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中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

│
│
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
を
中
心
に
し
て
│
│

野
々
瀬
浩
司

は
じ
め
に

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
農
奴
と
見
な
さ
れ
た
非
自
由
身
分

の
人
々
は
、
多
様
な
人
格
的
な
支
配
を
受
け
て
い
た
。
一
般
的
に

彼
ら
の
背
負
っ
て
い
た
封
建
的
拘
束
は
、
移
動
の
自
由
の
禁
止
な

い
し
は
制
限
、
結
婚
の
制
限
、
相
続
税
に
類
似
し
た
様
々
な
タ
イ

プ
の
死
亡
料
の
納
入
、
不
定
量
賦
役
の
履
行
、
毎
年
の
農
奴
承
認

料
の
支
払
い
な
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
や
機
能
は
時

代
や
地
域
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
。
確
か
に
農
奴
制
は
、

奴
隷
制
の
よ
う
に
、
人
間
を
家
畜
に
類
し
た
所
有
物
と
し
て
扱
う

ほ
ど
の
重
い
隷
属
状
態
を
強
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し

な
が
ら
、
多
く
の
領
民
に
対
し
て
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
耐
え

難
い
負
担
や
義
務
を
課
し
、
そ
れ
が
封
建
反
動
と
し
て
強
化
さ
れ

た
場
合
に
は
、
農
民
蜂
起
の
主
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
農
奴
制
は
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
近
代
初
期
に
領
邦
国
家
化

の
進
展
に
伴
う
国
制
の
変
化
や
経
済
変
動
、
さ
ら
に
は
農
民
反
乱

か
ら
受
け
た
打
撃
に
よ
っ
て
衰
退
し
た
が
、
最
終
的
に
は
一
八
世

紀
末
の
ヘ
ル
ヴ
ェ
テ
ィ
ア
革
命
期
ま
で
、
封
建
的
遺
制
と
し
て
北

部
を
中
心
に
根
強
く
存
続
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
に
は
啓
蒙
思

想
や
社
会
契
約
説
な
ど
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、
個
人
を
基
準
と

し
た
人
格
の
自
由
や
平
等
の
理
念
が
、
次
第
に
ス
イ
ス
盟
約
者
団

内
で
も
浸
透
し
始
め
、
主
要
な
原
則
と
し
て
法
律
の
中
に
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
ス
イ
ス
で
封

建
的
支
配
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
諸
侯
や
地
方
貴
族
な
ど

の
特
権
身
分
に
属
す
る
単
独
の
領
主
よ
り
も
、
各
邦
の
政
治
を
主

導
し
て
い
た
市
民
や
農
民
か
ら
な
る
集
団
領
主
で
あ
っ
た
。
一
三

邦
に
よ
る
「
古
ス
イ
ス
盟
約
者
団
」
体
制
の
下
で
彼
ら
は
、
自
由

と
自
治
を
享
受
し
て
い
た
が
、
共
同
支
配
地
や
臣
従
地
域
に
居
住

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

一
（
九
九
）



す
る
民
衆
に
対
し
て
は
、
封
建
的
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
て
い
た

の
で
あ
る
（
１
）
。

こ
れ
ま
で
ス
イ
ス
の
農
奴
制
に
関
し
て
は
、
多
く
の
研
究
業
績

が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
明
確
に
地
域

的
な
多
様
性
・
特
殊
性
が
存
在
し
、
時
代
ご
と
に
そ
の
機
能
が
変

遷
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
２
）
。
例
え
ば
、
ザ
ン
ク

ト
・
ガ
レ
ン
修
道
院
領
の
よ
う
に
農
奴
制
を
補
助
手
段
に
し
て
、

下
級
裁
判
権
の
再
編
と
領
邦
国
家
化
を
推
進
し
た
地
方
が
あ
る
の

に
対
し
て
、
逆
に
ス
イ
ス
盟
約
者
団
の
共
同
支
配
地
で
あ
っ
た
ト

ゥ
ー
ル
ガ
ウ
で
は
、
中
小
の
封
建
領
主
が
領
邦
権
力
か
ら
の
中
央

集
権
化
、
官
僚
制
の
整
備
、
法
の
統
一
化
な
ど
の
政
策
に
対
抗
し

て
、
自
己
の
地
方
的
な
権
益
を
保
持
す
る
た
め
に
農
奴
制
を
利
用

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
直
後
に
市
参
事
会
の
主

導
の
下
に
農
奴
制
が
廃
止
さ
れ
た
都
市
邦
バ
ー
ゼ
ル
や
チ
ュ
ー
リ

ヒ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
領
邦
国
家
化
政
策
に
と
っ
て
障
害
物

で
あ
っ
た
地
方
貴
族
や
聖
界
領
主
の
中
間
支
配
層
の
諸
権
限
を
削

減
す
る
こ
と
が
、
そ
の
主
要
な
目
的
と
な
っ
て
い
た
。
ゾ
ー
ロ
ト

ゥ
ル
ン
の
事
例
も
、
そ
れ
と
類
似
し
て
お
り
、
一
六
世
紀
初
め
に

領
邦
権
力
に
よ
っ
て
農
奴
制
は
一
旦
廃
棄
さ
れ
、
そ
の
後
再
び
部

分
的
に
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
一
八
世
紀
末
ま
で
実
質
の
乏
し
い

名
称
の
み
が
残
存
し
続
け
た
。

ド
イ
ツ
語
圏
の
農
奴
領
主
制
に
関
す
る
膨
大
な
研
究
史
を
簡
略

化
し
て
整
理
す
れ
ば
、
全
体
と
し
て
特
に
以
下
の
四
つ
の
点
が
重

要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
３
）
。
第
一
に
領
邦
国
家
に
よ
る
領
主
権
の
集

権
化
や
領
民
の
身
分
的
統
一
化
の
過
程
に
お
い
て
、
農
奴
制
が
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
そ

れ
が
、
自
由
農
民
と
農
奴
と
の
間
の
身
分
的
な
違
い
を
水
平
化
し
、

一
般
的
臣
民
を
創
設
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
に

関
し
て
考
察
さ
れ
た
。
第
二
に
、
農
奴
領
主
制
に
由
来
す
る
貢
租

な
ど
の
経
済
的
意
味
や
役
割
に
つ
い
て
多
く
の
論
争
が
行
わ
れ
、

そ
の
背
後
に
は
東
西
冷
戦
下
に
お
け
る
歴
史
観
の
相
違
や
研
究
方

法
の
対
立
が
存
在
し
た
。
例
え
ば
ク
ナ
ッ
プ
や
リ
ュ
ト
ゲ
な
ど
の

旧
西
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
は
、
農
奴
制
の
法
的
意
味
や
国
制
上
の
役

割
に
力
点
を
置
い
た
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
学
派
の
研
究

者
達
は
、
そ
の
物
理
的
な
搾
取
の
機
能
を
中
心
と
し
て
捉
え
た
の

で
あ
る
（
４
）
。
さ
ら
に
農
奴
制
の
経
済
的
意
味
に
関
し
て
見
解
が
分
か

れ
た
点
は
、
農
業
危
機
と
農
奴
制
強
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
解

釈
の
違
い
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
農
民
蜂
起
の
際
に
反
農
奴
制
を

掲
げ
た
平
民
達
の
要
求
の
思
想
的
根
拠
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
宗
教
改
革
の
神
学
が
、
農
奴
制
を
否
定
し
た
「
神
の

法
」
思
想
の
成
立
や
発
展
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と

い
う
問
題
が
重
要
な
論
点
に
な
っ
た
。
ま
た
、
中
世
に
存
在
し
て

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号

二
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〇
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い
た
自
然
法
的
伝
統
が
、
ど
の
よ
う
に
反
農
奴
制
要
求
と
関
わ
っ

て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
大
切
な
主
題
と
な
っ
た
（
５
）
。
第
四
に
、

主
要
な
研
究
者
達
が
近
代
初
期
の
農
奴
制
の
役
割
や
意
味
を
、
中

世
と
比
較
し
て
、「
故
意
に
些
細
な
も
の
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て

き
た
こ
と
に
関
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
た
（
６
）
。
つ
ま
り
領
邦
国
家
化

の
際
に
有
効
な
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
農
奴
制
は
、
そ
れ
が
あ

る
程
度
進
展
し
て
い
た
近
代
初
期
に
は
、
そ
の
実
質
的
な
機
能
を

喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
後
も
重
い
圧
迫
を
領

民
に
与
え
続
け
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
を
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
、
今
回
は
ス
イ
ス
の
都

市
邦
と
し
て
は
比
較
的
広
い
領
域
を
支
配
し
て
い
た
ベ
ル
ン
領
の

農
奴
制
を
分
析
し
、
そ
の
特
徴
と
役
割
に
つ
い
て
解
明
し
た
い
。

こ
の
テ
ー
マ
を
選
択
し
た
主
な
理
由
と
し
て
、
ベ
ル
ン
の
農
奴
制

問
題
に
関
し
て
は
、
邦
語
の
研
究
文
献
の
中
で
は
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
学
術
上
の
空
白
を
埋
め
る
必
要
が
あ

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
農
奴
制
が
普
及
し
た
広
大

な
ベ
ル
ン
領
全
体
の
史
料
分
析
を
行
い
、
そ
の
史
実
を
叙
述
す
る

こ
と
は
、
紙
面
の
制
約
な
ど
の
困
難
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

は
地
域
を
限
定
し
て
、
中
近
世
に
お
け
る
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修

道
院
領
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
領
を

中
心
に
考
察
す
る
。
ベ
ル
ン
領
の
支
配
体
制
は
、
地
域
に
よ
っ
て

多
様
な
形
態
を
持
っ
て
お
り
、
特
に
直
轄
地
と
そ
れ
以
外
と
で
は
、

大
幅
に
異
な
る
。
従
っ
て
、
今
回
は
農
奴
制
関
係
の
史
料
が
比
較

的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
聖
界
所
領
を
中
心
に
分
析
し
た
い
。

な
お
ベ
ル
ン
の
農
奴
制
に
関
す
る
ド
イ
ツ
語
の
先
駆
的
な
研
究
と

し
て
は
、
ビ
ー
ラ
ー
の
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
幾
つ
か
の
問
題

点
を
抱
え
て
い
る
（
７
）
。
基
本
的
に
ビ
ー
ラ
ー
は
、
農
奴
解
放
に
お
け

る
主
要
な
原
動
力
と
し
て
ベ
ル
ン
と
い
う
領
邦
権
力
の
意
志
を
中

心
的
に
見
て
、
農
奴
や
村
落
共
同
体
の
役
割
を
低
く
評
価
し
て
い

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
農
民
達
の
政
治
意
識
は
、
ま
だ
農
奴
制
に
反

発
し
て
、
反
乱
に
至
る
ほ
ど
に
は
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め

に
彼
ら
は
農
奴
領
主
へ
の
人
格
的
な
拘
束
に
我
慢
し
続
け
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ビ
ー
ラ
ー
は
、
社
会
の
底
辺
に
い
る
者
達

の
行
動
が
、
総
じ
て
保
守
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
革
命
的
で
は

な
か
っ
た
と
考
察
し
た
。
従
っ
て
、
ビ
ー
ラ
ー
の
研
究
は
、
農
奴

制
問
題
を
専
ら
上
か
ら
考
察
し
、
全
般
的
に
民
衆
の
側
か
ら
の
視

点
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
問
題
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
の
構
成
と
し
て
は
、
四
つ

の
部
分
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
最
初
に
中
世
後
期
に
お
け
る
ベ
ル
ン

領
全
般
の
地
域
的
特
性
と
個
々
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
農
奴
制

の
機
能
に
つ
い
て
言
及
し
、
次
に
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
領

に
お
け
る
農
奴
制
問
題
を
考
察
し
、
さ
ら
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

三
（
一
〇
一
）



ゼ
ー
で
の
農
奴
制
の
実
態
を
解
明
し
、
最
後
に
ド
イ
ツ
農
民
戦
争

期
に
提
出
さ
れ
た
ベ
ル
ン
農
民
の
抗
議
書
を
分
析
し
、
一
六
世
紀

初
め
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題
の
特
質
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

第
一
章

中
世
後
期
に
お
け
る
ベ
ル
ン
領
の
地
域
的
特

性
と
農
奴
制
の
機
能

中
世
後
期
に
ベ
ル
ン
は
、
購
入
・
差
し
押
さ
え
・
軍
事
的
占

領
・
都
市
保
護
契
約
（B

urgrecht
）
の
締
結
な
ど
で
多
様
な
慣

習
を
持
っ
た
領
土
を
獲
得
し
、
そ
の
総
面
積
は
他
の
帝
国
都
市
に

比
べ
て
広
大
で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
に
ベ
ル
ン
領
全
体
に
居
住
し

て
い
た
住
民
の
総
人
口
は
、
約
一
五
万
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
所
領
の
支
配
関
係
は
、
地
域
ご
と
に
異
な
り
、
そ
こ
に

住
む
領
民
に
関
し
て
も
、
自
由
な
帝
国
民
（R

eichsleute

）、
不

自
由
な
帝
国
民
、
農
奴
、
代
官
区
民
（V

ogtleute

）、
修
道
院
領

民
、
ヴ
ァ
リ
ス
か
ら
の
入
植
民
な
ど
の
多
様
な
法
的
身
分
の
人
々

が
混
在
し
て
い
た
（
８
）
。
市
当
局
は
、
多
く
の
地
域
で
は
領
邦
権
力
と

し
て
上
級
裁
判
権
、
租
税
徴
収
権
、
軍
事
高
権
な
ど
の
権
利
を
持

っ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
支
配
権
を
ま
だ
十
分
に
は
所
有

し
て
い
な
か
っ
た
。
農
民
の
人
格
を
拘
束
す
る
農
奴
領
主
権
に
関

し
て
は
、
ベ
ル
ン
が
直
接
そ
れ
を
保
持
し
て
い
る
事
例
も
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
に
中
間
支
配
勢
力
で
あ
る
貴
族
や
修
道

院
な
ど
に
帰
属
し
て
い
た
。
ベ
ル
ン
は
、
一
五
世
紀
に
領
邦
国
家

形
成
の
た
め
の
本
格
的
な
政
策
の
実
施
を
開
始
し
、
領
邦
権
力
を

強
化
す
る
た
め
に
、
様
々
な
封
建
的
な
諸
特
権
の
支
配
構
造
を
単

一
化
し
、
統
合
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
地
方
領
主

や
領
民
に
対
し
て
強
権
的
に
上
か
ら
押
し
つ
け
る
よ
う
な
形
で
実

行
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ン
は
、
領
民
の
臣
従
誓
約
を

更
新
す
る
際
に
は
、
官
吏
や
村
落
に
共
同
体
的
な
自
由
や
特
権
の

保
障
と
そ
の
運
用
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
実
は
、
共

同
体
ご
と
に
異
な
る
が
、
ベ
ル
ン
は
、
し
ば
し
ば
共
同
体
的
な
自

律
的
行
政
・
機
構
・
権
限
を
認
め
、
共
同
体
的
な
ラ
ン
ト
法
を
尊

重
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ベ
ル
ン
は
、
中
央
集
権
的
な
領

邦
政
策
を
実
施
し
な
が
ら
も
、
し
ば
し
ば
地
域
共
同
体
の
同
意
を

必
要
と
し
て
い
た
（
９
）
。

ベ
ル
ン
領
は
、
様
々
な
支
配
構
造
を
持
っ
た
地
域
の
複
合
体
で

あ
り
、
特
に
直
轄
地
と
非
直
轄
地
、
山
岳
地
方
と
北
中
部
地
方
と

の
間
に
大
き
な
差
異
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ベ
ル
ン
領

ア
ー
ル
ガ
ウ
に
お
け
る
支
配
関
係
は
、
ゼ
ー
ラ
ン
ト

（Seeland

）
の
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
ゼ
ー
ラ
ン
ト
に

属
す
る
大
部
分
の
地
域
は
、
領
邦
権
力
の
直
轄
地
で
あ
っ
た
が
、

ベ
ル
ン
領
ア
ー
ル
ガ
ウ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
直
轄
地
と
並
ん
で
、

史
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ツ
ヴ
ィ
ン
グ
領
主
領
（T

w
ingherrschaften

）
が
、
例
え
ば
ミ

ュ
ー
リ
ネ
ン
、
グ
リ
ュ
ー
ネ
ン
ベ
ル
ク
、
ハ
ル
ヴ
ィ
ル
な
ど
に
存

在
し
て
い
た
。
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
領
主
と
は
、
ベ
ル
ン
市
内
に
居
住
す

る
市
民
権
を
持
っ
た
名
望
家
で
あ
り
な
が
ら
、
農
村
の
裁
判
領
主

権
や
警
察
権
を
保
持
し
て
い
た
有
力
な
支
配
者
層
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
、
ベ
ル
ン
の
大
小
市
参
事
会
に
対
し
て
内
政
と
外
交
の
両
方

に
政
治
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ベ
ル
ン

領
内
部
の
法
的
関
係
は
、
地
域
ご
と
に
多
様
で
あ
り
、
決
し
て
統

一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
農
奴
の
法
的
立
場
も
、
一
様
で
は
な
か

っ
た
（
１０
）
。

一
四
三
七
年
に
初
め
て
ベ
ル
ン
は
、
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的

に
支
配
し
て
い
る
全
領
民
に
対
し
て
、
臣
従
誓
約
（U

nterta-

neneid

）
を
課
し
た
。
こ
の
誓
約
に
よ
っ
て
臣
民
達
は
、
ベ
ル
ン

に
対
す
る
忠
誠
、
服
従
、
軍
役
の
奉
仕
の
義
務
を
負
い
、
そ
れ
を

履
行
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
適
用
範
囲
は
、
市
参
事
会

や
そ
の
役
人
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
全
て
の
命
令
や
禁
令
へ
と
明

瞭
に
拡
大
さ
れ
た
。
ベ
ル
ン
は
、
農
村
へ
の
軍
役
の
義
務
を
強
調

し
た
こ
の
臣
従
誓
約
を
通
し
て
、
領
邦
内
に
お
け
る
支
配
関
係
の

安
定
化
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
誓
約
は
、
中
間
支
配

層
で
あ
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
領
主
の
権
限
を
侵
害
す
る
可
能
性
を
含
ん

で
い
た
。
こ
れ
ま
で
農
奴
は
、
根
本
的
に
領
邦
国
家
と
は
無
関
係

な
存
在
で
あ
り
、
農
奴
領
主
の
純
粋
な
領
民
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
ず
、

ベ
ル
ン
へ
の
軍
役
の
義
務
は
基
本
的
に
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
ベ
ル
ン
市
当
局
の
影
響
下
に
置
か
れ

て
い
な
か
っ
た
農
奴
達
を
、
領
邦
国
家
の
支
配
構
造
の
中
に
編
入

す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
農
奴
に
対
し
て
ベ
ル
ン
と

農
奴
領
主
へ
の
二
重
の
従
属
を
強
い
る
状
況
を
生
み
出
し
た
。
臣

従
誓
約
の
公
布
は
、
ベ
ル
ン
市
当
局
に
と
っ
て
、
農
奴
を
領
邦
国

家
の
中
に
組
み
込
む
た
め
の
直
接
的
な
根
本
的
手
段
の
一
つ
で
あ

っ
た
。
領
邦
内
の
支
配
関
係
を
規
定
し
た
包
括
的
な
絆
と
し
て
の

臣
従
誓
約
は
、
外
部
の
国
家
に
よ
る
干
渉
に
対
し
て
ベ
ル
ン
の
立

場
を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ベ
ル
ン
は
、
領

内
の
農
奴
制
問
題
に
対
し
て
、
政
治
的
な
必
要
性
か
ら
そ
の
廃
棄

を
推
進
す
る
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
一
四
三
七
年
の
臣
従
誓

約
の
公
布
以
来
、
農
奴
に
対
す
る
軍
役
へ
の
動
員
は
、
法
的
根
拠

に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
ベ
ル
ン
が
新
し

い
支
配
地
を
獲
得
し
た
際
に
も
、
臣
従
誓
約
は
、
そ
の
地
域
の
領

民
を
領
邦
的
な
支
配
関
係
の
中
に
組
み
込
む
た
め
の
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
の
で
あ
る
（
１１
）
。

ベ
ル
ン
領
全
体
の
農
奴
制
の
状
況
に
は
、
既
に
言
及
し
た
よ
う

に
、
明
確
に
地
域
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
比
較
的
早
い
時
期

に
南
部
の
山
岳
地
方
で
は
、
特
に
世
俗
領
主
の
支
配
地
で
農
奴
制

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

五
（
一
〇
三
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問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
北
中
部
地
方
で
は
、
農

奴
制
が
よ
り
根
強
く
残
存
し
て
い
た
。
上
述
の
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル

ク
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
は
、
と
も
に
ベ
ル
ン
か
ら
そ
れ
ほ

ど
遠
く
な
い
場
所
に
位
置
し
、
ベ
ル
ン
領
の
中
で
は
北
中
部
地
方

に
属
す
る
。
一
般
的
傾
向
と
し
て
ベ
ル
ン
の
農
奴
制
は
、
山
岳
地

帯
か
ら
離
れ
た
農
村
地
帯
に
お
い
て
よ
り
強
く
維
持
さ
れ
、
慣
例

化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
山
岳
地
方
で
は
、
既
に

一
四
〇
〇
年
頃
に
は
か
な
り
の
程
度
身
分
的
な
均
等
化
が
進
展
し

て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
一
部
の
地
域
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ

ン
修
道
院
領
な
ど
で
は
、
例
外
的
に
農
奴
制
が
根
強
く
存
続
し
て

い
た
。
山
岳
地
方
で
は
、
中
部
地
方
や
北
部
の
ゼ
ー
ラ
ン
ト
よ
り

も
、
共
同
体
的
な
要
素
や
諸
身
分
の
一
体
化
傾
向
が
強
く
、
自
由

農
民
と
農
奴
と
の
間
の
身
分
的
差
異
を
強
調
す
る
必
要
性
が
あ
ま

り
存
在
し
な
か
っ
た
。
南
部
の
山
間
部
で
は
、
一
般
的
な
生
活
状

況
が
よ
り
厳
し
か
っ
た
た
め
、
共
同
体
に
依
存
し
な
け
れ
ば
、
個

人
の
社
会
生
活
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
経
済
的
視
点

か
ら
も
ベ
ル
ン
領
は
、
ア
ル
プ
ス
地
方
の
放
牧
地
帯
と
中
部
地
方

の
穀
倉
地
帯
と
に
大
別
で
き
る
。
山
岳
地
方
で
は
経
済
的
基
盤
が

畜
産
と
乳
製
品
の
生
産
に
集
中
化
さ
れ
て
、
そ
の
輸
出
が
可
能
と

な
っ
て
い
た
が
、
穀
物
と
岩
塩
は
不
足
し
、
そ
の
輸
入
が
必
要
と

な
っ
て
い
た
（
１２
）
。

南
部
地
方
で
は
、
一
四
六
四
年
に
ヴ
ィ
ミ
ス
の
農
奴
が
一
一
七

〇
プ
フ
ン
ト
の
解
放
金
を
支
払
っ
た
と
い
う
報
告
が
残
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
オ
ー
バ
ー
ジ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
一
三
三
六
年
に
は

農
奴
解
放
の
事
例
が
認
め
ら
れ
、
既
に
一
四
世
紀
末
に
こ
こ
で
は

自
由
人
と
非
自
由
人
と
の
間
の
身
分
的
な
相
違
は
ほ
ぼ
消
滅
し
て

い
た
。
ニ
ー
ダ
ー
ジ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
も
解
放
農
奴
の
大
き
な
集

団
が
形
成
さ
れ
、
不
自
由
人
と
対
峙
し
て
い
た
。
山
岳
地
帯
の
多

く
の
地
域
で
は
、
元
来
の
農
奴
制
に
関
わ
る
人
格
的
に
拘
束
す
る

諸
負
担
が
、
土
地
に
関
わ
る
貢
納
の
支
払
い
へ
と
移
行
し
て
い
た
。

ザ
ー
ネ
ン
ラ
ン
ト
で
も
早
い
時
期
に
法
的
平
等
性
が
顕
著
に
浸
透

し
て
い
た
。
こ
の
地
域
の
農
奴
制
は
、
一
三
一
二
年
と
一
三
九
八

年
の
解
放
金
の
支
払
い
で
完
全
に
廃
絶
さ
れ
て
い
た
。
フ
ル
ー
テ

ィ
ヒ
ラ
ン
ト
で
は
、
一
三
〇
一
年
と
一
三
四
五
年
の
史
料
に
よ
れ

ば
、
農
奴
の
存
在
が
確
認
で
き
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で

も
法
的
身
分
は
早
い
時
期
に
均
質
化
さ
れ
、
貢
租
は
土
地
に
付
随

す
る
も
の
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ハ
ス
リ
タ
ー
ル

の
人
々
は
、
古
く
か
ら
自
由
農
民
の
共
同
体
の
中
で
生
活
し
て
い

た
（
１３
）。
既
に
一
四
世
紀
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
で
は
農
奴
が
、
人
格
的

な
自
由
を
獲
得
し
、
一
五
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
大
多
数
の
農
民
達

に
は
自
由
な
土
地
所
有
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
中
下
級

貴
族
達
は
社
会
的
指
導
層
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
彼
ら
に
代
わ

史
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っ
て
、
ベ
ル
ン
の
領
邦
高
権
の
下
に
農
村
共
同
体
が
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
た
。
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
に
お
い
て
農
民
の
自
由
は
、

村
落
共
同
体
に
よ
る
政
治
的
成
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
共
同
体
に
よ
る
封
建
支
配
構
造
の
漸
次
的
な
解
体
は
、
オ

ー
バ
ー
ラ
ン
ト
の
農
民
達
が
発
展
さ
せ
て
き
た
自
由
の
概
念
の
中

に
反
映
し
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
自
由
と
共
同
体
と
は
、
相
互

に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
個
人
の
権
利
の
強
化
が
共
同
体

に
お
け
る
内
的
な
繋
が
り
の
増
加
と
分
か
ち
が
た
く
結
合
し
て
い

る
こ
と
を
、
農
民
達
は
明
確
に
意
識
し
て
い
た
。
オ
ー
バ
ー
ラ
ン

ト
の
農
民
に
よ
る
自
由
の
理
解
は
、
近
代
市
民
社
会
で
承
認
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
平
等
で
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
共
同
体
の
枠

内
で
個
人
の
権
利
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

ベ
ル
ン
領
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
で
は
自
由
農
民
が
多
く
存
在
し
、

農
奴
制
は
、
一
四
〇
〇
年
頃
に
世
俗
領
主
の
支
配
地
域
で
は
僅
か

な
程
度
し
か
維
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン

修
道
院
は
、
宗
教
改
革
期
に
お
い
て
も
ト
ゥ
ー
ン
湖
や
ブ
リ
ン
ツ

湖
周
辺
の
全
領
域
で
数
多
く
の
農
奴
を
保
持
し
て
い
た
。
一
四
四

五
年
に
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
の
農
奴
達
が
解
放
金
の
支
払
い
を
要

求
し
た
が
、
ス
イ
ス
盟
約
者
団
の
仲
裁
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
こ

と
が
史
料
で
確
認
で
き
る
（
１４
）
。

ベ
ル
ン
は
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
自
己
の
支
配
地
か
ら
農
奴
制

を
排
除
す
る
た
め
の
努
力
を
行
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
農
奴
制
は
、

ベ
ル
ン
領
内
で
急
激
に
廃
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
徐
々
に
消
滅

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
に
よ
る
農
奴
解
放
政
策
は
、
時

代
的
に
は
交
差
す
る
三
つ
の
異
な
る
形
態
で
行
わ
れ
た
。
中
世
に

お
い
て
農
奴
に
属
す
る
人
々
の
間
に
も
、
封
建
的
拘
束
の
違
い
が

存
在
し
、
不
自
由
の
程
度
が
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
様
々

な
タ
イ
プ
の
農
奴
が
住
ん
で
い
る
地
域
で
は
、
ま
ず
法
的
身
分
の

一
元
化
が
広
く
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
最
下
層
の
者
が
引
き
上
げ

ら
れ
、
最
上
層
の
者
が
中
間
層
へ
と
下
降
さ
せ
ら
れ
た
。
山
岳
地

域
で
は
、
法
的
身
分
の
相
違
を
解
消
す
る
こ
と
は
よ
り
容
易
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
渓
谷
内
部
で
の
農
民
の
均
質
化
に
過
ぎ
ず
、
渓

谷
ご
と
の
住
民
全
体
の
身
分
的
違
い
は
、
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
。
農
奴
解
放
の
第
二
の
形
態
は
、
ベ
ル
ン
が
農
民
を
市
外
市

民
と
し
て
受
け
入
れ
る
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
主
目
的
は
、

農
奴
解
放
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
農
民
に
対
す
る
都
市
の
住
民
化

に
よ
る
影
響
圏
の
拡
大
で
あ
り
、
農
奴
解
放
は
、
そ
の
際
に
必
要

な
便
宜
的
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
市
外
市
民
制
度
の
導
入
は
、

市
壁
外
で
の
政
治
的
影
響
力
を
拡
大
す
る
た
め
の
効
果
的
な
法
的

手
段
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
は
、
解
放
農
奴
に
保
護

と
安
全
を
提
供
し
、
皇
帝
か
ら
の
特
権
に
基
づ
く
人
格
的
な
自
由

を
も
た
ら
し
た
。
解
放
農
奴
は
、
そ
の
た
め
に
ベ
ル
ン
に
身
を
委

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題
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ね
、
市
民
と
し
て
し
ば
し
ば
よ
り
重
い
負
担
を
背
負
っ
た
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
外
市
民
は
、
ベ
ル
ン
の
都
市
裁
判
権
に
服

属
し
、
地
方
領
主
の
干
渉
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
の

で
、
解
放
農
奴
達
は
市
民
権
を
獲
得
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ

る
（
１５
）。
農
奴
解
放
の
第
三
の
形
態
で
あ
る
解
放
金
の
支
払
い
は
、
既

に
中
世
盛
期
に
認
め
ら
れ
る
。
解
放
金
の
支
払
い
は
、
一
四
世
紀

末
か
ら
一
五
世
紀
初
め
に
は
重
要
に
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
一
六

世
紀
初
め
以
降
に
も
行
わ
れ
た
。
ベ
ル
ン
に
よ
る
領
邦
国
家
の
形

成
と
と
も
に
、
農
奴
制
の
廃
棄
が
促
進
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ほ
と

ん
ど
の
場
合
に
は
農
奴
達
に
よ
っ
て
強
く
支
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、

時
に
は
そ
の
政
策
を
、
ベ
ル
ン
は
強
制
的
な
威
嚇
を
伴
っ
て
実
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
時
代
と
と
も
に
ベ
ル
ン
は
、
市
外

市
民
と
し
て
の
受
け
入
れ
対
象
を
、
解
放
農
奴
や
農
奴
へ
と
拡
大

し
た
が
、
そ
れ
が
新
し
い
問
題
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
て

ベ
ル
ン
は
、
農
奴
解
放
金
の
支
払
い
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
（
１６
）
。

ベ
ル
ン
の
市
外
市
民
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
解
放
金
を
支
払

っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
的
な
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
だ

け
で
は
、
必
ず
し
も
農
民
の
地
位
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
大
き
な

成
果
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
農
村
共
同
体
に
よ
る
政

治
的
な
組
織
化
の
進
展
が
、
領
主
に
対
す
る
力
関
係
を
変
化
さ
せ
、

農
民
の
利
害
を
組
織
的
・
継
続
的
に
有
効
に
す
る
た
め
の
基
礎
を

生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
共
同
体
的
な
政
治
・
社
会
的
結
び
つ
き

が
拡
大
す
る
こ
と
は
、
そ
の
成
員
が
封
建
的
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
ベ
ル
ン
に
お
け
る
個

人
の
人
格
的
な
自
由
の
獲
得
と
共
同
体
的
な
統
合
は
、
決
し
て
対

立
的
な
動
き
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
は
相
互
的
に

補
う
過
程
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
（
１７
）
。
市
当
局
の
こ
の
よ
う
な
政

策
に
よ
っ
て
、
中
世
に
は
存
在
し
て
い
た
地
位
の
低
い
農
民
に
対

す
る
三
つ
類
似
し
た
概
念
、
つ
ま
り
隷
農
（H

örige

）、
農
奴

（Leibeigene

）、
修
道
院
領
民
（G

otteshausleute

）
の
違
い
は
、

一
五
世
紀
初
め
に
ベ
ル
ン
の
支
配
地
で
は
既
に
重
要
で
は
な
く
な

っ
て
い
た
。
様
々
な
出
自
の
不
自
由
人
の
法
的
立
場
は
、
均
質
化

さ
れ
て
い
た
の
で
、
史
料
の
中
で
隷
農
、
農
奴
、
修
道
院
領
民
と

い
う
三
者
の
相
違
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
た
。
農

奴
解
放
の
際
に
全
て
の
不
自
由
人
は
例
外
な
く
農
奴
と
し
て
名
づ

け
ら
れ
、
条
件
や
取
扱
い
に
お
け
る
相
違
は
、
決
し
て
認
識
さ
れ

な
か
っ
た
（
１８
）
。

原
理
的
に
農
奴
は
、
軍
役
、
一
般
的
な
領
邦
税
、
そ
し
て
公
的

な
租
税
（T

ell

）
の
納
税
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
（
１９
）
。
な
ぜ
な

ら
、
不
自
由
人
は
、
農
奴
領
主
に
対
す
る
私
法
的
な
従
属
関
係
に

拘
束
さ
れ
て
は
い
た
が
、
領
邦
国
家
の
下
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
公
的
な
支
配
構
造
の
外
部
に
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

史
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の
よ
う
な
原
則
は
、
既
に
所
々
で
破
ら
れ
て
い
た
。
ベ
ル
ン
が
解

放
農
奴
と
の
間
に
都
市
保
護
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
は
、
確
か
に

農
奴
解
放
自
体
と
直
接
的
に
結
合
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
ベ
ル
ン
に
と
っ
て
、
領
邦
国
家
化
に
お
い
て
有
利
な
状
況

を
創
出
す
る
た
め
に
は
重
要
な
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
解
放

金
の
支
払
い
の
際
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
都
市
保
護
契
約
の
締

結
が
伴
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
か
ら
多
く
の
自
由
人
や
農

奴
は
、
ベ
ル
ン
と
の
間
に
都
市
保
護
契
約
を
締
結
し
て
い
た
が
、

彼
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
納
税
と
軍
役
の
義
務
を
負
い
、
農
村
に
お

け
る
軍
事
力
の
重
要
な
供
給
源
を
形
成
し
て
い
た
。
全
て
の
場
合

に
お
い
て
都
市
保
護
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
解
放
農
奴
に
は
、
領

邦
税
や
軍
役
が
課
せ
ら
れ
た
。
ベ
ル
ン
が
農
奴
解
放
を
推
し
進
め

た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
領
民
に
軍
役
の
義
務
を

課
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
領
邦
権
力
と
し

て
の
ベ
ル
ン
は
、
支
配
地
域
の
全
て
の
住
民
を
統
制
下
に
置
く
こ

と
を
志
向
し
、
農
奴
解
放
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
２０
）
。

ベ
ル
ン
の
農
奴
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
異
ゲ
ノ
ッ
セ
婚
の
禁

止
、
死
亡
料
の
支
払
い
、
移
住
の
禁
止
な
ど
の
封
建
的
拘
束
が
あ

っ
た
。
な
お
異
ゲ
ノ
ッ
セ
婚
と
は
、
自
由
人
と
農
奴
の
結
婚
（
身

分
外
婚
）
と
異
な
る
領
主
の
農
奴
間
の
結
婚
（
領
外
婚
）
と
い
う

二
つ
の
ケ
ー
ス
を
指
し
示
し
た
。
従
っ
て
、
そ
の
禁
止
は
、
道
徳

的
な
負
担
だ
け
で
は
な
く
、
農
奴
の
結
婚
全
般
を
著
し
く
妨
げ
る

弊
害
を
も
た
ら
し
た
。
特
に
修
道
院
領
な
ど
の
聖
界
領
に
お
い
て

異
ゲ
ノ
ッ
セ
婚
の
禁
止
は
、
厳
し
く
適
用
さ
れ
、
各
地
で
人
々
に

重
い
圧
迫
を
与
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
世
俗
領
で
は
、
異
ゲ
ノ
ッ

セ
婚
の
禁
止
と
い
う
慣
習
が
部
分
的
に
消
滅
し
て
い
た
。
自
由
人

と
農
奴
の
結
婚
は
、
中
世
後
期
に
ベ
ル
ン
領
で
も
し
ば
し
ば
見
ら

れ
た
が
、
し
か
し
そ
の
際
に
は
身
分
外
婚
で
生
ま
れ
た
子
供
は
自

由
身
分
を
相
続
で
き
ず
、
不
自
由
人
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
身
分

外
婚
の
場
合
に
は
、
子
供
は
下
位
身
分
継
承
の
原
則
に
よ
っ
て
農

奴
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
領
内
で
農
奴
の

遺
産
相
続
権
は
制
限
さ
れ
て
は
い
た
が
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
な
く

存
続
し
、
固
定
化
さ
れ
た
。
全
般
的
に
自
由
人
と
不
自
由
人
の
間

で
は
相
互
に
相
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
家
族
全
体

で
の
解
放
金
の
支
払
い
（Fam

ilienloskäufe

）
に
よ
っ
て
の
み
、

自
由
人
で
あ
っ
た
親
の
財
産
に
対
し
て
、
農
奴
に
転
落
し
た
そ
の

子
供
が
正
式
な
相
続
権
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
２１
）
。
農
奴
解
放

の
主
要
な
動
機
の
一
つ
と
し
て
は
、
領
内
で
は
姻
戚
関
係
が
濃
密

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
異
ゲ
ノ
ッ
セ
婚
を
行
う
こ
と
以
外
に

は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
教
え
を
厳
守
し
な
が
ら
、
結
婚
と
い
う
神

聖
な
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
農
奴
達
が
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
況

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
ば
し
ば
農
奴
は
、

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題
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解
放
金
を
支
払
う
か
、
近
親
同
士
の
結
婚
に
踏
み
切
る
か
の
重
い

決
断
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
四
八
四
年
五
月
二
一
日
に
ベ
ル

ン
は
、
正
式
に
身
分
外
婚
の
禁
止
（M

ischeheverbot

）
を
公

布
し
、
将
来
農
奴
と
結
婚
す
る
自
由
人
に
は
二
〇
グ
ル
デ
ン
の
罰

金
が
科
せ
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
の
文
書
か
ら
は
、
そ
れ
以
前
の
身

分
外
婚
も
罰
せ
ら
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
身
分
外
婚

の
禁
止
命
令
は
、
単
な
る
改
革
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
命
令
は
、

全
領
域
に
有
効
と
さ
れ
た
が
、
し
か
し
ま
ず
ヴ
ァ
ン
ゲ
ン
、
ア
ー

ル
ヴ
ァ
ン
ゲ
ン
、
ビ
ッ
プ
、
ア
ー
ル
ブ
ル
ク
、
レ
ン
ツ
ブ
ル
ク
、

シ
ェ
ン
ケ
ン
ベ
ル
ク
の
代
官
に
告
知
さ
れ
た
（
２２
）
。

ベ
ル
ン
領
内
に
居
住
し
て
い
た
農
奴
の
大
半
は
、
上
述
の
よ
う

に
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
領
主
（T

w
ingherr

）
や
修
道
院
に
従
属
し
て

い
た
。
農
奴
が
ベ
ル
ン
に
従
属
し
て
い
た
直
轄
地
域
で
は
、
因
襲

的
な
法
が
維
持
さ
れ
、
市
当
局
は
、
ご
く
僅
か
に
そ
れ
を
変
更
す

る
た
め
の
根
本
的
な
措
置
を
実
行
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ

以
外
の
地
域
で
ベ
ル
ン
は
、
農
奴
領
主
と
農
奴
と
の
間
の
仲
裁
者

と
し
て
登
場
し
、
解
放
金
の
支
払
い
で
一
致
す
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
に
活
動
を
制
限
さ
れ
た
。
ベ
ル
ン
自
体
が
農
奴
領
主
で
あ
っ

た
地
域
で
は
、
常
に
即
座
に
解
放
金
の
支
払
い
に
同
意
し
た
。
集

団
解
放
は
、
常
に
解
放
金
の
支
払
い
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
立
法
に

よ
っ
て
無
償
で
農
奴
制
廃
棄
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の

で
、
そ
れ
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
農
奴
が
絶
え
ず
現
れ
、

彼
ら
は
落
伍
し
た
不
自
由
人
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
（
２３
）
。
ベ

ル
ン
領
に
お
い
て
、
農
奴
解
放
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
一
世
紀
半
以
上

も
続
き
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
戦
争
と
宗
教
改
革
の
間
の
時
期
が
そ
の

頂
点
で
あ
っ
た
。
一
五
世
紀
全
体
を
通
じ
て
ベ
ル
ン
は
、
新
し
い

領
域
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
に
解
放
す
べ
き
農
奴
を
抱

え
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ン
は
、
状
況
に
応
じ
て
そ

の
問
題
に
対
応
し
た
。
ベ
ル
ン
は
、
農
奴
制
と
い
う
私
法
的
な
関

係
を
簡
単
に
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
２４
）
。
ま
た
、
一
五
一

六
年
に
ベ
ル
ン
は
、
近
隣
の
ゾ
ー
ロ
ト
ゥ
ル
ン
と
の
間
に
あ
っ
た

農
奴
制
問
題
を
解
決
し
た
。
一
五
〇
〇
年
頃
に
多
く
の
ベ
ル
ン
の

農
奴
は
、
ゾ
ー
ロ
ト
ゥ
ル
ン
領
に
居
住
し
て
い
た
。
そ
の
逆
の
ケ

ー
ス
よ
り
も
多
か
っ
た
の
で
、
相
互
の
領
外
の
農
奴
領
主
権
を
放

棄
す
る
こ
と
の
代
償
と
し
て
、
ベ
ル
ン
が
ゾ
ー
ロ
ト
ゥ
ル
ン
か
ら

ダ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
、
ズ
ビ
ン
ゲ
ン
、
ル
タ
ー
バ
ッ
ハ
、
ビ
ベ
リ
ス

ト
の
上
級
裁
判
権
や
ダ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
下
級
裁
判
権
な
ど
を
獲

得
し
た
の
で
あ
る
（
２５
）
。

一
六
世
紀
初
め
に
ベ
ル
ン
領
は
、
ベ
ル
ン
市
近
郊
の
四
つ
の
地

方
裁
判
区
（Landgericht

）
と
そ
れ
以
外
の
二
〇
以
上
の
地
方

代
官
区
に
編
成
さ
れ
、
前
者
の
地
区
は
、
四
人
の
軍
司
令
官（V

en-

ner

）
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
が
、
後
者
の
地
域
は
市
参
事
会
か
ら

史
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選
出
さ
れ
た
地
方
代
官
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら

扱
う
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
は
、
ツ
ォ

リ
コ
フ
ェ
ン
地
方
裁
判
区
に
属
し
て
い
た
（
２６
）
。

第
二
章

フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
領
の
農
奴
制
問

題

フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
は
、
ザ
ウ
ゲ
ル
ン
伯
か
ら
寄
進
さ

れ
た
土
地
の
上
に
シ
ト
ー
会
士
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
こ
の
シ

ト
ー
派
修
道
院
は
、
ベ
ル
ン
と
の
間
に
都
市
保
護
契
約
の
締
結
な

ど
に
よ
っ
て
密
接
な
関
係
を
保
ち
、
一
三
六
五
年
に
は
ア
ー
ル
ベ

ル
ク
に
居
住
し
て
い
た
ベ
ル
ン
の
代
官
に
対
し
て
、
修
道
院
領
民

に
対
す
る
裁
判
権
を
認
め
た
。
一
三
八
〇
年
に
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル

ク
修
道
院
は
、
負
債
を
弁
済
す
る
た
め
に
一
五
〇
〇
グ
ル
デ
ン
で

ゼ
ー
ド
ル
フ
、
バ
グ
ヴ
ィ
ル
、
ロ
ブ
ジ
ゲ
ン
、
ヴ
ィ
ン
タ
ー
ス
ヴ

ィ
ル
、
ダ
ン
プ
フ
ヴ
ィ
ル
、
ヴ
ァ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
、
カ
ッ
ペ
レ
ン
、

ビ
ュ
ー
テ
ィ
ゲ
ン
な
ど
の
諸
村
に
関
す
る
下
級
裁
判
権
や
農
奴
領

主
権
を
ベ
ル
ン
に
売
却
し
た
（
２７
）
。

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
ス
イ
ス
盟
約
者
団
と
の
間
に
ゼ
ン
バ
ッ
ハ

の
戦
い
が
勃
発
す
る
直
前
に
軍
事
的
緊
張
が
高
ま
り
、
政
治
情
勢

が
不
安
定
に
な
る
と
、
一
三
八
六
年
四
月
四
日
に
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ

ル
ク
修
道
院
は
、
ベ
ル
ン
の
代
官
区
と
そ
の
上
級
裁
判
権
の
支
配

下
に
入
り
、
政
治
的
保
護
を
受
け
た
。
そ
の
契
約
に
よ
れ
ば
、
フ

リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
に
お
け
る
農
奴
解
放
金
の
金
額
は
、
そ

の
者
の
遺
産
相
続
の
総
額
、
あ
る
い
は
嫁
資
と
し
て
受
け
取
っ
た

金
額
と
さ
れ
た
。
ベ
ル
ン
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
の
解

放
農
奴
に
市
外
市
民
と
ほ
ぼ
同
じ
身
分
を
保
証
し
、
そ
れ
に
対
し

て
修
道
院
は
、
ベ
ル
ン
に
対
し
て
そ
の
農
民
が
租
税
を
納
入
す
る

こ
と
、
そ
し
て
軍
役
や
そ
の
他
の
賦
役
を
履
行
す
る
こ
と
な
ど
を

認
可
し
た
。
こ
の
契
約
は
、
ベ
ル
ン
が
農
奴
解
放
を
意
図
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
最
初
の
証
拠
で
あ
っ
た
。
農
民
自
身
に
と
っ
て
は
、

修
道
院
か
ら
の
人
格
的
支
配
を
受
け
な
が
ら
も
、
ベ
ル
ン
に
も
忠

誠
を
誓
約
す
る
と
い
う
重
複
し
た
従
属
的
な
立
場
は
、
ほ
ぼ
二
重

の
負
担
を
意
味
し
た
。
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
は
、
農
奴
を

拘
束
す
る
た
め
の
い
か
な
る
権
限
も
放
棄
し
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ン

に
よ
っ
て
農
奴
に
新
た
に
認
め
ら
れ
た
は
ず
の
権
利
は
、
修
道
院

の
古
い
権
限
の
前
に
砕
け
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
局
こ
の
よ
う
な

状
況
か
ら
の
出
口
は
、
解
放
金
の
支
払
い
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
実
際
に
そ
れ
が
実
現
す
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
時
間
を
必
要

と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
が
、
解
放
金

の
支
払
い
を
容
易
に
は
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
上
に
、
農
奴

の
側
に
も
そ
の
た
め
の
十
分
な
資
金
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
四
一
三
年
六
月
二
六
日
に
ベ
ル
ン
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題
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道
院
の
荘
園
管
理
人
を
ベ
ル
ン
市
民
か
ら
選
出
す
る
権
利
を
認
め

さ
せ
た
（
２８
）
。

一
四
三
三
年
に
初
め
て
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
に
お
け
る
解
放

金
の
支
払
い
に
関
す
る
史
料
が
登
場
し
た
。
こ
の
時
に
ベ
ル
ン
は
、

修
道
院
の
立
場
を
考
慮
し
て
、
農
奴
を
市
民
と
し
て
受
け
入
れ
な

い
と
い
う
約
束
を
結
ん
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
農
奴
に
対
す
る
修
道

院
長
の
立
場
は
、
強
化
さ
れ
た
。
一
四
三
〇
年
に
ベ
ル
ン
市
長
は
、

フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
に
対
す
る
農
奴
の
賦
役
義
務
と
所
領

か
ら
の
移
住
禁
止
と
い
う
決
定
を
確
認
し
て
い
た
。
自
由
人
男
性

と
農
奴
女
性
の
結
婚
（
身
分
外
婚
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
子
供
は
不

自
由
人
と
な
る
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
の
で
、
夫
は
妻
の
た
め
に

し
ば
し
ば
解
放
金
を
支
払
っ
た
り
、
あ
る
い
は
二
人
の
間
に
生
ま

れ
た
子
供
の
た
め
だ
け
に
遅
れ
て
解
放
金
を
納
入
し
た
り
し
た
。

一
四
三
三
年
に
ク
レ
フ
ィ
・
ザ
ル
ツ
マ
ン
と
い
う
農
奴
が
、
フ
リ

ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
長
を
相
手
に
し
て
妻
の
自
由
身
分
を
め
ぐ

っ
て
争
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ン
市
参
事
会

が
解
放
金
の
支
払
い
を
提
案
し
て
、
両
者
の
仲
裁
を
試
み
た
が
、

そ
の
際
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
係
争
に
発
展
し
か
ね
な
い
そ
の
子

供
達
の
解
放
金
の
総
額
も
は
っ
き
り
と
計
算
さ
れ
て
い
た
。
一
四

三
八
年
九
月
九
日
に
ベ
ル
ン
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
と

エ
ル
ラ
ッ
ハ
修
道
院
と
の
間
に
ワ
イ
ン
の
十
分
の
一
税
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
時
に
仲
裁
に
入
り
、
そ
の
問
題
の
解
決
に
成

功
し
、
保
護
邦
と
し
て
の
政
治
的
影
響
力
を
高
め
た
。
一
四
三
九

年
に
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
に
属
し
て
い
た
あ
る
農
奴
が
訴

え
出
て
、
自
由
人
と
農
奴
の
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
は
、

常
に
母
親
の
身
分
を
継
承
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
彼
は
、

身
分
外
婚
の
際
に
は
、
母
系
身
分
継
承
の
原
則
を
守
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
不
当
に
下
位
身
分
継
承
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
べ
き
で
は
な

い
と
求
め
た
の
で
あ
る
。
修
道
院
長
が
証
書
に
よ
っ
て
こ
の
要
求

に
反
駁
し
た
の
で
、
ベ
ル
ン
は
、
こ
の
農
奴
の
主
張
を
否
認
す
る

と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
同
様
の
決
定
に
よ
っ
て
、
フ
リ
ー
ニ
ス

ベ
ル
ク
修
道
院
の
農
奴
は
、
院
長
の
同
意
な
く
領
外
の
者
と
結
婚

し
た
り
、
移
住
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
ベ
ル
ン
は
、
一
四
三
〇
年
に
院
長
の
持

っ
て
い
た
農
奴
領
主
権
に
加
え
て
、
農
奴
の
賦
役
義
務
と
移
動
の

禁
止
を
確
認
し
た
が
、
同
様
の
こ
と
は
一
四
八
四
年
と
一
四
八
九

年
に
も
生
じ
て
い
る
（
２９
）
。
一
四
三
九
年
に
農
奴
達
が
、
三
〇
年
前
や

そ
れ
以
前
に
は
身
分
外
婚
の
場
合
に
は
、
母
親
が
自
由
人
で
あ
ろ

う
と
農
奴
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
身
分
を
継
承
す
る
こ
と
が
慣
例
で

あ
っ
た
と
訴
え
る
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
彼
ら
は
、

自
由
な
修
道
院
領
民
で
あ
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
し
か

し
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
長
は
、
文
書
を
提
示
し
て
、
全

史

学
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領
民
達
は
農
奴
と
し
て
修
道
院
に
誓
約
を
行
い
、
奉
仕
し
、
服
従

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
ベ
ル
ン
市
参
事
会
は
、
再

び
修
道
院
長
に
有
利
な
裁
定
を
下
し
た
。
修
道
院
長
が
極
度
に
頑

な
に
自
分
の
権
限
に
固
執
し
、
領
民
に
対
し
て
領
外
で
の
結
婚
を

許
可
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
ベ
ル
ン
は
両
者
の
和
解
の
た

め
に
介
入
し
た
。
ベ
ル
ン
は
、
法
や
文
書
に
反
し
な
い
限
り
は
、

一
般
的
に
農
奴
解
放
に
有
利
な
立
場
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
修
道

院
は
、
決
し
て
農
奴
に
対
し
て
譲
歩
す
る
姿
勢
を
示
さ
な
か
っ
た
。

既
に
一
四
七
一
年
に
ベ
ル
ン
は
、
ア
ー
ル
ベ
ル
ク
の
代
官
に
指
示

し
て
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
領
外
の
者
が
そ
の
農
奴
と
結

婚
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
た
。

農
奴
達
に
と
っ
て
の
主
要
な
関
心
は
、
妨
害
さ
れ
ず
に
結
婚
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
四
八
四
年
に

フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
長
、
そ
の
農
奴
、
ベ
ル
ン
と
い
う
三

者
の
間
で
紛
争
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
時
に
農
奴
達
は
、
解
放
金
の

支
払
い
を
希
望
し
、
結
婚
の
自
由
の
権
利
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
。

農
奴
達
の
間
で
、
金
額
な
ど
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
一
致
に

至
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
秋
に
は
修
道
院
と
の
交
渉
は

失
敗
し
た
。
し
か
し
、
つ
い
に
修
道
院
長
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル

ク
修
道
院
領
内
で
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
農
奴
に
限
っ
て
は
、

場
合
に
よ
っ
て
解
放
金
の
支
払
い
の
許
可
を
約
束
し
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
根
本
的
な
解
決
が
延
期
さ
れ
た
。
一
四
八
九
年
に
修
道

院
長
は
、
農
奴
に
新
た
な
臣
従
誓
約
を
行
わ
せ
た
。
ベ
ル
ン
は
、

農
奴
達
に
解
放
金
の
金
額
に
つ
い
て
修
道
院
長
と
合
意
す
る
よ
う

に
要
求
し
た
。
そ
の
際
に
修
道
院
に
は
い
か
な
る
損
害
も
生
じ
て

は
な
ら
ず
、
修
道
院
は
毎
年
の
税
と
し
て
全
農
奴
か
ら
半
プ
フ
ン

ト
を
徴
収
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
（
３０
）
、
し
か
し
修
道
院
長
は
、

そ
の
条
件
に
は
応
じ
な
か
っ
た
。
一
四
九
〇
年
初
め
に
修
道
院
長

は
、
新
た
な
交
渉
の
た
め
に
ベ
ル
ン
参
事
会
に
召
喚
さ
れ
た
。
そ

し
て
そ
の
年
に
実
際
若
干
の
農
奴
、
恐
ら
く
領
外
に
居
住
し
て
い

た
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
の
一
部
の
農
奴
達
が
解
放
金
を
支

払
っ
て
、
自
由
を
獲
得
し
た
。
当
面
ベ
ル
ン
は
、
一
四
九
一
年
秋

ま
で
に
農
奴
の
経
済
事
情
な
ど
に
よ
っ
て
解
放
金
の
支
払
い
期
限

を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
そ
の
秋
に
、
農

奴
に
対
す
る
家
畜
の
差
し
押
さ
え
と
い
う
威
圧
的
な
手
段
に
よ
っ

て
、
支
払
い
期
限
を
過
ぎ
た
解
放
金
の
全
額
が
初
め
て
納
入
さ
れ
、

領
外
に
住
む
農
奴
の
解
放
が
進
展
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
ケ
ー
ス
以
外
の
農
奴
解
放
は
遅
々
と
し
て
進
ま

ず
、
ベ
ル
ン
は
こ
れ
ま
で
の
協
調
的
な
態
度
を
改
め
た
。
保
護
邦

と
し
て
ベ
ル
ン
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
に
対
し
て
解
放

金
の
支
払
い
を
許
可
す
る
よ
う
に
強
く
要
求
し
た
。
フ
リ
ー
ニ
ス

ベ
ル
ク
修
道
院
長
と
そ
の
修
道
院
は
、
そ
の
要
求
に
従
う
意
志
を

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

一
三
（
一
一
一
）



示
さ
ず
、
逆
に
自
分
達
の
主
張
を
文
書
と
し
て
提
出
し
、
ベ
ル
ン

に
再
び
そ
の
内
容
を
認
め
さ
せ
た
。
こ
こ
で
両
者
の
間
で
決
定
さ

れ
た
こ
と
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
領
の
外
に
居
住
し
て

い
る
農
奴
が
、
巨
額
の
解
放
金
を
支
払
う
か
、
あ
る
い
は
修
道
院

領
内
に
移
住
す
る
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
以
外
の
全
て
の
事
柄
は
、
古
い
慣
習
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
事
態
は
こ
れ
に
よ
っ
て
決
し
て
平
穏

に
は
推
移
し
な
か
っ
た
。
一
四
九
一
年
九
月
三
日
に
ベ
ル
ン
は
、

フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
長
と
修
道
士
達
と
の
争
い
に
対
し
て

保
護
邦
と
し
て
仲
裁
を
行
い
、
修
道
院
に
対
す
る
政
治
的
影
響
力

を
強
め
た
。
一
四
九
一
年
に
は
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
に
よ

る
数
多
く
の
史
料
偽
造
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
、
ベ
ル
ン
は
そ
の
問

題
に
関
す
る
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
が
有
罪
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
発
見

さ
れ
な
か
っ
た
。
一
四
九
三
年
二
月
に
ベ
ル
ン
は
、
修
道
院
と
そ

の
領
民
達
の
間
で
解
放
金
の
支
払
い
な
ど
に
関
す
る
合
意
が
成
立

し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
両
者
が
市
参
事
会
の
前
で
集
ま
り
、
協

議
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
の
時
に
よ
う
や
く
再
び
両
者
の
間
に
、

あ
る
程
度
の
妥
協
的
合
意
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
修
道
院
長
は
、

領
民
全
体
に
よ
る
解
放
金
の
支
払
い
を
拒
否
し
、
必
要
に
応
じ
て

そ
の
都
度
個
別
的
な
農
奴
解
放
を
し
か
た
な
く
承
認
し
た
。
ベ
ル

ン
は
、
単
独
で
解
放
金
を
支
払
い
た
い
者
は
修
道
院
長
と
合
意
す

べ
き
だ
と
い
う
裁
定
を
下
し
、
一
致
が
不
可
能
な
場
合
に
は
強
制

的
な
決
定
を
留
保
し
た
。
一
四
九
五
年
に
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク

修
道
院
長
の
親
戚
で
あ
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
テ
ィ
ー
ア

シ
ュ
タ
イ
ン
伯
が
ベ
ル
ン
に
対
し
て
、
修
道
院
の
権
限
を
削
減
し

な
い
よ
う
に
訴
え
た
（
３１
）
。

一
四
九
五
年
に
ベ
ル
ン
市
参
事
会
の
前
に
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル

ク
修
道
院
の
代
表
と
そ
の
領
民
が
再
び
呼
び
出
さ
れ
た
。
そ
の
時

に
農
奴
達
は
、
ベ
ル
ン
に
対
し
て
結
婚
の
困
難
さ
を
訴
え
た
。
農

奴
達
は
、
既
に
解
放
金
を
ほ
ぼ
支
払
い
終
え
た
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル

ク
領
外
に
住
む
農
奴
の
事
例
を
提
示
し
て
、
修
道
院
領
内
に
住
む

農
奴
全
体
の
解
放
金
の
支
払
い
を
要
求
し
た
。
ベ
ル
ン
は
、
農
奴

達
の
訴
え
を
支
持
し
た
上
で
、
い
か
な
る
自
由
人
男
性
も
フ
リ
ー

ニ
ス
ベ
ル
ク
の
女
性
農
奴
と
基
本
的
に
は
結
婚
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
が
、
も
し
そ
れ
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
男
性
は
身
分

外
婚
の
罰
金
と
し
て
二
〇
グ
ル
デ
ン
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
条
件
を
明
記
し
た
覚
え
書
き
を
添
え
た
（
３２
）
。
こ
こ
で
よ
う

や
く
初
め
て
修
道
院
長
が
、
全
面
的
な
農
奴
解
放
に
関
し
て
明
確

な
返
答
を
述
べ
始
め
た
。
こ
れ
ま
で
修
道
院
長
は
、
男
性
農
奴
が

自
分
の
子
供
の
た
め
に
解
放
金
の
支
払
い
を
要
求
し
た
時
に
は
、

決
し
て
抗
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
領
内
の
農
奴
制
を
完
全

史
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に
廃
棄
し
、
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院

長
に
は
、
そ
の
上
司
の
意
志
と
承
認
な
し
に
は
、
不
可
能
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
修
道
院
の
有
力
者
達
は
、
も
し
修
道
院
長
が
そ
の

案
件
に
つ
い
て
同
意
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
行
す
る
権
限
を

持
っ
て
い
な
い
と
明
言
し
、
農
奴
制
の
全
廃
に
は
決
し
て
賛
成
し

な
か
っ
た
。
修
道
院
は
、
そ
の
際
に
再
び
こ
れ
ま
で
の
自
分
達
の

主
張
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
を
承
認
し
て
も
ら
う
よ
う
に
画
策
し
た
。

し
か
し
、
ベ
ル
ン
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
の
全
農
奴
は

一
〇
〇
〇
プ
フ
ン
ト
で
自
由
の
獲
得
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
決
定

を
下
し
た
。
た
だ
し
、
も
し
農
奴
達
が
一
四
九
五
年
ま
で
の
期
限

内
に
そ
の
金
額
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
再

び
農
奴
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
な
お
そ
の
場

合
で
も
農
奴
達
は
、
従
来
通
り
そ
の
都
度
個
別
的
に
解
放
金
を
支

払
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
留
保
条
件
が
付
与
さ
れ
た
。
そ
し
て

農
奴
達
は
、
一
〇
〇
〇
プ
フ
ン
ト
と
い
う
巨
額
な
負
担
を
完
済
す

る
準
備
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
独
力
で
そ
の
全
額
を
集

め
る
に
は
大
き
な
困
難
を
伴
っ
た
。
一
四
九
七
年
二
月
中
旬
に
ベ

ル
ン
市
参
事
会
は
農
奴
達
に
使
節
を
派
遣
し
て
、「
フ
リ
ー
ニ
ス

ベ
ル
ク
修
道
院
長
に
、
復
活
祭
ま
で
に
解
放
金
の
全
額
を
支
払
い

な
さ
い
。
そ
し
て
、
も
し
そ
れ
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
再
び
農
奴
制
へ
と
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
今

ま
で
払
っ
た
金
額
を
も
う
一
度
支
払
わ
せ
る
」
と
警
告
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
金
額
は
、
農
奴
達
の
経
済
力
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。
ベ
ル
ン
は
、
苦
労
し
て
達
成
し
て
き
た
も
の
が
こ
こ
で
水
泡

に
帰
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
妥
協
的
な
解
決
策
を
考
案
し
、

一
度
に
完
済
す
る
の
で
は
な
く
毎
年
一
〇
〇
プ
フ
ン
ト
の
償
還
に

よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
返
済
す
る
猶
予
を
与
え
た
。
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ

ル
ク
修
道
院
領
に
お
け
る
全
農
奴
の
解
放
金
の
支
払
い
と
い
う
重

い
課
題
は
、
こ
う
し
て
基
本
的
に
は
解
決
さ
れ
た
。
ど
れ
だ
け
の

人
数
が
こ
れ
に
よ
っ
て
人
格
的
な
自
由
を
得
た
の
か
に
関
し
て
は

正
確
な
計
算
は
難
し
く
、
推
測
的
な
概
算
し
か
で
き
な
い
。
お
よ

そ
百
家
族
が
自
由
身
分
に
昇
格
し
た
と
思
わ
れ
る
。
修
道
院
長
と

農
奴
と
の
間
の
反
目
は
、
そ
の
後
も
長
く
継
続
し
た
。
フ
リ
ー
ニ

ス
ベ
ル
ク
修
道
院
長
は
、
解
放
金
を
支
払
っ
た
者
に
対
す
る
自
由

を
確
約
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
ん
だ
。
つ
い
に
ベ
ル
ン
は
、
一
五

〇
一
年
末
に
自
由
特
許
状
（Freibrief

）
を
公
布
し
て
、
修
道
院

領
民
が
農
奴
制
か
ら
の
自
由
を
獲
得
し
た
こ
と
を
宣
言
し
た
。
ほ

ぼ
同
文
の
自
由
特
許
状
が
、
そ
の
次
の
年
の
春
に
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ

ル
ク
修
道
院
領
外
に
住
む
そ
の
解
放
農
奴
に
公
布
さ
れ
た
。
約
一

世
紀
に
わ
た
っ
て
ベ
ル
ン
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
と
そ

の
領
民
と
の
間
を
仲
介
し
て
、
よ
う
や
く
解
放
金
の
支
払
い
の
合

意
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
（
３３
）
。
そ
の
自
由
特
許
状
は
、
も
う
一
度
交

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

一
五
（
一
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三
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渉
の
経
過
を
短
く
列
挙
し
、
結
婚
の
際
の
弊
害
に
言
及
し
、
そ
の

問
題
の
解
決
策
と
し
て
農
奴
制
の
除
去
を
掲
げ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
ベ
ル
ン
が
、
修
道
院
の
領
主
支
配
を
徐
々
に
空
洞
化
し
て
き
た

事
実
は
、
そ
の
史
料
に
は
明
確
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
領
外

に
住
む
解
放
農
奴
は
、
一
〇
〇
〇
プ
フ
ン
ト
を
苦
労
の
末
調
達
し

た
。
そ
の
際
に
ベ
ル
ン
が
、
様
々
な
形
で
そ
れ
を
支
払
う
よ
う
に

警
告
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ン
の
援
助
な
し
に
彼

ら
は
、
十
分
な
農
奴
解
放
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。数

人
の
農
奴
が
自
分
の
負
担
額
の
支
払
い
を
怠
り
、
不
自
由
身

分
に
留
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
苦
労
し
て
廃
棄
し
た
フ
リ
ー

ニ
ス
ベ
ル
ク
の
農
奴
制
が
再
び
息
を
吹
き
返
す
危
険
性
に
陥
っ
た
。

一
五
〇
九
年
五
月
に
彼
ら
に
対
し
て
、
一
〇
プ
フ
ン
ト
の
罰
金
と

領
外
へ
の
退
去
命
令
が
出
さ
れ
、
次
の
聖
ア
ン
デ
レ
の
祝
日
（
一

一
月
三
〇
日
）
ま
で
に
解
放
金
を
支
払
い
、
修
道
院
長
に
残
り
の

金
額
を
納
入
す
る
よ
う
に
命
令
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
解
放
農

奴
と
修
道
院
長
と
の
間
に
生
じ
た
対
立
は
、
土
地
領
主
制
か
ら
く

る
負
担
が
原
因
で
あ
っ
て
、
も
は
や
農
奴
制
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に

は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
領
民
の
農
奴
解

放
の
際
に
と
っ
た
ベ
ル
ン
の
政
策
は
、
明
確
な
方
向
性
を
持
っ
て

い
た
。
つ
ま
り
ベ
ル
ン
は
、
異
ゲ
ノ
ッ
セ
婚
を
禁
止
し
、
修
道
院

長
の
権
限
を
確
認
し
な
が
ら
、
労
力
を
惜
し
ま
ず
に
仲
介
役
を
果

た
し
て
、
領
主
と
領
民
が
解
放
金
の
支
払
い
に
合
意
す
る
よ
う
に

便
宜
を
図
っ
た
の
で
あ
る
（
３４
）
。

第
三
章

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
農
奴
制
問
題

一
一
八
〇
年
に
地
方
貴
族
の
ク
ノ
・
フ
ォ
ン
・
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
が

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
所
領
を
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
に
寄
進

し
た
後
に
、
そ
こ
に
施
療
院
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地

域
の
騎
士
修
道
会
の
発
展
の
基
盤
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
騎
士

修
道
院
は
貴
族
の
保
護
の
下
に
繁
栄
し
、
一
二
五
六
年
に
は
単
独

の
騎
士
修
道
会
管
区
の
中
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

頃
既
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
史
料
の
中
で
農
奴
に
つ
い
て

数
多
く
言
及
さ
れ
、
農
奴
解
放
が
部
分
的
に
行
わ
れ
、
軍
役
の
義

務
を
負
担
す
る
道
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
３５
）
。
一
二

七
八
年
に
地
方
貴
族
の
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ム
ガ
ル
テ
ン

は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
騎
士
修
道
会
に
多
大
な
寄
進
を

行
っ
た
。
彼
の
一
族
と
そ
の
子
孫
が
、
一
三
〇
二
年
に
ヨ
ハ
ネ
騎

士
修
道
会
に
一
人
の
農
奴
の
支
配
権
を
三
プ
フ
ン
ト
で
売
っ
た
こ

と
が
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
三
二
九
年
に
ベ
ル
ン
は
、
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
騎
士
修
道
会
と
の
間
に
都
市
保
護
契
約
を

締
結
し
た
が
、
そ
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
は
紛

史
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争
に
際
し
て
ベ
ル
ン
の
裁
判
所
で
審
議
す
る
義
務
を
負
っ
た
。
一

三
四
九
年
末
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
騎
士
修
道
会
が
、
ベ

ル
ン
市
参
事
会
に
逃
亡
農
奴
の
帰
還
を
訴
え
た
こ
と
が
史
料
と
し

て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
一
三
五
九
年
に
自
由
農
民
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
騎
士
修
道
会
の
女
性
農
奴
と
結
婚
す
る
際
に
、
二

人
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
は
低
い
身
分
を
継
承
す
る
よ
う
に
書
面

で
誓
約
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
史
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
（
３６
）
。

フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
の
場
合
と
同
様
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ

ゼ
ー
で
も
農
奴
達
は
、
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
の
農
奴
領
主
権
が
厳

然
と
存
続
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
四
〇
七
年
か
ら
ベ
ル

ン
の
支
配
下
に
引
き
入
れ
ら
れ
始
め
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
ヨ

ハ
ネ
騎
士
修
道
会
と
ベ
ル
ン
に
対
す
る
二
重
の
負
担
を
背
負
っ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
農
奴
達
は
、
中
間
支
配
層
と
し
て
の
ヨ
ハ

ネ
騎
士
修
道
会
の
農
奴
領
主
権
に
従
属
し
な
が
ら
も
、
領
邦
高
権

を
持
っ
て
い
た
ベ
ル
ン
の
統
治
下
に
も
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ベ

ル
ン
と
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
と
の
間
の
契
約
は
、
領
邦
国
家
化
の

た
め
の
改
革
を
志
向
す
る
ベ
ル
ン
の
政
策
に
対
し
て
、
農
奴
の
法

的
立
場
を
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
聖
職
者
の
保
守
的
な
見
解
を
明

示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
農
奴
は
、
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
に
隷
属

す
る
不
自
由
民
で
あ
っ
て
、
自
由
な
修
道
院
領
民
で
は
な
い
こ
と

が
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
た
。
不
自
由
人
に
対
す
る
軍
役
の
禁
止

と
い
う
古
い
慣
習
に
依
拠
し
た
原
則
は
、
ベ
ル
ン
に
よ
っ
て
既
に

部
分
的
に
破
ら
れ
て
い
た
。
一
四
〇
七
年
に
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
員
は
、

ベ
ル
ン
に
対
し
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
騎
士
修
道
院
の
農

奴
を
そ
の
他
の
全
て
の
負
担
と
同
様
に
軍
役
や
軍
事
的
負
担
に
動

員
す
る
こ
と
を
正
式
に
許
可
し
た
。
こ
こ
に
は
、
後
に
公
布
さ
れ

た
一
四
三
七
年
の
臣
従
誓
約
へ
の
道
筋
が
既
に
予
め
指
示
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
か
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
農
奴
に
関
し
て
は
、

七
〇
年
以
上
も
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
一
四
八
二
年
に
ベ
ル

ン
は
、
農
奴
が
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
に
対
す
る
臣
従
誓
約
を
更
新

す
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
一
四
八
五
年
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ

ゼ
ー
で
は
最
初
の
個
別
的
な
解
放
金
の
支
払
い
が
実
行
さ
れ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
あ
る
女
性
農
奴
が
ヨ

ハ
ネ
騎
士
修
道
会
と
対
立
し
、
農
奴
制
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に

ベ
ル
ン
市
参
事
会
に
助
け
を
依
頼
し
た
こ
と
か
ら
、
事
態
が
進
展

し
た
。
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
対
し
て
好
意
的

な
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
女

性
農
奴
は
、
一
〇
グ
ル
テ
ン
で
彼
女
の
子
孫
の
分
を
含
め
て
自
由

人
に
な
る
権
利
を
獲
得
し
た
。
同
年
に
あ
る
男
性
農
奴
が
、
自
分

の
娘
の
た
め
に
僅
か
六
グ
ル
デ
ン
を
支
払
っ
て
、
自
由
を
得
た
が
、

そ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
は
金
額
の
根
拠
が
明
示
さ
れ
て
は
い
な
か

っ
た
。
一
四
八
五
年
の
第
三
番
目
の
解
放
金
証
書
で
は
、
農
奴
の

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

一
七
（
一
一
五
）



結
婚
の
際
に
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
３７
）
。

一
四
八
七
年
に
ベ
ル
ン
か
ら
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
に
対
し
て
、

全
農
奴
の
解
放
金
の
支
払
い
に
同
意
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
が
あ

っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
試
み
は
成
果
な
く
終
わ
っ
た
。
そ
れ
以
前

か
ら
明
ら
か
に
農
奴
は
、
自
ら
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
と
の
合
意
が

成
立
す
る
た
め
の
努
力
を
行
っ
て
い
た
が
、
今
回
は
そ
れ
を
ベ
ル

ン
が
引
き
受
け
て
、
両
者
の
仲
裁
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
一
四

八
七
年
の
ベ
ル
ン
か
ら
の
警
告
に
よ
っ
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ

ゼ
ー
の
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
領
内
で
は
農
奴
が
結
婚
で
き
な
い
と

い
う
事
態
に
対
す
る
注
意
が
喚
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
ベ
ル
ン
は
、
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
か
ら
の
返
答
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
翌
年
の
一
四
八
八
年
に
再
び
ベ
ル
ン
か
ら
ヨ

ハ
ネ
騎
士
修
道
会
に
対
し
て
書
状
が
届
け
ら
れ
、
現
状
で
は
農
奴

達
の
結
婚
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
た
。
ベ
ル
ン
は
、
解

放
金
の
総
額
と
し
て
四
〇
〇
プ
フ
ン
ト
を
提
示
し
た
。
ベ
ル
ン
は
、

も
し
騎
士
修
道
会
が
そ
れ
に
同
意
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
領
外
に

住
む
不
自
由
人
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
は
や
忍
耐
で
き
な

い
と
い
う
威
嚇
を
行
っ
た
。
そ
し
て
ベ
ル
ン
は
、
結
婚
を
希
望
し

て
い
る
農
奴
に
ま
ず
最
初
に
自
由
を
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
提
案

を
行
っ
た
。
こ
の
書
状
に
対
し
て
も
返
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
、
ベ
ル
ン
は
、
そ
の
脅
し
を
実
行
に
移
す
決
断
を
し
た
。
一
四

八
八
年
四
月
二
五
日
に
は
、
ベ
ル
ン
が
農
奴
に
対
し
て
書
類
を
送

り
、
様
々
な
領
主
の
支
配
下
に
あ
る
農
奴
間
の
結
婚
に
関
す
る
緩

和
策
を
提
示
し
た
。
そ
れ
以
後
、
農
奴
達
が
自
由
人
と
同
様
に
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
へ
と
移
住
し
、
自
由
人
や
他
の
領
主
の
農

奴
と
結
婚
で
き
る
こ
と
が
、
ベ
ル
ン
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
た
（
３８
）
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
全
て
の
処
置
は
、
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
に
対
す
る

農
奴
の
服
従
義
務
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
た
。
一
四
八
九

年
五
月
に
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
は
、
よ
う
や
く
ベ
ル
ン
と
の
合
意

を
承
認
し
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
騎
士
修
道
会
は
、
ロ

ー
ド
ス
島
に
管
区
長
を
派
遣
し
て
、
総
会
長
（H

ochm
eister

）

か
ら
解
放
金
支
払
い
の
承
諾
を
得
る
と
い
う
約
束
を
行
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
時
既
に
ベ
ル
ン
は
、
も
し
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
が
認

可
を
与
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
自
ら
農
奴
解
放
を
実
現
す
る
意

向
を
持
っ
て
い
た
。
翌
年
の
一
四
九
〇
年
初
め
に
、
管
区
長
が
総

会
長
の
指
示
を
持
っ
て
帰
還
し
た
。
ベ
ル
ン
は
、
全
面
的
な
農
奴

解
放
の
実
現
の
期
待
を
抱
い
て
、
農
奴
達
に
使
者
を
送
っ
て
、
再

び
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
農
奴
と
騎
士
修
道
会
の
代
表
者
を

召
喚
す
る
意
志
を
伝
え
た
。
ベ
ル
ン
は
、
農
奴
達
に
ど
の
程
度
の

金
額
を
支
払
う
用
意
が
あ
る
か
に
つ
い
て
協
議
す
る
よ
う
に
助
言

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ル
ン
に
よ
る
働
き
か
け
の
成
果

は
十
分
に
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
管
区
長
は
、
明
ら
か
に
全
面
的

史
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な
農
奴
解
放
に
関
し
て
交
渉
す
る
許
可
を
与
え
ず
、
た
だ
個
別
的

に
解
放
金
の
支
払
い
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
３９
）
。

一
四
九
三
年
に
ベ
ル
ン
は
、
農
奴
に
対
し
て
、
個
別
に
管
区
長

と
の
間
に
解
放
金
の
支
払
い
に
関
す
る
合
意
に
達
す
る
よ
う
に
勧

告
し
、
と
り
わ
け
一
四
八
八
年
の
特
別
な
了
承
を
根
拠
に
し
て
、

領
外
で
自
由
人
と
結
婚
し
た
農
奴
達
に
対
し
て
合
意
を
成
立
さ
せ

る
よ
う
に
勧
め
た
。
管
区
長
は
、
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
の
農
奴
が

領
外
の
農
奴
と
領
内
で
結
婚
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
あ
る
い

は
解
放
金
を
支
払
う
こ
と
が
許
可
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
突
き

つ
け
ら
れ
、
そ
れ
を
認
め
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
四

九
五
年
に
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
テ
ュ
フ
ァ
ー
と
い
う
農
奴
が
自
由
身

分
と
な
っ
た
が
、
恐
ら
く
彼
女
は
こ
の
年
に
解
放
さ
れ
た
唯
一
の

例
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
四
九
六
年
に
、
ヨ
ハ
ネ

騎
士
修
道
会
と
農
奴
の
両
者
の
代
表
者
が
、
再
び
ベ
ル
ン
市
参
事

会
の
前
に
現
れ
た
。
そ
の
会
合
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
経
過
を

辿
っ
た
。
ま
ず
最
初
に
農
奴
達
が
、「
自
分
達
が
頻
繁
に
そ
の
困

難
な
状
況
を
嘆
願
し
て
も
、
管
区
長
は
そ
れ
に
応
じ
よ
う
と
し
な

か
っ
た
」
と
訴
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
管
区
長
は
「
騎
士
修
道

会
が
こ
れ
ま
で
農
奴
達
を
酷
く
扱
っ
た
こ
と
は
な
い
し
、
領
内
に

い
る
全
農
奴
の
解
放
金
の
支
払
い
を
認
め
る
権
限
は
自
分
に
は
属

さ
な
い
」
と
主
張
し
た
。
管
区
長
は
、
も
う
一
度
騎
士
団
長
（O

r-

densm
eister

）
の
と
こ
ろ
に
ま
で
赴
く
こ
と
に
理
解
を
示
し
、

そ
の
指
示
に
従
っ
て
全
て
の
問
題
の
合
意
に
至
る
こ
と
を
約
束
し

た
。
そ
の
後
管
区
長
が
、
農
奴
の
訴
え
の
解
決
を
引
き
延
ば
す
た

め
に
ど
の
よ
う
な
妨
害
を
行
っ
た
の
か
は
、
史
料
か
ら
は
確
認
で

き
な
い
。
一
五
〇
四
年
に
作
成
さ
れ
た
農
奴
制
問
題
に
関
わ
る
書

状
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ン
は
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
ド
イ
ツ

に
い
る
騎
士
団
長
に
訴
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ル
ン
の

対
応
は
、
な
お
も
そ
の
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
五
〇
六
年

に
ベ
ル
ン
か
ら
再
度
騎
士
団
長
へ
の
書
状
が
送
ら
れ
た
。
そ
の
文

面
は
、
礼
儀
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
決
然
と
し

て
い
た
。
農
奴
解
放
に
踏
み
切
ら
な
い
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
側
の
態
度

に
対
し
て
、
今
や
ベ
ル
ン
の
忍
耐
は
、
限
界
に
達
し
て
い
た
。
一

五
〇
七
年
六
月
に
管
区
長
は
、
ド
イ
ツ
に
い
る
騎
士
団
長
な
い
し

は
そ
の
全
権
が
委
任
さ
れ
た
代
理
者
と
と
も
に
交
渉
の
た
め
に
、

ベ
ル
ン
市
参
事
会
に
出
頭
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
経
過
を
辿
っ
て
、
一
五
〇
八
年
初
め
に
つ
い
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ

ッ
フ
ゼ
ー
に
お
け
る
解
放
金
の
支
払
い
に
関
す
る
合
意
が
成
立
し

た
。
農
奴
達
は
四
〇
〇
グ
ル
デ
ン
で
農
奴
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
が
、

ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
の
土
地
領
主
権
は
継
続
し
て
維
持
さ
れ
た
。

そ
の
後
一
五
一
一
年
に
ベ
ル
ン
は
、
農
奴
に
対
し
て
償
却
金
の
割

当
を
支
払
う
よ
う
に
警
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
恐
ら
く

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

一
九
（
一
一
七
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四
〇
か
ら
八
〇
家
族
で
構
成
さ
れ
る
全
農
奴
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ

ッ
フ
ゼ
ー
の
ヨ
ハ
ネ
騎
士
修
道
会
領
で
解
放
さ
れ
た
と
推
測
可
能

で
あ
る
。
後
に
史
料
で
は
こ
れ
と
類
似
し
た
事
例
は
確
認
で
き
な

い
の
で
、
近
世
初
期
に
こ
の
地
域
の
農
奴
制
問
題
は
ほ
ぼ
解
決
さ

れ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
に

お
け
る
農
奴
解
放
は
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
の
場
合
よ
り
も
多
く

の
困
難
を
伴
っ
て
達
成
さ
れ
た
（
４０
）
。
そ
し
て
、
一
五
二
八
年
に
宗
教

改
革
な
ど
の
影
響
か
ら
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
ヨ
ハ
ネ
騎

士
修
道
会
は
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
、
そ
の
他
の
大
半
の
領
主
権
も

ベ
ル
ン
に
移
行
し
た
（
４１
）
。

第
四
章

一
五
二
五
年
の
農
民
戦
争
期
に
お
け
る
ベ
ル

ン
の
農
奴
制
問
題

農
民
戦
争
期
に
ス
イ
ス
や
西
南
ド
イ
ツ
の
多
く
の
地
域
で
は
農

奴
制
問
題
が
表
面
化
し
、
蜂
起
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
と
な
り
、

平
民
の
抗
議
書
の
中
に
そ
れ
に
纏
わ
る
多
様
な
思
想
的
背
景
を
持

っ
た
訴
え
が
数
多
く
残
さ
れ
た
（
４２
）
。
ま
た
、
バ
ー
ゼ
ル
や
チ
ュ
ー
リ

ヒ
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
農
民
戦
争
を
契
機
に
農
奴
制
の
基
本

的
な
構
造
に
お
い
て
重
大
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の

時
期
に
多
く
の
地
域
で
は
農
奴
制
に
基
づ
く
支
配
構
造
に
大
き
な

矛
盾
や
亀
裂
が
顕
在
化
し
、
領
邦
国
家
化
の
進
展
と
農
民
反
乱
の

勃
発
に
よ
っ
て
そ
の
実
質
的
機
能
が
根
本
的
に
変
容
し
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
一
五
二
五
年
の
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の
際
に
ベ
ル
ン

の
諸
共
同
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
抗
議
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
農
奴
制
問
題
の
本
質
的
特
徴
や
そ
の

変
容
を
把
握
す
る
た
め
の
重
要
な
素
材
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
判
断
し
た
。

一
五
二
五
年
に
ベ
ル
ン
の
農
民
運
動
は
、
西
南
ド
イ
ツ
の
事
情

と
は
違
っ
て
、
流
血
を
伴
う
過
激
な
武
力
闘
争
に
発
展
す
る
こ
と

な
く
、
比
較
的
穏
健
な
形
で
進
行
し
た
。
ベ
ル
ン
領
の
農
民
全
員

を
指
導
す
る
よ
う
な
突
出
し
た
リ
ー
ダ
ー
は
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、

抗
議
行
動
が
複
数
の
農
民
団
に
よ
る
軍
事
同
盟
結
成
な
ど
の
統
一

的
な
共
同
行
動
へ
と
展
開
す
る
こ
と
は
な
く
、
大
規
模
な
戦
闘
に

は
発
展
し
な
か
っ
た
。
市
参
事
会
側
も
一
五
二
五
年
四
月
七
日
に

「
第
三
の
信
仰
条
令
」
を
公
布
し
て
、
社
会
的
秩
序
を
安
定
化
さ

せ
る
こ
と
を
政
治
的
な
最
優
先
課
題
に
置
い
て
い
た
。
ベ
ル
ン
は
、

民
衆
の
宗
教
改
革
運
動
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
乱
の
危

険
を
除
去
し
よ
う
と
試
み
て
、
五
月
五
日
に
は
六
千
人
の
兵
士
を

召
集
す
る
決
定
を
下
し
た
（
４３
）
。

ベ
ル
ン
領
か
ら
提
出
さ
れ
た
抗
議
史
料
は
、
全
体
で
以
下
の
一

四
個
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
①
ト
ゥ
ー
ン

市
、
②
ト
ゥ
ー
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
、
③
ラ
ン
ゲ
ン
タ
ー
ル
、
④
マ

史
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デ
ィ
ス
ヴ
ィ
ル
、
メ
ル
ヒ
ナ
ウ
、
⑤
ロ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ル
、
⑥
ヴ
ィ
ナ

ウ
、
ロ
グ
ヴ
ィ
ル
、
⑦
コ
ッ
ピ
ゲ
ン
、
⑧
コ
ッ
ピ
ゲ
ン
、
⑨
キ
ル

ヒ
ベ
ル
ク
、
エ
ッ
シ
ュ
、
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
、
ハ
ス
レ
、
ゼ
ー
ベ

ル
ク
、
⑩
エ
フ
リ
ゲ
ン
、
リ
ュ
ツ
リ
ゲ
ン
、
⑪
ウ
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
、

ベ
タ
ー
キ
ン
デ
ン
、
⑫
エ
メ
ン
タ
ー
ル
、
ゼ
フ
テ
ィ
ゲ
ン
、
シ
ェ

ン
ケ
ン
ベ
ル
ク
、
レ
ン
ツ
ブ
ル
ク
、
ラ
ン
ゲ
ン
ト
ン
、
ト
ゥ
ー
ン

シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
、
ア
ー
ル
ガ
ウ
、
ラ
ン
グ
ナ
ウ
な
ど
の
ベ
ル
ン
の

農
民
や
聖
職
者
か
ら
の
抗
議
書
、
⑬
エ
メ
ン
タ
ー
ル
、
⑭
ボ
リ
ン

ゲ
ン
、
ム
リ
、
フ
ェ
ヒ
ン
ゲ
ン
、
シ
ュ
テ
ッ
テ
レ
ン
か
ら
の
訴
え

で
あ
る
。
以
下
、
①
〜
⑭
を
史
料
の
番
号
と
し
て
併
記
す
る
こ
と

に
す
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
を
地
域
的
に
分
類
す
る
と
、
多
く
の
地

域
か
ら
共
同
で
提
出
さ
れ
た
⑫
の
史
料
を
除
け
ば
、
ト
ゥ
ー
ン
市

（
①
）、
ラ
ン
ゲ
ン
タ
ー
ル
と
そ
の
周
辺
（
②
③
④
⑤
⑥
）、
ブ
ル

ク
ド
ル
フ
（
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
）、
エ
メ
ン
タ
ー
ル
（
⑬
）、
ベ
ル
ン
市

近
郊
南
東
部
（
⑭
）
と
い
う
五
つ
の
地
方
に
偏
っ
て
い
る
。
従
っ

て
、
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
か
ら
の
直

接
的
な
訴
え
は
残
存
し
て
い
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
抗
議
書
は
、
五

月
初
め
に
ベ
ル
ン
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
⑧
コ
ッ
ピ
ゲ
ン
の
史

料
に
は
八
月
四
日
と
い
う
日
付
が
残
さ
れ
、
そ
れ
が
他
の
史
料
と

比
べ
て
約
三
ヶ
月
ほ
ど
遅
く
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
さ
れ
て
い

る
（
４４
）。

抗
議
内
容
の
中
で
比
較
的
多
く
訴
え
ら
れ
て
い
る
分
野
は
、
土

地
領
主
関
係
、
共
有
地
関
係
、
十
分
の
一
税
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

に
対
し
て
農
奴
領
主
制
に
関
わ
る
も
の
、
宗
教
改
革
関
係
、
裁
判

領
主
関
係
に
関
し
て
は
、
ベ
ル
ン
領
で
は
ご
く
僅
か
し
か
問
題
に

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
一
五
二
五
年
の

農
民
戦
争
期
に
農
奴
制
は
、
ベ
ル
ン
の
農
民
達
に
と
っ
て
既
に
あ

ま
り
重
要
な
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

ま
た
教
会
に
関
連
し
た
要
求
が
少
な
い
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、

全
般
的
に
ベ
ル
ン
の
平
民
達
に
と
っ
て
、
宗
教
上
の
問
題
よ
り
は
、

主
と
し
て
社
会
・
経
済
的
対
立
の
方
が
こ
の
時
期
の
蜂
起
の
主
因

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ル
ン
の
農
民
運
動
に
は
、
宗
教
改
革
の
影

響
を
受
け
た
痕
跡
が
比
較
的
少
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
か
ら
距
離
を

置
い
て
い
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
抗
議
書
の
中
で
は

「
神
の
法
」
思
想
を
根
拠
と
し
た
も
の
は
乏
し
く
、
西
南
ド
イ
ツ

で
作
成
さ
れ
た
『
一
二
箇
条
』
と
の
影
響
関
係
も
確
認
で
き
な
か

っ
た
。
聖
書
主
義
的
な
根
拠
付
け
を
行
っ
て
、
蜂
起
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
し
て
「
神
の
法
」
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
こ
の
地
域
で
は
ほ

と
ん
ど
広
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
総
じ
て
「
古
き
法
」

を
抗
議
の
根
拠
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
も
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
訴
え

の
論
拠
を
明
示
す
る
こ
と
自
体
が
少
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ン
の
農
民

達
は
、
領
主
に
対
す
る
抵
抗
運
動
を
領
邦
レ
ベ
ル
の
統
一
的
で
有

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

二
一
（
一
一
九
）



効
な
連
帯
・
同
盟
へ
と
統
合
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
各
共
同
体
は
、
地
域
を
越
え
て
有
効
な
普
遍
的
な

訴
え
を
掲
げ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
個
別
的
な
要
求
を
提
示
し
て

い
た
（
４５
）
。

ま
ず
、
農
奴
制
問
題
以
外
の
抗
議
内
容
の
中
で
重
要
な
も
の
に

つ
い
て
、
簡
単
に
言
及
し
た
い
。
土
地
領
主
関
係
で
は
、
土
地
保

有
移
転
税
（E

rschatz
）
が
一
〇
の
抗
議
書
で
問
題
に
さ
れ
、
最

も
激
し
い
憤
激
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
地
代
の
支
払
い
の
関
す

る
苦
情
も
多
く
提
示
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
他
に
天
候
不
順
に
伴

う
穀
物
の
不
作
に
よ
る
負
担
の
軽
減
要
求
も
五
つ
の
抗
議
書
で
提

出
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ル
ン
で
は
土
地
領
主
制
は
、
宗
教
改
革
以
前

か
ら
既
に
地
代
土
地
領
主
制
（R

entengrundherrschaft

）
へ

移
行
し
、
地
代
と
土
地
保
有
移
転
税
が
農
民
の
負
担
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
４６
）
。
農
民
に
と
っ
て
、
農
奴
制
の
よ
う
な
人
格

的
支
配
の
問
題
よ
り
も
、
土
地
領
主
制
に
由
来
す
る
経
済
的
負
担

の
方
が
不
満
の
中
心
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
共
有
地
関
係
で

は
木
材
の
伐
採
権
、
水
利
に
関
す
る
諸
問
題
、
漁
業
権
、
放
牧
権
、

狩
猟
権
な
ど
が
、
多
く
訴
え
ら
れ
て
い
た
。
特
に
木
材
の
伐
採
と

河
川
の
利
用
に
関
わ
る
案
件
が
、
最
も
激
し
く
抗
議
の
対
象
と
さ

れ
て
い
た
（
４７
）
。
こ
の
よ
う
に
共
有
地
に
纏
わ
る
要
求
が
多
か
っ
た
こ

と
は
、
こ
の
時
期
に
共
同
体
的
な
自
治
が
深
刻
な
危
機
に
さ
ら
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
十
分
の
一
税
に
関
わ
る
訴
え
は
、

九
つ
の
抗
議
書
で
行
わ
れ
、
そ
の
種
類
も
多
様
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
小
麦
、
カ
ラ
ス
ム
ギ
、
干
し
草（höw

zechenden,em
zechen-

den

）、
豆
果
（m

ußkorn

）、
蕪
、
家
畜
、
蜜
蜂
な
ど
が
、
こ
の

地
域
で
は
十
分
の
一
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ル
ン
市
近

郊
地
域
で
地
代
や
十
分
の
一
税
の
支
払
い
義
務
の
な
い
土
地
は
、

ベ
ル
ナ
ー
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
か
っ
た
。
一
六
世
紀
初
め
か
ら
、
ベ
ル
ン
領
で
は
十
分
の

一
税
に
関
す
る
紛
争
が
頻
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
４８
）
。
そ
の
他
に
特

徴
と
し
て
際
だ
っ
た
も
の
は
、
塩
、
ワ
イ
ン
、
橋
を
渡
る
こ
と
な

ど
に
か
か
る
間
接
税
に
関
す
る
訴
え
が
多
い
こ
と
で
あ
る
（
４９
）
。
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど
へ
の
傭
兵
派
遣
も
、
激
し
い
抗
議
対
象
と
な
っ
て

い
る
（
５０
）
。
間
接
税
や
傭
兵
派
遣
の
問
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、

ベ
ル
ン
の
領
邦
国
家
形
成
に
伴
う
軋
轢
が
表
面
化
し
て
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
。

農
奴
制
に
関
わ
る
訴
え
と
し
て
は
、
農
奴
制
廃
棄
要
求
な
ど
の

「
神
の
法
」
思
想
に
立
脚
し
た
急
進
的
な
も
の
は
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、
賦
役
、
農
奴
承
認
料
と
し
て
の
謝
肉
祭
の
鶏
の
納
入
、
死
亡

料
な
ど
の
個
別
の
諸
負
担
が
言
及
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の

分
量
も
相
対
的
に
少
な
い
。
し
か
も
賦
役
に
対
す
る
要
求
に
関
し

て
は
、
農
奴
領
主
制
に
纏
わ
る
も
の
か
、
土
地
領
主
制
に
由
来
す

史

学
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る
も
の
か
は
、
史
料
を
分
析
し
た
限
り
で
は
不
透
明
で
あ
っ
た
。

一
般
に
、
契
約
に
よ
っ
て
毎
年
の
労
働
時
間
が
ほ
ぼ
明
確
に
な
っ

て
い
た
「
定
量
賦
役
」
が
土
地
領
主
制
に
関
わ
る
も
の
で
、
領
主

の
恣
意
的
な
判
断
で
仕
事
に
か
り
出
さ
れ
る
「
不
定
量
賦
役
」
が

農
奴
領
主
制
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
に

は
、
様
々
な
領
主
権
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
た
の
で
、
両
者
の

間
の
区
別
は
し
ば
し
ば
不
鮮
明
に
な
っ
て
い
た
。
賦
役
に
対
す
る

苦
情
を
行
っ
た
の
は
、
②
ト
ゥ
ー
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
、
⑤
ロ
ッ
ツ

ヴ
ィ
ル
、
⑦
コ
ッ
ピ
ゲ
ン
、
⑧
コ
ッ
ピ
ゲ
ン
の
四
つ
の
抗
議
書
の

み
で
あ
っ
た
。
特
に
ト
ゥ
ー
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
で
問
題
に
さ
れ
た

賦
役
は
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
土
地
領
主
制
に
関
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
れ
以
外
の
例
に
お
い
て
は
農
奴
制
の

残
存
物
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
他
に
抗
議
書
で

は
な
い
が
、
ツ
ォ
リ
コ
フ
ェ
ン
と
ビ
ッ
プ
と
シ
ェ
ン
ケ
ン
ベ
ル
ク

か
ら
の
訴
え
に
対
す
る
ベ
ル
ン
の
返
答
の
中
で
、
賦
役
の
問
題
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
（
５１
）
。

農
奴
承
認
料
と
し
て
の
謝
肉
祭
の
鶏
の
納
入
に
対
し
て
は
、
四

つ
の
抗
議
史
料
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
貢
納
自
体
に
は
、

そ
の
経
済
的
な
実
質
的
負
担
よ
り
も
、
毎
年
の
納
入
に
よ
っ
て
農

奴
領
主
権
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
の
方
に
意
味
が
あ
っ
た
こ
と

は
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
⑨
キ
ル
ヒ
ベ
ル
ク
や
エ
ッ
シ
ュ

な
ど
か
ら
提
出
さ
れ
た
抗
議
書
の
中
で
は
、「
エ
ッ
シ
ュ
の
人
々

が
さ
ら
に
提
出
し
た
要
求
は
、
謝
肉
祭
の
鶏
と
代
官
の
雄
鶏

（vogthanen

）
を
免
除
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
５２
）
」
と
言

及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
で
、
謝
肉
祭
の
鶏
が
裁
判
領
主
権
を

所
持
し
て
い
た
代
官
に
納
入
す
る
税
と
併
記
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、

こ
の
地
域
で
は
農
奴
領
主
制
が
既
に
裁
判
領
主
制
と
密
接
に
結
合

し
て
い
た
可
能
性
、
な
い
し
は
農
奴
制
の
機
能
が
衰
退
し
て
形
骸

化
し
、
農
奴
承
認
料
と
し
て
の
鶏
の
支
払
い
が
単
な
る
封
建
的
拘

束
の
遺
物
の
よ
う
に
残
存
し
て
い
た
可
能
性
を
暗
示
さ
せ
る
。
な

お
謝
肉
祭
の
鶏
は
、
ベ
ル
ン
領
で
は
農
奴
承
認
料
と
し
て
支
払
わ

れ
る
貢
納
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
自
由

人
が
裁
判
領
主
に
支
払
う
税
金
を
意
味
し
て
い
た
地
域
も
存
在
す

る
（
５３
）。
さ
ら
に
五
月
一
五
日
に
エ
メ
ン
タ
ー
ル
の
人
々
が
訴
え
た
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
第
三
に
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
領
主
へ
の
承
認
料
と

し
て
の
鶏
（tw

inghünern

）
に
関
し
て
苦
情
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
彼
ら
は
、
そ
れ
は
決
し
て
強
制
的
に
支
払
う
鶏
で
は
な
い
と
考

え
て
い
る
か
ら
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
よ
り
十
日

前
に
も
こ
れ
と
類
似
の
要
求
が
、
エ
メ
ン
タ
ー
ル
の
領
民
か
ら
提

出
さ
れ
て
い
る
（
５４
）
。
上
述
の
よ
う
に
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
領
主
と
は
、
農

村
の
裁
判
領
主
権
を
持
っ
た
ベ
ル
ン
市
内
に
住
む
有
力
市
民
達
の

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
農
奴
領
主
制
と
裁
判
領
主
制
と
の

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

二
三
（
一
二
一
）



繋
が
り
が
垣
間
見
え
る
。
こ
の
貢
納
は
、
古
く
か
ら
農
奴
制
が
存

在
し
て
い
た
地
域
に
加
え
て
、
代
官
区
の
裁
判
権
に
の
み
属
し
て

い
た
地
域
に
も
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
必
ず
し
も
農
奴
制
に
だ

け
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
５５
）
。
八
月
四
日
付
け
の
⑧
コ
ッ
ピ

ゲ
ン
の
史
料
に
よ
れ
ば
、「
第
八
に
彼
ら
は
、
飼
育
用
の
カ
ラ
ス

ム
ギ
や
謝
肉
祭
の
鶏
を
支
払
う
こ
と
に
苦
情
を
感
じ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
負
担
が
何
ら
か
の
形
で
正
式
な
地
代
に
属
す
る
と
は
、

誰
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
５６
）
」
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

地
域
で
は
、
農
奴
領
主
制
と
土
地
領
主
制
と
が
結
び
つ
い
て
、
謝

肉
祭
の
鶏
の
納
入
が
地
代
に
類
し
た
も
の
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た

可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
抗
議
史
料
と
し
て
は
残
っ
て

い
な
い
が
、
ビ
ッ
プ
で
も
謝
肉
祭
の
鶏
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
る
（
５７
）
。
ベ
ル
ン
領
に
お
い
て
農
奴
承
認
料
と
賦
役
以

外
に
農
奴
制
に
纏
わ
る
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
抗
議
対
象
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
な
い
。
特
に
結
婚
の
制
限
や
禁
止
を
問
題
視
し
て
こ

れ
ま
で
長
く
戦
っ
て
き
た
ベ
ル
ン
の
農
民
達
が
、
こ
の
動
乱
期
に

そ
れ
を
苦
情
と
し
て
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
既
に
結
婚
問
題

が
ほ
ぼ
解
決
の
方
向
へ
と
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
死
亡
料
に
関
し
て
は
、
抗
議
史
料
と
し

て
は
議
題
に
あ
が
っ
て
い
な
い
が
、
レ
ン
ツ
ブ
ル
ク
に
対
す
る
ベ

ル
ン
の
一
〇
月
一
六
日
の
返
答
の
中
で
、
最
良
の
家
畜
や
衣
服
な

ど
の
死
亡
料
の
納
入
が
過
去
に
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ

て
い
る
（
５８
）
。

以
上
の
史
料
分
析
か
ら
判
断
す
る
と
、
確
か
に
農
民
戦
争
期
の

ベ
ル
ン
領
で
農
奴
制
は
、
古
い
時
代
の
遺
物
と
し
て
残
存
し
て
い

た
が
、
封
建
的
拘
束
と
し
て
は
、
既
に
重
要
な
社
会
的
機
能
を
果

た
し
終
え
て
し
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
時
期
に
農
奴

制
の
全
面
廃
棄
要
求
が
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ベ
ル
ン

の
領
民
に
と
っ
て
農
奴
制
問
題
は
正
面
か
ら
取
り
扱
う
べ
き
深
刻

な
社
会
矛
盾
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル

ン
領
内
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
や
フ

リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
の
事
例
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
市
参
事
会
の
指

導
の
下
に
一
五
〇
〇
年
頃
ま
で
に
は
既
に
大
半
の
農
奴
が
解
放
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
複
数
の
研
究
者
か
ら
提

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
領
邦
権
力
と
し
て
ベ
ル
ン
に
よ

る
農
奴
解
放
政
策
が
部
分
的
に
成
功
を
収
め
て
い
た
こ
と
の
証
左

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
宗
教
改
革
の
導
入
（
一
五
二
八

年
）
と
と
も
に
、
多
く
の
修
道
院
の
所
領
は
、
ベ
ル
ン
に
よ
っ
て

没
収
さ
れ
る
運
命
を
辿
り
、
領
邦
権
力
が
そ
の
大
部
分
の
農
民
保

有
地
の
支
配
権
を
獲
得
し
、
婚
姻
裁
判
所
な
ど
に
よ
る
社
会
的
規

律
化
を
推
進
し
て
、
領
邦
国
家
形
成
を
進
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
５９
）
。

封
建
反
動
が
厳
し
く
実
行
に
移
さ
れ
た
地
域
と
は
異
な
り
、
ベ
ル

史
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ン
の
農
民
達
は
、
既
に
一
五
一
三
年
に
は
相
対
的
な
自
律
を
主
張

す
る
こ
と
に
成
功
し
、
部
分
的
に
政
治
参
加
の
道
を
勝
ち
取
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ベ
ル
ン
領
で
は
農
奴
制
的
な
拘
束
が
強

化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
人
格
的
な
不
自
由
は
、
一
六
世
紀
初
め

に
は
領
邦
権
力
と
共
同
体
が
主
導
し
た
解
放
金
の
支
払
い
の
波
に

よ
っ
て
本
質
的
に
は
ほ
ぼ
消
滅
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
（
６０
）
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
領
邦
権
力
で
あ
る
ベ
ル
ン
市
当
局
、
農
奴
領
主
権

を
持
っ
て
い
た
中
間
支
配
層
、
人
格
的
支
配
を
受
け
て
い
た
個
々

の
農
奴
、
村
落
共
同
体
と
い
う
四
者
間
で
行
わ
れ
た
紛
争
と
調
停

の
長
い
歴
史
の
結
果
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
や
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
の

事
例
を
中
心
に
し
て
、
中
近
世
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
の
特

質
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
以
下
の
よ
う
な
五
つ
の
点
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
こ
の
地
域
の
農
奴
制
は
、
ベ
ル
ン
に
よ

る
領
邦
国
家
形
成
に
お
い
て
は
障
害
物
に
類
し
た
機
能
を
持
っ
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
他
の
地
域
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
領
邦
国
家

化
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
、
史
料
の
中
で
は
確
認

で
き
な
か
っ
た
。
農
奴
領
主
権
を
保
持
し
て
い
た
の
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
に
領
邦
権
力
で
は
な
く
、
中
間
支
配
層
の
役
割
を
果
た

し
て
い
た
聖
俗
の
地
方
領
主
や
市
内
に
居
住
し
て
い
た
ツ
ヴ
ィ
ン

グ
領
主
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ベ
ル
ン
が
領
民
の
多
様
な
法
的
身

分
を
統
一
化
し
て
一
般
的
臣
民
を
形
成
す
る
際
に
必
要
な
前
提
条

件
の
一
つ
と
し
て
、
農
奴
制
の
機
能
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
が
優

先
さ
れ
た
。
私
法
的
な
支
配
関
係
に
立
脚
し
て
い
た
農
奴
制
は
、

近
代
的
な
国
家
制
度
と
は
別
の
原
理
に
属
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の

で
、
形
成
過
程
に
あ
っ
た
領
邦
国
家
に
と
っ
て
は
忍
耐
で
き
な
い

異
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
解
放
金
の
支
払
い
や
市
外
市
民
制
度

を
手
段
と
し
た
農
奴
解
放
を
推
進
す
る
政
策
は
、
ベ
ル
ン
の
収
税

力
や
軍
事
力
を
高
め
、
政
治
的
権
限
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
た
が
、
そ
の
実
現
に
は
長
い
時
間
を
必
要
と
し
た
。
一
四
三

七
年
の
臣
従
誓
約
の
公
布
は
、
農
奴
を
領
邦
国
家
の
支
配
構
造
の

中
に
編
入
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
、
農
奴
領
主

と
そ
の
農
奴
と
の
間
に
あ
っ
た
古
い
関
係
を
即
座
に
完
全
に
切
り

離
す
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
。
古
来
か
ら
の
人
的
な
結
び
つ

き
を
断
ち
切
っ
て
、
制
度
的
領
域
国
家
を
設
立
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
臣
従
誓
約
は
、
ま
だ
決
定
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
。
農
奴
領
主
が
、
領
邦
国
家
化
の
進
展
に
対
し
て
自
己
防
衛
を

試
み
て
、
粘
り
強
く
旧
来
の
権
限
に
固
執
し
た
の
で
、
領
邦
国
家

と
農
奴
領
主
の
両
者
に
対
す
る
二
重
の
負
担
を
背
負
っ
た
農
奴
達

の
物
質
的
な
状
況
は
、
し
ば
し
ば
悪
化
し
た
。
よ
う
や
く
封
建
的

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

二
五
（
一
二
三
）



拘
束
が
弛
緩
し
始
め
た
近
代
初
期
に
、
解
放
金
の
支
払
い
と
い
う

思
想
は
一
般
的
に
普
及
し
始
め
た
。
総
じ
て
ベ
ル
ン
は
、
農
奴
解

放
へ
の
強
制
措
置
を
敢
行
で
き
る
ほ
ど
の
政
治
的
権
限
や
実
行
力

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
の
農
奴
解

放
に
お
い
て
の
み
自
力
で
主
導
権
を
握
る
こ
と
が
で
き
た
（
６１
）
。
中
世

後
期
か
ら
近
代
初
期
に
か
け
て
ベ
ル
ン
は
、
恒
常
的
に
農
奴
制
の

解
体
に
従
事
し
た
。
し
か
し
、
領
邦
国
家
が
そ
の
た
め
に
注
い
だ

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
時
期
に
よ
っ
て
変
化
し
、
そ
の
解
放
政
策
は
、

体
系
的
な
政
治
原
理
の
下
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

第
二
に
ス
イ
ス
盟
約
者
団
内
で
は
、
ベ
ル
ン
領
に
お
い
て
最
も

早
く
か
ら
農
奴
解
放
が
進
展
し
た
。
ベ
ル
ン
が
、
農
奴
解
放
の
可

能
性
と
そ
の
利
点
を
早
く
か
ら
認
識
し
、
そ
れ
を
利
用
し
た
こ
と

は
、
ス
イ
ス
で
は
特
異
な
事
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と

し
て
は
、
恐
ら
く
ベ
ル
ン
の
領
邦
国
家
形
成
が
他
地
域
よ
り
全
般

的
に
早
く
進
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
。
既
に
一
五

二
五
年
の
農
民
戦
争
期
に
は
、
ベ
ル
ン
領
に
お
い
て
農
奴
制
問
題

が
重
要
な
懸
案
事
項
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
農
奴
制
が
普
及
し
て
い
た
ス
イ
ス
の
諸
地

域
の
中
で
は
希
有
の
例
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
に
お
け
る
農
奴
解
放
が
、

他
の
諸
邦
よ
り
も
先
行
し
て
い
た
の
で
、
一
つ
の
模
範
的
な
解
決

方
法
を
提
供
し
た
。
特
に
一
三
八
六
年
に
ベ
ル
ン
と
フ
リ
ー
ニ
ス

ベ
ル
ク
修
道
院
と
の
間
の
契
約
は
、
農
奴
達
が
辿
る
べ
き
道
に
対

す
る
指
標
を
提
示
し
た
。
当
時
国
家
の
財
力
は
、
ほ
ぼ
支
配
下
に

あ
る
領
民
の
数
に
比
例
し
て
い
た
が
、
ベ
ル
ン
領
で
の
農
奴
解
放

は
、
領
邦
国
家
に
掌
握
さ
れ
た
臣
民
の
増
加
を
意
味
し
た
。
ベ
ル

ン
と
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
と
の
間
の
契
約
に
よ
っ
て
、
よ

り
広
い
範
囲
で
の
農
奴
解
放
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

領
邦
国
家
化
の
た
め
の
農
奴
解
放
と
い
う
新
し
い
政
策
を
実
行
す

る
こ
と
は
、
ベ
ル
ン
、
農
奴
領
主
、
村
落
共
同
体
、
農
奴
個
人
の

間
で
様
々
な
衝
突
を
も
た
ら
し
た
の
で
（
６２
）
、
そ
れ
は
短
期
間
の
う
ち

に
容
易
に
実
現
可
能
な
事
柄
で
は
な
か
っ
た
。

第
三
に
農
奴
解
放
を
推
進
す
る
際
に
は
、
領
邦
国
家
が
自
己
の

権
力
を
行
使
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
村
落
共

同
体
の
協
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
農
奴
個
人
だ
け
で
は
な
く
、
彼

ら
が
属
す
る
村
落
共
同
体
も
、
解
放
金
の
支
払
い
を
許
可
す
る
よ

う
に
政
治
的
圧
力
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
中
近
世
の
ベ
ル
ン
で
は
、

個
人
の
人
格
的
な
自
由
と
共
同
体
的
な
自
由
は
、
矛
盾
対
立
す
る

概
念
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
相
互
補
完
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
農
奴
が
属
す
る
村
落
共
同
体
に
と
っ
て

結
婚
の
制
限
が
最
も
深
刻
な
問
題
に
発
展
し
て
い
た
。
領
外
婚
や

身
分
外
婚
に
対
す
る
罰
則
や
禁
止
は
、
村
落
内
部
で
の
結
婚
の
成

史
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立
を
妨
げ
、
人
口
減
少
に
よ
る
経
済
的
活
動
の
停
滞
を
も
た
ら
し

か
ね
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
農
奴
解
放
に
よ
る
農
民
の
人
格
的
な

自
由
の
獲
得
は
、
村
落
に
と
っ
て
、
共
同
体
的
な
自
治
の
拡
大
と

経
済
的
基
盤
の
確
保
の
た
め
に
は
不
可
欠
な
課
題
で
あ
っ
た
。
ベ

ル
ン
領
で
は
、
農
奴
支
配
権
を
持
っ
て
い
た
中
間
支
配
層
は
、
上

か
ら
は
領
邦
権
力
で
あ
る
ベ
ル
ン
の
圧
迫
を
受
け
、
下
か
ら
は
共

同
体
自
治
運
動
の
攻
撃
を
受
け
、
次
第
に
そ
の
権
限
を
喪
失
し
て

い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
ビ
ー
ラ
ー
の
研
究
に
は

不
足
し
て
い
た
。
あ
る
意
味
で
は
、
領
邦
権
力
と
し
て
の
ベ
ル
ン

は
、
都
市
共
和
国
的
な
起
源
と
共
同
体
的
な
構
造
と
い
う
二
元
主

義
的
な
構
成
要
素
を
持
っ
た
国
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
６３
）
。

第
四
に
ベ
ル
ン
領
自
体
が
慣
習
の
異
な
る
様
々
な
地
域
の
集
積

で
あ
っ
た
の
で
、
農
奴
制
の
性
質
に
お
い
て
も
、
明
確
な
地
域
差

が
あ
っ
た
。
特
に
南
部
の
山
間
部
と
北
中
部
の
平
地
と
の
間
に
、

直
轄
地
と
非
直
轄
地
の
間
に
、
世
俗
領
主
領
と
聖
界
領
主
領
と
の

間
に
、
そ
の
性
質
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
人
格

的
な
不
自
由
の
程
度
に
地
域
的
差
異
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
の
で
、

解
放
金
の
支
払
い
の
仕
方
や
そ
の
金
額
の
算
出
方
法
に
関
し
て
も
、

地
域
的
な
違
い
が
明
確
に
存
在
し
た
（
６４
）
。
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
基

準
で
解
放
金
の
総
額
が
決
定
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
史
料
か

ら
は
明
白
な
解
答
が
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
地
域
的
な
尺

度
に
従
っ
て
、
解
放
さ
れ
る
べ
き
農
奴
の
私
的
関
係
、
年
齢
、
性

別
な
ど
が
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
一
般
的
に
女
性
や

子
供
の
解
放
金
の
金
額
は
、
成
年
男
子
の
場
合
よ
り
は
少
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
ベ
ル
ン
領
で
は
支
配
関
係
が
地
域
ご
と
に
多
様
で

あ
っ
た
の
で
、
農
奴
に
対
す
る
解
放
金
の
支
払
い
の
た
め
の
条
件

は
、
領
民
に
と
っ
て
決
し
て
平
等
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。第

五
に
ベ
ル
ン
の
農
奴
制
は
、
宗
教
改
革
期
以
降
に
は
中
世
と

比
較
し
て
重
要
な
意
味
や
役
割
を
ほ
と
ん
ど
喪
失
し
、
大
半
の
地

域
で
農
奴
解
放
が
進
展
し
て
い
た
。
農
奴
制
が
残
存
し
て
い
た
地

域
で
も
、
そ
れ
は
、
次
第
に
実
質
的
な
機
能
を
あ
ま
り
持
た
な
い

名
称
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
。
既
に
一
五
二
五
年
の
農
民
蜂
起
の

一
端
を
担
っ
て
い
た
人
々
も
、
農
奴
制
に
纏
わ
る
諸
負
担
を
ほ
と

ん
ど
抗
議
対
象
と
し
て
掲
げ
な
か
っ
た
。
一
六
世
紀
初
め
に
お
い

て
ベ
ル
ン
領
で
は
、
農
奴
制
の
遺
物
が
部
分
的
に
残
っ
て
は
い
た

が
、
宗
教
改
革
は
信
仰
上
の
革
新
運
動
に
と
ど
ま
り
、
農
奴
解
放

の
徹
底
的
な
終
結
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
を

延
期
さ
せ
た
。
こ
の
地
域
で
は
、
宗
教
改
革
の
過
程
の
中
で
農
奴

制
は
、
最
終
的
に
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ン
で
は
信
仰
の
自
由
と
世
俗
の
自
由
は
、

明
確
に
分
離
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
近
世
初
期
に
市
当
局
は
、

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

二
七
（
一
二
五
）



以
前
と
同
様
、
農
奴
制
と
い
う
支
配
関
係
を
根
本
的
に
徹
底
的
に

廃
絶
す
る
準
備
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
か
っ
た
が
（
６５
）
、
別
の
見
方
を
す

れ
ば
、
そ
れ
を
断
行
す
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
こ

の
地
域
の
農
奴
制
は
衰
退
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
将
来
解
決
す

べ
き
幾
つ
か
の
重
要
な
研
究
課
題
が
残
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
ブ
ッ
フ
ゼ
ー
や
フ
リ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
以
外
の
地
域
で
は
ど

の
よ
う
な
過
程
で
農
奴
が
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
宗

教
改
革
期
以
後
で
は
ベ
ル
ン
の
農
奴
制
が
ど
の
よ
う
に
存
続
し
て

い
っ
た
の
か
、
つ
ま
り
、
本
当
に
農
奴
制
の
実
質
的
機
能
が
ほ
と

ん
ど
な
く
な
り
、
名
称
と
し
て
残
存
し
続
け
た
の
か
、
さ
ら
に
は

な
ぜ
ベ
ル
ン
で
は
ス
イ
ス
の
他
の
諸
邦
よ
り
早
く
農
奴
解
放
が
進

展
し
た
の
か
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
実
証
的
に
調
査
す

る
必
要
性
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
農
奴
解

放
を
基
盤
と
し
た
ベ
ル
ン
の
領
邦
国
家
政
策
と
市
参
事
会
に
お
け

る
内
政
的
な
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
の
関
連
も
調
査
し
て
み
た

い
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ン
の
農
奴
制
に
は
地
域
的
な
多
様
性
が
認

め
ら
れ
る
の
で
、
よ
り
詳
細
な
実
証
的
な
地
域
研
究
に
従
事
す
る

必
要
性
が
切
に
感
じ
ら
れ
る
。

註（
１
）
当
時
の
ス
イ
ス
の
国
制
に
つ
い
て
は
以
下
の
邦
語
文
献
を
参
照
。

Ｕ
・
イ
ム
・
ホ
ー
フ
著
／
森
田
安
一
監
訳
『
ス
イ
ス
の
歴
史
』（
刀

水
書
房
、
一
九
九
七
年
）
二
一
〜
一
〇
七
頁
。
拙
著
『
ド
イ
ツ
農

民
戦
争
と
宗
教
改
革
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）

一
四
五
〜
一
五
三
頁
。

（
２
）
ス
イ
ス
の
農
奴
制
の
性
格
と
役
割
に
関
す
る
基
本
的
な
研
究
文

献
と
し
て
は
、
次
の
も
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。W

alter
M

üller,
D

ie
A

bgaben
von

T
odes

w
egen

in
der

A
btei

St.
G

allen
.

E
in

B
eitrag

zur
R

echtsgeschichte
des

sanktgallischen
K

losterstaates,
in:R

echtshistorische
A

rbeiten
1,

K
öln/G

raz
1961;C

laudia
U

lbrich
,

Leibherrschaft
am

O
berrhein

im
Spätm

ittelalter,
G

öttingen
1979.

地
域
史
研
究
と
し
て
ス
イ
ス

の
農
奴
制
問
題
を
取
り
扱
っ
た
邦
語
の
文
献
は
、
幾
つ
か
残
さ
れ

て
い
る
。
三
成
美
保
「
一
五
〜
一
六
世
紀
ド
イ
ツ
�
ス
イ
ス
地
域

に
お
け
る
死
亡
税
」（『
阪
大
法
学
』
一
四
三
、
一
九
八
七
年
）。
森

田
安
一
「
都
市
チ
ュ
ー
リ
ヒ
支
配
下
の
農
村
―
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
シ

ュ
テ
ー
フ
ァ
の
場
合
―
」（
同
上
『
ス
イ
ス
中
世
都
市
史
研
究
』
山

川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
一
八
三
〜
二
二
四
頁
）。
拙
稿
「
ド
イ

ツ
農
民
戦
争
期
に
お
け
る
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
農
奴
制
問
題
に
つ
い

て
」（『
西
洋
史
学
』
一
九
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。
拙
稿
「
近
代
初

期
に
お
け
る
ゾ
ー
ロ
ト
ゥ
ル
ン
の
農
奴
制
問
題
に
つ
い
て
―
ス
イ

ス
北
西
部
の
封
建
的
遺
制
に
関
す
る
一
考
察
―
」（『
史
学
』
第
七

〇
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
〇
一
年
七
月
、
七
一
〜
一
〇
〇
頁
）。

（
３
）
農
奴
制
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
学
説
史
の
整
理
は
、
既
に
以
下

の
文
献
な
ど
で
な
さ
れ
て
い
る
。V

gl.U
lbrich,Leibherrschaft

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号

二
八
（
一
二
六
）



am
O

berrhein
im

Spätm
ittelalter,

a.
a.

O
.,

S.
11

�22
;

拙
著
、

前
掲
『
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
と
宗
教
改
革
』
一
三
一
〜
一
四
三
頁
。

（
４
）

Friedrich
Lütge

,
D

eutsche
Sozial-

und
W

irtschaftsge-
schichte,

3.
A

ufl.
B

erlin
/

H
eidelberg

/
N

ew
Y

ork
1966,

S
.

214;T
heodor

K
napp,

G
esam

m
elte

B
eiträge

zur
R

echts-
und

W
irtschaftsgeschichte

vornehm
lich

des
deutschen

B
auern-

standes,T
übingen

1902,S.85

�95,S.346

�388;M
.M

.
Sm

irin,
D

eutschland
vor

der
R

eform
ation,

B
erlin

1955,S.47

�101.

（
５
）

W
alter

M
üller,

W
urzeln

und
B

edeutung
des

grund-
sätzlichen

W
iderstandes

gegen
die

Leibeigenschaft
im

B
auernkrieg

1525,
in:Schriften

des
V

ereins
für

G
eschichte

des
B

odensees
und

seiner
U

m
gebung,

H
eft

93,
1975.

拙
稿

「
宗
教
改
革
期
に
お
け
る
平
民
の
農
奴
制
観
と
そ
の
思
想
的
背
景

（
一
）
〜
（
三
）
―
西
南
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
防
衛
大
学
校
紀
要
（
人
文
科
学
分
冊
）』
第
九
二
輯
、
二
〇
〇
六

年
三
月
、
八
五
〜
一
一
六
頁
、
第
九
三
輯
、
二
〇
〇
六
年
九
月
、

八
一
〜
一
一
六
頁
、
第
九
四
輯
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
一
〇
三

〜
一
二
八
頁
）。
拙
稿
「
宗
教
改
革
者
と
農
奴
制
―
ベ
ル
ン
の
再
洗

礼
派
の
例
を
中
心
に
し
て
―
」（『
西
洋
史
学
』
第
二
一
二
号
、
二

〇
〇
四
年
、
二
三
〜
四
三
頁
）。

（
６
）

W
erner

T
roßbach

,
Südw

estdeutsche
Leibeigenschaft

in
der

frühen
N

euzeit:eine
B

agatelle,
in:G

eschichte
und

G
esellschaft:

Zeitschrift
für

H
istorische

Sozialw
issenschaft,

7.
Jahrgang

H
eft

1,1981,S.69

�90.

（
７
）

Peter
B

ieler,
D

ie
B

efreiung
der

Leibeigenen
im

Staat
B

ern

（deutschen
T

eils

）im
15.

und
16.

Jahrhundert,
in:A

r-

chiv
des

historischen
V

ereins
des

K
antons

B
ern

,
1.

H
eft,

B
ern

1949,S.42.

（
８
）

Sim
on

T
euscher,B

ekannte-K
lienten-V

erw
andte.Soziabili-

tät
und

Politik
in

der
Stadt

B
ern

um
1500

（N
orm

und
Struktur

9

）,K
öln

,W
eim

ar,W
ien:B

öhlau
1998,S.25;E

rnst
W

alder,
R

eform
ation

und
m

oderner
Staat,

in:450
Jahre

B
erner

R
eform

ation
.

B
eiträge

zur
G

eschcihte
der

B
erner

R
eform

ation
und

zu
N

iklaus
M

anuel

（A
rchiv

des
H

istori-
schen

V
erein

des
K

antons
B

ern
64

/65

）,hg
.

vom
H

istori-
schen

V
erein

des
K

antons
B

ern,
B

ern
1980,

S.
468;Peter

B
ierbrauer,

D
ie

A
usbildung

bäuerlicher
Landschaften

im
R

aum
der

E
idgenossenschaft,

in:Parliam
ents,E

states
and

R
epresentation

11,
1991,

S.
93;François

de
C

apitani,
Staat

und
O

brigkeit
in

B
ern

zw
ischen

R
eform

ation
und

R
evolu-

tion,
in:B

erner
Zeitschrift

für
G

eschichte
und

H
eim

atkunde
53,1991,S.61

�77.

な
お
、
中
世
の
ベ
ル
ン
を
帝
国
都
市
と
し
て

規
定
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
立
場
に
よ
っ
て

見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。V

gl.R
ainer

C
hristoph

Schw
inges,

B
ern

-eine
m

ittelalterliche
R

eichsstadt?
in:B

erner
Zeitschrift

für
G

eschichte
und

H
eim

atkunde
53,1991,S.5

�19.

（
９
）

A
ndré

H
olenstein

,
K

onsens
und

W
iderstand

.
Städ-

tische
O

brigkeit
und

landschaftliche
Partizipation

im
städ-

tischen
T

erritorium
B

ern

（15.

�16.Jahrhundert

）,in:Parlia-
m

ents,
E

states
and

R
epresentation

10,1990,S.8.

（
１０
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.
a.

O
.,

S.
32;R

egula
Schm

id,
R

eden
,

R
ufen

,
Zeichen

set-

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

二
九
（
一
二
七
）



zen
.

Politisches
H

andeln
w

ährend
des

B
erner

T
w

ingherren-
streits

1469

�1471,
Zürich

1995,
S

.
18

�22;T
euscher

,
B

ekannte-K
lienten-V

erw
andte,

a
.

a
.

O
.,

S
.

26;R
egula

Schm
id

,
W

ahlen
in

B
ern

.
D

as
R

egim
ent

und
seine

E
rneuerung

im
15.

Jahrhundert,
in:B

erner
Zeitschrift

für
G

eschichte
und

H
eim

atkunde
58,1996,S.235.

（
１１
）

Friedrich
E

m
il

W
elti

（H
g.

）,D
ie

R
echtsquellen

des
K

an-
tons

B
ern,

1.
T

eil:
Stadtrechte,

D
as

Stadtrecht
von

B
ern

II,

（Sam
m

lung
Schw

eizerischer
R

echtsquellen,
2.

A
bt.

）,A
arau

1939,
S.

55

�58,
N

r.
79,

N
r.80;B

ieler,
D

ie
B

efreiung
der

Leibeigenen
im

Staat
B

ern,
a.

a.
O

.,
S.

13;A
ndré

H
olen-

stein,
O

brigkeit
und

U
ntertanen.

Zur
G

eschichte
der

U
n-

tertanen
H

uldigung
im

bernischen
T

erritorium

（15.

�18.
Jh

.

）,in:R
udolf

E
ndres

（H
g

.

）,N
ürnberg

und
B

ern
.

Zw
ei

R
eichsstädte

und
ihre

Landgebiete,
E

rlangen
1990,

S
.

265,
S

.
270

�271;A
ndré

H
olenstein

,
D

ie
H

uldigung
der

U
nter-

tanen
.

R
echtskultur

und
H

erschaftsordnung

（800
�1800

）,
Stuttgart/N

ew
Y

ork
1991,S.242

�243.

（
１２
）

François
de

C
apitani,Sozialstruktur

und
M

echanism
en

der
H

errschaft
in

der
spätm

ittelalterlichen
Stadt

B
ern,

in:
E

ndres

（H
g.

）,N
ürnberg

und
B

ern
.

Zw
ei

R
eichsstädte

und
ihre

Landgebiete,a.a.O
.,S.39.

（
１３
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.
a.

O
.,

S.
7−8;R

ichard
Feller,

G
eschichte

B
erns.

V
on

den
A

nfängen
bis

1516,
B

d.
1,

B
ern

1946,
S.

88,
S.

97,
S.

124;
B

ierbrauer,
D

ie
A

usbildung
bäuerlicher

Landschaften
im

R
aum

der
E

idgenossenschaft,a.a.O
.,S.95.

（
１４
）

D
ers.,

F
reiheit

und
G

em
einde

im
B

erner
O

berland
1300

�1700

（A
rchiv

des
H

istorischen
V

ereins
des

K
antons

B
ern

74

）,B
ern

1991,S.366

�371.

（
１５
）
市
外
市
民
制
度
の
導
入
や
都
市
保
護
契
約
の
締
結
と
い
う
手
段

を
用
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ベ
ル
ン
は
、
小
さ
な
領
邦
都
市
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
ベ
ル
ン
で
は
市
外
市
民

と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
原
則
的
に
は
自
由
農

民
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
農
奴
に
対
し
て
は
し
ば
し
ば
農
奴

解
放
を
前
提
条
件
に
市
外
市
民
制
度
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
市
外
市
民
制
度
は
、
ベ
ル
ン
の
軍
事
力
と
財
政
力

を
強
化
し
、
周
辺
地
域
へ
の
政
治
的
影
響
力
の
拡
大
の
た
め
の
手

段
と
し
て
使
用
さ
れ
、
領
邦
国
家
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
。V

gl.B
eat

Frey,A
usburger

und
U

del,
nam

ent-
lich

im
G

ebiete
des

alten
B

ern
,

Inauguraldissertation
zur

E
rlangung

der
D

oktorw
ürde

der
hohen

juristischen
Fakultät

der
U

niversität
B

ern,
B

ern
1950,

S.
4

�5,
S.

9,
S.

22,
S

.
32,

S
.

48

�53;U
rs

M
artin

Zahnd
,

B
erns

B
ündnis-

und
T

erritorialpolitik
in

der
M

itte
des

14.
Jahrhunderts,

in:B
erner

Zeitschrift
für

G
eschichte

und
H

eim
atkunde

53,
1991,S.31

�32.

（
１６
）

H
ans

A
.

M
ichel,

D
as

alte
B

ern
und

sein
V

erhältnis
zum

Land
,in:M

aja
Svilar

（H
g

.

）,
Stadt

und
Land:

die
G

eschichte
einer

gegenseitigen
A

bhängigkeit,
B

ern
/

N
ew

Y
ork

1988,
S

.
120;E

dgar
B

onjour,
D

ie
B

auernbew
egung

des
Jahres

1525
im

Staate
B

ern
,

D
iss.

phil.
B

ern
1923,

S.

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号

三
〇
（
一
二
八
）



22;R
ichard

Feller,G
eschichte

B
erns.

V
on

den
A

nfängen
bis

1516,
B

d
.

1,
B

ern
1946,

S
.

114;ders.,
G

eschichte
B

erns.
V

on
der

R
eform

ation
bis

zum
B

auernkrieg
1516

�1653,
B

d.
2,

B
ern

1953,
S

.
25;B

ierbrauer,
D

ie
A

usbildung
bäuerli-

cher
Landschaften

im
R

aum
der

E
idgenossenschaft,

a.
a.

O
.,S.95.

（
１７
）

D
ers.,F

reiheit
und

G
em

einde
im

B
erner

O
berland,

a.a.
O

.,S.366

�367.

（
１８
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.a.O
.,S.8

�9.

（
１９
）
ス
イ
ス
で
はT

ell

と
は
、
一
般
的
な
公
的
な
租
税
を
意
味
し
、

領
邦
国
家
が
臣
民
に
課
す
場
合
や
、
共
同
体
が
公
共
の
負
担
を
補

償
す
る
た
め
に
人
々
か
ら
取
り
た
て
る
事
例
な
ど
様
々
な
ケ
ー
ス

が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
ゾ
ー
ロ
ト
ゥ
ル
ン
で
は
市
参
事
会
に
よ
っ

て
正
式
な
租
税
と
し
て
一
五
〇
〇
年
頃
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
た
が
、

特
別
に
財
政
が
窮
乏
し
た
場
合
に
は
付
加
的
な
財
産
税
と
し
て
支

払
い
を
強
要
さ
れ
た
。V

gl.Schw
eizer

Idiotikon,
W

örterbuch
der

schw
eizerdeutschen

Sprache,
12.

B
d

.,
Frauenfeld

,
S

.
1406

�1423.

（
２０
）

E
dgar

B
onjour,

D
ie

B
auernbew

egung
des

Jahres
1525

im
Staate

B
ern

,
a.

a.
O

.,
S

.
22;Feller,

G
eschichte

B
erns.

V
on

den
A

nfängen
bis

1516,
a

.
a

.
O

.,
S

.
114;ders.,

G
eschichte

B
erns.

V
on

der
R

eform
ation

bis
zum

B
auern-

krieg
1516

�1653,
a.a.O

.,S.24

�25.

（
２１
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.a.O
.,S.9

�10.

（
２２
）

E
benda,S.21

�22.

（
２３
）

E
benda,S.6

�7.

（
２４
）

E
benda,S.6.

（
２５
）

B
runo

A
m

iet,
Solothurnische

G
eschichte

1.B
d

.,
So-

lothurn
1952,

S
.

422;H
ans

M
orgenthaler,

D
ie

A
blösung

der
Leibeigenschaft

in
der

H
errschaft

B
ipp

,in:N
eues

B
erner

T
aschenbuch

31,1926,S.140

�141;Feller
,G

eschichte
B

erns.
V

on
der

R
eform

ation
bis

zum
B

auernkrieg
1516

�

1653,
a.a.O

.,S.25−27;

拙
稿
、
前
掲
書
「
近
代
初
期
に
お
け

る
ゾ
ー
ロ
ト
ゥ
ル
ン
の
農
奴
制
問
題
に
つ
い
て
」、
八
九
〜
九
〇
頁
。

（
２６
）

B
arbara

Studer
Im

m
enhauser,

V
erw

altung
zw

ischen
In-

novation
und

T
radition

.
D

ie
Stadt

B
ern

und
ihr

U
nter-

tanengebiet
1250

�1550,
O

stfidern
2006,

S.
234;T

euscher,
B

ekannte-K
lienten-V

erw
andte,

a.a.O
.,S.26.

（
２７
）

Feller,G
eschichte

B
erns.

V
on

den
A

nfängen
bis

1516,
a.

a.O
.,S.14,S.165,S.182

�183.

（
２８
）

H
erm

ann
R

ennefahrt

（H
g.

）,D
ie

R
echtsquellen

des
K

an-
tons

B
ern,

1.
T

eil:
Stadtrechte,

D
as

Stadtrecht
von

B
ern

V
I:

Staat
und

K
irche,

（Sam
m

lung
Schw

eizerischer
R

echtsquellen,
2.

A
bt.

）,A
arau

1960,
S.

43

�44;
Feller,

G
eschichte

B
erns.

V
on

den
A

nfängen
bis

1516,
a.

a.
O

.,
S

.
228;B

ieler,
D

ie
B

efreiung
der

Leibeigenen
im

Staat
B

ern,
a.

a.
O

.,
S.

15

�

16,S.24.
（
２９
）

R
ennefahrt

（H
g.

）,D
ie

R
echtsquellen

des
K

antons
B

ern
,

1.
T

eil:
Stadtrechte,

D
as

Stadtrecht
von

B
ern

V
I:

Staat
und

K
irche,

a.
a.

O
.,

S
.

124

�125;B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

三
一
（
一
二
九
）



Leibeigenen
im

Staat
B

ern,a.a.O
.,S.15−16,S.24

�25.
（
３０
）

E
benda,S.22,S.25.

（
３１
）

H
erm

ann
R

ennefahrt

（H
g.

）,D
ie

R
echtsquellen

des
K

an-
tons

B
ern,

1.
T

eil:
Stadtrechte,

D
as

Stadtrecht
von

B
ern

V
I:

Staat
und

K
irche,

a.a.O
.,

S.
90

�92;B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,a.a.O

.,S.15−16,S.26.

（
３２
）

M
orgenthaler,

D
ie

A
blösung

der
Leibeigenschaft

in
der

H
errschaft

B
ipp,a.a.O

.,1926,S.124.

（
３３
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.
a.

O
.,

S.
27;

Feller,
G

eschichte
B

erns.
V

on
der

R
eform

a-
tion

bis
zum

B
auernkrieg

1516

�1653,
a.a.O

.,S.26.

（
３４
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.a.O
.,S.28.

（
３５
）

Feller,G
eschichte

B
erns.

V
on

den
A

nfängen
bis

1516
,

a.
a.O

.,S.14

�17.

（
３６
）

E
benda,S.88,S.97,S.119

�120,S.158,S.227;
Zahnd,

B
erns

B
ündnis-und

T
erritorialpolitik

in
der

M
itte

des
14.

Jahrhunderts,a.a.O
.,S.32.

（
３７
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.a.O
.,S.13,S.28.

（
３８
）

M
orgenthaler,

D
ie

A
blösung

der
Leibeigenschaft

in
der

H
errschaft

B
ipp,a.a.O

.,S.124.

（
３９
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.a.O
.,S.29.

（
４０
）

E
benda

,
S

.
30;B

onjour
,

D
ie

B
auernbew

egung
des

Jahres
1525

im
Staate

B
ern

,
a

.
a

.
O

.,
S

.
23;Feller,

G
eschichte

B
erns.

V
on

der
R

eform
ation

bis
zum

B
auern-

krieg
1516

�1653,
a.a.O

.,S.26.

（
４１
）

H
olenstein,

D
ie

H
uldigung

der
U

ntertanen,
a.

a.
O

.,
S.

246.

（
４２
）

Peter
B

lickle,
D

ie
R

evolution
von

1525,
3.

erw
eiterte

A
uflage,M

ünchen/W
ien

1993,S.40−50,S.105

�111.

﹇
ペ
ー

タ
ー
・
ブ
リ
ッ
ク
レ
著
／
前
間
良
爾
・
田
中
真
造
訳
『
一
五
二
五

年
の
革
命
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
八
年
）
三
九
〜
四
九
頁
、
九
三

〜
九
七
頁
﹈。
拙
稿
、
前
掲
書
「
宗
教
改
革
期
に
お
け
る
平
民
の
農

奴
制
観
と
そ
の
思
想
的
背
景
（
一
）
〜
（
三
）」。

（
４３
）

E
dgar

B
onjour,D

er
C

harakter
der

bernischen
B

auern-
bew

egung
im

R
eform

ationszeitalter,
in:D

ie
Schw

eiz
und

E
uropa.

A
usgew

ählte
R

eden
und

A
ufsätze

von
E

dgar
B

on-
jour

zu
seinem

60.
G

eburtstag
am

21.
A

ugust
1958,

H
el-

bing
&

Lichtenhahn
,

B
asel

1958,
S

.
329,

S
.

338;Feller,
G

eschichte
B

erns.
V

on
der

R
eform

ation
bis

zum
B

auern-
krieg

1516

�1653,
a.a.O

.,S.131

�134;B
ierbrauer,

F
reiheit

und
G

em
einde

im
B

erner
O

berland,
a.a.O

.,S.252.

（
４４
）

G
ünther

Franz

（H
g.

）,D
er

deutsche
B

auernkrieg.
A

kten-
band

,
6.

A
uflage

,
D

arm
stadt

1987,
S

.
310

�328;R
udolf

Steck/G
ustav

T
obler

（H
gg.

）,A
ktensam

m
lung

zur
G

eschichte
der

B
erner

R
eform

ation
1521

�1532,
B

ern
1918

�1923,
N

r.
631,

S.
205

�207,N
r.

639,
S.

210,
N

r.
643,

S.
211;B

onjour,
D

ie
B

auernbew
egung

des
Jahres

1525
im

Staate
B

ern,
a.

a.
O

.,S.74.

（
４５
）

E
benda,

S
.

13,
S

.
47,

S
.

75;B
onjour,

D
er

C
harakter

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号

三
二
（
一
三
〇
）



der
bernischen

B
auernbew

egung
im

R
eform

ationszeitalter,
a.a.O

.,S.338

�339;B
ierbrauer,F

reiheit
und

G
em

einde
im

B
erner

O
berland,

a.a.O
.,S.250−253.

（
４６
）

Franz

（H
g.

）,D
er

deutsche
B

auernkrieg.
A

ktenband,
a.

a.
O

.,
N

r.
146,

N
r.

147,
N

r.
148,

N
r.

149,
N

r.
150,

N
r.

153,
N

r.
156,

S.
313-328;Steck/T

obler

（H
gg.

）,A
ktensam

m
lung

zur
G

eschichte
der

B
erner

R
eform

ation
1521

�1532,
a.a.

O
.,

N
r.631,S.205

�207,N
r.639,S.210,N

r.643,S.
211;H

ein-
rich

R
ichard

Schm
idt,

D
orf

und
R

elgion
.

R
eform

ierte
Sit-

tenzucht
in

B
erner

Landgem
einden

der
F

rühen
N

euzeit,
Stuttgart/Jena/N

ew
Y

ork
1995,S.18.

（
４７
）

Franz

（H
g.

）,D
er

deutsche
B

auernkrieg.
A

ktenband
,

a.
a.

O
.,

N
r.

145,
N

r.
146,

N
r.

149,
N

r.
150,

N
r.

152,
N

r.
153,

N
r.

154,
N

r.
155,

N
r.

156,
S

.
311
�328;Steck

/
T

obler

（H
gg

.

）,A
ktensam

m
lung

zur
G

eschichte
der

B
erner

R
efor-

m
ation

1521

�1532,
a.a.O

.,N
r.631,S.206.

（
４８
）

Franz

（H
g.

）,D
er

deutsche
B

auernkrieg.
A

ktenband,
a.

a.
O

.,
N

r.
146,

N
r.

147,
N

r.
149,

N
r.

150,
N

r.
152,

N
r.

153,
N

r.
154,

N
r.

156,
S

.
313

�328;Steck
/T

obler

（H
gg

.
）,A

k-
tensam

m
lung

zur
G

eschichte
der

B
erner

R
eform

ation
1521

�
1532,

a.a.O
.,N

r.643,S.
211;Schm

idt,
D

orf
und

R
elgion,

a.
a.

O
.,

S
.

18;B
ierbrauer,

F
reiheit

und
G

em
einde

im
B

erner
O

berland,
a.a.O

.,S.252.

ベ
ル
ン
に
お
け
る
十
分
の

一
税
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
箇
所
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

V
gl.R

udolf
G

m
ür,D

er
Zehnt

im
alten

B
ern

（A
bhandlungen

zum
schw

eizerischen
R

echt
N

.
F

.
310.

H
eft

）,B
ern

1954,
S.

123

�158.

（
４９
）

Franz

（H
g.

）,D
er

deutsche
B

auernkrieg.
A

ktenband,
a.

a.
O

.,N
r.148,N

r.149,N
r.150,N

r.153,N
r.155,S.

314

�326.

（
５０
）

E
benda,N

r.145,S.311,N
r.156,S.328.

（
５１
）

E
benda,

N
r.

146,
S.

313,
N

r.
149,

S.
316,

N
r.

152,
S

.
322;Steck

/T
obler

（H
gg.

）,A
ktensam

m
lung

zur
G

eschichte
der

B
erner

R
eform

ation
1521

�1532,
a.

a.
O

.,
N

r.
670,

S
.

218,
N

r.
712,

S.
231;R

ennefahrt

（H
g

.

）,D
ie

R
echtsquellen

des
K

antons
B

ern
,

1.
T

eil:
Stadtrechte,

D
as

Stadtrecht
von

B
ern

V
I:

Staat
und

K
irche,

a.
a.

O
.,

S
.

330

�333;Feller,
G

eschichte
B

erns.
V

on
der

R
eform

ation
bis

zum
B

auern-
krieg

1516

�1653,
a.a.O

.,S.135.

（
５２
）

Franz

（H
g.

）,D
er

deutsche
B

auernkrieg.
A

ktenband,
a.

a.
O

.,N
r.154,S.325.

（
５３
）

Frey,
A

usburger
und

U
del,

nam
entlich

im
G

ebiete
des

alten
B

ern,
a.a.O

.,S.28.

（
５４
）

Steck
/

T
obler

（H
gg

.

）,A
ktensam

m
lung

zur
G

eschichte
der

B
erner

R
eform

ation
1521

�1532,
a.

a.
O

.,
N

r.
631,

S
.

206,N
r.639,S.210.

（
５５
）

G
m

ür,D
er

Zehnt
im

alten
B

ern,
a.a.O

.,S.13.

（
５６
）

Franz

（H
g.

）,D
er

deutsche
B

auernkrieg.
A

ktenband,
a.

a.
O

.,N
r.153,S.324.

（
５７
）

Steck
/

T
obler

（H
gg

.

）,A
ktensam

m
lung

zur
G

eschichte
der

B
erner

R
eform

ation
1521

�1532,
a.

a.
O

.,
N

r.
670,

S
.

218;R
ennefahrt

（H
g.

）,D
ie

R
echtsquellen

des
K

antons
B

ern,
1.

T
eil:

Stadtrechte,
D

as
Stadtrecht

von
B

ern
V

I:
Staat

und

中
近
世
の
ベ
ル
ン
領
に
お
け
る
農
奴
制
問
題

三
三
（
一
三
一
）



K
irche,

a.a.O
.,S.330.

（
５８
）

Steck
/

T
obler

（H
gg

.

）,A
ktensam

m
lung

zur
G

eschichte
der

B
erner

R
eform

ation
1521

�1532,
a.

a.
O

.,
N

r.
743,

S
.

239;R
ennefahrt

（H
g.

）,D
ie

R
echtsquellen

des
K

antons
B

ern,
1.

T
eil:

Stadtrechte,
D

as
Stadtrecht

von
B

ern
V

I:
Staat

und
K

irche,
a.a.O

.,S.332.

（
５９
）

B
onjour,

D
ie

B
auernbew

egung
des

Jahres
1525

im
Staate

B
ern

,
a.

a.
O

.,
S

.
21,

S
.

26,
S

.
86;Schm

idt,
D

orf
und

R
elgion,

a.
a.

O
.,

S.
18;R

ichard
Feller,

D
ie

Sittenge-
setze

der
bernischen

R
eform

ation,
in:F

estschrift
E

.
W

elti,
A

arau
1937,S.54−82.

宗
教
改
革
の
導
入
に
と
も
な
う
修
道
院

領
の
没
収
と
西
方
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
へ
の
領
土
拡
大
に
よ
っ
て
、

ベ
ル
ン
の
国
家
財
政
は
か
な
り
の
程
度
肥
大
化
し
、
新
し
い
官
職

を
設
置
し
て
中
央
行
政
を
整
備
し
た
。V

gl.Jolanda
Leuenberger-B

inggeli,
D

ie
B

erner
D

eutsch-Seckelm
eister

und
ihre

Standesrechnung
,in:B

erner
Zeitschrift

für
G

eschichte
und

H
eim

atkunde
61,1999,S.156,S.161.

（
６０
）

B
ierbrauer,F

reiheit
und

G
em

einde
im

B
erner

O
berland,

a.a.O
.,S.250−254.

（
６１
）

B
ieler,

D
ie

B
efreiung

der
Leibeigenen

im
Staat

B
ern,

a.a.O
.,S.43.

（
６２
）

E
benda,S.42.

（
６３
）

W
alder,

R
eform

ation
und

m
oderner

Staat,
a.

a.
O

.,
S.

468

�469,S.473,S.
536

;
B

ierbrauer,
D

ie
A

usbildung
bäu-

erlicher
Landschaften

im
R

aum
der

E
idgenossenschaft,

a.
a.O

.,S.100.

（
６４
）
ベ
ル
ン
領
の
北
部
地
方
に
あ
る
ビ
ッ
プ
で
は
、
一
五
〇
八
年
に

年
税
の
二
五
倍
と
い
う
基
準
で
解
放
金
が
計
算
さ
れ
た
。V

gl.
M

orgenthaler,
D

ie
A

blösung
der

Leibeigenschaft
in

der
H

errschaft
B

ipp,a.a.O
.,S.136.

（
６５
）
な
お
、
一
五
七
四
年
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