑
わ
し
い
。
―
―
こ
の
完
全
な
自
由
が
後
に
廃
棄
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
た
だ
減
少
さ
れ
た
の
か
の
争
い
は
、
も
と
も
と
完

全
な
自
由
が
存
在
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
自
体
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
の
問
い
に
、
触
れ
る
の
で
あ
る
。

（
７
）

都
市
の
土
地
の
地
代
納
付
義
務
（Z

inspflichtigkeit

）
は
、
極
め
て
多
く
の
そ
の
他
の
マ
ル
ク
に
お
い
て
同
様
で
あ
る
よ
う
に
、
後
代

の
起
源
で
あ
る
。H

eusler
S.94

を
も
ま
た
、
参
照
せ
よ
。

（
８
）

H
üllm
ann,Städte

II.S.413
f.B
luntschli

I.S.61.62.H
eusler

S.91
f.

―U
rk.F

riedr.I.v.1156
b.Schannat

II.77：

「
市

民
た
ち
の
共
同
の
牧
場
」（com

m
unis

pascua
burgensium

）;U
rk.v.1205

b.
Sch
öpflin,

A
lsat.

D
ipl.
I.
326：

「
市
民
全
体
ま
た
は

そ
の
他
に
お
け
る
、
一
般
に
ア
ル
メ
ン
デ
と
名
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
ら
の
土
地
」（terrae

illae
in
civitate

sive
extra,quae

vul-

gariter
nuncupantur

A
lm
ende

）；
cf.
U
rk.
v.
1275

ib.
II.
7.

。
ま
さ
に
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
は
、

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
点
に
関
し
て
都
市
と
司
教
の
間
に
行
わ
れ
た
争
い
に
お
い
て
、
司
教
は
ア
ル
メ
ン
デ
を
帝
国
か
ら
封
土
と
し
て
有
す
る
と

決
定
し
た
。
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市
の
共
有
マ
ル
ク
は
〔
次
の
よ
う
に
〕
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
レ
モ
ナ
に
つ
い
てU

rk.v.1114
b.

M
uratori

IV
.23：

「
人
々
が
彼
ら
の
議
論
に
お
い
て
共
同
の
財
産
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
」（ea

quae
suae

locutionis
proprie-

tate
com
m
unia

vocant.

）；

マ
ン
ト
ゥ
ア
に
つ
い
てU

rk.v.1014.1055.1091
ib.IV

.13.17,v.1159
ib.I.731：

「
ミ
ン
キ
ウ
ス
河
の

い
ず
れ
か
の
側
に
居
る
、
前
述
の
市
民
全
体
に
及
ぼ
さ
れ
る
べ
き
共
同
の
財
産
に
つ
い
て
。
―
マ
ン
ト
ゥ
ア
の
市
民
全
体
に
及
ぼ
さ
れ
る
べ

き
共
同
の
財
産
に
つ
い
て
」（de

com
m
unibus

rebus
ad
praedictam

civitatem
pertinentibus,ex

utraque
parte

flum
inis
M
in-

cii
sitis;

―de
rebus

com
m
unibus

ad
M
antuam

civitatem
pertinentibus

）；

そ
し
て
（1014

）：

「
マ
ン
ト
ゥ
ア
市
民
全
体
に
お
い

て
ま
た
は
兵
営
に
お
い
て---

そ
し
て
、
マ
ン
ト
ゥ
ア
の
廷
臣
に
お
い
て---
共
同
体
の
人
々
と
と
も
に---

居
住
す
る
す
べ
て
のarim

an-

nos

を
」（cunctos

arim
annos

in
civitate

M
antuae

sive
in
castro

---
et
in
com
itatu

M
antuano

habitantes
---
cum

---
com
u-

naliis.

）。
デ
ュ
カ
ン
ジ
ュD

ucange,
G
lossar

v.
com
m
unalia,

com
m
unarium

,
com
m
unia

（sub
2

）〔
コ
ム
ナ
ー
リ
ア
、
コ
ム
ナ
ー
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リ
ウ
ム
、
コ
ム
ニ
ア
の
注
釈
〕
を
参
照
せ
よ
。

（
９
）

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
と
ク
ヴ
ェ
ー
ト
リ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
一
人
の
女
子
大
修
道
院
長
（A

ebtissin

）、
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
ル
レ
ン
、
フ

ル
ダ
、
シ
ャ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
に
お
い
て
は
、
一
人
の
大
修
道
院
長
（A

bt

）。

（
１０
）

H
eusler

S.5
f.119

f.B
luntschli

I.S.66.126
f.

（
１１
）

バ
ー
ゼ
ル
に
お
け
る
宮
内
官
ゲ
マ
イ
ン
デ
（P

alatialgem
einde

）
の
存
在
は
、
ア
ル
ノ
ル
トA

rnold
I.
344

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
ホ

イ
ス
ラ
ーH

eusler
S.12

―14

に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
て
い
る
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
財
務
官
（F

iskalinen

）
に
つ
い
て
は
、B

luntschli

I.S.49.

を
参
照
せ
よ
。
ブ
レ
ー
メ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
に
お
い
て
は
、
宮
中
伯
領
（P

falzen

）
は
存
在
「
し
な
い
」。

（
１２
）

以
下
、
第
三
十
五
章
を
参
照
せ
よ
。

（
１３
）

こ
の
理
念
は
、
既
に
最
古
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
法
に
お
い
て
特
別
の
鋭
さ
を
も
っ
て
登
場
し
て
い
る
。G

aupp,
Stadtr.

I.
S.

48.W
alter,corpus

jur.G
erm
.III.S.780

f.u.G
engler,Stadtrechte

S.472
f.

ガ
ウ
プ
と
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、
同
時
に
、
古
い
ド
イ
ツ

の
伝
承
を
報
告
し
て
い
る
。
後
に
は
、
特
別
の
都
市
平
和
が
、
あ
ら
ゆ
る
都
市
法
の
本
来
の
基
礎
と
な
っ
た
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル

Sachsensp.II,71.§
2.

を
も
ま
た
、
参
照
せ
よ
。

（
１４
）

A
rnold

I.S.19

―27.

（
１５
）

例
外
で
あ
っ
た
の
は
、
例
え
ば
、〈
王
が
高
権
を
そ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
の
移
行
に
至
る
ま
で
保
持
し
た
〉
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
お
よ
び
コ
ン

ス
タ
ン
ツ
で
あ
り
、
そ
し
て
、〈
司
教
が
都
市
主
人
性
を
バ
イ
エ
ル
ン
の
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
と
分
け
持
っ
た
〉
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
で
あ
る
。

H
egel

II.418.

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
も
ま
た
、
帝
国
監
督
官
職
（R

eichsvogtei

）
に
留
ま
っ
た
。B

luntschli
I.S.135

f.

（
１６
）

こ
れ
ら
の
諸
特
権
の
意
味
は
、
ま
だ
つ
ね
に
争
わ
れ
て
い
る
。
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ンE

ichhorn

の
見
解
（Z

eitschr.
I.
224

―226.
228.

230.

232.236

）
は
、「〈
緩
和
さ
れ
た
荘
園
法
の
下
に
、
そ
し
て
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
役
人
の
裁
判
権
の
下
に
立
っ
て
い
る
〉
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
全

て
の
住
民
た
ち
は
、
ガ
ウ
組
織
体
制
か
ら
排
除
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
固
有
の
権
利
―
―
都
市
地
域
権W

eichbildrecht

―
―

を
持
つ
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ガ
ウ
プG

aupp

は
、
最
初
に
、
ガ
ウ
組
織
が
特
権
を
と

（
九
六
）
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お
し
て
引
裂
か
れ
る
こ
と
の
見
解
に
反
対
し
た
。
ア
ル
ノ
ル
トA

rnold

（I.
S.
28
f.

）
は
、
さ
ら
に
、
都
市
全
体
へ
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の

拡
大
で
は
な
く
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
概
念
の
除
去
が
、
自
由
民
の
荘
園
法
の
も
と
へ
の
服
従
で
は
な
く
、
公
的
な
も
の
に
留
ま
る
、
た
と
え

司
教
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
に
せ
よ
、
裁
判
官
の
も
と
に
非
自
由
民
を
置
く
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
ホ
イ
ス

ラ
ーH

eusler
S.
19
f.
42
f.
54
f.

は
、
こ
の
こ
と
を
承
認
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
�
国
王
的
、
司
教
的
な
監
督
官
職
�（k

öniglich＝

bisch
öfliche

V
ogtei

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

（
１７
）

そ
れ
ゆ
え
、
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
（B

urggraf

城
伯
爵
）
は
、
大
司
教
か
ら
の
裁
判
権
（B

ann

）
と
帝
国
か
ら
の

裁
判
権
と
を
同
時
に
有
す
る
、
と
言
わ
れ
た
。U
rk.b.E

nnen
u.E
ckertz,Q

uellen
I.155.L

acom
blet

II.
727.：

「
そ
れ
は
我
々
と
と

も
に
皇
帝
か
ら
裁
判
の
権
利
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
」（quod

una
nobiscum

bannum
judicii

ab
im
perio

tenet.

）。
エ
ン
ネ
ンE

nnen,

K
öln
I.
S.
551.

を
も
ま
た
参
照
せ
よ
。
一
一
六
九
年
に
は
既
に
古
さ
の
ゆ
え
に
読
め
な
か
っ
た
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
〔
城
伯
爵
〕
と
フ
ォ
ー

ク
ト
〔
監
督
官
〕
の
権
限
に
関
す
る
有
名
な
ヴ
ァ
イ
ス
ト
ゥ
ー
ム
は
、〈
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
フStum

pf

と
ヴ
ァ
イ
ツW

aitz

に
よ
っ
て
そ
の
真

正
性
に
関
し
て
論
難
さ
れ
た
後
、
現
在
、
エ
ン
ネ
ンE

nnen
I.
S.
559

―564

と
ラ
ン
ベ
ル
トL

am
bert

II.
153
f.

に
よ
っ
て
再
び
擁
護
さ
れ

て
い
る
が
〉、
い
ま
だ
徹
底
し
て
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
職
務
の
公
的
、
民
族
法
的
な
性
質
を
示
し
て
い
る
。

（
１８
）

一
二
五
八
年
の
仲
裁
裁
定
に
お
い
て
は
、
ケ
ル
ン
の
大
司
教
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
を
、
フ
ォ
ー
ク
ト
と
同
様
に
、
す
で
に
「
彼

の
」
裁
判
官
と
名
づ
け
た
。E

nnen
I.
552.

控
訴
は
、
グ
ラ
ー
フ
と
参
審
員
か
ら
大
司
教
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。E

nnen
u.
E
ckertz

II.

384
N
r.
40.

そ
し
て
、
次
第
に
古
い
諸
関
係
が
消
滅
し
た
の
で
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
以
前
の
意
味
は
全
く
忘
却
の
中
に
陥
り
、
ブ
ル
ク
グ

ラ
ー
フ
は
、
そ
の
他
の
者
の
よ
う
に
、
大
司
教
の
裁
判
官
と
な
っ
た
。E

nnen
I.S.553

f.L
am
bert

II.161
f.172

f.

（
１９
）

例
外
的
に
、
―
―
司
教
と
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
の
間
に
分
配
さ
れ
た
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
結
果
に
お
い
て
―
―
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
が
、

真
の
帝
国
封
土
と
し
て
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。A

rnold
I.S.372

f.

そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
注
（
５
）
を
参

照
せ
よ
。

（
２０
）

Iura
et
leg.civ.A

rgent.§
88
f.
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（
２１
）

シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
の
裁
定
を
と
お
し
て
そ
う
で
あ
る
。
注
（
８
）
を
参
照
せ
よ
。
し
ば
し
ば

古
い
総
体
所
有
権
〔
総
有
権G

esam
m
teigenthum

〕
は
、
た
だ
さ
ら
に
譲
渡
の
際
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
同
意
権
に
お
い
て
の
み
示
さ

れ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。H

eusler
S.92

f.

お
よ
び
、
そ
こ
で
の
十
二
世
紀
の
証
書
。
さ
ら
に
、
第
二
部
を
参
照
せ
よ
。

（
２２
）

そ
れ
ゆ
え
ほ
と
ん
ど
至
る
と
こ
ろ
で
も
ま
た
、
ほ
ん
ら
い
荘
園
法
的
な
役
人
が
国
王
的＝

司
教
的
な
フ
ォ
ー
ク
ト
た
ち
お
よ
び
シ
ュ
ル

ト
ハ
イ
ス
た
ち
を
と
お
し
て
押
し
や
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
後
者
が
荘
園
裁
判
官
を
と
お
し
て
押
し
や
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
異
説
、

N
itzsch

l.c.S.18
f.270

f.

（
２３
）

そ
こ
で
一
〇
二
四
年
のleges

fam
iliae

s.
P
etri

（
ザ
ン
ク
ト
・
ペ
ト
ル
ス
の
家
族
の
諸
法
律
）
に
お
い
て
は
、
司
教
は
、
自
由
な
市
民

た
ち
（die

freien
cives

）
を
明
ら
か
に
広
義
に
お
け
るfam

ilia

家
族
に
数
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ル
ノ
ル
トA

rnold
I.
62.

も
ま

た
承
認
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
バ
ー
ゼ
ル
に
お
け
るgedigene

〔
確
実
な
人
々
〕
と
言
う
表
現
は
、H

egel
M
onatschrift

S.170.

が
認
め
る
よ
う
に
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
全
体
で
は
な
く
、
下
級
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
リ
テ
ー
ト
（
廷
臣
階
級
、N

itzsch,
S.
168

）
ま
た
は

隷
属
的
な
手
工
業
者
階
級（H

eusler
S.129

）を
指
し
て
い
る
。
ケ
ル
ン
の
大
司
教
は
、
自
ら
を
都
市
の�H

err

主
人
�〔
都
市
君
主
〕、�sum

-

m
us
dom
inus

最
高
の
主
人
�
と
さ
え
呼
ん
だ
。
彼
は
、
都
市
と
市
民
た
ち
を
�seine

自
分
の
�
も
の
と
称
し
た
（E

nnen
I.
616

―618

）

が
、
市
民
た
ち
は
彼
に
対
し
、
一
時
的
に
強
制
さ
れ
る
ほ
か
は
、
決
し
て
こ
の
称
号
を
承
認
し
な
か
っ
た
。
異
説
、L

am
bert

II.184.

（
２４
）

マ
イ
ン
ツ
に
お
い
て
は
、
十
一
世
紀
以
来
、cives

ま
た
はburgenses

〔
市
民
た
ち
〕
が
従
者
た
ちD

ienstm
annen

に
対
立
さ
せ
ら
れ

た
。U

rk.v.1069
b.G
uden.II.5.7,v.1188

ib.23：
「
廷
臣
た
ち
の
、
自
由
民
た
ち
の
、
家
族
お
よ
び
市
民
た
ち
の
」（com

itum
,liber-

orum

（freie
H
errn

）,fam
iliae

et
civium

）。U
rk.
H
enr.

V
.
ib.
I.
46：

「
世
俗
の
市
民
た
ち
と
同
様
に
世
俗
の
軍
人
た
ち
が
」（laici

tam
m
ilites

quam
cives

）；
1127

ib.
66：

「
自
由
民
た
ち
か
ら
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
リ
ス
た
ち
お
よ
び
都
市
人
た
ち
か
ら
」（de

liberis,

de
m
inisterialibus

et
urbanis

）；
1139

ib.118,1226
ib.493：

「
都
市
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
リ
ス
た
ち
な
ど
」（m

inisteriales
burgen-

ses
etc.

）。
一
一
五
二
年
の
最
古
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
法
に
お
い
て
は
、
―
―G

aupp,
Stadtrechte

II.
S.
204

―
―urbani

〔
都
市
人

た
ち
〕
ま
た
はcivitatenses

〔
市
民
た
ち
〕
は
、
一
方
で
はm

inisteriales
〔
廷
臣
た
ち
〕
の
、
他
方
で
はtotus

populus

〔
全
民
衆
〕
の
、

（
九
八
）
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対
立
物
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
、
一
一
一
一
年
に“

cives ”

（R
em
ling,U

rkb.S.88

）
と
、leg.et

stat.
civ.
A
rg.

に
お
い
て
は“

burgenses ”

（§
6.
8.
43.
93.

）
と
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
に
お
い
て
は
一
〇
二
四
年
に“

cives ”

と
、
一
一
〇

六
年
（Schannat

II.S.62

）
に“

urbani ”

と
、
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
２５
）

ホ
イ
ス
ラ
ーH

eusler
S.
71
f.
135
f.

と
そ
の
他
の
人
々
は
、
彼
が
、
バ
ー
ゼ
ル
の
証
書
に
お
い
て
はm

ilites

とcives

は
一
二
四
〇
年

以
来
初
め
て
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
は
両
者
は
一
緒
に
一
つ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
本
来
の
代
理
人
と
し
て
のB

urgensen

〔
都
市
住
民
〕
の
意
味
を
、
漸
く
は
る
か
に
後
の
時
代
の
日
付
の

も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
既
に
十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
の
諸
都
市
に
お
い
て
、
従
者
た
ちD

ienstm
annen

と
市
民
た
ち

B
ürger

は
鋭
く
区
別
さ
れ
て
い
る
（
注
（
２４
）
を
見
よ
）。
ニ
ッ
チ
ュN

itzsch

は
、
逆
に
、burgenses

一
般
をM

inisterialität

〔
廷
臣
た

ち
〕
の
一
部
と
み
な
し
、
ラ
ン
ベ
ル
トL
am
bert

は
、
都
市
のM

inisterialen

〔
役
人
〕
とC

ensualen

〔
監
察
官
〕
と
み
な
し
て
い
る
。

（
２６
）

A
rnold

I.S.137.H
eusler

S.73
f.136.

二
つ
の
階
級
の
間
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
何
時
の
時
代
に
も
同
等
性
が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、

両
者
に
封
土
受
領
能
力
（L

ehnsfähigkeit
）
と
印
章
能
力
（Siegelm

ä�
igkeit

）
と
が
帰
属
し
た
。

（
２７
）

こ
の
後
の
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
都
市
的
な
も
の
と
の
対
立
物
に
お
い
て
、
た
ん
に
都
市
に
お
い
て
の
み
保
持
さ
れ
る
も
の
と
称
さ

れ
う
る
。
例
え
ば
、U
rk.v.1256,L

üb.U
rkb.I.S.214：

「M
inde

〔
細
民
〕
を
除
く
廷
臣
た
ち
、
執
政
官
た
ち
お
よ
びM

indenses

〔
細

民
た
ち
〕
全
体
」（m
inisteriales

M
inde

m
orantes,consules

et
universi

M
indenses

）。
他
方
で
は
、
彼
ら
は
し
ば
し
ばcives

市
民

た
ち
と
す
ら
呼
ば
れ
た
。
例
え
ば
、A

rnold
I.S.244.

に
お
け
る
、
一
一
二
五
年
、
一
二
〇
五
年
の
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
証
書
。

（
２８
）

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
中
で
非
自
由
民
がB

utheil

と
そ
の
他
の
荘
園
法
的
な
負
担
か
ら
免
除
さ
れ
る
と
い
う
一
一
一
一
年
の
特
権
（R

em
ling

S
.88

）
が
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
�
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
の
市
民
た
ちcives

spirenses

�
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
一
一
一
四
年
に
は
、

�
ウ
ォ
ル
ム
ス
市
の
市
民
た
ちcives

urbis
W
orm
aciae

�
に
〔
与
え
ら
れ
て
い
る
〕。G

engler,Stadtrechte
S.560.

（
２９
）

そ
れ
ゆ
え
隷
属
民
た
ち
お
よ
び
非
自
由
民
た
ち
す
ら
、
以
前
か
ら
最
広
義
の
市
民B

ürger

の
中
に
数
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
、U

rk.v.

1181
b.A
rnold

I.S.240：

「
ウ
ォ
ル
ム
ス
市
の
貴
族
た
ち
と
同
様
に
下
層
民
か
ら
の
市
民
た
ち
も
ま
た
」（tam

nobiles
quam

de
plebe
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cives
W
orm
.
civitatis.

）。U
rk.
v.
1112.

1114.
ib.
S.
194

―196.

そ
こ
で
は
、
非
自
由
民
は
�concives

同
市
民
た
ち
�
と
呼
ば
れ
て
い

る
。F

ichard,
E
ntstehung

der
R
eichsstadt

F
rankfurt

S.
104

―109.

し
か
し
な
が
ら
厳
格
に
形
式
的
な
様
式
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
、

獲
得
さ
れ
た
完
全
市
民
権
（V

ollbürgerrecht

）
と
と
も
に
初
め
て
市
民
た
ち
（cives

）
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
ま
だ
十
四
世
紀
に
お

い
て
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
は
、“

burges ”

が“
gem
einde ”

に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。Schreiber,F

reib.U
rkb.I.S.206

f.

に
お

け
るU

rk.v.1313
f.：

「
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
の
市
長
、
村
長
、
ラ
ー
ト
、
市
民
、
お
よ
び
、
共
同
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
」（burgerm

eistere,

schultheis,rat,burger
und

gem
einde

gem
einlich

der
stat

F
riburg.

）。1350
ib.
408：

「
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
旧
二
十
四
人
の
長
老

た
ち
、
市
長
、
ラ
ー
ト
、
市
民
た
ち
、
そ
し
て
、
貧
富
共
通
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
」（die

alten
24,der

burgerm
eister,der

rat,die
burger

und
die
gem
einde

gem
einliche

arm
e
und

riche
ze
F
riburg.

）。
類
似
し
てSchannat

II.193

に
お
け
るU

rk.v.1384：

「
ウ
ォ
ル

ム
ス
の
執
政
官
た
ち
、
市
民
た
ち
お
よ
び
市
民
全
体
の
共
同
体
」（consules,cives

et
com
m
unitas

civitatis
W
orm
atiensis

）。

（
３０
）

司
教
がconcives

nostri
我
々
の
同
市
民
た
ち
に
つ
い
て
語
っ
て
い
るU

rk.
v.
1289

b.
O
chs,

G
esch.

v.
B
asel

I.
448,

v.
1275

b.

A
rnold

I.S.242

を
参
照
せ
よ
。U

rk.v.1262
b.O
chs
l.c.S.362：

「
大
修
道
院
長
と
古
代
か
ら
の
我
々
の
同
市
民
の
集
会
」（abbatum

et
conventus

nostrorum
concivium

ex
antiquo.

）。U
rk.
v.
1278

b.
T
rouillat

II.
N
r.
235
S.
310

：「
姉
妹
た
ち
は
、
正
規
の
公

表
さ
れ
た
兄
弟
を
、
ク
リ
ン
ゲ
ン
タ
ー
ル
で
作
ら
れ
た
、
我
々
の
都
市
の
市
民
た
ち
〔
と
す
る
〕。」（sorores

ordinis
fratrum

praedica-

torum
,dictae

de
K
lingenthal,civitatis

nostrae
cives.

）。U
rk.v.

1291
b.
B
öhm
er
C
od.
M
oenofrank：

「
後
援
者
と
シ
ュ
パ
イ

ヤ
ー
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
人
の
家
の
兄
弟
た
ち
は
我
々
の
同
市
民
で
あ
る
。」（com

m
endatorem

et
fratres

theutonicae
dom
us
in

Spira
nostros

concives

）。U
rk.
v.
1327

ib.
S.
487：

「
大
修
道
院
長
と
修
道
院
の
僧
侶
全
体
の
市
民
へ
の
採
用
」。1327

ib.
S.
488：

�
帝
国
と
都
市
の
平
和
に
お
け
る
�
マ
イ
ン
ツ
の
首
席
司
祭
と
司
教
座
聖
堂
参
事
会
（M

ainzer
D
ekan

und
K
apitel “

in
des

ryches

und
der
stete

friden ”.

）。1392
b.Schreiber

II.92：

「
修
道
院
の
周
り
に
存
在
す
る
こ
の
場
所
に
居
住
す
る
人
々
は
、
彼
ら
が
古
く
か

ら
由
来
し
て
い
る
者
と
し
て
行
い
か
つ
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。」（item

um
b
die
K
löster,

die
hier

burger
sind, ---

die
sullent

tuon
und

bleiben
als
si
von

alter
herkom

en
sind.

）。F
ichard

l.c.
S.
103

―106.
H
eusler

S.
139.

A
rnold

I.
S.
240
f.
F
ranck,

（
一
〇
〇
）
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G
esch.der

R
eichsstadt

O
ppenheim

S.16.17.

（
３１
）

例
え
ば
、G

engler,Stadtrechte
S.461

が
そ
の
箇
所
を
報
告
し
て
い
る
一
二
九
七
年
のF

reibrief
für
die
Stendaler

Judenschaft

〔
シ
ュ
テ
ン
ダ
ー
ル
の
ユ
ダ
ヤ
人
団
体
の
た
め
の
免
除
権
付
与
状
〕
を
参
照
せ
よ
。
す
な
わ
ち
、「
前
述
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
都
市
の
共

同
の
法
を
享
受
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
執
政
官
た
ち
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
彼
ら
の
所
有
財
産
た
る
市
民
た
ち
の
ご
と
く
に
保
持
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。」（quod

dicti
judei

com
m
uni
jure

gaudeant
civitatis

et
a
consulibus

tanquam
burgenses

eorum
proprii

tene-

antur.

）。

（
３２
）

例
証
は
、
第
二
部
に
お
い
て
。

（
３３
）

ま
ず
最
初
は
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
が
一
〇
七
三
年
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
の
た
め
に
蜂
起
し
た
。
次
の
年
に
、
不
幸
な
結
果
を
伴
っ
て
で
は

あ
る
が
ケ
ル
ン
が
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
対
し
て
、
一
〇
七
七
年
に
マ
イ
ン
ツ
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
が
、
一
〇
八
六
年
と
一

一
〇
三
年
に
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
が
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
の
た
め
に
蜂
起
し
た
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
の
そ
の
父
〔
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
〕

か
ら
の
離
反
の
後
に
は
、
公
知
の
よ
う
に
、
諸
都
市
は
す
べ
て
後
者
〔
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
〕
の
側
に
立
っ
た
。

（
３４
）

と
く
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
（H

einrich
V
.

）
と
ロ
タ
ー
ル
（L

othar

）
の
も
と
で
諸
都
市
は
皇
帝
に
対
立
し
た
。
コ
ン
ラ
ッ
ド
三
世

（K
onrad

III

）
の
承
認
の
ゆ
え
に
、
帝
国
の
諸
案
件
へ
の
諸
都
市
の
影
響
力
は
、
す
で
に
強
く
行
使
さ
れ
た
。

（
３５
）

最
古
の
皇
帝
に
よ
る
諸
特
権
―
―
す
な
わ
ち
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
た
め
の
一
〇
七
四
年
の
諸
特
権
と
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
の
た
め
の
一
一
一
一

年
の
諸
特
権
―
―
は
、
動
機
と
し
て
明
示
的
に
誠
実
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

（
３６
）

U
rk.
H
einr.

II.
v.
E
ngland

（1154

―1189

）bei
L
acom

bl.
I.
S.
364
f.,
desselben

v.
1190

und
R
ichards

v.
1194

ib.
S.
365.

376.378.

（
３７
）

す
で
にdas

P
riv.v.1074

f.W
orm
s,v.1111

f.Speier

（R
em
ling
S.38

f.

）u.s.w
.

は
そ
う
で
あ
る
。

（
３８
）

そ
れ
ゆ
え
一
一
一
一
年
に
は
、
レ
ム
リ
ン
グ
（R

em
ling

S.
88.
89

）
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
人
は
、
裁
判
金
（B

annpfennig

）

お
よ
び
保
護
金
（Schutzpfennig

）、
胡
椒
税
（P

fefferzins

）
お
よ
び
禁
制
ワ
イ
ン
（B

annw
ein

）、
船
上
で
休
息
す
る
奉
仕
義
務
か
ら
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免
除
さ
れ
、
一
一
九
七
年
に
は
、
同S.137

に
よ
れ
ば
、
自
由
意
思
に
よ
ら
ず
に
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
公
租
と
負
担
か
ら
、
一
一
一
二
年

に
は
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
人
は
、〔
ラ
イ
ン
の
〕
監
視
税
（W

achtzins

）
か
ら
、
免
除
さ
れ
た
、
な
ど
。

（
３９
）

こ
の
こ
と
は
、
諸
都
市
の
最
も
重
要
な
諸
権
利
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、〈
以
前
に
は
、（
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
た
ガ
ウ
か
ら
の
免
除
と
は
反
対
に
）
都
市
は
、
し
ば
し
ば
多
く
の
村
々
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
含
む
郊
外
地
（suburbium

）
と
と
も
に
、

法
的
に
全
体
を
成
し
た
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
〉、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
諸
都
市
は
自
己
完
結
し
た
統
一
体
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ル
ン
の
い
わ
ゆ
る
既
に
一
一
六
九
年
に
は
非
常
に
古
い
も
の
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
イ
ス
ト
ゥ
ー
ム
（L

acom
bl.
I.
S.
302

）
に
お
い
て
は
、
大

司
教
は
、
彼
も
ブ
ル
ク
伯
爵
も
ケ
ル
ン
人
た
ち
を
�
ケ
ル
ン
市
の
外
の
裁
判
所
に
召
喚
す
る
こ
と
�（extra

civitatem
C
oloniensem

ad

judicium
evocare

）を
欲
し
な
い
こ
と
を
、
約
束
し
て
い
る
。
同
様
に
、
一
一
一
一
年
に
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
の
た
め
に（R

em
ling
I.S.89

）：

「
都
市
の
周
囲
の
外
に
」（extra

urbis
am
bitum

）、
一
一
二
〇
年
に
は
マ
イ
ン
ツ
の
た
め
に：

「
城
壁
の
外
に
」（extra

m
urum

）

（G
uden.I.116

）、
一
一
二
九
年
に
は
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
た
め
に
確
認
さ
れ
て
い
る
（Sch

öpflin,A
ls.dipl.

I.
207

）。
バ
ー
ゼ
ル
に

お
い
て
は
、
一
三
五
六
年
に
地
震
後
に
古
い
も
の
と
し
て
新
た
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
一
二
〇
七
年
に

古
い
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
（G
em
einer,U

rsprung
S.68

）、
な
ど
。

（
４０
）

シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
の
た
め
の
一
一
一
一
年
の
下
層
諸
階
級
の
た
め
の
最
古
の
特
権
（R

em
ling
I.88

）：

「
我
々
は
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
市
に

居
住
す
る
か
ま
た
は
引
き
続
い
て
居
住
す
る
こ
と
を
欲
す
る
す
べ
て
の
人
々
を
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
よ
う
と
、
い
か
な
る
条
件
で
存
在
し

よ
う
と
も
、〈《
そ
の
部
分
に
よ
っ
て
都
市
全
体
が
過
度
の
困
窮
の
た
め
に
絶
滅
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
》
一
般
に
ブ
ー
デ
ル
と
呼
ば
れ
た

人
々
の
側
に
と
っ
て
は
、
明
ら
か
に
、
最
も
無
価
値
で
不
必
要
な
法
律
に
基
づ
い
て
〉、
彼
ら
自
身
と
彼
ら
の
相
続
人
た
ち
を
弁
護
す
る
。」

（om
nes
qui
in
civitate

Spira
habitant

vel
deinceps

habitare
voluerint,und

ecum
que

venerint
vel
cujuscum

que
condi-

tionis
extiterint,a

lege
nequissim

a
et
nefauda

videl.a
parte

illa
quae

vulgo
budel

vocabatur,per
quam

tota
civitas

ob

nim
iam
paupertatem

annichilabatur,ipsos
eorum

que
heredes

excusim
us

）。
同
様
に
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
た
め
の
一
一
一
四
年
の

証
書
（A

rnold
I.
195

）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
都
市
へ
と
居
住
し
た
他
国
の
非
自
由
民
の
婚
姻
は
、
要
求
す
る
主
人
に
よ
っ
て
も
ま

（
一
〇
二
）
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た
、
別
れ
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
４１
）

都
市
の
組
織
体
制
に
と
っ
て
の
�
空
気
は
自
由
に
す
る
（L

uft
m
acht

frei

）�
と
言
う
命
題
の
意
味
に
関
し
て
は
、
と
く
に
、G

aupp,

Stadtrechte
I.S.X

X
X
IX
.

を
見
よ
。

（
４２
）

W
ilda,G

ildenw
esen

S.63
f.145

―166,

と
く
に
し
か
し167

―277

を
参
照
せ
よ
。
同
様
にW

inzer,B
rüderschaften

S.28
f.

。
ウ
ィ

ル
ダW

ilda

の
見
解
は
、
す
べ
て
の
原
始
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
兄
弟
団
体
（
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
）
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的

な
合
意
が
都
市
の
組
織
体
制
の
獲
得
に
先
行
し
て
い
た
、
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
至

る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
の
旧
市
民
ギ
ル
ド
は
、
も
と
も
と
す
べ
て
の
完
全
市
民
を
包
含
す
る
保
護
ギ
ル
ド
の
末
裔
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
ハ
ウ
ス
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
（S.194

f.

）、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
諸
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ベ
ン
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
（S.203

f.

）、
ア
ル
ト
リ
ン
プ
ル
ク
・
イ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
共
同
相
続
財
産
（G

anerbschaft

）（S.209
f.

）、
そ
し
て
、

ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
諸
都
市
に
お
い
て
（
そ
れ
ゆ
え
例
え
ば
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
お
い
てS.221

f.

）
の
み
、
最
高
度

の
ギ
ル
ド
の
そ
の
後
の
発
展
が
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
に
お
い
て
は
、
ウ
ィ
ル
ダ
に
よ
っ
て
証
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
た
諸
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
の
後
の
起
源
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

最
初
か
ら
貴
族
制
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
４３
）

と
く
にW

ilda
S.
176
f.
H
egel

II.
S.
397
f.
419
f.
B
arthold

I.
157.

A
rnold

I.
S.
401
f.
E
nnen

I.
S.
531
f.

―E
ichhorn,

Z
.f.

gesch.R
.W
.II.185

f.,G
aupp

221
f.und

L
ancizolle

S.10.32.

は
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
中
に
ロ
ー
マ
の
部
隊
（ordo

）
を
認

め
て
い
る
。H

üllm
ann

II.
S.
398

―413

は
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
を
帝
国
居
住
者
の
官
職
の
委
員
会
と
説
明
し
た
（
そ
れ
は
正
し
く

機
知
で
あ
る
！
（R

ichger

す
な
わ
ち
帝
国
居
住
者R

eichssassen

のW
ittheit！

））。
エ
ン
ネ
ンE

nnen

も
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
与

え
ら
れ
て
い
る
叙
述
と
は
何
か
異
な
る
説
明
を
与
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
の
ギ
ル
ド
と
の
関
連
に
お
い
て
、
十
二
世
紀
か
ら

の
名
称
記
載
に
お
い
て
「
商
人
た
ち
の
兄
弟
団
体
」（fraternitas

m
ercatorum

）
と
言
及
し
た
、
商
業
目
的
お
よ
び
営
業
目
的
の
た
め
の

大
規
模
な
ギ
ル
ド
が
ケ
ル
ン
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（E

nnen
u.
E
ckertz,

Q
uellen

I.
148
f.

）。
そ
れ
は
、
名
望
と
重
要
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性
を
獲
得
し
た
市
民
階
級
の
す
べ
て
の
諸
要
素
、
廷
臣
た
ち
の
よ
う
に
自
由
な
、
小
売
商
人
た
ち
お
よ
び
手
工
業
者
た
ち
の
よ
う
に
大
規
模

な
商
人
た
ち
を
包
含
し
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
入
会
料
と
傷
の
な
い
評
判
だ
け
が
採
用
の
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
�cives

市
民
た

ち
�
と
同
一
の
も
の
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
大
市
民
権das
gro�

e
B
ürgerrecht

と
商
業
の
権
利R

echt
zum

H
andel

を
付
与
す
る
と
い
う
権
利
を
も
ま
た
、
有
し
て
い
た
。
後
に
は
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
彼
ら
と
並
ん
で
形
成
さ
れ
る
純
粋
な
商
人

ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
（
商
人
兄
弟
団
体K

aufm
annsbrüderschaft

）、
フ
ラ
テ
ル
ニ
タ
ス
・
ヴ
ィ
ー
ニ
（
ぶ
ど
う
酒
兄
弟
団
体frater-

nitas
vini

）
に
対
し
て
与
え
た
。
後
者
の
模
範
に
従
っ
て
、
や
が
て
織
物
職
工
イ
ン
ヌ
ン
グ
お
よ
び
そ
の
他
の
ツ
ン
フ
ト
が
形
成
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
新
た
な
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
に
対
し
て
、
い
ま
や
「
古
い
フ
ラ
テ
ル
ニ
タ
ス
・
メ
ル
カ
ト
ー
ル
ム
」（
商
人
た
ち
の
兄
弟
団
体frater-

nitas
m
ercatorum

）
は
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
に
お
い
て
そ
の
継
続
物
を
見
出
し
（
そ
れ
ゆ
え
思
う
に
た
だ
名
称
だ
け
を
変
更
し
て
）、

そ
し
て
、
こ
の
理
由
か
ら
、
さ
ら
に
全
く
特
別
に
す
べ
て
の
商
業
問
題
と
営
業
問
題
に
お
い
て
、
最
上
級
の
監
督
の
権
利
を
行
使
し
た
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
、�
営
業
保
護
の
原
則
を
最
も
極
端
な
諸
帰
結
に
至
る
ま
で
追
求
す
る
�
と
言
う
任
務
を
引
き
受
け
た
か
ら
で

あ
る
（S.543

）。
全
く
当
然
に
、
エ
ン
ネ
ン
は
、
こ
の
場
合
に
、�
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
「
起
源
」
と
「
法
領
域
」
は
「
商
人
」
制

度
の
中
に
求
め
ら
れ
�
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（S.541

）、
そ
し
て
、
古
い
自
由
な
土
地
を
所
有
す
る
氏
族
た
ち
は
、
後
に
な
っ
て
初
め

て
�
そ
の
起
源
を
主
と
し
て
動
的
資
本
に
負
う
と
こ
ろ
の
、
ひ
と
つ
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
〔
社
団
〕
に
加
入
す
る
�
と
い
う
決
心
を
し
た
こ

と
（S.546

）、
と
の
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
首
尾
一
貫
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
の
解
釈
全
体
は
、
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
。
十
二

世
紀
の
半
ば
頃
に
言
及
さ
れ
る
フ
ラ
テ
ル
ニ
タ
ス
・
メ
ル
カ
ト
ー
ル
ム
は
、
徹
底
し
て
、
後
に
多
く
の
イ
ン
ヌ
ン
グ
に
分
裂
し
た
商
人
た
ち

の
大
商
業
ギ
ル
ド
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
は
、
は
る
か
に
よ
り
古
い
、
決
し
て
商
業
利
益
と
営
業
利

益
を
予
期
せ
ず
、
全
く
一
般
的
に
自
由
と
権
利
の
保
護
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
旧
自
由
民
た
ち
の
保
護
ギ
ル
ド
で
あ
る
。
リ
ッ
ヒ
ャ
ー

ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
は
、
資
本
に
で
は
な
く
、〈
む
ろ
ん
古
い
自
由
な
土
地
占
有
者
た
ち
に
よ
っ
て
同
時
に
経
営
さ
れ
る
大
商
業
の
結
果
に
お
い
て
、

資
本
が
事
実
上
す
ぐ
に
圧
倒
的
な
意
義
を
も
っ
て
そ
れ
に
加
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
土
地
占
有
に
基
づ
い
て
い
た
。
商
業
問
題
と
営
業
問
題
に

お
け
る
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
官
憲
的
な
諸
権
利
は
、
そ
れ
の
起
源
と
そ
れ
の
権
利
の
特
別
な
営
業
的
関
係
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、

（
一
〇
四
）
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〈
そ
れ
が
完
全
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
初
め
か
ら
、
都
市
の
、
参
審
員
ま
た
は
ラ
ー
ト
に
移
行
し
て
い
な
い
、「
す
べ
て
の
」
諸
権
利
の

担
い
手
、
従
っ
て
営
業
保
護
の
担
い
手
で
も
あ
っ
た
ゆ
え
に
〉、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
に
当
然
に
値
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ッ
ヒ
ャ
ー

ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
が
市
民
団
体
全
体
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
で
は
な
く
、「
完
全
」
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
市
民
た
ちcives

を
代
表
し
、
そ
れ
は
、
市
民
た
ち
の
家
に
お
い
て
（in

dom
o
civium

）
集
合
し
（W

eisth.
v.
1258

§
37

）、
そ
し
て
、
そ
れ
の
み
で
参

審
員
た
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ラ
ー
ト
の
能
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
異
な
る
説
明
を
ラ
ン
ベ
ル
ト
も
ま
た
提
起
し
て
い
る
（L

am
-

bert
II.
S.
228

―309
）。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
を
（
古
い
保
護
の
た
め
で
は
な
く
）
新
た
な
自
由
の
獲
得
の
た
め

に
、
一
一
〇
六
年
ま
た
は
一
一
一
二
年
に
締
結
さ
れ
た
、
ケ
ル
ン
の
監
察
官
た
ち
の
「
新
た
な
」
共
同
誓
約
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
名
称

を
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
は
、�R

eich
ラ
イ
ヒ
�
か
ら
導
き
、
宣
誓
者
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
帝
国
と
の
直
接
の
関
係
を
示
唆
し
よ
う
と
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

（
４４
）

そ
れ
は
、
ア
ル
ノ
ル
ト
の
見
解
で
あ
る
（A

rnold
l.c.
S.
404

）。
ウ
ィ
ル
ダ
（W

ilda
S.
185

）
は
、
フ
ラ
ー
ト
レ
ス
・
ス
カ
ビ
ノ
ー
ル

ム
（fratres

scabinorum

陪
席
判
事
〔
審
判
人
〕
た
ち
の
兄
弟
た
ち
）
を
単
な
る
監
督
者
（A

nw
ärter

）
と
み
な
し
て
い
る
。
ラ
ン
ベ
ル

ト
（L

am
bert

II.S.183
f.

）
は
、
参
審
員
職
の
た
め
の
予
備
学
校
、
あ
る
程
度
ま
で
�
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
�
と
み
な
し
て
い
る
。
エ
ン
ネ
ン
（E

n-

nen
I.S.404.405.

）
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
（
参
審
員
兄
弟
団
体
）
を
、
ケ
ル
ン
に
お
け
る
「
自

由
な
荘
園
占
有
者
」
の
「
最
古
の
」
結
合
体
、
そ
し
て
そ
れ
も
、
蓋
然
性
に
よ
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
参
審
員
た
り
う
る
「
す
べ
て
の
」
自
由

民
の
結
合
体
と
、
説
明
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
、
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
み
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
４５
）

W
ilda

S.
71
f.
152

f.

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
に
お
け
るH

ezlagh
（S.

71.
152.

）、
フ
レ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
カ
ヌ
ー
ト
ギ
ル
ド

（K
anutsgilde

）（S.159

）
は
、
そ
の
よ
う
な
ス
ン
マ
・
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
（sum

m
a
convivia

最
高
の
共
同
生
活
）
ま
た
は
コ
ン
ヴ
ィ

ヴ
ィ
ア
・
コ
ン
ユ
ラ
ー
タ
（convivia

conjurata

共
同
誓
約
さ
れ
た
共
同
生
活
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
も
と
も
と
世
襲
地
に

居
住
す
る
全
て
の
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
を
包
含
し
た
が
（S.74

―77

）、
そ
し
て
、
後
に
は
、
導
入
さ
れ
る
世
襲
制
の
ゆ
え
に
完
全
市
民
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ギ
ル
ド
か
ら
旧
市
民
ギ
ル
ド
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
４６
）

ウ
ィ
ル
ダW

ilda
S.146.B

eispiel
im
A
nhang.

〔
付
録
に
お
け
る
例
〕。

（
４７
）

W
ilda
S.147

f.

〈
市
民
、
聖
職
者
お
よ
び
帰
属
を
包
含
し
、
一
人
の
長
官praefectus

、
一
人
の
長
老A

lterm
ann

、
お
よ
び
十
二
人
の

裁
判
官
た
ち
を
も
ち
、
そ
し
て
、
都
市
特
権
の
担
い
手
と
し
て
現
れ
た
〉
エ
ー
ルA

ire

に
お
け
る
友
人
団
体am

icitia

の
例
。
お
よ
び
、
オ

ラ
ン
ダ
の
諸
都
市
に
お
け
る
友
人
団
体
（
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プvroedscappen

）。

（
４８
）

W
ilda
S.152.H

egel
II.S.367

f.D
ucange,G

lossar
verbo “

com
m
une ”

（
コ
ム
ネ
と
い
う
語
の
注
釈
）。

（
４９
）

H
ontheim

,
hist.

T
revir.

dipl.
I.
S.
594.

595.

「
我
々
が
現
在
し
て
い
た
と
き
に
我
々
が
都
市
に
お
い
て
そ
れ
を
破
壊
し
た
と
こ
ろ
の
、

---

そ
し
て
そ
れ
が
後
に
繰
り
返
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
共
同
宣
誓
と
呼
ば
れ
る---

ト
リ
ー
ア
の
市
民
た
ち
の
共
同
団
体
は
、
破
棄
さ
れ
、
そ

し
て
、
無
意
味
な
も
の
へ
と
復
興
さ
れ
る
。」（C

om
m
unio

---
civium

T
revirensium

,
quae

et
conjuratio

dicitur,
quam

nos
in

civitate
destruxim

us
quum

praesentes
fuim

us
---
et
quae

postea
reiterata

est,
cassetur

et
in
irritum

revocetur.

）。
い

ま
や
古
い
完
全
自
由
は
滅
び
、
そ
し
て
、
参
審
員
は
、
司
教
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
、
そ
し
て
、
彼
に
宣
誓
さ
せ
ら
れ
た
。U

rk.
v.
1372

b.

H
ontheim

II.S.256.

（
５０
）

P
riv.v.1207

b.G
em
einer,U

rsprung
S.68：

「
も
し
何
ら
か
の
方
法
で
平
和
の
形
式
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
し
た
と
き
は
、---

も

し
そ
の
と
き
に
平
和
の
形
式
が
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
と
き
は
」（si

aliqua
pacis

form
a
statuta

fuerit; ---
si
nulla

tunc

form
a
pacis

statuta
fuerit.

）。P
riv.v.1230

b.H
und,M

etrop.Salisb.I.159.：

「
も
し
平
和
が
そ
の
時
代
に
宣
誓
さ
れ
た
都
市
に
お

い
て
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
た
だ
素
手
だ
け
を
も
っ
て
そ
れ
は
弁
護
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
真
に
市
民
た
ち
が
平
和
を
維
持
す
る

こ
と
を
宣
誓
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
罪
人
と
考
え
ら
れ
る
人
は
、
第
三
者
の
手
で
弁
護
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
々
の
間
に

は
、
名
前
を
挙
げ
ら
れ
た
人
々
〔
被
指
名
者
〕
と
呼
ば
れ
る
二
人
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。」（si

pax
eo
tem
pore

non
esset

in
civitate

jurata,sola
m
anu
se
expurgabit;si

vero
cives

pacem
servare

juraverunt,is
qui
reus

putatur
tertia

m
anu

se
expurga-

bit,inter
quos

sint
duo

qui
dicuntur

denom
inati.

）。
そ
れ
ゆ
え
、
古
い
平
和
ア
イ
ヌ
ン
グ
が
消
滅
し
、
そ
し
て
、
ま
だ
新
た
な
そ
れ

（
一
〇
六
）
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が
設
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
期
が
、
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

（
５１
）

A
rnold

I.S.320.321.

（
５２
）

H
egel

II.S.428.
P
riv.
v.
1156

b.
Schannat

S.
76：

「
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
市
民
た
ち
の
誓
約
の
こ
と
を
全
く
記
憶
し
て
い
な
い
我
々
は
、

皇
帝
の
平
和
を
彼
ら
に
文
書
で
伝
え
た
。」（devotionis

civium
W
orm
atiensium

haud
im
m
em
ores,

pacem
im
perialem

eis

tradidim
us.

）。

（
５３
）

そ
れ
ゆ
え
、
一
一
二
〇
年
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
設
立
証
書
は
、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
は
法
廷
（forum

）
を
商
人
た
ち
の
宣
誓
し
た
ア
イ
ヌ
ン

グ
（quadam

conjuratione
あ
る
点
ま
で
共
同
宣
誓
）
を
も
っ
て
設
置
し
、
そ
し
て
、
法
廷
の
二
十
四
人
の
共
同
宣
誓
者
た
ち
（conjurati

fori

）
が
平
和
処
理
の
た
め
に
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
５４
）

例
え
ば
、
一
一
二
〇
年
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
設
立
証
書：

「
債
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
自
由
な
財
産
を
有
す
る
市
民
は
、
都
市
の
中
に

ひ
と
つ
の
境
界
地
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
。」（burgensis,

qui
proprium

non
obligatum

sed
liberum

valens
m
archam

unam
in

civitate
habuerit.

）。A
rnold

I.S.238.
を
も
見
よ
。

（
５５
）

A
rnold

I.S.141

―142.

（
５６
）

こ
の
こ
と
を
ツ
ェ
プ
フ
ルZ

öpfl
§
45.V

III

も
ま
た
、
指
摘
し
て
い
る
。

（
５７
）

G
em
einer,C

hronik
I.514.II.27

―30.
101.

105.
111.

119.
122.

123.
142.

（
十
四
世
紀
半
ば
か
ら
の
都
市
平
和
ア
イ
ヌ
ン
グ
）。
同

時
に
、
職
務
が
構
成
さ
れ
、
ラ
ー
ト
が
変
化
さ
せ
ら
れ
た
。

（
５８
）

例
え
ば
、〈
特
別
の
保
証
諸
規
定
（Sicherheitsbestim

m
ungen

）
が
若
干
の
期
間
に
つ
い
て
作
ら
れ
た
〉
一
三
五
六
年
に
は
（G

em
einer

II.S.94.95.

）、
そ
う
で
あ
る
。

（
５９
）

ほ
ん
ら
い
原
則
的
な
重
い
刑
罰
と
し
て
の
都
市
外
追
放
（Stadtverw

eisung
）
の
頻
繁
さ
を
、
あ
ら
ゆ
る
都
市
法
が
証
明
し
て
い
る
。

例
え
ば
、Z

öpfl

に
お
け
る
バ
ン
ベ
ル
ク
法
、
あ
る
い
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
関
す
るF

rensdorff
S.168.

を
参
照
せ
よ
。

（
６０
）

以
下
、
第
三
十
四
章
、
お
よ
び
、
第
二
部
を
参
照
せ
よ
。

２５２ 駿河台法学 第２６巻第１号（２０１２）
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（
６１
）

参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
の
こ
の
意
義
を
極
め
て
よ
く
ホ
イ
ス
ラ
ー
（H

eusler

）
は
、
彼
の
バ
ー
ゼ
ル
の
組
織
体
制
史
（V

erfassungs-

geschichte
von
B
asel

S.461

―490

）
の
付
録
の
中
で
浮
き
彫
り
に
し
た
。
フ
ラ
ン
ド
ル
と
北
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
、prim

us

oder
m
ajor

scabinus

（
主
席
ま
た
は
長
老
陪
席
判
事
）
が
対
応
し
て
い
る
。W
arnk

önig,frandr.Staats＝
und

R
echtsgesch.I.379.

H
egel

II.366.

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
と
く
に
ト
リ
ー
ア
（U

rk.v.1202.1305.1396
b.H
ontheim

II.15.32.

301.
）
と
ケ
ル
ン
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。L

am
bert

II.183

を
も
ま
た
見
よ
。
メ
ッ
ツM

etz

と
ト
ゥ
ー
ルT

oul

に
お
け
る
類
似
の
現
象
に
つ

い
て
は
、H

eusler
S.465

―472.

を
見
よ
。

（
６２
）

E
nnen

I.S.620.H
eusler

S.463.L
am
bert

II.177
f.

そ
れ
ゆ
え
仲
裁
裁
判
官
た
ち
は
、
一
二
五
八
年
に
、
彼
ら
が
〈
古
く
か
ら
「
ケ

ル
ン
市
の
政
府
」
は
参
審
員
た
ち
の
手
に
置
か
れ
て
き
て
い
る
〉
と
語
っ
た
場
合
に
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
不
当
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
６３
）

リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
役
人
た
ち
（officiales
de
R
icherzecheit

）
と
マ
ギ
ス
タ
ー
・
キ
ー
ヴ
ィ
ウ
ム
（m

agister
civium

市

長
）
の
こ
の
理
解
に
賛
成
を
物
語
る
の
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ａ．

彼
ら
が
、
さ
ら
に
後
に
な
っ
て
、
ス
カ
ビ
ー
ヌ
ス
た
ち
（
陪
席
判
事
た
ちscabini

）
と
コ
ン
ス
ル
た
ち
（
執
政
官
た
ちconsules

）
の

中
間
の
特
別
の
同
僚
と
し
て
現
れ
て
い
る
証
書
。
例
え
ば
、E

nnen
u.
E
ckertz

I.
329

に
お
け
る
証
書：

「
裁
判
官
た
ち
、
陪
席
裁
判
官

た
ち
、
彼
ら
の
公
務
を
忠
実
に
勤
め
る
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
役
人
た
ち
、
そ
し
て
、
ケ
ル
ン
市
の
コ
ン
ス
ル
た
ち
」（judices,

scabini,officiales
de
R
icherzecheit,qui

officia
sua
deservierunt,et

consules
civitatis

C
oloniensis.

）。
最
後
〔
の
部
分
〕
に

同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
反
復
さ
れ
、
そ
し
て
、
と
く
に
（
二
人
の
裁
判
官
、
一
六
人
の
陪
席
裁
判
官
、
一
六
人
の
役
人
、
八
人
の
コ
ン
ス

ル
が
）名
指
し
さ
れ
て
い
る
、
同
じ
書
き
出
し
を
も
つ
、
エ
ン
ネ
ンE

nnen
I.S.634,

エ
ン
ネ
ン
お
よ
び
エ
ッ
ケ
ル
ツE

nnen
u.E
ckertz

III.S.418
u.447

に
お
け
る
一
二
九
七
年
の
証
書
。

ｂ．

「
両
者
」
と
も
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
か
ら
選
出
さ
れ
る
二
人
の
市
長
（B

ürgerm
eister

）
の
存
在
。E

nnen
und

E
ckertz

II.383.

両
者
の
意
味
が
同
一
で
あ
り
、
両
者
が
同
じ
時
期
に
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
二
倍
の
数
字
は
そ
の
よ
う
に
早
い
時

代
に
お
い
て
は
説
明
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

（
一
〇
八
）
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ｃ．

新
た
に
公
刊
さ
れ
た
諸
証
書
に
よ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
に
、
オ
フ
ィ
キ
ア
ー
レ
ス
（O

fficialen

役
人
た
ち
）
が
職
務
全
体
で
あ
る
と
い
う

以
前
の
見
解
に
固
執
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
〔
は
、
明
ら
か
で
あ
る
〕。E
nnen

I
542.

546.
547.

E
nnen

u.
E
ckertz

I.
145.

ま
た
、

A
rnold

I.S.407
f.

を
み
よ
。
異
説
、W

alter
l.c.
und

L
am
bert

II.
218
f.

後
者
は
、
オ
フ
ィ
キ
ア
ー
レ
ス
を
す
べ
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

と
み
な
そ
う
と
し
、
し
か
し
、
彼
ら
の
中
で
は
功
績
あ
る
市
長
た
ち
（deserviti

忠
実
に
勤
め
た
人
々
）
を
特
別
の
同
僚
と
見
よ
う
と
し

て
い
る
。
ニ
ッ
チ
ュN

itzsch

は
、�officium

公
務
�
の
中
に
「
荘
園
」
奉
仕
（H

ofdienst

）
を
見
て
い
る
。S.203

f.

（
６４
）

注
（
５０
）、
注
（
５７
）、
注
（
５８
）
を
参
照
せ
よ
。
そ
こ
か
ら
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
市
長
の
、
早
期
の
存
在
、
お
よ
び
、
初
め
に
も
か

か
わ
ら
ず
極
め
て
高
い
意
味
が
、
説
明
さ
れ
る
。

（
６５
）

A
rnold

I.320.321.H
eusler

S.463.

（
６６
）
「
皇
帝
の
委
任
に
基
づ
く
前
述
の
平
和
の
確
認
に
向
け
て
、〈
犯
罪
者
た
ち
お
よ
び
犯
罪
を
犯
し
た
者
た
ち
の
侵
入
に
つ
い
て
、
証
人
た

ち
か
ら
証
言
を
聞
き
、
そ
し
て
引
き
続
い
て
証
人
た
ち
の
真
実
性
を
判
定
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
〉
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
教
会
の
十
二
人
の
廷

臣
た
ち
と
二
十
八
人
の
市
民
た
ち
が
、
決
定
さ
れ
る
。---

あ
な
た
方
は
、
こ
の
都
市
の
平
和
の
守
ら
れ
る
べ
き
誠
実
の
ほ
か
に
、
第
一
級

の
優
れ
た
援
助
者
た
ち
と
助
言
者
た
ち
を
、〈
す
な
わ
ち
、
明
ら
か
に
《
あ
な
た
方
を
等
し
く
保
護
し
、
そ
し
て
、
も
し
誰
か
が
平
和
に
反

し
て
行
為
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
都
市
と
あ
な
た
方
の
命
令
、
正
義
、
名
誉
、
そ
し
て
、
幸
福
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
あ
な
た
方
の
も
と

で
彼
ら
が
改
善
し
、
そ
し
て
、
罰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
》---
ヴ
ィ
デ
ド
ミ
ー
ヌ
ム
〔
監
督
官
〕---

村
長
、
地
方
長
官
お
よ
び
裁
判
官
た
ち
〉

を
、
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（A

d
confirm

ationem
praedictae

pacis
ex
m
andato

im
periali

X
II
m
inisteriales

ecclesiae

W
orm
.
et
X
X
V
III
burgenses

statuentur,
qui
de
invasione

laedentium
et
laesorum

a
testibus

testim
onium

audiant
et

secundum
veritatem

testium
discernant

---
.
Super

integritate
hujus

pacis
conservando

prim
os
et
praecipuos

adju-

tores
et
consiliarios

habere
debetis,videlicet

---
videdom

inum
, ---
scultetum

,praefectum
et
judices

de
civitate,qui

vos

pariter
protegunt,et

si
quid

contra
pacem

factum
fuerit,sicut

im
perium

decet
et
justitiam

et
honorem

ac
com
m
odum

civitatis,vobiscum
em
endent

et
ulciscantur.

）

２５０ 駿河台法学 第２６巻第１号（２０１２）
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（
６７
）

注
（
５３
）
を
参
照
せ
よ
。
―H

egel,M
onatschrift

l.c.S.706
f.

（
６８
）

そ
れ
ゆ
え
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
裁
判
官
た
ち
（judices

）
は
、
彼
ら
が
コ
ン
ス
レ
ス
（consules

執
政
官
、
コ
ン
ス
ル
た
ち
）
と
名
づ
け

ら
れ
る
以
前
か
ら
出
現
し
て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
一
五
六
年
の
の
ち
極
め
て
す
ぐ
に
、
真
の
ラ
ー
ト
お
よ
び
参
審
員
た
ち
と
し
て
、
同

様
に
、
比
較
的
小
さ
な
諸
都
市
に
お
い
て
、
ラ
ー
ト
の
「
性
質
」
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
一
方
で
は
、
彼
ら
は
、
し
ば
し
ば
（
例
え
ば
、
ハ

レ
お
よ
び
ゴ
ー
タ
に
お
け
る
よ
う
に
）
古
い
名
称
を
保
持
し
た
の
で
あ
る
が
。

（
６９
）
（
一
二
五
八
年
以
前
の
）
最
古
の
コ
ン
ス
ル
た
ち
は
、
ブ
ー
ル
シ
ャ
フ
ト
（B

urschaft

市
民
団
体
）
の
代
理
人
た
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に

見
え
る
。
エ
ン
ネ
ンE

nnen
I.
S.
633

―635,

同
書
注
５１
に
お
け
る
、
一
二
九
七
年
の
証
書
、
お
よ
び
、「
ケ
ル
ン
の
、
陪
席
裁
判
官
た
ち
、

教
区
の
役
人
た
ち
、
お
よ
び
、
市
民
た
ち
は
」（scabini,
officiales

parochiarum
ceterique

cives
C
oloniensis

）
の
よ
う
な
書
式
は
、

そ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
登
場
後
き
わ
め
て
速
や
か
に
、
こ
れ
ら
は
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
オ
フ
ィ
キ
ア
ー
リ
ス
た
ち
（officiales

役
人

た
ち
）
と
融
合
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
書
式
に
お
い
て
は
、
参
審
員
た
ち
と
市
民
た
ち
の
間
に
は
、
ま
だ
ラ
ー
ト
だ
け
が
現

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ケ
ル
ン
の
、
裁
判
官
た
ち
、
陪
席
裁
判
官
た
ち
、
コ
ン
ス
ル
た
ち
お
よ
び
一
般
の
市
民
た
ち
は
」

（judices,scabini,consules
et
universi

cives
C
olonienses

）、
と
。
次
第
に
、
参
審
員
た
ち
は
、〈
こ
の
こ
と
を
す
で
に
「
ケ
ル
ン
の
、

裁
判
官
た
ち
、
陪
席
裁
判
官
た
ち
、
コ
ン
ス
ル
た
ち
お
よ
び
そ
の
他
の
市
民
た
ち
は
」（judices,

scabini
ceterique

consules
et
cives

C
olonienses

）
と
い
う
書
式
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
〉、
ラ
ー
ト
の
第
一
等
の
席
と
も
な
っ
た
。
最
後
に
、scabini

（
陪
席
裁
判
官
た
ち
）

は
、
全
く
も
は
や
特
別
に
は
挙
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。E

nnen
I.
S.
629.

630.
632.

633.
634.

に
お
け
る
諸
書
式
を
参
照
せ
よ
。
ガ
ウ
プ

（G
aupp

S.244

）
と
ア
ル
ノ
ル
ト
（A

rnold

）
の
「
コ
ン
ス
ル
た
ちconsules

は
、
参
審
員
団
か
ら
排
除
さ
れ
た
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ

の
一
部
の
委
員
会
と
し
て
成
立
し
た
」
と
す
る
仮
定
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
支
持
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、H

egel,

M
onatschrift

l.c.
S.
184.

185.

を
見
よ
。
反
対
は
、
と
く
に
、
仲
裁
裁
判
官
（Schiedsrichter

）
た
ち
を
、「
そ
の
人
々
の
間
に
〔
訴
訟

が
〕
あ
る
と
こ
ろ
の
人
々
の
た
め
に
、
市
民
た
ち
の
共
同
体
の
古
代
の
慣
習
に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
有
徳
の
人
々
お
よ
び
熟
慮
あ
る
人
々
が
、

都
市
の
助
言
に
向
け
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」（quod

ab
his,quorum

interest,de
antiqua

consuetudine
de
com
m
u-

（
一
一
〇
）
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nitate
civium

quidam
probi

et
prudentes

assum
i
possunt

ad
consilium

civitatis.

）
と
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
一
二
五
八

年
の
ラ
ウ
ド
ゥ
ム
（L

audum

）
か
ら
も
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
二
五
九
年
に
お
い
て
は
、
市
長
た
ち
お
よ
び
参
審
員
た
ち
に
対
し
て

訴
え
を
提
起
し
、
そ
し
て
、
ツ
ン
フ
ト
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
に
よ
る
市
長
職
お
よ
び
参
審
員
職
の
任
命
を
要
求
し
た
の
は
、「
コ
ン
ス
ル
た
ち
、
兄

弟
団
体
た
ち
、
共
同
体
の
民
衆
、
そ
し
て
、
一
般
に
市
民
た
ち
の
全
て
の
団
体
」（consules,

fraternitates,
populus

com
m
unitatis

et

generaliter
tota

universitas
civium

）
で
あ
っ
た
。E
nnen

und
E
ckertz

II.
416

に
お
け
る
一
二
五
九
年
の
証
書
に
お
い
て
も
ま
た
、

明
示
的
に
、
市
参
事
会
（consilium

）
に
お
い
て
は
、
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
構
成
員
た
ち
と
都
市
の
家
々
の
役
人
た
ち
（officialen

）

と
が
こ
れ
を
占
め
た
こ
と
が
、
示
さ
れ
て
い
る
。
最
古
の
ラ
ー
ト
の
中
に
―
―
十
三
世
紀
の
初
め
に
お
い
て
十
五
氏
族
の
諸
家
族
の
代
表
と

し
て
設
立
さ
れ
た
―
―
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
の
し
か
る
べ
き
役
人
た
ち
の
特
別
の
固
定
的
な
委
員
会
を
認
め
る
ラ
ン
ベ
ル
ト
（L

am
-

bert

）
は
、
一
二
五
八
年
に
は
�
例
外
状
態
�
が
支
配
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
援
用
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
証
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
を

支
え
て
い
る
。II.

S.
314
f.

彼
に
よ
れ
ば
、
初
め
て
一
二
七
七
年
な
い
し
一
二
九
七
年
に
成
立
し
た
「
さ
ら
な
る
」
ラ
ー
ト
は
、
教
区
の
代

表
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。II.
332
f.

そ
の
他
の
諸
見
解
は
、E

ichhorn
l.c.
II.
174.

188.
N
itzsch

S.
300

―323.
H
üllm
ann

II.
S.
446
f.

W
ilda
S.
189.

B
arthold

I.
159
f.

―
さ
ら
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
狭
い
ラ
ー
ト
は
い
つ
で
も
ま
だ
「
庶
民
の
」
制

度
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
は
、〈
さ
ら
に
リ
ッ
ヒ
ャ
ー
ツ
ェ
ッ
ヒ
ェ
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
手
工
業
ツ
ン
フ
ト
を
「
決
し
て
」

包
含
し
な
か
っ
た
〉
完
全
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
代
理
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ン
ベ
ル
ト
に
対
し
て
は
、
狭
い
ラ
ー
ト
が
�
都
市
貴
族
的
�
で
あ
っ

た
こ
と
が
同
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
７０
）

H
egel

II.S.402

―406.419

―422.A
rnold

I.S.409
f.

マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
一
二
一
一
年
の
参
審
員
証
書
に
含
ま
れ
る
一
一

八
八
年
の
ヴ
ィ
ッ
ヒ
マ
ン
の
特
権
（das

im
Sch
öffenbrief

v.
1211

enthaltene
W
ichm

annsche
P
rivileg

）
は
、
ラ
ー
ト
に
つ
い
て

何
も
言
及
し
て
い
な
い
。T

zschoppe
u.
Stenzel

S.
266
f.
§
8.
9.

そ
れ
と
は
反
対
に
、
一
二
六
一
年
に
は
、
ラ
ー
ト
は
、
参
審
員
と
並

ん
で
存
在
し
て
い
る
。Ib.S.351.§

3.

参
審
員
は
、
そ
の
後
、
ラ
ー
ト
の
一
部
と
な
り
、
一
二
九
四
年
に
は
、
し
か
し
再
び
〔
ラ
ー
ト
の
〕

外
に
出
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
ウ
ル
ム
に
お
い
て
は
、
参
審
員
が
第
一
の
ラ
ー
ト
の
席
と
な
り
、
市
民
委
員
会
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（B
ürgerausschu�

）
は
第
二
の
席
と
な
っ
た
。

（
７１
）

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
一
二
五
五
年
の
証
書
（R

ied
I.
442

）
に
お
い
て
初
め
て
コ
ン
ス
ル
た
ち
（consules

）
の
名
が
登

場
し
て
い
る
（m

agister
et
consules

civitatis

〔
都
市
の
市
長
と
コ
ン
ス
ル
た
ち
〕）。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、〈
以

前
に
は
一
一
二
〇
年
の
設
立
証
書
（G

ründungsurkunde

）
と
み
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
〉
既
に
十
三
世
紀
の
都
市
記
録
（Stadtrodel

）

（Schreiber,U
rkb.I.S

.1f .

）
の
中
で
は
、
か
つ
て
の
二
十
四
人
の
共
同
誓
約
者
た
ち
（conjurati

）
は
コ
ン
ス
ル
た
ち
（consules

）

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
後
に
は
や
が
て
古
い
名
称
も
再
び
登
場
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ル
ム
ス
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ル
ノ
ル
ト
は
、

〈Schannat
S.
62

に
お
け
る
一
一
〇
六
年
の
証
書
の
中
に
、
漁
師
の
ツ
ン
フ
ト
（F

ischerzunft

）
が
都
市
人
た
ち
の
共
同
の
助
言
者
で

あ
る
司
教
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
〉
す
で
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
の
下
に
一
つ
の
ラ
ー
ト
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
仮
定
は
極
め
て
大
胆
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（H

egel
II.S.428,M

onatschrift
l.c.S.176

f.

）
に
同

意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
完
全
市
民
の
総
体
ま
た
は
そ
の
よ
り
名
望
の
あ
る
部
分
が
何
ら
か
の
役
所
的
な
性
格
な
し
に
司
教

に
よ
っ
て
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
機
的
組
織
（O

rganisation

）
の
欠
缺
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
司
教
が
、
市

民
た
ち
（cives

）、
よ
り
良
い
市
民
た
ち
（m

eliores

）、
よ
り
影
響
力
あ
る
市
民
た
ち
（potentiores

）、
権
力
を
有
す
る
市
民
た
ち
（ditiores

cives

）
の
助
言
ま
た
は
同
意
を
求
め
る
と
こ
ろ
の
、
別
の
箇
所
に
関
し
て
も
、
こ
れ
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ア
ル
ノ
ル
ト

（A
rnold

I.
313

f.

）
が
す
で
に
最
古
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
法
に
お
い
て
ラ
ー
ト
の
痕
跡
を
発
見
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
も
っ

と
弱
い
根
拠
の
う
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
７２
）

ア
ル
ノ
ル
ト
は
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
お
い
て
一
一
一
一
年
に
ラ
ー
ト
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
て
い
る
。U

rk.
b.
R
em
ling

S.

89：

何
び
と
も
貨
幣
を
「
市
民
た
ち
の
共
同
の
助
言
な
し
に
は
」（nisi

com
m
uni

civium
consilio

）
減
少
す
べ
き
で
は
な
い
。
反
対
に
、

H
egel

II.
431,

M
onatschrift

l.c.
S.
180
f.

を
見
よ
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
有
機
的
組
織
の
欠
缺
が
そ
の
存
在
よ
り
以
前
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
一
一
九
八
年
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
特
権
（P

hilipp ’s
v.Schw

aben
d.1198

R
em
ling
S.137.

（
注
（
７５
）
を
参
照

せ
よ
））
は
、
ラ
ー
ト
を
全
く
明
示
的
にK

.
H
einrich

の
皇
帝
の
制
度
と
名
づ
け
て
い
る
。（
ア
ル
ノ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世

（
一
一
二
）
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が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
六
世
が
、
考
え
ら
れ
て
い
る
。）。
フ
ュ
ル
ス
ト
的
な
諸
都
市
に
関
し
て
は
、
以
下
、
第
三
十
章

を
参
照
せ
よ
。

（
７３
）

そ
の
よ
う
な
成
立
を
、
ラ
ー
ト
は
、
例
え
ば
、〈
コ
ム
ー
ネ
が
ラ
ー
ト
を
大
司
教
に
対
立
し
て
浸
透
さ
せ
る
最
初
の
試
み
を
、
一
一
六
二

年
に
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
に
よ
っ
て
布
告
さ
れ
た
彼
ら
の
城
壁
の
破
壊
と
彼
ら
の
諸
特
権
の
無
効
化
に
よ
っ
て
、
償
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
〉
マ
イ
ン
ツ
に
お
い
て
有
し
た
。A

rnold
I.S.367

f.

バ
ー
ゼ
ル
（H

eusler
S.74.99

―106.146
f.

）、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
（B

luntschli
I.

S.140.

）、
そ
し
て
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
お
よ
び
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
よ
う
に〈
司
教
が
決
し
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
完
全
に
は
獲
得
し
な
か
っ
た
〉

そ
の
他
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
発
展
は
平
和
的
で
あ
っ
た
。
参
審
員
制
を
も
た
な
い
王
国
の
宮
廷
諸
都
市
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
第
三
十

章
を
参
照
せ
よ
。
―
―
ア
ル
ノ
ル
ト
と
ホ
イ
ス
ラ
ーA

rnold
I.S.172

f.u.H
eusler

l.c.

が
〈
す
で
に
早
期
に
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
（
廷

臣
た
ち
）
と
並
ん
で
、
時
お
り
言
及
さ
れ
る
よ
り
良
い
市
民
た
ちm

eliores
cives

ま
た
は
よ
り
影
響
力
の
強
い
市
民
た
ちpotentiores

cives

を
含
む
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〉
司
教
の
コ
ン
シ
ー
リ
ウ
ムconsilium

〔
会
議
〕
か
ら
の
ラ
ー
ト
の
形
成
を
認
め
、
そ
し
て
、
お
そ

ら
く
全
く
確
か
に
イ
タ
リ
ア
か
ら
由
来
す
る
（H

egel,M
onatschr.l.c.S.703

f.

）〈B
eirathen

〔
助
言
す
る
こ
と
〕
で
は
な
くB

erathen

〔
審
議
す
る
こ
と
〕
を
指
摘
す
る
〉
名
称
を
そ
れ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
さ
ら
に
こ
の

点
に
お
い
て
、〈
ラ
ー
ト
の
本
来
の
形
成
要
素
が
、
司
教
へ
の
依
存
で
は
な
く
、
司
教
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
反
対
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉

た
だ
偶
然
的
お
よ
び
外
的
な
関
連
点
だ
け
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
７４
）

A
rnold

I.S.213.

（
７５
）

我
々
は
、
時
お
り
す
で
に
早
い
時
代
に
お
い
て
、
同
時
に
「
統
治
す
る
」
そ
し
て
「
代
理
す
る
」
当
局
と
し
て
の
ラ
ー
ト
の
地
位
が
言

明
さ
れ
る
の
を
見
て
い
る
。
レ
ム
リ
ン
グR

em
ling

S.
137

に
お
け
る
一
一
九
八
年
の
特
権
は
、
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
さ
ら
に
そ
れ

か
ら
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
幸
福
王
の
聖
職
授
与
式
に
続
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
皇
帝
記
録
の
神
聖
な
都
市
に
、
我
々
の
保
証
と
同
様
に
王
の
支
配

の
保
証
に
よ
っ
て
、
都
市
が
自
由
を
持
た
ん
が
た
め
に
〈
誓
約
に
よ
っ
て
《
全
体
の
人
々
に
よ
り
良
い
こ
と
が
可
能
で
あ
ら
ん
こ
と
に
》
義

務
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
〉
市
民
た
ち
か
ら
選
ば
れ
る
べ
き
十
二
人
の
人
々
が
配
慮
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
助
言
で
都
市
が
統
治
さ
れ
る
こ
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と
に
、
同
意
す
る
。」（praeterea

secundum
ordinationem

H
enrici

felicis
m
em
oriae

im
peratoris

augusti
civitati

tam
aucto-

ritate
dom
ini
regis

quam
nostra

indulsim
us,ut

libertatem
habeat,X

II
ex
civibus

eligendi,qui
per
juram

entum
ad
hoc

constringantur,
ut
universitati

prout
m
elius

possint
et
sciant

provideant
et
eorum

consilio
civitas

gubernetur.

）
と
。

U
rk.v.1233

f.E
m
m
erich

b.
L
acom

blet
II.
100：

「
前
述
の
Ｅ
市
に
お
い
て
は
、
そ
の
市
民
た
ち
は
〈
そ
の
人
々
の
助
言
に
よ
っ
て
同

市
が
統
治
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
〉
十
二
人
の
陪
席
裁
判
官
た
ち
を
ツ
ー
ト
フ
ァ
ニ
エ
ン
ス
の
慣
習
に
従
っ
て
選
挙
し
、
そ
し
て
、
任
命
す
る
。」

（in
dicta

civitate
E
.cives

suos
eligent

et
constituent

X
II
scabinos

secundum
m
orem

Z
utphaniensem

,quorum
consilio

eadem
civitas

regatur.

）。（
そ
れ
ゆ
え
陪
席
裁
判
官scabini

の
名
称
、
ラ
ー
ト
の
性
質
）。U

rk.
v.
1267.

L
üb.
U
rkb.

I.
291：

「
彼
ら

に
よ
っ
て
都
市
自
身
が
統
治
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
市
民
た
ち
自
身
が
」（ipsi

burgenses
de
L
ubeke,per

quos
ipsa

villa

regitur.

）。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
、U

rk.
v.
1277

im
U
rkb.

des
B
isthum

s
L
ü beck

N
r.
260：

「
そ
の
人
々
へ
と
民
衆
が
意
思
と

権
力
を
移
転
す
る
と
こ
ろ
の
都
市
の
コ
ン
ス
ル
た
ち
」（consules

civitatis,in
quos

populus
et
voluntatem

et
potestatem

transtu-

lit.

）。

（
７６
）

ラ
ー
ト
と
裁
判
所
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、A

rnold
I.S.

280
f.
H
eusler

S.
148
f.

。
ほ
と
ん
ど
至
る
と
こ
ろ
で
、
ラ
ー
ト
自

身
が
裁
判
所
で
あ
っ
た
移
行
期
が
登
場
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
二
四
九
年
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
第
三
都
市
法
と
一
二
七
〇
年
の
宣
誓
証
書

（Schw
örbrief

）
は
、
市
長
を
裁
判
官
と
、
ラ
ー
ト
を
判
決
発
見
者
と
〔
述
べ
〕、
こ
れ
と
は
反
対
に
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
と
参
審
員

（Sch
öppen

）
を
た
だ
下
級
裁
判
所
〔
で
あ
る
と
し
て
い
る
〕。
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
す
で
に
一
二
六
〇
年
に
は
、
裁
判
官

は
ラ
ー
ト
の
下
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、U

rk.b.R
ied
I.S.461：

「
執
政
官
た
ち
、
ラ
ー
ト
の
裁
判
官
た
ち
」（consules,

judices
R
atispon

）。
―
―B

ethm
ann＝

H
ollw
eg
S.159

f.
は
、
ロ
ン
バ
ル
ド
の
諸
都
市
に
関
し
て
、
ラ
ー
ト
は
初
め
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
な
仲
裁
裁
判
官
（Schiedsrichter

）
と
し
て
登
場
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
民
事
裁
判
権
を
獲
得
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
、

注
目
さ
せ
て
い
る
。

（
７７
）

ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
と
ギ
ル
ド
マ
イ
ス
タ
ー
か
ら
二
人
の
市
長
（B

ürgerm
eister

）
が
登
場
し
、
シ
ュ
ト
ラ
ス

（
一
一
四
）
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ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
参
審
員
マ
イ
ス
タ
ー
か
ら
ア
ン
マ
ン
マ
イ
ス
タ
ー
（A
m
m
anm
eister

郡
長
マ
イ
ス
タ
ー
）
が
登
場
し
、
レ
ー
ゲ
ン

ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
宣
誓
し
た
ア
イ
ヌ
ン
グ
の
マ
イ
ス
タ
ー
か
ら
市
長
が
登
場
し
、
そ
の
他
の
諸
都
市
〔
の
市
長
〕
は
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
ラ
ー
ト
マ
イ
ス
タ
ー
か
ら
登
場
し
た
。〈
最
古
の
市
長
た
ち
（m
agistri

civium

）
の
中
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
人
口
財
産
調
査
（cen-

sus

）
の
収
集
と
交
付
の
た
め
の
監
督
官
た
ち
（C

ensualen

）
の
司
教
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
役
所
を
認
め
る
〉
ラ
ン
ベ
ル
ト
（L

am
bert

II.

222
f.

）
は
、
も
ち
ろ
ん
異
な
る
見
解
で
あ
る
。

【
以
上
、
第
二
十
九
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
第
三
十
章

荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
の
諸
都
市
、
ま
た
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
土
地
に
お
け
る
諸
都
市
」
に
続
く
。】

第
三
十
章

荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
の
諸
都
市
、
ま
た
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
土
地
に
お
け
る
諸
（
１
）

都
市

そ
の
よ
う
に
し
て
、
王
国＝

司
教
的
な
諸
都
市
お
よ
び
若
干
の
帝
国
大
修
道
院
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
機
関
（G

e-

m
eindeorgan

）
そ
の
も
の
を
と
お
し
て
統
治
さ
れ
る
自
由
な
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
（B

ürgergem
einden

）
が
成
立
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
た
と
え
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
の
諸
ク
ラ
イ
ス
と
並
ん
で
お
よ
び
都
市
主
人
へ
の
一
部
の
依
存
に
お
い

て
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
す
で
に
都
市
の
本
来
の
代
理
人
と
し
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
十
二
世
紀
半
ば
以
来
す
で
に
都

市
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
は
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
そ
う
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
市
民
ゲ
マ
イ
ン

デ
は
、〈
い
ま
や
恒
常
的
な
参
審
員
制
を
と
お
し
て
完
全
な
自
由
に
保
持
さ
れ
た
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
れ
、
自
由
に
お
い
て
な
る

ほ
ど
時
お
り
制
限
さ
れ
た
が
し
か
し
抑
圧
は
さ
れ
な
か
っ
た
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
マ
ル
ク
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
れ
〉、
そ
の
自
由
な
マ
ル
ク

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
核
心
か
ら
、
司
教
ま
た
は
大
修
道
院
の
裁
判
権
（G

erichtsbarkeit

）
ま
た
は
裁
判
官
職
（V

ogtei

）、
時
お
り
は
ま

た
、
司
教＝

フ
ュ
ル
ス
ト
的
な
高
権
、
ま
た
は
、
王
国＝

司
教
的
な
高
権
と
い
う
〈
奉
仕
法
お
よ
び
荘
園
法
の
よ
り
高
い
諸
要
素
を
同
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一
の
自
由
に
上
昇
さ
せ
、
そ
し
て
、
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
融
合
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
こ
ろ
の
〉
中
間
的
な
構
成
部
分

を
と
お
し
て
、
そ
し
て
、
ア
イ
ヌ
ン
グ
制
度
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
従
属
性
か
ら
高
め
る
こ
と
を
と
お
し
て
、

成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
し
か
し
、
上
述
の
諸
都
市
に
お
い
て
、
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
原
初
の
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
時
代
に
適
合
す

る
継
続
的
形
成
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
古
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
新
た
な
コ
ム
ー
ネ
（K

om
m
une

自
治
都
市
）

の
関
連
が
一
般
的
に
証
明
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
の
諸
都
市
は
、
広
く
ド
イ
ツ
に
お
い
て
最
古
の
諸
都
市
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
中
で
ひ
と
た
び
発
展
し
た
都
市
（Stadt

）、
市
民
た
る
こ
と
（B

ürgerschaft

）、
都
市
の
平
和
（Stadtfriede

）、
都
市
法
（Stad-

trecht

）、
都
市
組
織
（Stadtverfassung

）
そ
し
て
都
市
の
ラ
ー
ト
（Stadtrath

）
の
諸
概
念
は
、
そ
の
後
に
成
立
し
た
諸
都
市
に

お
い
て
、
た
だ
派
生
的
な
適
用
を
見
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
十
一
世
紀
と
十
二
世
紀
に
お
い
て
〈
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
的
な
諸
町
村
（V

illen

）
と
そ
の
荘
園
法
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
発
生
し
た
〉
一
連
の
諸
都
市
が
立
ち
上
が
っ
た
と
き
、〈
よ
り
古

い
都
市
自
由
（Stadtfreiheit

）
が
新
た
な
都
市
自
由
の
典
型
か
つ
模
範
と
な
り
、
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
荘
園
法
の
諸
原
則
に
で

は
な
く
、
自
由
の
諸
原
則
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
〉、
こ
こ
で
も
ま
た
、
荘
園
法
的
な
要
素
を
「
形
成
す
る
こ
と
」
で
は
な
く
「
除

去
す
る
こ
と
」
が
、
発
展
の
内
容
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

�．

最
も
早
期
に
、「
国
王
の
」
個
々
の
「
国
庫
の
諸
ゲ
マ
イ
ン
デ
」（fiskalische

G
em
einden

des
K
önigs

）
が
、〈
そ
れ
ら
が

数
と
富
裕
で
あ
る
こ
と
を
と
お
し
て
有
力
で
あ
り
、
人
的
に
自
由
な
子
孫
た
ち
（H

intersassen

）（hom
ines

regii

王
の
人
々
）
の

強
い
混
合
を
と
お
し
て
独
立
し
て
い
た
〉
特
別
に
優
遇
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
、
都
市
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
と
立
ち
上
が
っ
た
。
ア
ー
ヘ

ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、
ウ
ル
ム
、
ヴ
ェ
ッ
ツ
ラ
ー
、
ゴ
ス
ラ
ー
ル
、
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ン
、
ハ
ー
ゲ
ナ
ウ
、
フ
リ
ー

デ
ベ
ル
ク
、
コ
ル
マ
ー
ル
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
エ
ス
リ
ン
ゲ
ン
、
お
よ
び
多
く
の
そ
の
他
の
そ
の
後
の
帝
国
諸
都
市
に
お
い
て
は
、

（
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住
民
た
ち
は
、
早
期
に
、
最
も
抑
圧
的
な
荘
園
法
的
な
公
課
と
奉
仕
か
ら
、
借
地
相
続
税
（B

esthaupt

）
と
死
亡
料
（Sterbefall

）

か
ら
、
恥
ず
べ
き
婚
姻
強
制
（E

hezw
ang

）
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
小
作
地
（Z

insgüter

）
に
つ
い
て
の
自
由
な
所
有

権
の
取
得
の
道
が
開
か
れ
た
。
こ
れ
を
と
お
し
て
、〈
都
市
そ
の
も
の
の
中
に
存
在
す
る
自
由
な
諸
要
素
と
の
結
合
に
お
い
て
市
民
団

体
（B

ürgerschaft
）
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
自
由
な
住
民
（freie

E
inw
ohnerschaft

）
の
外
部
か
ら
の
流
入
が
可
能
な
ら
し
め
ら

れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
市
民
団
体
に
対
し
て
は
、
一
部
分
す
で
に
十
二
世
紀
の
半
ば
に
お
い
て
、
環
状
城
壁
の
内
部
に
お
け
る
裁
判
管

轄
、
特
別
の
都
市
平
和
、
開
市
権
（M

arktrecht

）
お
よ
び
商
業
の
優
遇
、
日
に
日
に
移
住
し
て
く
る
非
自
由
民
た
ち
の
返
還
請
求

の
禁
止
の
よ
う
な
、
最
も
重
要
な
都
市
の
諸
特
権
が
承
認
さ
れ
て
い
た
の
で
（
２
）

あ
る
。
外
的
な
自
由
と
と
も
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
内
的

な
自
由
が
、
手
に
手
を
携
え
て
や
っ
て
来
た
。
ま
ず
最
初
に
住
民
全
体
を
構
成
し
た
宮
中
伯
隷
属
民
（P

falzhörigen

）
の
上
層
階
級

と
下
層
階
級
で
あ
る
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
（
廷
臣
た
ち
）
と
隷
属
的
な
手
工
業
者
た
ち
と
の
間
に
、
人
的
に
自
由
な
定
住
者
た
ち

と
田
舎
か
ら
移
住
し
て
き
た
完
全
自
由
民
た
ち
か
ら
合
体
し
て
成
長
し
て
き
た〈
司
教
の
古
い
諸
都
市
の
都
市
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ（B

ur-

gensengem
einde

）
に
や
が
て
完
全
に
対
応
す
る
〉
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
入
り
込
み
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
自
由
な
市
民
の
中

核
と
な
り
、
都
市
生
活
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
は
じ
め
は
組
織
体
制
は
、
そ
の
他
の
荘
園
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
よ
う
に
、

奉
仕
従
者
た
ち
（D
ienstm

annen

）
の
参
審
員
制
を
伴
う
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
所
に
制
限
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
、
フ
ォ
ー
ク
ト

（
裁
判
官
）
ま
た
は
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
（
村
長
）
が
頂
点
に
立
つ
か
ど
う
か
、
固
定
的
な
ま
た
は
各
回
ご
と
に
招
集
さ
れ
る
参
審
員
仲

間
が
彼
の
側
に
立
っ
た
か
ど
う
か
、
の
点
に
お
い
て
の
み
、
多
か
れ
少
な
か
れ
前
進
し
た
自
由
が
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
市
民

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
発
展
と
と
も
に
、
十
二
世
紀
の
終
わ
り
お
よ
び
十
三
世
紀
の
初
め
以
来
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
ラ
ー
ト
の
組
織
体
制
が
、

次
第
に
現
れ
た
。
至
る
と
こ
ろ
で
、
ラ
ー
ト
の
核
心
を
形
成
し
た
の
は
、
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
代
表
す
る
委
員
会
（A

usschu�

）
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
委
員
会
は
、
奉
仕
従
者
の
参
審
員
団
（Schöffenkollleg
）
が
実
在
し
た
場
所
で
は
、
参
審
員
団
に
依
存
し
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て
―
―
第
二
次
的
な
参
審
員
席
（Schöffenbank

）
と
し
て
で
あ
れ
、
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
平
和
宣
誓
団
（F

riedensgesch-

w
orenenkolleg

）
と
し
て
で
あ
れ
―
―
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
（
３
）

あ
り
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
参
審
員
団
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
所

で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
直
接
発
展
し
た
の
で
あ
（
４
）

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
司
教
の
諸
都
市
に
お
け
る
よ
う
に
、
や
が
て
い
っ
た
ん
成
立
し

た
ラ
ー
ト
は
、
あ
る
い
は
速
や
か
に
、
あ
る
い
は
ゆ
っ
く
り
と
、
住
民
全
体
の
唯
一
の
当
局
そ
し
て
唯
一
の
機
関
へ
と
上
昇
し
、
そ
し

て
、
初
め
は
古
い
参
審
員
制
（Schöffenthum

）
を
、
最
終
的
に
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
官
職
そ
の
も
の
を
吸
収
（
５
）

し
た
。

本
来
の
王
の
諸
都
市
に
お
け
る
と
類
似
し
て
、
帝
国
封
土
と
し
て
聖
職
者
た
る
フ
ュ
ル
ス
ト
ま
た
は
世
俗
人
た
る
フ
ュ
ル
ス
ト
の
下

に
入
っ
た
も
と
も
と
の
王
の
土
地
に
お
い
て
、
都
市
の
自
由
が
発
展
（
６
）

し
た
。

�．

最
後
に
、
し
か
し
、
―
―
ほ
ん
ら
い
「
フ
ュ
ル
ス
ト
的
」
な
―
―
諸
都
市
の
、
や
が
て
広
範
に
最
も
多
数
の
階
級
と
な
っ
た
第

三
階
級
に
お
い
て
も
ま
た
、〈
た
と
え
こ
こ
で
、
発
展
の
不
可
欠
の
基
礎
を
創
出
す
る
た
め
に
、
は
じ
め
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
か
ら
出
発

す
る
人
々
の
解
放
と
土
地
の
解
放
と
い
う
創
造
的
行
為
を
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
特
別
の
平
和
と
法
を
、
必
要
と
し

た
と
し
て
も
〉、
自
治
体
の
組
織
体
制
は
、
ア
イ
ヌ
ン
グ
と
い
う
新
た
な
原
則
を
と
お
し
て
生
じ
て
き
た
自
由
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
帰
結

で
あ
っ
た
。

１．

そ
の
よ
う
な
諸
都
市
が
、
と
り
わ
け
ゾ
ー
ス
ト
（Soest

）
の
よ
う
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
既
に
存
在
す
る
よ
り
古
い
荘
園
ゲ

マ
イ
ン
デ
か
ら
次
第
に
成
長
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
帰
結
は
典
型
と
み
な
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
都
市
の
自
由
に
対
し
て
は
、
先

ず
以
っ
て
荘
園
法
の
段
階
的
な
弱
体
化
を
と
お
し
て
道
が
切
り
拓
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
負
担
は
軽
減
さ
れ
、
通
常
は
自
由
民
だ
け
に

帰
属
し
た
諸
権
利
と
諸
優
遇
が
付
与
さ
れ
、
そ
し
て
、
外
国
の
自
由
民
た
ち
に
、
彼
ら
の
自
由
の
本
質
的
な
短
縮
な
し
に
共
同
に
参
加

す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
第
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
階
級
の
も
と
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
由
民
た
ち
や
奴
隷
た
ち
の
も

と
に
、
よ
り
古
い
見
解
に
よ
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
法
共
同
体
お
よ
び
裁
判
所
共
同
体
（R

echts＝
und

G
erichtsgem

einschaft

）

（
一
一
八
）

２４１オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



が
登
場
し
、
そ
し
て
、
住
民
全
体
が
〈
隷
属
と
自
由
の
中
間
に
立
つ
〉
一
個
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
合
体
さ
（
７
）

れ
た
。
そ
の
場
所
が
開
花
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
そ
し
て
、
自
由
民
た
ち
が
よ
り
多
く
そ
の
場
所
に
定
着
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
由
の
要
素
は
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
強
く

な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
古
い
階
級
的
差
異
は
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
消
失
し
、
市
民
た
ち
は
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
固
く
相
互
に
結
び
つ
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
や
が
て
一
歩
一
歩
、
隷
属
性
の
自
由
へ
の
変
化
、
小
作
地
の
所
有
財
産
へ
の
変
化
、
対
外
的
に
主

人
に
基
づ
く
統
一
体
か
ら
内
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
紐
帯
へ
の
変
化
が
、
達
成
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
都
市
自
治
と
都

市
の
ラ
ー
ト
組
織
体
制
の
段
階
的
な
発
展
が
、
王
の
諸
都
市
に
類
似
し
て
、
手
に
手
を
携
え
て
進
行
し
た
。
初
め
は
下
位
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
が
ら
、
と
く
に
平
和
問
題
と
警
察
問
題
に
お
い
て
、
や
が
て
は
た
え
ず
よ
り
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
諸
ク
ラ
イ
ス

に
お
い
て
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
法
お
よ
び
裁
判
所
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
平
和
、
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
選
挙
、
そ
し
て
、
最
後
に
は
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
官
を
と
お
し
て
も
ま
た
、
代
替
さ
れ
た
の
で
（
８
）

あ
る
。

２．

よ
り
長
く
な
い
道
を
た
ど
っ
た
の
は
、
十
二
世
紀
の
初
め
以
来
登
場
す
る
〈
南
部
に
お
け
る
ツ
ェ
ー
リ
ン
ゲ
ン
と
北
部
に
お
け

る
ウ
ェ
ル
フ
ィ
ッ
シ
ェ
ン
の
諸
都
市
が
最
も
古
く
そ
し
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
〉
計
画
的
な
都
市
建
設
の
際
の
ビ
ュ
ル
ガ
ー

シ
ャ
フ
ト
と
都
市
自
由
の
発
展
で
あ
（
９
）

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
、
都
市
は
、
そ
れ
を
誕
生
さ
せ
た
の
と
同
じ
創
造
的
行
為
を
と
お

し
て
直
ち
に
、〈
よ
り
古
い
、
次
第
に
成
長
し
た
諸
都
市
が
長
い
闘
争
の
中
で
初
め
て
勝
ち
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
〉

発
展
の
一
定
の
基
礎
の
う
え
に
、
置
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
個
々
の
古
い
諸
都
市
の
歴
史
的
な
特
別
性
は
、
こ
こ
で
は
譲
渡
さ
れ
る
必

要
は
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
諸
概
念
す
ら
、
こ
こ
で
は
、
し
ば
し
ば
初
め
か
ら
、
よ
り
純
粋
で
よ
り
完
全

な
表
現
を
見
出
し
た
。
初
め
か
ら
こ
こ
で
は
、
都
市
は
、
た
ん
に
外
的
に
の
み
な
ら
ず
法
的
に
も
ま
た
完
結
し
た
地
区
と
し
て
そ
の
他

の
ラ
ン
ト
お
よ
び
そ
の
諸
制
度
か
ら
区
別
さ
れ
、
特
別
の
諸
特
権
を
も
つ
特
別
の
平
和
の
ク
ラ
イ
ス
お
よ
び
法
の
ク
ラ
イ
ス
と
し
て
解

放
さ
れ
、
そ
し
て
、
特
別
の
都
市
裁
判
所
の
も
と
に
置
か
（
１０
）

れ
た
。
初
め
か
ら
、
し
か
し
、
こ
の
空
間
的
な
概
念
に
も
ま
た
、〈
あ
ら
ゆ
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る
自
由
な
都
市
の
土
地
占
有
者
は
完
全
ゲ
ノ
ッ
セ
と
し
て
、
そ
の
他
の
住
民
は
保
護
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
と
し
て
、
そ
れ
に
属
し
た
と
こ
ろ

の
〉
統
一
的
な
平
和
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
法
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
お
よ
び
裁
判
所
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
ビ
ュ
ル

ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
人
的
概
念
は
、
対
応
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
完
全
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
の
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
奉
仕
従
者

（D
ienstm

annen

）
と
ブ
ル
ゲ
ン
ゼ
ン
（B

urgensen

）
へ
の
区
別
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
真
正
の
ゲ
ル
マ
ン
的
所
有
財
産
の
上
に

居
住
す
る
旧
自
由
民
た
ち
か
ら
の
差
異
も
、
他
人
の
土
地
に
居
住
す
る
自
由
お
よ
び
非
自
由
の
小
農
た
ち
（H

intersassen

）
か
ら
の

差
異
も
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
奉
仕
従
者
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
、
市
民
た
ち
が
彼
ら
を
自
発
的
に
採
用
し
よ
う
と

欲
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
明
示
的
に
排
除
さ
れ
（
１１
）

た
が
、
し
か
し
市
民
た
ち
は
、
す
べ
て
が
人
的
に
自
由
で
あ
り
、
そ
し
て
、
す
べ
て

が
も
と
も
と
他
人
の
土
地
に
居
住
し
て
お
り
、
そ
の
土
地
に
対
し
て
、
市
民
た
ち
は
地
代
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ

の
地
代
は
、
も
ち
ろ
ん
や
が
て
は
も
っ
と
多
く
、
主
人
〔
都
市
君
主
〕
の
上
級
所
有
権
と
し
て
の
当
局
の
諸
権
限
の
承
認
の
た
め
に
支

払
わ
れ
る
よ
う
に
見
（
１２
）

え
た
。
最
後
に
、
し
か
し
初
め
か
ら
〈
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
所
が
都
市
の
頂
点
に
置
（
１３
）

か
れ
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー

シ
ャ
フ
ト
に
は
し
か
し
そ
れ
自
身
か
ら
選
ば
れ
る
べ
き
同
僚
的
な
機
関
が
許
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
共
同
体
の
有
機
的
組
織
も
ま
た

与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
機
関
は
、
ラ
ー
ト
の
つ
ね
に
よ
り
一
般
的
に
な
っ
て
い
く
名
の
も
と
に
都
市
の
管
理
を
導
き
、
平
和
と

市
場
警
察
を
独
立
に
処
理
し
、
さ
ら
に
は
し
か
し
―
―
し
ば
し
ば
マ
ル
ク
お
よ
び
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
の
た
め
に

ま
だ
特
別
の
参
審
員
が
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
―
―
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
裁
判
所
に
お
い
て
判
決
を
発
見
し
、
そ
し
て
、
法
を
指

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
（
１４
）

っ
た
。
若
干
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
役
人
の
選
任
す
ら
、
初
め
か
ら
ビ
ュ
ル
ガ
ー

シ
ャ
フ
ト
に
譲
渡
（
１５
）

さ
れ
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
自
治
の
権
利
が
、
都
市
自
由
の
た
め
に
挿
入
さ
れ
る
限
界
の
内
部
で
明
示
的
に
承
認
さ

（
１６
）

れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、〈
そ
の
多
く
が
や
が
て
自
由
と
力
に
つ
い
て
旧
司
教
的
な
諸
都
市
を
凌
駕
し
た
〉
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
む

（
一
二
〇
）
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ろ
ん
都
市
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
最
初
の
成
立
は
、
フ
ュ
ル
ス
ト
的
な
意
思
の
作
品
で
あ
っ
た
。
さ
ら
な
る
発
展
は
、
し
か
し
、

こ
こ
で
も
ま
た
、
純
粋
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
方
法
で
、
諸
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ
ト
そ
の
も
の
を
と
お
し
て
、〈
特
別
の
諸
事

情
が
差
異
を
条
件
づ
け
な
か
っ
た
限
り
で
〉
よ
り
古
い
諸
都
市
に
つ
い
て
の
よ
り
完
全
な
類
推
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の
で
（
１７
）

あ
る
。

【
以
上
、
第
三
十
章
、
終
わ
り
】

【
以
下
、
第
三
十
章
の
注
】

（
１
）

第
二
十
九
章
の
注
（
１
）
に
引
用
さ
れ
た
諸
文
献
の
ほ
か
、
と
く
に
、
さ
ら
に
、Stenzel,E

inleit.zu
T
schoppe

u.Stenzel,U
rkun-

densam
m
lung

zur
G
eschichte

schlesischer
Städte.

T
ittm
ann,

G
eschichte

H
einrichs

des
E
rlauchten

I.
S.
325

―363.
Z
im
-

m
erm
ann,

V
ersuch

einer
histor.

E
ntw
.
der
m
ärkischen

Städteverf.
T
h.
I.
B
erlin

1837.
v.
L
ancizolle,

G
rundzüge

der

G
eschichte

des
deutschen

Städtew
esens.

B
erlin

und
Stettin

1829.

を
参
照
せ
よ
。
―
プ
ロ
イ
セ
ン
の
諸
都
市
に
つ
い
て
は
、

V
oigt,G

eschichte
P
reu�

ens
III.S.699

f.V
.327

―347.V
I.S.732

―740.

個
々
の
諸
都
市
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、v.F

ichard,E
nt-

stehung
der

R
eichsstadt

F
rankfurt

a.M
.
P
faff,

G
eschichte

der
R
eichsstadt

E�
lingen.

F
ranck,

G
eschichte

der

R
eichsstadt

O
ppenheim

.
Jäger,

G
eschichte

der
R
eichsstadt

U
lm
.
1831.

B
arthold,

Soest,
die
Stadt

der
E
ngern.

F
rens-

dorff,Stadt＝
und

G
erichtsverfassung

L
übecks

im
12.und

13.Jahrhundert.

を
参
照
せ
よ
。

（
２
）

例
え
ば
、Sch

öpflin,
A
lsat.

dipl.
I.
255

に
お
け
る
一
一
六
四
年
の
ハ
ー
ゲ
ナ
ウ
の
た
め
の
最
古
の
諸
特
権
、L

ünig
C
.J.
X
III.
S.

784.

に
お
け
る
一
一
六
九
年
の
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
た
め
の
諸
特
権
、B

öhm
er
S.
17

に
お
け
る
一
一
八
〇
年
の
ヴ
ェ
ッ
ツ
ラ
ー
の
た
め
の

諸
特
権
、F

ranck
S.229.231

に
お
け
る
一
二
二
六
年
と
一
二
三
六
年
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
た
め
の
諸
特
権
、B

öhm
er
S.59

に
お
け
る

一
二
三
四
年
の
〔
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
た
め
の
〕
諸
特
権
、G

öschen
S.
111

―116
に
お
け
る
一
二
一
九
年
の
ゴ
ス
ラ
ー
ル
の
た
め
の
諸
特

権
、
を
参
照
せ
よ
。
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（
３
）

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
、F

ichard
S.
30

―50.
H
egel

II.
422.

。
ウ
ル
ム：

Jäger
S.
183.

H
egel

II.
423.

オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム：

F
ranck

S.4.11.13.20.21
ec.

―
ハ
ー
ゲ
ナ
ウ
に
お
い
て
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
代
表
は�
都
市
の
共
同
宣
誓
者
た
ち
（conjurati

civitatis

）�
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
４
）

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
、H

egel
II.
S.
440.

441

。U
rk.
v.
1256

b.
G
em
einer,

U
rsprung,

im
A
nhang

S.
76.

ゴ
ス
ラ
ー
ル
に
お
い
て
、G

öschen
S.
111
f.
513

f.

一
二
一
九
年
の
証
書
に
お
い
て
は
、
既
に
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
選
ば
れ
た
四
人
の

裁
判
官
（judices

）
が
言
及
さ
れ
て
い
る
（S.115

）。
コ
ン
シ
ー
リ
ウ
ム
は
一
二
五
六
年
に
初
め
て
（S.116

）。
同
様
に
、
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル

ク
、
ノ
ル
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
な
ど
、H

egel
II.441.

。

（
５
）

そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
十
三
世
紀
以
後
、
コ
ン
ス
ル
た
ち
は
参
審
員
た
ち
か
ら
区
別
さ
れ
た
が
、
し
か
し
参
審
員

た
ち
の
ま
だ
後
に
置
か
れ
て
い
た
。U

rk.
v.
1265.

1266
B
ö hm
er
S.
137.

139：

「
我
々
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
（
町
長
）、
陪
席
判
事
た
ち
、

コ
ン
ス
ル
た
ち
お
よ
び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
自
治
体
全
体
は
」（nos

scultetus,
scabini,

consules
totum

que
com
m
une

frankof.

）。

類
似
し
て1267

ib.
146.

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
漸
く
一
二
五
四
年
に
ラ
ー
ト
が
参
審
員
か
ら
区
別
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ク
に
お
け

る
証
書
（F

ranck
S.
237

）：

「
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
、
陪
席
判
事
た
ち
、
コ
ン
ス
ル
た
ち
、
兵
隊
た
ち
お
よ
び
市

民
全
体
に
」（sculteto,scabinis,consulibus,m

ilitibus
et
universis

civibus
in
O
.

）。
一
二
六
六
年
の
証
書
（
フ
ラ
ン
ク
の
同
書1266

ib.
S.
244.

）
に
お
い
て
は
、
す
で
に
、consules
はscabini

の
「
前
に
」
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
二
八
八
年
の
証
書
（
同
書ib.

S.
260

）
に

お
い
て
は
、scabini

は
全
く
省
か
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
か
ら
大
部
分
の
場
合
、「
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
町
長
、
コ
ン
ス
ル
た
ち
お
よ
び
す

べ
て
の
兵
隊
た
ち
お
よ
び
市
民
た
ち
」（scultetus,

consules
et
universi

m
ilites

et
cives

O
ppenheim

ienses.

）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
二
八
八
年
、
一
二
九
〇
年
、
一
二
九
二
年
、
一
三
〇
八
年
〔
の
各
証
書
〕
は
、
そ
う
で
あ
る
（S.

261.
262.

267.
284.

）。
一
三
〇
九
年

〔
の
証
書
〕（ib.

S.
280

）
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
脱
落
し
て
い
る
。
一
三
三
〇
年
〔
の
証
書
〕（ib.

S.
292.

）
に
お
い
て
は
、

初
め
てB
ürgerm

eister

〔
市
長
〕
がSchulthei�

〔
町
長
〕
の
前
に
現
れ
て
い
る
。：

「
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
都
市
固
有
の
市
長
、

シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
、
コ
ン
ス
ル
た
ち
お
よ
び
全
市
民
た
ち
に
」（m

agistro
civium

,sculteto,consulibus
et
civibus

universis
oppidi

（
一
二
二
）
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sui
in
O
ppenheim

.

）。

（
６
）
〈
さ
ら
に
マ
イ
ン
ツ
の
大
司
教
が
、
彼
が
寺
領
管
理
人
（V

izthum

）
を
と
お
し
て
管
理
さ
せ
た
高
権
を
有
し
た
が
、
し
か
し
、
既
に
十

三
世
紀
の
は
じ
め
に
お
い
て
市
民
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
独
立
性
、
ラ
ー
ト
組
織
お
よ
び
自
治
を
獲
得
し
た
〉
エ
ル
フ
ル
ト
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ

る
。
同
様
に
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
に
お
い
て
。T

ittm
ann
S.59

―60.H
üllm
ann
II.372.

（
７
）
そ
の
中
で
十
一
世
紀
に
お
い
て
ゾ
ー
ス
ト
（Soest

）
の
家
族
（fam

ilia

）
に
大
司
教
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
自
由
付
与
状
（F

reiheitsbrief

）

が
更
新
さ
れ
て
い
る
、
ザ
イ
ベ
ル
ツ
（Seibertz

I.
N
r.
90

）
に
お
け
る
、
一
一
八
六
年
の
こ
の
点
に
お
け
る
非
常
に
興
味
深
い
証
書
に
、

ベ
ー
ゼ
ラ
ー
（B

eseler,
zur
G
eschichte

des
deutschen

Ständerechts;
G
ratulationsschrift

für
Savigny,

B
erlin

1860

）
は
、

注
目
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
時
代
の
支
配
的
な
法
律
観
に
反
対
し
て
、
隷
属
者
た
ち
（H

örigen

農
奴
た
ち
）
に
―
―
参
審
員

（Sch
öffen

）、
代
弁
人
（F

ürsprecher

）
お
よ
び
弁
護
士
（Sachw

alter

）
と
し
て
の
―
―
裁
判
能
力
（G

erichtsfähigkeit

）
が
自
由

民
た
ち
の
裁
判
所
に
つ
い
て
付
与
さ
れ
、
自
ら
を
隷
属
的
な
共
同
体
（G

em
einw

esen

）
に
関
連
さ
せ
よ
う
と
欲
す
る
外
国
の
自
由
民
た
ち

に
は
、
完
全
な
所
有
財
産
と
所
有
財
産
の
独
立
の
主
張
と
が
、
証
明
さ
れ
た
事
件
の
裁
判
所
に
お
い
て
、「
自
由
民
で
あ
る
人
々
が
彼
ら
の

団
体
に
向
け
て
参
加
す
る
こ
と
を
嫌
が
ら
な
い
た
め
に
」（ut

qui
liberi

sunt
ad
eorum

consorcium
transire

non
abhorreant.

）

留
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
荘
園
隷
属
民
と
自
由
民
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
は
、
荘
園
法
の
除
去
に
お
い
て
既
に
広
く
前
進
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

（
８
）

ひ
と
は
、
例
え
ば
、
ゾ
ー
ス
ト
の
最
古
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
都
市
法
（
一
一
四
四
年
以
前
）
と
比
較
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
都
市
の
頂
点
に
は
な
お
市
民
た
ち
が
参
審
員
た
ち
を
任
命
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
裁
判
所
が
立
っ
て
い
る
が
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
シ
ャ
フ

ト
（
市
民
団
体
）
は
、
し
か
し
、
ラ
ー
ト
を
と
お
し
て
、
平
和
問
題
と
市
場
警
察
問
題
に
お
い
て
自
ら
逮
捕
権
と
監
視
権
を
行
使
し
、
そ
し

て
、
そ
れ
ゆ
え
に
〈
こ
の
都
市
法
の
そ
の
後
の
（§

35

か
ら
の
、H

egel,
A
nm
.
2
zu
S.
445

）
付
加
物
に
よ
っ
て
〉
罰
金
（B

rüchten

）

の
三
分
の
二
を
受
け
取
る
の
で
あ
り
（§

22.
36

）、〔
ま
た
、〕
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
市
長
と
ラ
ー
ト
は
す
で
に
当
局
お
よ
び
裁
判
官
の
権
限
を

有
し
て
お
り
（
例
え
ば
、§

39.
43.
44.
47.

）、
そ
し
て
や
が
て
、
ド
イ
ツ
のSchraae
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
裁
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判
所
は
す
で
に
都
市
ラ
ー
ト
へ
と
移
行
し
、
そ
し
て
、
フ
ォ
ー
ク
ト
裁
判
所
は
ラ
ー
ト
に
よ
っ
て
二
人
の
陪
席
判
事
（B

eisitzer

）
を
と
お

し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
の
で
あ
る
（§

12

）。
―
―
小
麦
と
ビ
ー
ル
に
つ
い
て
の
虚
偽
の
量
目
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
十
二
プ
フ
ェ
ニ
ッ

ヒ
の
価
値
に
至
る
ま
で
の
盗
み
、
六
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
に
至
る
ま
で
の
債
務
に
つ
い
て
、
裁
判
す
べ
き
都
市
裁
判
官burrichtere

（jus
Susat.

§
37.
61.
62

）
の
意
味
は
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。H

egel
II.
446.

N
itsch

S.
197.

ベ
ー
ゼ
ラ
ーB

eseler
l.c.

は
、
通
常
、
市
民
た

ち
の
裁
判
所
（judicium

civium

）
と
考
え
ら
れ
る
隣
人
裁
判
所
（N
achbargerichte

）
を
推
測
し
て
い
る
。

（
９
）

一
一
二
〇
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
イ
ン
・
ブ
ラ
イ
ス
ガ
ウ
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
そ
の
模
範
に
従
っ
て
、
そ
し
て
、
極
め
て
類
似
の
有

機
的
組
織
を
も
っ
て
、
一
一
七
八
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
イ
ン
・
ユ
ヒ
ト
ラ
ン
ト
が
、
一
一
九
一
年
に
ベ
ル
ン
（Schreiber,

U
rkb.

I.
S.

25

）
お
よ
び
西
部
ス
イ
ス
の
多
く
の
諸
都
市
（H

enke,
Z
eitschr.

f.
gesch.

R
echtsw

iss.
III.
S.
191

―231.

）
が
設
立
さ
れ
た
。
北
部
に

お
い
て
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が
十
二
世
紀
の
半
ば
に
お
い
て
都
市
と
し
て
設
立
さ
れ
（F

rensdorff
S.8
f.18

f.

）、
一
一
八
八
年
に
は
、
そ

の
施
設
に
よ
っ
て
都
市
の
自
由
が
始
め
て
開
始
し
た
と
こ
ろ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
が
〔
設
立
さ
れ
〕（H

egel
II.452.F

rens-

dorff
S.16.

）、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
が
〔
設
立
さ
れ
た
〕（H

egel
II.
454.

）。
こ
れ
ら
の
諸
都
市
の
法
と
組
織
体
制
は
、
相

互
に
極
め
て
類
似
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
ス
ラ
ブ
の
海
岸
諸
国
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
都
市
の
設
立
の
模
範
と
な
っ
た
。
他
方
、
ブ

ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
最
初
の
都
市
と
し
て
シ
ュ
テ
ン
ダ
ー
ル
お
よ
び
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
ほ
ぼ
十
二
世
紀
の
半
ば
に
成
立
し
、

そ
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
に
お
い
て
は
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
法
が
よ
り
多
く
模
倣
を
見
出
し
た
。
最
初
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
都
市
で
あ
る

ウ
ィ
ー
ン
も
ま
た
、
す
で
に
ほ
ぼ
十
二
世
紀
の
半
ば
、
フ
ュ
ル
ス
ト
の
新
た
な
設
立
を
と
お
し
て
成
立
し
た
。

（
１０
）

F
rensdorff

S.19
f.48.

（
１１
）

そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
た
め
の
設
立
証
書
は
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
市
民
た
ち
の
共
同
体
の
同
意
に
基
づ
い

て
で
は
な
く
、
都
市
の
市
民
た
ち
の
法
廷
証
言
に
基
づ
い
て
で
も
な
く
、
誰
か
が
害
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
な
ら
ば
、
人
々
ま
た

は
主
人
の
廷
臣
た
ち
の
何
び
と
も
、
都
市
に
お
い
て
居
住
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
市
民
た
ち
の
権
利
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。」（nullus

hom
inum

vel
m
inisterialium

dom
ini
in
civitate

habitatit

〔habitabit？

〕

nec
jus
habebit

burgensium
,
nisi
de
com
m
uni

（
一
二
四
）
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civium
consensu,ne

quis
burgensium

illorum
testim

onio
possit

offendi.

）。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

（
１２
）

こ
の
地
代
の
性
質
に
つ
い
て
、H

eusler
S.47

f.

を
参
照
せ
よ
。

（
１３
）

フ
ォ
ー
ク
ト
（V

ogt

監
督
官
）
お
よ
び
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
（Schulthei�

村
長
）
は
、
時
お
り
は
主
人
の
そ
の
他
の
高
権
を
も
ま
た
行

使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
お
り
は
特
別
の
役
人
が
そ
の
た
め
に
存
在
し
た
。
例
え
ば
、
貨
幣
鋳
造
お
よ
び
関
税
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
。

F
rensdorff

S.36
f.

（
１４
）

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
二
十
四
人
の
共
同
宣
誓
者
た
ち
（conjurati

）
が
市
場
警
察
と
安
全
警
察
を
有
し
、
そ
し
て
、
推
測
す

る
に
同
時
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
裁
判
所
に
お
け
る
参
審
員
た
ち
で
あ
っ
た
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
ラ
ー
ト
は
、
す
で
に
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
獅
子
王
の
特
権
に
従
っ
て
、
貨
幣
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
―
―
（
同
様
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
一
一
八
九

年
の
証
書
に
よ
り
（L

appenberg,N
r.286.

）、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
一
二
四
一
年
の
証
書
に
よ
り
（G

engler,Stadtr.S.186.§

10

））
―
―
、
そ
し
て
、〈
都
市
自
身
に
法
の
確
定
が
帰
属
し
た
諸
事
件
（
注
（
１６
）
を
参
照
せ
よ
。）
に
お
い
て
は
、
ラ
ー
ト
が
独
立
に
裁

判
を
行
っ
た
一
方
〉、
ラ
ー
ト
が
都
市
の
た
め
に
全
て
の
収
益
（G

efälle

）
の
一
部
を
徴
収
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ク
ト
の
裁
判
権

に
関
し
て
は
競
争
し
た
の
で
あ
る
。U

rk.
v.
1188

L
üb.
U
rkb.

I.
S.
10：

「
都
市
の
全
て
の
命
令
（kore

決
定
）
を
コ
ン
ス
ル
た
ち
は
正

し
く
裁
判
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
が
何
を
承
認
す
る
に
せ
よ
、
都
市
の
両
当
事
者
、
裁
判
の
第
三
者
に
彼
ら
は
証
明
す
る
で
あ
ろ

う
。」（om
nia
civitatis

decreta

（kore

）consules
judicabunt:quidquid

inde
receperint,duas

partes
civitati,tertiam

judici

exhibebunt.

）。F
rensdorff

S.
36
f.

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
一
一
八
九
年
の
証
書
（L

appenberg
N
r.
286
S.
253.

）
に
よ
っ
て
、

市
場
警
察
の
も
と
で
の
収
益
の
三
分
の
二
が
都
市
に
帰
属
し
た
。
一
一
九
〇
年
〔
の
証
書
〕（ib.

S.
259
N
r.
392

）
で
は
、
そ
こ
で
初
め
て

コ
ン
ス
ル
た
ち
（consules

）
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
１５
）

そ
れ
ゆ
え
す
で
に
一
一
二
〇
年
の
証
書
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
市
民
た
ち
は
、
フ
ォ
ー
ク
ト
と
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
、
並
び
に
、

司
祭
（P

riester

）
を
選
任
し
、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
（
大
公
）
は
た
だ
認
可
の
み
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。（H

egel
II.
S.
409.

は
、
フ
ォ
ー
ク
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ト
と
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
を
同
一
物
と
み
な
し
て
い
る
。）

（
１６
）

L
üb.U

rk.v.1188
S.10：

「
都
市
の
す
べ
て
の
命
令
」（om

nia
civitatis

decreta

（kore

））
―
―
最
古
の
ラ
テ
ン
語
の
制
定
法I .28：

「
都
市
が
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
」（quod

civitas
decreverit

）
―
―
ド
イ
ツ
語II .43.

に
お
い
て
は
「
助
言
者
が
設
定
す
る
こ
と
」（dat

de
ratm

an
settet.

）。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
選
任
（K

üren

）
は
、
た
だ
市
場
警
察
と
安
全
警
察
に
の
み
関
係
し
（F

rensdorff
S.
43

）、

そ
し
て
、
さ
ら
に
初
め
は
都
市
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
（ib.

S.
42

）。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
都
市
法
に
お
い
て
も
、
同
法
が
一

二
二
二
年
に
ギ
ュ
ス
ト
ロ
ウ
（G

üstrow

）
に
譲
渡
さ
れ
た
よ
う
に
（bei

G
engler

§
9

）、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
都

市
の
制
定
法
に
違
反
し
た
者
は
、
三
マ
ル
ク
を
都
市
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
。」（qui

civitatis
statuta

infregerit,dabit
tres

m
arcas

civi-

tati.

）。

（
１７
）

そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
も
ま
た
、
ビ
ュ
ル
ガ
ー
マ
イ
ス
タ
ー
局
の
出
現
（
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
に
お
い
て
は
既
に
一
二
二
二
年
に
制
定
法
の§

11.

12

に
お
い
て
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
お
い
て
は
一
二
五
六
年
以
来F

rensdorff
S.
109

f.

、
初
め
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。）、
―
―
真
の
当
局
へ

の
ラ
ー
ト
の
上
昇
、
―
―
都
市
裁
判
所
の
獲
得
、
お
よ
び
、
ラ
ー
ト
の
下
に
立
つ
都
市
官
庁
へ
の
都
市
裁
判
所
の
最
終
的
な
改
変
が
、〔
認

め
ら
れ
る
〕。

【
以
上
、
第
三
十
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
下
、「
Ｅ．

教
会
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
三
十
一
章
」
に
続
く
。】

Ｅ．

教
会
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

第
三
十
一
章

キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
そ
れ
が
統
一
的
で
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
限
り
で
、
そ
の
組
織
に
お
い
て
も
そ
の
全
体
の
本
質
に
お
い
て
も
、

ロ
ー
マ
的
な
要
素
と
ゲ
ル
マ
ン
的
な
要
素
を
融
合
さ
せ
て
お
り
、
そ
し
て
、
第
三
の
も
の
と
し
て
特
殊
神
学
的＝

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
な

（
一
二
六
）
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観
方
を
付
け
加
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
諸
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
カ
ノ
ン
法
の
ド
イ
ツ
民
族
法
に
対
す
る
関
係
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
一
方
で
は
、
も
っ
と
も
内
的
な
接
触
が
、
他
方
で
は
、
も
っ
と
も
峻
厳
な
対
立
が
、
現
れ
た
。
世
俗
的
な
発
展
と
教
会
の

発
展
の
注
目
す
べ
き
平
衡
と
並
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
両
者
の
敵
対
的
な
相
互
の
努
力
を
み
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
、

あ
ら
ゆ
る
教
会
の
制
度
が
ド
イ
ツ
の
民
族
法
の
中
に
そ
の
類
似
物
を
み
い
だ
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ロ
ー
マ
的
お
よ
び
世

界
的
な
要
素
を
と
お
し
て
そ
の
本
質
の
基
本
的
差
異
を
生
じ
て
い
る
の
を
、
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
、
我
々
が
、
教
会
に
お
い
て
支
配
的
な
こ
の
時
代
の
共
同
体
の
諸
形
式
と
、
教
会
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
法
お

よ
び
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
、
お
よ
び
、
そ
の
中
で
格
闘
し
て
い
る
諸
対
立
を
比
較
す
る
場
合
に
、
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

完
成
さ
れ
た
封
建
帝
国
に
、
完
成
さ
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
対
応
し
た
。
こ
こ
で
も
そ
こ
で
も
、
す
べ
て
の
権
力
お
よ
び
す
べ
て
の

法
は
、
上
か
ら
与
え
ら
れ
て
、
神
か
ら
教
皇
を
と
お
し
て
下
に
向
か
っ
て
聖
職
者
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
あ
ら
ゆ
る
最
下
位
の
担
い
手
に

至
る
ま
で
、
階
級
の
は
し
ご
が
通
じ
て
い
た
。
こ
こ
そ
こ
で
、
し
か
し
、〈
教
会
の
諸
権
利
と
諸
義
務
が
、
そ
の
政
治
的
な
ら
び
に
用

益
的
な
側
面
に
従
っ
て
、
一
定
の
教
会
に
そ
の
付
属
物
と
し
て
結
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
さ
ら
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
奉
仕
職
務
の

た
め
に
ひ
と
つ
の
物
的
な
基
礎
が
存
在
し
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
教
会
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
主
人
〔
君
主
〕
の
荘
園
と
同
様
に
、
空
間

的
な
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
ク
ラ
イ
ス
の
ハ
ウ
プ
ト
（
首
長
）
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
付
与
さ
れ
た
聖
職
者
的
職
務
に
、
占
有
ま
た
は
収
入
に
お

い
て
存
す
る
付
与
さ
れ
た
奉
仕
財
産
（D

ienstgut

）
が
対
応
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
最
終
的
に
聖
職
者
的
職
務
の
概
念
は

聖
職
者
の
特
権
（beneficium

）
の
概
念
の
中
で
没
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
（
１
）

っ
た
。
他
方
で
は
、
し
か
し
、
ロ
ー
マ
的
お
よ
び
神
学
的
な

諸
要
素
は
、
封
建
王
制
（L

ehnsm
onarchie

）
と
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
の
間
の
深
い
対
立
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
ら
の
諸
要
素
は
、
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
〈
ド
イ
ツ
の
公
法
に
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
〉
抽
象
と
一
貫
し
た
概
念
形
成
と
い
う
力
を
付
与
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

し
か
し
中
央
集
権
化
と
有
機
的
組
織
（
オ
ル
ガ
ニ
ザ
チ
オ
ン
）
に
と
っ
て
勝
利
の
た
め
の
助
け
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
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〔
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
司
・
司
祭
の
〕
独
身
性
（C

ölibat

）
と
い
う
恐
る
べ
き
武
器
に
よ
っ
て
、
教
会
の
統
一
性
の
担
い
手
た
ち
は
、

教
会
に
お
け
る
個
々
の
諸
権
利
の
形
成
と
闘
っ
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
さ
も
な
け
れ
ば
避
け
が
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ

ろ
の
、
そ
し
て
、
教
会
を
も
国
家
を
も
破
壊
し
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
〉
教
会
の
職
務
の
世
襲
制
を
妨
げ
た
。
よ
り
困
難
で
あ
っ
た
の

は
、
職
務
の
売
却
可
能
性
に
対
す
る
闘
争
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
勝
利
は
教
会
の
下
に
あ
っ
た
。
た
だ

一
つ
の
点
に
お
い
て
の
み
、
い
か
な
る
教
皇
の
勅
書
（B

ulle

）
も
特
権
シ
ス
テ
ム
の
必
然
的
結
諸
果
を
押
し
や
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
教
会
職
の
内
部
的
組
織
体
制
（innere

V
erfassung

）
は
、〈
職
務
上
の
需
要
を
は
る
か
に
超
え
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
財
産
を
占

有
し
、
本
質
上
当
然
に
こ
の
占
有
が
職
務
の
主
た
る
内
容
で
あ
り
基
礎
と
し
て
妥
当
し
た
と
こ
ろ
の
〉
聖
職
者
階
級
（G

eistlichkeit

）

に
お
い
て
は
、
自
ら
を
純
粋
に
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
え
た
。
高
級
な
僧
侶
階
級
に
と
っ
て
も
下
級
の
そ
れ
に
と
っ
て
も
、

聖
職
者
職
業
は
、
等
し
く
聖
職
禄
の
副
次
的
な
付
属
物
と
な
り
、
こ
の
聖
職
禄
は
、
い
ま
や
王
の
権
力
と
富
を
付
与
し
、
あ
る
い
は
、

た
だ
怠
惰
な
人
生
の
享
楽
の
み
を
付
与
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
内
的
な
矛
盾
は
世
俗
化
へ
と
、
そ
し
て
、

最
後
に
は
堕
落
へ
と
赴
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
教
会
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
治
癒
が
到
来
し
た
が
、
そ
れ
は
上

か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
に
新
た
な
諸
要
素
と
諸
力
を
供
給
し
た
と
こ
ろ
の
下
か
ら
上
昇
す
る
運
動
か
ら
来
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
そ
の

後
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
運
動
も
ま
た
、
身
体
の
病
気
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
こ
の
身
体
か
ら
引
き
裂
く
こ
と
に
お
い
て
の
み
再

生
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
思
考
の
力
は
極
め
て
強
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
ま

で
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
思
想
が
そ
の
最
高
度
の
展
開
の
時
代
に
お
い
て
皇
帝
思
想
（K

aisergedanken

）
に
対
す
る
勝
利
を
得
た

こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
一
層
理
解
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

教
会
の
強
大
な
力
は
、
そ
の
統
一
的
な
有
機
的
組
織
に
基
づ
い
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
教
会
も
ま
た
、
そ
の
内
的
生
活
の
排
他
的
規

定
を
上
か
ら
来
る
規
律
を
と
お
し
て
一
度
も
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
統
治
へ
の
諸
総
体
の
参
加
は
、
無
敵
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に

（
一
二
八
）
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お
い
て
も
ま
た
力
強
く
存
在
し
、
そ
の
没
落
以
来
さ
ら
に
強
く
発
展
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
会
と
そ
の
構
成
員
に
お
い
て
存
在
す

る
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
〔
社
団
〕
的
要
素
は
、
ド
イ
ツ
法
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
か
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
つ
ね
に
一
つ
の
点

に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
教
会
の
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
（K

örperschaft

）
は
、
個
々
人
の
権
利
を
吸
収
し
た
。
教
会
の

ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
は
、
あ
る
い
は
た
だ
教
会
的
案
件
の
た
め
に
の
み
、
あ
る
い
は
全
て
の
関
係
の
た
め
に
、
個
々
人
の
権
利
能
力
と

意
思
能
力
（R

echts＝
und

W
illensfähigkeit

）
を
無
効
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
不
ぞ
ろ
い
な
程
度
に
お
い
て
、
個
々

人
の
権
利
を
吸
収
し
た
。
し
か
し
い
つ
で
も
統
一
体
の
意
思
（E

inheitsw
ille

）
に
対
し
て
個
々
人
の
意
思
は
存
在
せ
ず
、
個
々
人
は
、

団
体
の
中
に
お
い
て
、
個
々
人
が
団
体
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
限
り
、
団
体
に
対
し
て
無
権
利
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
る
ほ
ど
、

あ
る
い
は
教
会
的
団
体
の
ハ
ウ
プ
ト
（
首
長
）
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
の
ハ
ウ
プ
ト
の
も
と
に
、
あ
る
い
は
そ
の
ハ
ウ
プ
ト
の
上
に

す
ら
、
総
体
が
統
一
体
の
説
明
の
た
め
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
個
々
人
の
た
め
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
上
位
者
に
対
す
る

無
条
件
の
服
従
の
義
務
、
何
か
彼
以
外
の
何
も
の
か
か
ら
の
彼
の
意
思
と
権
利
の
導
出
は
、
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ

法
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
れ
に
対
す
る
関
係
で
は
、
ま
さ
に
〈
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
、
総
体
に
対
し
て

も
主
人
に
対
し
て
も
、
個
人
（Individuum

）
が
独
立
し
て
留
ま
っ
た
こ
と
、
個
人
は
個
人
自
身
か
ら
由
来
す
る
法
人
格
（R

echts-

persönlichkeit

）
を
保
持
し
た
こ
と
〉
を
と
お
し
て
、
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

先
ず
最
初
に
、
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て
帝
国
に
お
い
て
は
、〈
教
会
が
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
僧
侶
階
級
と
平
信
徒
と
の
間
の
宗
教
的
領
域

の
た
め
に
創
設
し
た
よ
う
な
〉、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
担
い
手
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
対
象
の
そ
の
よ
う
な
分
離
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
教

会
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
か
つ
て
の
自
治
へ
の
若
干
の
諸
追
憶
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
存
続
し
た
。
司
教
教
区
（D

iöcese

）
の
僧
侶
階
級
と
民

衆
と
が
司
教
選
挙
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
古
い
命
題
は
、
少
な
く
と
も
ま
だ
廷
臣
た
ち
（V

assallen

）
と
奉
仕
従

者
た
ち
（D

ienstm
annen

）
の
関
与
に
お
い
て
有
効
に
示
さ
れ
て
（
２
）

お
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
は
、
司
教
の
重
要
な
教
会
的
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行
為
の
際
に
も
ま
た
、
同
意
権
を
し
ば
し
ば
行
使
し
た
。
し
ば
し
ば
諸
聖
堂
区
（P

arochien

）
に
お
い
て
、〈
牧
師
の
選
挙
お
よ
び
そ

の
他
の
教
会
職
の
任
命
、
お
よ
び
、
教
会
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
の
〉
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
参
加
は
、
も
っ
と
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
。
教
会
保
護
者
（P

atronat

）
も
ま
た
、
諸
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
し
て
と
同
様
に
個
々
人
に
対
し
て
も
教
会
の

諸
権
利
を
与
え
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
第
に
多
く
、
よ
り
狭
い
諸
ク
ラ
イ
ス
と
よ
り
広
い
諸
ク
ラ
イ
ス
へ
と
、〈
平
信
徒
た

ち
は
教
会
の
事
柄
に
お
い
て
は
た
だ
服
従
の
た
め
に
の
み
存
在
し
、
彼
ら
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
た
ん
な
る
管
理
の
管
轄
区
域
で
あ
っ
た
と

い
う
〉
教
会
の
理
論
は
、
浸
透
し
た
。
そ
し
て
、
教
会
の
概
念
は
、
そ
れ
ゆ
え
そ
も
そ
も
た
だ
、
さ
ら
に
よ
り
広
い
意
味
に
お
い
て
は
、

ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
・
フ
ィ
デ
ー
リ
ウ
ム
（universitas
fidelium

信
徒
団
体
）
だ
け
を
包
含
し
た
。
他
方
、
よ
り
狭
い
意
味
に
お
い

て
は
、
た
だ
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
・
ク
レ
ー
リ
（u.cleri

聖
職
者
団
体
）
だ
け
が
、
教
会
権
の
積
極
的
な
担
い
手
と
し
て
の
教
会
で

あ
っ
た
。

教
会
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
全
体
に
お
い
て
も
個
別
に
お
い
て
も
、
教
会
会
議
的
要
素
（synodale

E
lem
ent

）
が
保

持
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
一
時
的
な
よ
り
高
い
意
味
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
要
素
は
、
今
日
も
な
お
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い

て
占
め
て
い
る
〈
教
会
会
議
（Synoden

）
が
そ
こ
で
は
�
統
治
の
非
正
規
的
な
手
段
�
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
こ
（
３
）

ろ
の
〉
あ
の

下
級
の
地
位
へ
と
沈
下
し
た
。
教
皇
首
位
権
（P

rim
at

）
に
は
決
し
て
司
教
職
（E

piskopat

）
の
独
立
性
は
屈
し
な
か
っ
た
が
、
し

か
し
、
司
教
職
が
世
界
教
会
的
な
公
会
議
（ökum

enisches
K
oncilien

）
に
お
け
る
そ
の
全
体
の
現
れ
に
お
い
て
、
教
皇
の
上
に
で

は
な
く
下
に
立
つ
こ
と
は
、
次
第
に
多
く
実
際
に
確
定
さ
れ
た
。
引
き
続
く
時
期
に
お
い
て
初
め
て
、
公
会
議
は
、
再
び
、
教
皇
な
し

で
も
ま
た
、�universalis

ecclesia

世
界
の
教
会
�
を
代
表
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
（
４
）

き
た
。
諸
国
と
諸
地
方
に
お
い
て
、

同
一
の
意
味
に
お
い
て
国
家
教
会
会
議
（N

ationalsynoden

）
と
修
道
会
管
区
教
会
会
議
（P

rovinzialsynoden

）
が
存
（
５
）

続
し
、
そ

し
て
、
司
教
（B

ischof

）
に
対
す
る
関
係
で
は
、
司
教
教
区
僧
侶
団
（D

iö cesanklerus

）
の
総
体
は
、
司
教
教
区
教
会
会
議
（D

iö ce-

（
一
三
〇
）

２２９オットー・フォン・ギールケ『ドイツ団体法論』第一巻�



sansynoden

）
に
お
い
て
少
な
く
と
も
司
教
教
区
の
諸
案
件
に
お
け
る
助
言
の
権
利
を
自
ら
の
た
め
に
維
持
（
６
）

し
た
。
副
僧
正
た
ち
（A

r-

chidiakonen

）、
地
方
の
首
席
司
祭
た
ち
（R

uraldekane

）
お
よ
び
司
教
区
裁
判
所
主
席
判
事
た
ち
（O

fficiale

）
の
独
立
の
会
議

は
、
同
様
に
存
在
し
（
７
）

続
け
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
至
る
所
で
同
一
の
長
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
々
の
結
合
体
が
、
世
俗
法

に
お
け
る
の
と
類
似
し
て
、
た
と
え
よ
り
非
独
立
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
し
て
も
、
存
在
し
た
。

よ
り
確
固
た
る
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
〔
社
団
〕
的
な
組
織
体
制
は
、
同
一
の
教
会
に
属
す
る
聖
職
者
た
ち
の
同
僚
団
（K

ollegien

）

に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
教
会
に
は
、
教
皇
の
評
議
員
会
（Senat

）
と
し
て
枢
機
卿
た
ち
の
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
が
成
立

（
８
）

し
た
。
僧
侶
階
級
は
、
司
教
の
諸
教
会
に
、
自
ら
が
自
ら
を
生
活
の
僧
侶
的
共
同
性
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
緊
密
に
結

集
（
９
）

し
た
。
も
と
も
と
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
諸
司
教
座
聖
堂
参
事
会
（K

apitel

）
は
、
完
全
に
家
庭
的
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
の
模
範
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
確
固
た
る
規
則
（canon

戒
律
）
に
従
っ
て
司
教
の
家
で
完
全
な
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
（vita

com
m
unis

共
同
生
活
）
に
お
い
て
私
的
財
産
を
も
た
ず
に
生
活
し
、
そ
し
て
、
家
の
主
人
と
し
て
の
司
教
ま
た
は

そ
の
代
理
人
に
服
し
て
（
１０
）

い
た
。
カ
ー
ル
大
帝
の
も
と
で
は
、
帝
国
法
に
よ
っ
て
、「
す
べ
て
の
」
僧
侶
は
、
修
道
士
（M

önch

）
と
し

て
、
ま
た
は
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
（K

anoniker
）
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
へ
と
強
い
ら
れ
（
１１
）

た
が
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
後
者
に

お
い
て
は
、
人
的
な
貧
困
と
い
う
要
件
は
す
で
に
脱
落
し
て
（
１２
）

い
た
。
そ
れ
以
来
、
非
司
教
教
会
で
の
類
似
の
諸
結
合
体
も
ま
た
成
立
し

た
（
後
の
い
わ
ゆ
る
コ
レ
ギ
ア
ル
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ーK

ollegialsti
（
１３
）

fter

）。
時
代
の
経
過
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
お
い
て
は
、

教
会
幹
部
（K

irchenvorstand

）
に
対
す
る
関
係
で
の
総
体
の
独
立
性
が
増
大
し
た
。
そ
れ
ら
の
団
体
は
、
セ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
・
エ
ク

レ
シ
ア
エ
（senatus

ecclesiae

教
会
評
（
１４
）

議
員
）
と
し
て
、
形
式
的
な
共
同
統
治
権
を
獲
得
し
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
、
教

会
財
産
の
利
用
を
求
め
る
請
求
権
と
絶
え
ず
拡
大
さ
れ
た
自
治
と
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
ら
を
そ
の
よ
う
に
し
て
司
教
と
の
そ
れ
ら
の
関

係
に
お
い
て
、
例
え
ば
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
比
較
し
た
と
す
れ
ば
、
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
至
る
ま
で
、
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と
く
に
司
教
座
聖
堂
教
会
（K

athedralkirche

）
に
お
い
て
、
完
全
に
独
立
し
た
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
へ
の
組
織
改
変
が
登
場
（
１５
）

し
た
。

共
同
居
住
と
家
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
脱
（
１６
）

落
し
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
（K

apitel

）
の
構
成
員
た
ち
は
、
固
有
の
家
（curiae

集
会
所
）

と
収
入
（praebendae

司
教
座
参
事
会
員
聖
職
禄
）
を
受
け
取
り
、
教
会
財
産
は
、
司
教
と
司
教
座
参
事
会
の
間
で
形
式
的
に
か
つ

確
定
的
に
分
配
（
１７
）

さ
れ
、
そ
し
て
、
両
者
の
間
の
法
律
関
係
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
契
約
に
従
っ
て
も
ま
た
規
律
さ
れ
た
。
司
教
座
参

事
会
は
、〈
司
教
自
身
は
そ
れ
に
決
し
て
属
さ
ず
、
む
し
ろ
司
教
自
ら
が
そ
の
幹
部
（
司
教
の
か
つ
て
の
代
理
人
か
ら
生
じ
た
修
道
院

長prior

、
司
祭
長decanus

お
よ
び
長
官praepositus

）
お
よ
び
そ
の
多
数
の
役
人
た
ち
を
選
任
し
た
と
こ
ろ
の
〉
い
ま
や
全
く
独
立

し
た
諸
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
と
な
っ
た
。
自
己
の
案
件
に
お
い
て
、
諸
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
は
ほ
と
ん
ど
完
全
な
独
立
性
、
広
範
な
自

律
、
固
有
の
裁
（
１８
）

判
権
、
自
治
お
よ
び
財
産
能
力
を
享
受
し
た
。
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
に
は
、
大
部
分
、〈
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
が
す
で

に
現
在
時
お
り
《
そ
れ
が
席
の
数
を
閉
鎖
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
獲
得
を
貴
族
の
誕
生
に
結
び
つ
け
た
》
と
い
う
「
方
法
」

に
お
い
て
利
用
し
た
と
こ
ろ
の
〉
新
た
な
構
成
員
た
ち
の
採
用
も
ま
た
、
帰
属
（
１９
）

し
た
。
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
は
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に

し
て
〈
そ
の
財
産
の
管
理
と
享
受
を
そ
の
主
た
る
任
務
と
み
な
し
た
〉
半
世
俗
的
な
諸
団
体
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
教
会

統
治
へ
の
関
与
は
、
沈
む
代
わ
り
に
、〈
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
が
聖
職
者
の
こ
と
が
ら
に
お
い
て
、
世
俗
の
こ
と
が
ら
に
お
い
て
と
同

様
に
、
司
教
を
、
一
部
は
そ
の
ラ
ー
ト
〔
助
言
〕
に
、
一
部
は
そ
の
同
意
に
つ
い
て
拘
束
し
、
教
会
財
産
の
共
同
管
理
に
関
し
て
最
も

重
要
な
諸
権
利
を
行
使
し
、
空
位
に
さ
れ
た
地
位
に
つ
い
て
は
教
会
が
代
理
し
、
そ
し
て
、
一
一
二
二
年
以
来
ほ
と
ん
ど
至
る
と
こ
ろ

で
専
ら
司
教
の
選
挙
（B

ischofaw
ahl

）
を
行
使
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
極
め
て
高
め
ら
れ
た
。

ヴ
ィ
タ
・
コ
ン
ム
ニ
ス
（
共
同
生
活
）
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
司
教
座
聖
堂
参
事
会
と
い
う
古
い
形
式
を
人
的
な
貧
困
な
し
に
ま
た

は
こ
れ
を
伴
っ
て
す
ら
再
創
出
す
る
と
い
う
、
た
び
重
な
る
試
み
が
、
十
一
世
紀
と
十
二
世
紀
に
お
い
て
行
わ
（
２０
）

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら

こ
の
こ
と
は
、
た
だ
ば
ら
ば
ら
に
の
み
成
功
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
聖
職
者
た
ち
の
新
た
な
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
（K

on-

（
一
三
二
）
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gregationen

諸
集
会
）
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
向
け
て
カ
ノ
ニ
ー
キ
・
レ
グ
ラ
ー
レ
ス
（canonici

regulares

正
規
の
司

教
座
参
事
会
員
た
ち
）
の
名
称
が
移
行
し
た
一
方
で
、
そ
の
他
の
人
々
は
（
規
準canon

を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
カ
ノ
ニ
ー
キ
・

セ
ク
ラ
ー
レ
ス
（c.seculares

世
俗
の
司
教
座
参
事
会
員
た
ち
）
と
呼
ば
（
２１
）

れ
た
。
後
に
は
、
そ
の
よ
う
な
正
規
の
カ
ノ
ニ
カ
ー
（R

egu-

larkanoniker

）
の
幾
人
か
は
、
プ
レ
モ
ン
ト
レ
会
士
（P

räm
onstratenser

）
の
教
団
の
規
則
を
受
け
取
（
２２
）

っ
た
。

教
会
の
発
展
全
体
に
と
っ
て
、
お
よ
び
、
世
俗
的
な
社
団
法
（V

ereinsrecht

）
へ
の
そ
の
影
響
に
と
っ
て
、
参
事
会
員
（K

anoni-

ker

）
の
諸
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
よ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
修
道
士
階
級
（M

ö nchsthum

）
の
進
歩
で
あ
（
２３
）

っ
た
。
先
ず
最
初
に
、

個
々
の
修
道
院
の
内
部
組
織
体
制
は
、〈
次
第
に
社
団
的
な
要
素
が
、
修
道
院
の
上
位
者
を
と
お
し
て
代
理
さ
れ
る
天
国
の
主
人
へ
の

完
全
な
献
身
を
圧
倒
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉
よ
り
自
由
な
も
の
と
な
っ
た
。
修
道
院
へ
と
入
っ
た
個
々
人
は
、
も
ち
ろ
ん
相
変
わ
ら
ず

彼
の
財
産
能
力
を
、
彼
の
家
族
権
を
、
そ
し
て
、
彼
の
上
に
立
つ
統
一
体
の
た
め
に
彼
の
固
有
の
意
思
を
、
放
棄
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
統
一
体
は
、
も
は
や
大
修
道
院
長
（A

bt
）（P

rior,G
uardian,R

ektor

〔
い
ず
れ
も
修
道
院
長
〕）
だ
け
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
彼
と
兄
弟
た
ち
の
総
体
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
修
道
院
長
に
は
、
君
主
的
、
家
父
長
的
な
権
力
、
規

律
お
よ
び
代
理
権
限
が
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
こ
と
が
ら
に
お
い
て
は
兄
弟
た
ち
の
助
言
を
求
（
２４
）

め
る
と
い
う
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
教
団
の
規
定
か
ら
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
お
け
る
の
と
全
く
類
似
し
た
、
完
全
な
権
利
を
有
す
る
兄
弟
た
ち
の
会
議
ま
た

は
彼
ら
の
委
員
会
の
、
独
立
の
同
意
権
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
が
発
展
（
２５
）

し
た
。
家
の
組
織
体
制
か
ら
、
全
て
の
点
に
お
い
て
、
次
第
に
多

く
、
合
議
的
な
組
織
体
制
と
（
２６
）

な
り
、
そ
し
て
、
大
修
道
院
長
選
挙
も
ま
た
よ
り
自
由
な
も
の
と
な
（
２７
）

っ
た
。
他
方
で
は
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ま
さ
に
い
ま
や
教
会
と
の
修
道
士
階
級
の
結
び
つ
き
は
従
来
よ
り
も
よ
り
内
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
以
前
は
大
部
分
の
修
道

士
は
平
信
徒
で
あ
り
、
そ
し
て
、
た
だ
若
干
の
僅
か
な
者
だ
け
が
僧
職
授
与
（W

eihe

）
を
受
け
た
の
に
対
し
て
、
修
道
士
は
、
十
世

紀
以
来
、
大
部
分
聖
職
者
（K

ler

（
２８
）

iker

）
で
あ
り
、
そ
し
て
、
た
だ
な
お
通
常
の
奉
仕
と
手
作
業
の
た
め
に
、
議
席
と
発
言
権
を
も
た
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な
い
平
信
徒
兄
弟
（L

aienbrüder

）（conversi

改
宗
者
た
ち
）
が
採
用
さ
（
２９
）

れ
た
。
教
区
教
会
（P

farrkirche

）
か
ら
の
大
修
道
院
へ

の
貸
与
、
高
め
ら
れ
た
諸
特
権
、
そ
し
て
、
司
教
権
力
か
ら
の
（
３０
）

免
除
は
、
修
道
士
階
級
を
教
会
秩
序
の
内
部
で
さ
ら
に
よ
り
確
固
と
し

た
地
位
へ
と
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
を
と
お
し
て
修
道
院
の
単
な
る
自
由
な
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
の
改
変
が
妨
げ
ら
れ
、
そ
し
て
、
む
し

ろ
彼
ら
の
社
団
的
な
独
立
性
の
継
続
的
形
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
教
会
の
営
造
物
と
し
て
の
そ
の
性
格
は
、
ま
す
ま
す
鋭
く
刻

印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

司
教
座
聖
堂
参
事
会
（K

apiteln

）
に
お
け
る
と
同
じ
諸
原
因
が
、
諸
修
道
院
に
お
い
て
も
ま
た
、
早
期
に
世
俗
化
と
堕
落
へ
と
作

用
し
、
そ
し
て
、
共
同
性
の
没
落
を
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
財
産
（
３１
）

分
割
を
す
ら
惹
起
す
べ
く
脅
か
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
修
道
士
階
級

に
対
し
て
は
、〈
そ
の
都
度
同
時
に
動
揺
す
る
ロ
ー
マ
の
座
を
新
た
に
堅
固
に
し
た
と
こ
ろ
の
〉
多
数
回
の
大
規
模
な
革
新
が
与
え
ら

れ
た
。
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
革
新
は
、
教
皇
の
最
初
の
意
思
な
し
に
ま
た
は
最
初
の
意
思
に
反
し
て
す
ら
、
下
か
ら
や
っ
て
来
る
連
合

の
運
動
か
ら
出
現
し
た
。
そ
れ
ら
〔
革
新
〕
の
す
べ
て
に
原
動
力
を
与
え
た
の
は
、
ロ
ー
マ
的
な
諸
国
民
で
あ
り
、
そ
し
て
、
高
め
ら

れ
た
程
度
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
よ
り
遅
れ
た
諸
革
新
は
よ
り
明
瞭
に
、
最
も
遅
れ
た
（
イ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
教
団
の
）
革
新
は
最
も
明
瞭

に
、
ロ
ー
マ
的
な
刻
印
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
狂
信
的
に
把
握
さ
れ
た
統
一
体
理
念
の
た
め
の
中
央
集
権
化
、
軍
隊
的
な
組
織
、

個
々
人
の
犠
牲
へ
の
革
新
の
傾
向
が
、
ド
イ
ツ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
制
度
に
対
し
て
対
立
的
な
態
度
を
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
、
そ
れ

だ
け
力
強
く
、
そ
れ
で
も
や
は
り
ド
イ
ツ
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
運
動
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
法
と
組
織
体

制
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

暗
示
さ
れ
た
改
革
の
最
古
の
も
の
は
、
修
道
士
教
団
（M

önchsorden

）
へ
の
修
道
院
の
結
合
に
お
い
て
存
在
し
た
。
も
と
も
と

あ
ら
ゆ
る
修
道
院
は
、
あ
る
特
定
の
聖
人
の
場
所
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
と
同
様
に
、
独
立
し
た
全
体
で
あ
っ
た
。
い
く

つ
か
の
修
道
院
の
間
に
は
、〈
あ
る
修
道
院
の
他
の
修
道
院
に
つ
い
て
の
も
し
か
す
る
と
あ
る
か
も
知
れ
な
い
所
有
権
的
権
利
ま
た
は

（
一
三
四
）
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教
会
保
護
者
の
諸
権
利
（P

atronatsrechten

）、
お
よ
び
、
基
幹
修
道
院
と
そ
の
コ
ロ
ニ
ー
の
間
に
時
お
り
存
続
し
た
母
村
と
娘
村

の
関
係
に
類
似
す
る
個
々
の
諸
点
を
無
視
す
る
と
す
（
３３
）

れ
ば
〉、
法
律
的
な
関
連
は
存
在
し
な
か
（
３２
）

っ
た
。
修
道
院
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

の
拡
大
は
、
や
が
て
ま
ず
最
初
に
、
卓
越
し
た
平
信
徒
に
対
す
る
一
種
の
名
誉
構
成
員
と
し
て
の
兄
弟
関
係
の
付
与
を
と
お
し
て
、
よ

り
多
く
さ
ら
に
は
異
な
る
諸
修
道
院
の
間
の
兄
弟
契
約
（F
raternitätsverträge

）
お
よ
び
協
定
契
約
（K

artellverträge

）
を
と

お
し
て
登
場
（
３４
）

し
た
。
十
世
紀
以
来
、
し
か
し
、
諸
修
道
院
の
孤
立
は
、
次
第
に
多
く
〈
異
な
る
修
道
院
の
間
の
修
道
士
制
度
の
改
革
と

の
結
合
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
〉
大
規
模
の
諸
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
を
と
お
し
て
押
し
や
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン

の
最
古
の
も
の
は
、
九
一
〇
年
に
お
い
て
、
ク
リ
ュ
ー
ニ
ー
の
大
修
道
院
長
か
ら
始
ま
り
、
そ
し
て
、〈
や
が
て
数
百
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
教
団
の
修
道
院
を
包
含
し
た
〉
ク
リ
ュ
ー
ニ
ー
教
団
（O

rden
der
K
luniacenser

）
の
設
立
へ
と
導
い
た
。
教
団
は
全
体
の
組
織

体
制
を
有
し
、
そ
の
頂
点
に
ア
ル
キ
ア
ッ
バ
ー
ス
（archiabbas

大
修
道
院
長
）
と
し
て
の
ク
リ
ュ
ー
ニ
ー
大
修
道
院
長
が
立
ち
、
ア

ル
キ
モ
ナ
ス
テ
ー
リ
ウ
ム
（archim
onasterium

大
修
道
院
）
と
し
て
の
ク
リ
ュ
ー
ニ
ー
修
道
院
、
コ
ア
ッ
バ
ー
テ
ス
（coabbates

副
修
道
院
長
）、
プ
ロ
ア
ッ
バ
ー
テ
ス
（proabbates
大
修
道
院
長
代
理
）
が
彼
の
下
に
立
っ
て
（
３５
）

い
た
。
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
一

〇
一
八
年
に
カ
マ
ル
ド
リ
会
士
（K

am
aldulenser

）
の
移
住
者
教
団
が
、
一
〇
三
八
年
に
は
共
住
修
道
士
教
団
（C

önobitenorden

）

が
成
立
し
た
。
教
団
制
度
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
開
始
を
見
出
す
ま
で
、
か
な
り
長
く
そ
れ
は
続
い
た
。
一
〇
六
九
年
に
お
い
て
初
め
て
、

修
道
士
た
ち
の
き
わ
め
て
激
し
い
抵
抗
が
打
ち
負
か
さ
れ
た
後
に
、
大
修
道
院
長
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
シ
ャ
ウ
（W

il-

helm
von
H
irschau

）
が
、
ク
リ
ュ
ー
ニ
ー
教
団
の
模
範
に
従
う
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
―
―congregatio

H
irsaugiensis

ヒ
ル
シ
ャ

ウ
会
―
―
を
設
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

こ
れ
ら
の
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
（
会
）
が
修
道
士
階
級
に
与
え
た
躍
進
は
、
し
か
し
、
非
常
に
力
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
や
が

て
そ
れ
ら
〔
諸
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
〕
は
、
改
め
て
、
権
力
と
占
有
を
と
お
し
て
の
世
俗
化
と
い
う
す
べ
て
の
聖
職
者
の
諸
コ
ル
ポ
ラ

２２４ 駿河台法学 第２６巻第１号（２０１２）

（
一
三
五
）



チ
オ
ン
の
一
般
的
な
運
命
に
屈
服
し
た
。
速
や
か
な
連
続
に
お
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
古
い
修
道
士
諸
教
団
と
並
ん
で
、
修
道
院
制
度
の

宗
教
的
基
本
理
念
の
蘇
生
を
求
め
た
新
し
い
修
道
士
諸
教
団
が
開
花
し
、
そ
し
て
、
広
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
一
〇
七
三
年
な
い
し
一
〇

八
三
年
に
は
グ
ラ
モ
ン
ト
教
団
（O

rden
von

G
ram
m
ont

）
が
、
一
〇
八
四
年
に
は
カ
ル
ト
ジ
オ
教
団
（K

arthäuserorden

）
が
、

一
〇
九
四
年
に
は
エ
ブ
ラ
ル
ド
の
泉
教
団
（O

rdo
F
ontis

E
braldi

）
が
、
一
〇
九
五
年
に
は
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
修
道
院
長
の
ホ

ス
ピ
タ
ー
リ
ウ
ス
た
ち
（hospitalarii

s.
A
ntonii

abbatis

）
が
、
一
一
二
〇
年
に
は
プ
レ
モ
ン
ト
レ
会
士
教
団
（P

räm
on-

stratenserorden
）
が
、
一
一
五
六
年
に
は
カ
ル
メ
ル
会
士
教
団
（K

arm
eliterorden

）
が
、
と
り
わ
け
し
か
し
、
一
〇
九
八
年
以

来
は
シ
ト
ー
会
教
団（C

istercienserorden

）が〔
設
立
さ
れ
た
〕。
そ
し
て
、
シ
ト
ー
会
教
団
は
、〈
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
教
団
と
ク
リ
ュ
ー

ニ
ー
教
団
の
富
と
無
規
律
に
対
し
て
厳
格
で
貧
困
な
生
活
方
法
を
、
そ
れ
ら
の
無
限
の
諸
特
権
と
諸
免
除
に
対
し
て
司
教
の
下
へ
の
服

従
（U

nterw
ürfigkeit

）
を
、
対
立
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〉、
六
十
年
後
、
す
で
に
五
百
を
超
え
る
大
修
道
院
を
、
十
三
世
紀
に
お

い
て
は
一
八
〇
〇
以
上
の
大
修
道
院
を
包
含
し
た
。
規
則
の
改
革
と
同
時
に
、
シ
ト
ー
会
士
た
ち
に
お
い
て
は
、
教
団
組
織
体
制
の
継

続
的
形
成
が
結
合
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、〔
そ
れ
は
〕
シ
ト
ー
の
大
修
道
院
長
が
諸
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
全
体
の
長
（P

rior

）
と
し
て

君
主
の
力
を
備
え
、
四
つ
の
先
ず
第
一
に
卓
越
し
た
子
修
道
院
（T

ochterklöster

）（
娘
た
る
首
長filiae

principares

）
の
大
修
道

院
長
た
ち
（Ä

bte

）
が
地
方
長
官
と
し
て
彼
の
傍
ら
に
登
場
し
、
総
司
教
座
聖
堂
参
事
会
（G

eneralkapitel

）
と
し
て
の
す
べ
て
の

修
道
院
長
た
ち
（Ä

bte

）
の
規
則
的
な
集
会
が
長
た
ち
（P

rioren

）
を
制
限
し
、
そ
し
て
、
最
後
に
上
位
者
た
ち
を
と
お
し
て
の
個
々

の
修
道
院
の
年
々
の
視
察
が
シ
ス
テ
ム
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
に
よ
（
３６
）

っ
て
〔
で
あ
る
〕。
こ
れ
ら
の
諸
制
度
は
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
ス
三
世
（In-

nocenz
III.

）
が
そ
れ
ら
を
全
て
の
教
団
に
お
い
て
法
律
と
し
た
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
重
要
な
も
の
と
な
（
３７
）

っ
た
。
同
じ
教
皇

は
、
同
時
に
、
諸
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
の
高
め
ら
れ
た
多
様
性
の
ゆ
え
に
、
新
た
な
教
団
の
設
立
を
禁
止
（
３８
）

し
た
。
そ
の
禁
止
は
、
す
な

わ
ち
、
も
ち
ろ
ん
や
が
て
托
鉢
修
道
士
た
ち
（B

ettelm
ö nche

）
の
た
め
に
再
び
撤
回
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ

（
一
三
六
）
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で
も
〈
教
会
に
対
す
る
宗
教
的
な
連
合
の
力
強
い
飛
躍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、《
聖
職
者
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
存
在
が
教
皇
の
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
に
依
存
し
て
い
る
》
と
い
う
立
場
に
い
か
に
固
執
し
た
か
を
〉
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
事
実
、
現
在
も
そ
の
後
も
、
教
会

は
、〈
す
べ
て
の
新
た
に
成
立
し
た
若
干
の
意
味
を
も
つ
聖
職
者
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ
の
規
則
と
組
織
体
制
を
―
―
形
式
的
に

は
少
な
く
と
も
―
―
教
皇
の
椅
子
か
ら
付
与
さ
れ
、
そ
し
て
、
教
皇
か
ら
そ
れ
ら
の
諸
権
利
の
総
体
を
導
い
た
こ
と
〉、〈
そ
れ
ゆ
え

も
っ
と
も
自
発
的
な
教
団
結
合
体
も
ま
た
、
個
々
の
教
団
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
同
様
に
、
決
し
て
完
全
に
自
由
な
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
概
念

の
も
と
に
は
入
ら
ず
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
組
織
体
制
を
伴
う
教
会
の
営
造
物
と
み
な
さ
れ
た
（
３９
）

こ
と
〉
を
貫
徹
さ
せ
た
。

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
聖
職
者
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
形
成
は
、
男
性
た
ち
の
結
合
体
に
類
似
す
る
婦
人
た
ち
の
結
合
体
が
平
行
し
て
活

動
し
た
と
き
、
そ
れ
だ
け
一
層
深
く
、
国
民
生
活
へ
と
介
入
し
た
。
カ
ノ
ン
的
聖
職
者
た
ち
に
カ
ノ
ン
的
な
婦
人
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン

（F
rauenkongregationen

）
が
対
応
（
４０
）

し
た
。
そ
し
て
、
婦
人
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
は
、
カ
ノ
ン
的
聖
職
者
た
ち
と
同
様
に
、
後
に
、

形
式
的
な
規
則
に
従
っ
て
生
き
る
正
規
の
修
道
女
た
ち
（R

egularkanoni

（
４１
）

ssen

）
の
結
合
体
と
、
本
来
の
誓
約
な
し
に
よ
り
緩
や
か

な
規
則
に
従
っ
て
結
合
さ
れ
た
世
俗
の
修
道
女
た
ち
（Seklarkanoni

（
４２
）

ssen

）
の
結
合
体
に
分
裂
し
、
そ
の
う
ち
し
か
し
と
く
に
後
者

は
、
早
期
に
貴
族
の
娘
た
ち
の
単
な
る
一
時
的
な
介
護
施
設
（V

ersorgungsanstalten

）
へ
と
変
質
（
４３
）

し
た
。
同
様
に
男
性
諸
修
道
院

と
男
性
諸
教
団
の
傍
ら
に
、〈
一
般
的
運
動
に
従
い
、
そ
し
て
、
大
部
分
の
場
合
、
男
性
諸
教
団
の
規
則
に
関
連
し
た
〉
婦
人
諸
修
道

院
と
婦
人
諸
教
団
が
成
立
（
４４
）

し
た
。

し
か
し
本
来
聖
職
者
の
ケ
ル
パ
ー
シ
ャ
フ
ト
が
教
会
と
民
衆
の
区
別
を
緩
和
す
る
よ
り
も
も
っ
と
強
化
し
た
と
き
、
両
者
の
関
連
は
、

聖
職
者
の
法
と
世
俗
法
の
間
の
あ
の
多
数
の
〈
中
世
全
体
が
満
た
し
た
〉
中
間
構
造
物
を
と
お
し
て
、
絶
え
ず
新
た
に
堅
固
な
ら
し
め

ら
れ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
よ
り
狭
い
生
活
ク
ラ
イ
ス
の
た
め
に
諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
（B

rüderschaften

兄
弟
団
体
）
が
作

用
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
十
二
世
紀
の
初
め
以
来
、
よ
り
大
規
模
な
基
準
に
お
い
て
〈
宗
教
的
な
結
合
の
手
段
を
と
お
し
て
騎
士
階
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級
を
教
会
と
結
び
つ
け
た
〉
聖
職
者
た
る
騎
士
教
団
（R

itterorden

）
に
お
い
て
繰
り
返
さ
（
４５
）

れ
た
。
小
さ
な
発
端
か
ら
、
大
部
分
の

場
合
、
騎
士
た
ち
ま
た
は
兄
弟
た
ち
の
自
由
な
諸
ア
イ
ヌ
ン
グ
ま
た
は
諸
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
が
出
現
し
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
お
よ
び
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
ド
イ
ツ
に
も
広
が
っ
た
。
と
く
に
、
こ
こ
に
足
場
を
築
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
の

大
き
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
う
ち
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、〈《
三
つ
の
修
道
士
誓
約
と
並
ん
で
巡
礼
者
の
保
護

を
第
四
の
誓
約
と
し
て
約
束
し
た
》
九
つ
の
フ
ラ
ン
ス
の
騎
士
た
ち
の
う
ち
、
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
に
お
い
て
一
一
一
八
年
に
設
立
さ
れ
一

一
二
八
年
に
教
皇
に
よ
っ
て
独
自
の
規
則
を
備
え
さ
せ
ら
れ
た
〉
テ
ン
ペ
ル
騎
士
教
団
（O

rden
der
T
em
pelherrn

）〔
で
あ
り
、

そ
し
て
〕、〈
一
一
二
〇
年
以
来
、
一
〇
四
八
年
か
ら
ア
マ
ル
フ
ィ
の
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
病
院
ブ
リ
ュ
ー

ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
（H

ospitalbrüderschaft
Johannis

des
T
äubers

）
か
ら
成
長
し
、
そ
し
て
、
一
一
三
〇
年
に
認
可
さ
れ
た
〉
ヨ

ハ
ネ
騎
士
修
道
会
士
教
団
（O

rden
der
Johanniter

）〔
で
あ
り
、
そ
し
て
〕
と
り
わ
け
、〈
し
か
し
一
一
九
〇
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
と

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
市
民
た
ち
の
あ
る
ブ
リ
ュ
ー
ダ
ー
シ
ャ
フ
ト
か
ら
成
立
し
、
そ
し
て
、
一
一
九
一
年
に
認
可
さ
れ
た
〉
イ
ェ
ル
ザ
レ

ム
に
お
け
る
聖
母
マ
リ
ア
の
た
め
の
ド
イ
ツ
人
病
院
の
兄
弟
た
ち
教
団
、
あ
る
い
は
、〈
一
二
三
七
年
に
、
一
二
〇
四
年
に
リ
ー
フ
ラ

ン
ト
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
剣
友
騎
士
教
団
（O

rden
der
Schertritter

）
が
そ
れ
と
結
合
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
〉
ド
イ
ツ
騎
士
団
（der

deutsche
O
rden

）〔
で
あ
る
〕。
類
似
の
種
類
の
よ
り
小
さ
な
騎
士
教
団
が
そ
の
傍
ら
に
存
在
し
た
と
こ
（
４６
）

ろ
の
、
こ
れ
ら
の
諸
教
団

は
、
修
道
士
た
ち
の
生
活
方
法
と
軍
人
た
ち
の
生
活
方
法
の
結
合
に
基
づ
き
、
そ
し
て
、
従
っ
て
、
そ
の
組
織
体
制
も
ま
た
、
教
団
組

織
体
制
と
戦
争
状
態
の
国
家
の
組
織
体
制
と
の
間
の
中
間
的
構
成
物
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
で
（
４７
）

あ
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
そ

れ
の
主
要
な
意
味
も
ま
た
、
初
め
て
引
き
続
く
時
期
へ
と
帰
す
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
お
い
て
さ
ら
に
手
短
か
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
話
題

と
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
以
上
、
第
三
十
一
章
、
終
わ
り
。
第
二
期Z

w
eite
P
eriode

、
終
わ
り
】

（
一
三
八
）
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【
以
下
、
第
三
十
一
章
の
注
】

（
１
）

V
gl.

ト
マ
ッ
シ
ー
ヌ
スT

hom
assinus,

V
etus

et
nova

ecclesiae
disciplina

circa
beneficia

〔
諸
特
権
に
関
す
る
新
旧
の
教
会
の

学
説
〕,M

agunt.
1786

f.,
3
B
ände

in
je
3
T
heilen.

特
権
（beneficium

）
の
概
念
は
、
こ
こ
で
は
、
教
会
組
織
体
制
法
全
体
の
た
め

の
出
発
点
で
あ
る
。I,

3.
c.
69.
§
19.
20.

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
、
修
道
院
に
お
け
る
個
々
の
修
道
士
の
地
位
も
ま
た
特
権
と
し
て
現
れ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
特
権
の
内
容
は
、
こ
こ
で
は
、
も
と
も
と
全
て
の
諸
特
権
に
お
い
て
と
全
く
同
様
に
、
た
だ
「
養
育
さ
れ
る
こ
と
と

衣
服
を
着
せ
ら
れ
る
こ
と
」（nur

das
ali
et
vestiri

）
だ
け
で
あ
る
。

（
２
）

八
〇
〇
年
以
後
の
司
教
選
挙
に
つ
い
て
は
、T
hom
assinus

l.c.II,2.c.20

―43.

（
３
）

シ
ュ
ル
テSchulte,L

ehrb.des
kathol.K

irchenrechts.2.A
ufl.1868.§

87
f.S.305

f.

は
、
そ
れ
に
表
題
を
つ
け
て
い
る
。V

gl.

W
alter,K

.R
.§
163.

（
４
）

R
ichter,K

.R
.§
154.W

alter
l.c.§

164.165.Schulte
l.c.§

87.S.305
f.

（
５
）

T
hom
assinus

II,3.c.56.57.W
alter

§
166.R

ichter
§
155.Schulte

§
88.

（
６
）

T
hom
assinus

II,3.c.74.75.W
alter

§
167.R

ichter
§
156.Schulte

§
89.

（
７
）

T
hom
assinus

II,3.c.73.

（
８
）

T
hom
assinus

I,
2.
c.
113

―116.

彼
は
正
当
に
も
（I,

3.
c.
8
§
13
u.c.
10
§
5

）
枢
機
卿
団
（K

ardinalkollegium

）
に
お
い
て
は

非
常
に
最
古
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
（K

apitel

）
の
姿
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。V

gl.
auch

G
ieseler,

K
irchengeschichte

II,1.S.186
f.E
ichhorn,R

.G
.§
137
f.W
alter,K

.R
.§
137
f.

（
９
）

ひ
と
が
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
遡
ら
せ
て
い
る
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
成
立
に
つ
い
て
は
、T

hom
assinus

I,3.c.2

―10.

古
い
ゼ
ミ
ナ
ー

レ
ン
（Sem

inaren

司
祭
養
成
所
）
お
よ
び
シ
ュ
ー
レ
ン
（Schulen

神
学
校
）
と
の
そ
の
関
連
に
つ
い
て
は
、ib.I,3.c.5.6.8.§

2.II,l.

c.
102
§
2
f.

―
さ
ら
にP

lanck,
G
esch.

der
christl.

G
esellschaftsverf.

III.
641
f.
G
ieseler

l.c.
II,
1.
S.
48
f.
207
f.
R
ettberg,

K
irchengeschichte

II.662
f.B
oehm

er,princ.jur.canon.L
ib.3.sect.3.tit.3

u.4.Schm
alz,H

andb.des
kanon.R

echts
§
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207
f.W
alter

l.c.§
148.149.

ラ
ッ
バ
エ
ウ
ス
に
お
け
る
メ
ッ
ツ
の
司
教
ク
ロ
ド
ガ
ン
グ
ス
の
規
則D

ie
regula

C
hrodogangi

des
B
is-

chofs
v.M

ets
b.L
abbaeus,C

oll.conc.�
.S.1444.

を
参
照
せ
よ
。

（
１０
）

T
hom
assinus

I,3.c.9.§
11：

「
司
教
区
つ
き
の
一
軒
の
家
、
一
つ
の
机
、
全
て
の
こ
と
が
ら
の
ソ
キ
エ
タ
ス
と
共
有
物
」（una

cum

episcopo
dom
us,una

m
ensa,una

om
nium

rerum
societas

et
com
m
unio.

）。

（
１１
）

C
ap.I

C
ar.M

.a.789.c.71.75;802.c.22;805.c.9.T
hom
assinus

I,
3.c.9.

（
１２
）

T
hom
assinus

I,
3.
c.
20.
§
1

―6.

場
所
の
安
定
性
（stabilitas
loci

）
も
な
い
。Ib.

§
7.

し
か
し
も
と
も
と
貧
困
（A

rm
ut

）
が
要

求
さ
れ
た
。ib.I,3.c.2.§

7

―11.

（
１３
）

T
hom
assinus

I,3.c.9.§
6

―7.c.11.W
alter

§
148.

（
１４
）

T
hom
assinus

I,3.c.7.§
7
f.c.8

§
6

―8.c.9.§
12
f

（
１５
）

V
gl.T

hom
assinus

I,3.c.10.70.P
lanck

IV
,2.S.565

f.G
ieseler

II,2.§
64.S.260

f.R
aum
er,H

ohenstauffen
V
I.29

f.

E
ichhorn

l.c.
§
333.

B
öhm
er
l.c.
tit.
4
§
422
f.
Schm

alz,
l.c.
§
210
f.
W
alter

l.c.
§
149.

R
ichter

§
120.

Schulte
§
58.
S.

226

―236.

（
１６
）

最
初
に
ト
リ
ー
ア
に
お
い
て
。P
lanck

III.758
f.

（
１７
）

T
hom
assinus

III,2.c.20.23.P
lanck

III,749

―767.IV
,2.S.565

f.

（
１８
）

T
hom
assinus

III,2.c.23.§
7.

（
１９
）

G
ieseler

II,
2.
N
ote
b.

（1232
in
Strasburg

）.Seufert,
V
ersuch

einer
G
esch.

des
deut.

A
dels

in
den

E
rz＝

D
om
-

stiftern.1790.W
alter

§
150.

（
２０
）

T
hom
assinus

I,3.c.11.21.E
ichhorn

§
334.W

alter
§
150.

（
２１
）

T
hom
assinus

l.c.c.21.§
6
f.

（
２２
）

G
ieseler

II,3.§
65.S.264.

（
一
四
〇
）
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（
２３
）

T
hom
assinus

I,3.c.12

―25.65

―69.B
öhm
er,jus

eccles.P
rot.III.tit.35

§
.47

―70.R
ettberg,K

irchengesch.II.682

―692.

G
ieseler

II,1.§
30.S.237

f.II,2.§
67
f.S.279

f.F
ehr,A

llg.G
esch.der

M
önchsorden.T

übingen
1845.2.B

de.D
ove,in

B
luntschli ’s

Staatsw
örterbuch.

v. “
O
rden,

geistliche ”.

ま
た
、
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。B

öhm
er,
princ.

jur.
canon.

lib.
3.

sect.3.tit.1
u.2.Schm

alz,H
andb.des

kanon.R
echts

§
192

―206.E
ichhorn,R

.G
.§
330
bis
332.W

alter,R
.G
.§
341.R

ich-

ter
§
280.281.Schulte

S.454
f.

（
２４
）

服
従
ま
た
は
寛
容
の
義
務
の
こ
の
よ
り
緩
や
か
な
解
釈
は
、
最
初
か
ら
、
盲
目
的
な
服
従
を
要
求
し
た
コ
ル
ン
バ
ン
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

派
の
規
則
（R

egel
B
enedicts

von
der
K
olum

bans

）
と
は
異
な
っ
て
い
た
。R

ettberg
II.681

f.

（
２５
）

T
it.
X

「
第
三
章
第
十
節
の
合
意
な
し
に
高
位
聖
職
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
」（de

his
quae

fiunt
a

praelato
sine

consensu
capituli

III.10.

）。W
alter

§
342.Schulte

§
174.

（
２６
）

そ
れ
に
よ
っ
て
、
農
作
業
と
手
作
業
と
と
も
に
修
道
士
た
ち
の
家
事
、
と
り
わ
け
順
番
に
交
代
す
る
調
理
作
業
の
世
話
な
ど
も
ま
た
、

中
絶
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
席
と
議
決
権
の
な
い
特
別
の
「
奉
仕
的
」
な
兄
弟
た
ち
が
存
在
し
、
そ
し
て
、
た
だ
監
督
の
た
め
だ
け
に
、
さ
ら

に
役
人
と
し
て
完
全
な
権
利
を
有
す
る
構
成
員
た
ち
が
任
命
さ
れ
た
。
―
修
道
院
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
務
に
つ
い
て
は
、T

hom
assinus

I,
3.

c.66.
67.

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
士
の
も
と
で
は
、
大
修
道
院
長
の
も
と
に
指
名
さ
れ
た
そ
し
て
免
職
し
う
る
大
修
道
院
長
代
理praepositus

が

代
理
人
と
し
て
立
っ
た
。
規
律
に
つ
い
て
は
、
修
道
士
た
ち
は
、
十
人
単
位
（D

ekanien

）
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
一
人
の
選
ば

れ
た
十
人
長
（decanus

司
祭
長
）
に
服
し
た
。
最
後
に
、
地
下
室
、
外
国
人
接
待
、
病
院
制
度
お
よ
び
慈
善
制
度
、
宝
物
、
財
産
管
理

（oeconom
us

）、
礼
拝
行
為
、
な
ど
の
た
め
の
、
特
別
の
役
人
が
存
在
し
た
。

（
２７
）

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
同
時
に
、
大
修
道
院
長
の
選
挙
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
た
と
え
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン

（
集
会
）
の
僅
か
な
部
分
で
あ
っ
て
も
」（pars

quam
vis
parva

congregationis

）
も
し
そ
の
コ
ン
シ
リ
ウ
ム
（
助
言
）
が
よ
り
合
理
的

な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
司
教
た
ち
と
隣
接
の
大
修
道
院
長
た
ち
に
、
良
く
な
い
大
修
道
院
長
選
挙
に
反
対
し
て
歩
み
だ
す
権
限
を
有

す
る
も
の
と
し
て
、
委
ね
ら
れ
る
の
を
常
と
し
た
。R

ettberg
II.681

f.
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（
２８
）

K
lerikat

〔
聖
職
者
〕
とM

onachat

〔
修
道
僧
〕
の
関
係
に
関
し
て
は
、
と
く
にT
hom
assinus

I,3.c.13

―15.17

―19.

（
２９
）

兄
弟
た
ちfratres

も
ま
た
、
神
父
た
ちpatres

ま
た
は
聖
職
者
た
ちclerici

と
の
対
立
に
お
い
て
名
づ
け
ら
れ
た
。W

alter
§
342.

E
ichhorn

§
332.

（
３０
）

T
hom
assinus

I,3.c.26

―40.G
ieseler

II,1.§
32.S.242.II,2.§

67.S.282
f.E
ichhorn

§
189.331.Schulte

§
.175.S.475

f.

（
３１
）

そ
の
不
成
立
が
強
い
ら
れ
た
フ
ル
ダ
（F

ulda

）
に
お
け
る
占
有
と
領
土
の
分
割
に
つ
い
て
は
、R

ettberg
II.686.

を
参
照
せ
よ
。

（
３２
）

規
則
の
一
致
は
、
ト
マ
ッ
シ
ー
ヌ
ス
（T

hom
assinus

I,3.c.23.24.

（bes.§
9

））
と
と
も
に
、
諸
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
の
前
に
は
た

だ
「
一
つ
の
教
団
、
全
て
の
修
道
僧
た
ち
の
ひ
と
つ
の
団
体
」（unus

ordo,
unum

om
nium

m
onachorum

corpus

）
の
み
が
存
在
し

た
、
と
言
う
こ
と
を
正
当
づ
け
な
い
。
法
律
的
な
団
体corpus

は
、
少
な
く
と
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

（
３３
）

R
ettberg

II.670
f.

（
３４
）

例
え
ば
、du

F
resne

v.fraternitas

に
お
け
る
八
三
八
年
の
ガ
リ
ア
の
二
つ
の
修
道
院
の
兄
弟
化（V

erbrüderng

）、W
ilda,G

ilden-

w
esen

S.32

に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
の
も
と
で
の
七
つ
の
イ
ギ
リ
ス
の
修
道
院
の
�
ひ
と
つ
の
心
臓
と
ひ
と
つ
の
魂
の
ご
と
き

（quasi
cor
unum

et
anim

a
una

）�
兄
弟
化
、G

uden.
I.
467.

476.
III.
193

に
お
け
る
一
二
一
九
年
と
一
三
二
一
年
の
兄
弟
契
約

（F
raternitätsverträge

）、U
rkb.

des
B
isth.

L
üb.
S.
246.

に
お
け
る
一
二
七
九
年
の
あ
る
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
修
道
院
と
の
下
部
イ
タ

リ
ア
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
の
修
道
院
の
ア
デ
ル
フ
ォ
テ
ィ
スα

δ
ε
λ
φ
ο
τ
ι
σ

〔
兄
弟
化
〕、
を
参
照
せ
よ
。
ギ
ル
ド
全
体
ま
た
は
諸
コ
ル
ポ

ラ
チ
オ
ン
あ
る
い
は
個
人
に
対
し
て
も
ま
た
、
し
ば
し
ば
全
く
高
い
金
額
と
引
き
換
え
に
、
あ
る
修
道
院
ま
た
は
あ
る
全
教
団
の
兄
弟
関
係

が
、
付
与
さ
れ
た
。

（
３５
）

T
hom
assinus

I,3.c.25.P
lanck

III.697
f.R
aum
er
V
I.399

f.G
ieseler

II,1.§
33.S.239

f.

（
３６
）

T
hom
assinus

I,3.c.68.G
ieseler

II,2.§
67.S.280

f.D
ove
l.c.S.393

f.

（
３７
）

C
onc.L

ateran.IV
a.1250

c.12.C
.7.8.X

de
statu

m
onach.

〔
修
道
士
の
地
位
に
つ
い
て
〕III.35.

（
一
四
二
）
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（
３８
）

C
onc.L

ater.l.c.c.13.

（
３９
）

R
ichter

§
280
f.Schulte

S.458.461.

を
参
照
せ
よ
。
や
や
異
な
っ
てW

alter
§
340.V

gl.c.un.§
3
de
relig.dom

in.in
6
0;c.

7.X
de
statu

m
onach

〔
修
道
士
の
地
位
に
つ
い
て
〕。

（
４０
）

C
onc.

V
ernens.

a.
755
c.
11.
C
onc.

M
ogunt.

a.
813
c.
13.
C
onc.

C
abilon.

a.
813
c.
53.

八
一
七
年
に
は
、
そ
れ
ら
の
た
め
に

ア
ー
ヘ
ン
で
独
自
の
規
則
が
（
ア
マ
ラ
ー
リ
ウ
スA

m
alarius

に
よ
り
起
草
さ
れ
て
）
公
表
さ
れ
た
。

（
４１
）

T
hom
assinus

I,3.c.50.51.63.W
alter

§
343.R

ettberg
II.699

f.

（
４２
）

T
hom
assinus

l.c.c.
63
§
3

―10.

改
革
の
試
みc.
43.
§
5
de
elect.

in
6
0

（I,
6

）;clem
.
2
de
stat.

m
on.
3,
10.
C
onc.

C
ol.
a.

1536.

（
４３
）

T
hom
assinus

l.c.c.
63
§
5.
6.
8.
9.

一
二
二
〇
年
頃
、V

itriac.
hist.

occ.
c.
31

に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、�
た
だ
兵
士
た

ち
お
よ
び
貴
族
た
ち
の
娘
た
ち
だ
け
を
彼
ら
の
同
僚
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
（nonnisi

filias
m
ilitum

et
nobilium

in
suo
collegio

vol-

unt
recipere.

）�
と
こ
ろ
の
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
乙
女
た
ち
（dom

icellae

）
の
社
団V

ereine

が
完
全
な
開
花
期
に
あ
っ
た
。G

ieseler

II,2.§
71.S.338

f.

（
４４
）

T
hom
assinus

I,3.c.42

―62.R
ettberg

II.694
―699.

女
性
修
道
院
も
ま
た
、
エ
ジ
プ
ト
人
た
ち
か
ら
出
発
し
、
や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
諸
規
則
に
従
っ
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
規
則
が
こ
こ
で
も
ま
た
ほ
と
ん
ど
全
て
の
そ
の
他
の
規
則
を
排
除
す
る
ま
で
、

広
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
よ
り
重
要
な
新
し
い
修
道
士
教
団
に
女
性
の
コ
ン
グ
レ
ガ
チ
オ
ン
も
ま
た
加
わ
っ
た
。

（
４５
）

V
gl.G

ieseler
II,2.§

72.S.340

―351.R
aum
er,H

ohenst.I.487
f.B
öhm
er
l.c.tit.5.R

unde,P
.R
.§
398
f.Schm

alz
l.c.§

215
f.W
alter

§
345.E

ichhorn
§
335.D

ove
l.c.S.369

f.

（
４６
）

と
く
に
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
多
数
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
一
七
五
年
に
認
可
さ
れ
た
聖
職
者
と
騎
士
の
混
合
し
た
聖
ヤ
コ
ブ
剣
友
教
団
（O

r-

den
des
heiligen

Jakob
vom

Schw
ert

）、
カ
ラ
ト
ラ
ー
ヴ
ァ
教
団
（O

rden
von

C
alatrava

）（
一
一
五
八
年
）、
モ
ン
ト
レ
ー
ザ
教

団
（O

rden
von

M
ontresa

）（
一
三
一
六
年
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
い
て
は
、
ア
ヴ
ィ
ツ
教
団
（O

rden
von

A
viz

）（
一
一
六
二
年
）。
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イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
一
二
六
一
年
、
聖
処
女
マ
リ
ア
騎
士
教
団
（R

itterorden
der

Jungfrau
M
aria

）。
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
に
お
い
て

は
、
聖
ラ
ザ
ロ
教
団
（O

rden
von

heiligen
L
azarus

）。
と
く
にE

ryphius,
kurzer

E
ntw
urff

der
G
eist＝

und
W
eltlichen

R
it-

terorden.
L
eipzig

und
B
reslau

1709
S.
8

―158

に
お
け
る
年
代
記
を
参
照
せ
よ
。
そ
こ
で
は
、
さ
ら
に
多
く
の
そ
の
他
の
聖
職
者
的
騎

士
教
団
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。Schm

alz
l.c.§

215

を
も
ま
た
、
見
よ
。

（
４７
）

聖
堂
騎
士
（T

em
pler

）
に
つ
い
て
は
、M

ünter,Statutenbuch
des
O
rdens

der
T
em
pelherrn

u.s.w
.B
erlin

1794

を
参
照
せ

よ
。
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
士
（Johanniter

）
に
つ
い
て
は
、F
alckenstein,

G
eschichte

des
Johanniterordens.

D
resden

1833.

ド

イ
ツ
騎
士
団
に
つ
い
て
は
、H

ennig,die
Statuten

des
deutschen

O
rdens

ec.K
önigsb.1806.

【
以
上
、
第
三
十
一
章
の
注
、
終
わ
り
】

【
以
上
、
第
一
巻
、
第
一
分
冊
（
二
九
五
頁
ま
で
）
完
訳
】

【
以
下
、
第
一
巻
、
第
二
分
冊
】【
以
下
、「
第
三
期
（
一
二
〇
〇
年
な
い
し
一
五
二
五
年
）

第
三
十
二
章

ア
イ
ヌ
ン
グ
制
度
の
意

義
」
に
続
く
。】

（
一
四
四
）
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