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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
十
號

'

還
れ」

と
い
っ
て
婦
人
勞
働
者
を
解
雇
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
見
地
は
、 

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
社
畲
が
妻
の
公
然
ま
た.は
隱
然
た
る
家
內
奴
_
制
の
上
に
き
ず
か 

れ
て
い
る
單
婚
家
族
を
そ
のH

i
分
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
罾
本
家
の
八

「

心_ 

を
去
ら
な
い
。.ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
三
仄

(

闪
1
2
1<30>
,
1
^

&
(]
>
, Ki

r
c
h
e

子
供
、 

盡
所
、
敎
會)
理
論
は
、
資
本
家
の
こ
の
よ
う
な
政
策
を
蕞
づ
け
る
も
の
で
あ 

り
、
し
か
も
戰
带
準
備
の
一
部
と
し
て
婦
人
を
兵
士
の
靡

〈

と
母
■の
役
目
に
お
と 

し
い
れ
よ
う
と
望
む
港
を
手
助
け
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
結
果
と
し
て
、
自
分
の
勞
働
カ
を
賣
ら
ざ
る
を
え 

な
い
多
く
の
婦
人
大
衆
は
潜
花
的
過
剰
人
口
と
同
じ
よ
う
な
先
業
狀
態
に
お
か 

れ
、
ま
た
、
家
內
勞
働
に
從
事
す
る
停
滯
的
過
剩
人
口
と
し
て
半
央
業
狀
態
に 

お
か
れ
る
。
し
か
も
さ
ら
に
下
層
は
浮
浪
者
、
賣
春
婦
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
 

ま
さ
に「

婦
人
の
賃
勞
働
の̂

^
に
は
賣
淫
と
い
う
暗
い
影
が
立
つ
て
へ

I

紀」

。

.
資
本
家
は
、
こ
の
よ
う
に
相
對
的
過
剩
人
口
の
な
か
で
た
え
ず
增
大
す
る
婦 

人
先
I

お
よ
び
平
朱
業
渚
の
壓
カ
を
利
用
し
て
、
婦
人
勞
働
は
家
計
補
助
的 

勞
働
で
あ
る
と
か
、
產
前
產
後
の
休
暇
で
勞
働
が
i

さ
れ
る
と
か
、
そ
の
他 

い
み
い
ろ
な
理
由
で
、
婦
人
の
賃
金
を
勞
働
カ
の
價
値
以
下
に
と
く
べ
つ
低
く

. 

壓
し
下
げ
る
。
こ
う
し
て
、
資
本
家
は
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
婦
人
勞
働 

力
の
價
値
が
平
均
的
に
低
い
の
と
あ
い
ま
っ
て
、
と
り
わ
け
多
く
の
剩
餘
價
値 

を
搾
取
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
婦
人
が
男
子
と
同
じ
よ
う
な
勞
働
を 

お
こ
な
い
な
が
，ら
、
そ
の
勞
働
の
價
格
が
男
子
よ
り
低
い
と
い
う
形
態

.%
と
つ 

て
あ
ら
わ
水
る
.°
そ
こ
で
婦
人
勞
働
審
の
不
滿
が
よ
び
お
こ
さ
れ
、

「

同

一
勞 

働
同
一
賃
金」

の
要
求
が
う
ち
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

.も
っ
と
も
婦
人
が
ま
だ
、
夫
の

「

成
功」

に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
結
婚
に
よ 

.つ
て
、
家
庭
に
落
着
こ
う
と
い
う
幻
想
を
い
だ
い
て
い
る
う
ち
は
、

「

同
一
勞

四

六

(

七
八
四)

働
同
.一
賃
金」

の
要
求
は
そ
れ
ほ
ど
發
展
せ
ず
、
男
女
間
の
賃
金
差
を
婦
人
勞 

働
者
が
.自
ら
み
と
め
て
さ
え
い
る
。
し
か
し
資
本
主
義
は
こ
の
幻
^
を
容
赦
な 

く
う
.ち
く
だ
い
.て
い
く
。
勞
働
岩
家
族
は
妻
や
娘
が
働
か
な
け
れ
ば
ま
す
ま
す 

生
計
を
維
持
し
え
な
く
な
り
、

「

同i

勞
働
同
一
賃
金」

の
耍
求
は
、「

婦
人
に 

職
業
の
門
戸
を
開
放
せ
ょ

」

と
い
う
要
求
と
と
も
に
、
貧
困
化
す
る
勞
働
者
階
. 

級
の
運
命
と
密
接
に
結
び
っ
い
た
も
の
と
な
つ
て
く
る
。
し
か
も
こ
の

「

婦
人 

に
1

の
門
戶
を
_
放
せ
ょ」

と
い
う
要
求
は
、
婦
人
の
賃
金
を
引
下
げ
る
婦 

人
失
業
若
の
顧
力
を
や
わ
ら
げ
る
も
の
と
し
て
、

「

同
一
勞
働
同
一
賃
金

」

の 

要
求
と
意
識
的
に
結
び
っ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點
で
、

一
九
五
四
年
七 

月
の
第
二
囘
國
際
金
屬
機
械
勞
働
者
赢
に
お
い
て
、

G 
•
ア
ド
ゥ
ィ
ッ
チ
が 

「

同
一
勞
働
同
一.賃
金」

の
.原
别
.と
と
も
に
、「

働
く
權
利
、
あ
ら
ゆ
る
職
種 

の
婦
人
へ
の
開g
e '
婦
人
勞
働
者
と
し
て
の
資
格
の
承
認

」

を
基
本
要
來
と
し• 

て
か
か
げ
た
こ
と
は
、
注
目
令
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

最
後
の
部
分
は
統
計
や 

資
料
に
も
と
づ
い
て
具
•體
的
に
の
べ
る
っ
も

り

で

あ

っ

た

が
紙
數
の
關
係
で
抽 

象
的
敍

述

に

•お
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
結
論
的
部
分
は
、
日

本

獨
自
の
問

題

と 

と

も

に

別
の
機
會
に
發
表
す
る。) 

〔

ま
S

(

註
一)

舟
橋
倚
道「

勞
働
の
價
格
と
そ
の
法
則

」
(

經
濟
評
論
、

昭
和
ニ 

九
年
八
月
號
所
載

) 

. 

,

.

(

註
.ニ)

灯
竹
1^
%
剧「

新
婦
人
論」

九
九
頁
。

(

註
三)

「

第
二
囘
國
際
金®
機
械
勞
働
者
#
_
議
事
錄」

五
月
書
房
版
一 

.三
六
頁
。
 

.

西

ド

ィ

.ッ

中

世

に

お

け

る
- B

a
u
e
r
n
t
u
m

ご

-C
o
d
e
x

 L
a
u
r
e
shamensis 

を

中

、
じ

と

し

て
_
-

丨

の
形
成

宇

尾

野

久

「

寄
進
帳
は
ヵ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
經
濟
史
の
最
も
重
要
な
資
料
に
屬
す
る

」

と

卜o
o
p
s
c
h

は
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
寄
進
帳
は
賃
乎
帳
の
內
容
を
說
明

す
る
も
の
と
し
て
當
面pL

.

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
直
接
農
耕
者
の

S
t
a
n
d

.の
社
會
經
濟
的
條
件
を
究
明
す
る
た
め
に
不
可
缺
の
も
の
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な 

ヽ

0

\

 

.

然
し
乍
ら
そ
の
限
界
を
見
き
わ
め
ず
に
絕
對
的
な
價
値
を
認
め
よ
う
と
す
る 

こ
と
は
旣
に
過
丧
の
も
の
と
な
つ
て
い
る
。

こ
の
間
の
事
情
に
就
い
て-S
C+
-
0

w
n
m
n
e
r

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

『

領
主
制
の
古
い
歴
史
に
對
す
る
主
要
資
料
で
あ
る
寄
進
帳
と
賃
子
帳
は
唯
ぐ

'
 

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
^
豸
を
描
寫
す
る
の
み
で
、
全
體
の
否
よ
り
小
さ
な
地
方
で 

さ
え
も
の
土
地
所
有
配
分
をi

し
て
い
な
い
。
加
う
る
に
夫
等
は
初
期
及
び 

高
度
中
世
に
お
い
て
は
.殆
ん
ど
專
ら
聖
界
の
文
書
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
然
も 

大
部
分
多
く
，の
個
別
的
寄
進
に
よ
つ
て
そ
の
趴
豸
を
增
大
し
、
加
う
る
に
敍
任 

權
淨
以
前
に
は
全
く

「

へ
ル
シ
ャ
フ
ト
1-
で
は
な
く
て
、
就
中
そ
の
寄
進
者
や

西

ド

イ

ツ

中

世

に

お
け
る
s B

a
u
e
r
n
t
u
m

じ
の
形

成

守
護
の
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
編
入
さ
れ
て
い
た
聖
界
の
グ
ル
ン
ド
へ
ル
シ
ャ
フ
ト 

は
、
こ
こ
で
當
然
誤
っ
た
ビ
ル
ド
を
呈
示
し
て
い
る
。
然
し
後
期
に
お
い
て
も 

俗
界
グ
ル
ン
ド
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
賃
子
帳
は
あ
る
場
所
の
土
地
所
有
配
分
を
確 

定
す
る
の
に
充
分
で
な
い
。
こ
の
こ
と
は
或
る

H
e
r
r

の
收
入
記
述
と
し
て
の 

賃
子
帳
の
性
格
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。

…
…

故

に(

中
世
ま
た
は
十
三
世
紀
來 

.ま
で
の
少
い
資
料
に
限
淀
さ
れ
ず
に

)

十
八
及
び
十
九
世
紀
の
ず
っ
と
後
の
豐 

富
な
資
料
か
ら
出
發
し
、
此
處
か
ら
古
い
時
代
に
も
ど
る
®

を
せ
ね
ば
な
ら 

な
い』

と
。
勿
論A.

 D
o
p
s
c
h

も
亦
賃
子
帳
の
限
界
に
就
い
て
は
最
も
良
く 

熟
知
せ
る
編
修
渚
で
あ
り

「

そ
の
本
質
上
當
時̂

^
十
三
世
紀)

の
賃
子
帳 

は
均
齊
な
ま
た
完
全
な
そ
の
映
像
を
興
え
な
い
。
當
時
の
賃
子
帳
は
賃
子
で
貸 

出
さ
れ
た
土
地
の
み
を
記
そ
ぅ
と
慾
し
、
尙
自
己
經
營
に
あ
る
土
地
に
就
い
て 

は
何
も
の
も
含
ま
な

(

い」

と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
ょ
ぅ
な
制
約
に
も
不
拘p L

.

の
中
で
直
接
農
耕
者
の
ど
の
程
度
の 

生
產
條
件
が
知
ら
れ
、
ま
た
之
等
の
農
眺
者
の
社
會
政
治
的

S
t
a
n
d

は
ど
の 

よ
う
な
も
'の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
來
る
で
あ
ろ
う
か
？

屢
く
引
證
さ
れ
る
力
！
ル
大
王
の
御
斜
地
令
の
自
由
民
の
本
来
の
社
會
經
濟

四
七
，

(

七
八
五)
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狀
態
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
 F

o
r
m
u
l
a
e

co
s-
B
o
&s-
a
e (^

^
o
n
e
s
e
s
)

 

K
。
4
3
C
M
G
.

 F
F
.
1
,

1
500〕

は
左
の
to
く
に
述
べ
て
い
る
。

.他
人
の
勢
威
に.托
身
す
る
者
何
某(

私)

.

.
ょ
り 

御
館
機
某
宛

‘

. 

私
が 

衣
食
の
資
に
乏
し
き
次
第
は
貴
殿
の
良
く
知
り
給
う
處
な
り
、
さ
れ
ば
貴
殿 

の
御
I

に
す
が
り
申
し
、
貴
殿
の
庇
護
に
私
を
委
ね
若
し
く
は
托
身
す
る 

樣
私
に
於
い
て
自

3

意
思
に
て
決
定
せ
り
。
斯
く
て
又
私
が
行
う
べ
き
こ
と 

(

左
の
如
し)

。
卽
ち
夫
に
對
し
私
が
貴
殿
に
奉
仕
し
、
貢
獻
し
得
る
生
活 

の
資
並
び
に
衣
服
を
以
つ
て
貴
殿
は
私
を
扶
け
、
支
持
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま 

,
た
私
は
生
き
て
い
る
限
り
、
自
由
民
の
狀
態
で
貴
殿
に
奉
仕
若
し
く
は
義
務 

を
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
且
つ
私
の
生
涯
を
通
じ
て
貴
殿
の
勢
威
若
し
く
は 

庇
護
か
ら
離
れ
ず
に
私
の
生
涯
を
貴
殿
の
勢
威
と
保
護
の
も
と
に
と
ど
ま
ら 

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
ぐ
あ
い
に
す
べ
し
。
こ
の
た
め
に
吾
等
の
一
方
が
こ
の 

.
契
約
を
忌
避
せ
ん
と
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
の
金
錢
を
そ
.の
相
手
方
の
契
約
者
に 

支
拂
い
、
ま
た
契
約
自
體
有
效
に
と
ど
ま
る
ょ
う
同
意
す
。
斯
く
て
同
一
內 

容
で
し
た
た
め
ら
れ
た
ニ
通
の
書
狀
を
相
互
に
作
成
し
確
認
す
べ
し
、
雨
者 

ま
.た
期
く
の
如
く
な
す
べ
き
こ
と

(

识
上
の
如
し
。)

右
の
書
式
は Seniorat 

つ
ま
りw

e
r
r

 

(senior)

と 

h
o
B
i
n
e
s

 

の 

關
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
が

F. L
i
i
t
g
e

が
ヵ
ロ
リ
ン

グ
以
前
の
グル
ゾ

ド 

へ
ル

シ
ャ
フ
ト
に
はb
畠

J>ers

o:nliche 

^

o

i

&が
强
く
前
面
に
あ
ら 

わ
れ
て
.お
り
、
此
處
で
はヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
は
土
地
所
罾
で
は
な
し
に
入
間
に
基 

づ
い
て
い
る
、
つ
ま
り
，

M

目t 

(

人
間
に
對
す
る.

Gewalt. u
n
d

 

schutz) 

が
そ
の
本
質
的
耍
素
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
如
く
、
後
期
の

reale (echte)

四

八

：(

七
八六

；}

G
r

目d
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

よ
り
は
よ
り
純
粋
な
人
間
關
係
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。 

然
し
ヵ
ロ
リ
ン
グ
期
に
お
け
る
之
等
の
自
由
民
は
よ
り
レ
ア
ル
な
社
^
!
濟
關 

係
の
中
で
.あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

C. 

L

•
.に
屢
e
見
受
け
ら
れ
るac

o
O
H

 

(
a
c
c
o
l
a
e
)

は
、
こ
の
よ
う
なM 

人
的
な
部
族
法
典
の
意
味
で
の
自
由
民
と
し
て
現
わ
れ
る
譯
で
あ
る
が
し
か
し 

す
で
に
上
述
め
如
く
自©
の
意
味
！！̂
の
轉
換
に
よ
り
、
よ
り
レ
ァ
ル
な
社
會 

政
®

係
、
つ
ま
りM

u
n
t

の
よ
り
現
實
的
な
社1

濟
關
係
の
具
體
的
な 

擔
い
手
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
際
自
由
民
自
身
の
發
意

(vo
l
u
n
t
a
s
)

、と
P
ル 

シ
ュ
聖
堂
の
レ
ア
ル
な
ム
ン
ト
の
展
開
の
統
一
が
そ
の
i

の
契
機
と
な
つ
て 

ぃ
る
。

’Glossar 

d<5
>
d
§
目
g
cp
に
よ
れ
ばAc

c
p
l
a
e

は
そ
の
出
典
の
時
代
と.
 

場
所
に
よ
り
著
し
い
變
化
を
示
し.て
い
る
。
サ
リ
ヵ
法
典

(K. 

A
.

 

E
c
k
-

 

h
a
r
d
t

編
修)

の

^
M 

d
e mi

g
r
a
n
t
i
b
u
s

に
み
ら
れ
る
村
內
移
住
若 

の
如
き
意
味
でv
z
H
a
t
t
t
o
^TzipolKCK,' 

svcnKas, 

rPJ
s
p
^
c
.
と
い
つ
た
^
!
 ̂

が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
然
し.Du

c
a
n
g
e

の
引
證
し
て
い
る
引
用
例
の
中.
 

で
0

t-
1
,
のaccola

cp
の
說
明
に
最
も
適
切
と
見
做.さ
れ
る
の

は
W
C
C
O
F 

qui 

a
l
i
&
n
a
m

 

-berram 

colit. 

Accola, 

q
u
i

p
Q
o
d
e
m 10

8

 

m
a
s
t
、

で
あ
る
。
高
地ド

ィ
ッ
語
の
語
彙
_
も

亦ac
c
o
i
a
e

に
就
い
て 

:q；u
i

fol
i
e
n
a
m

c+
<p
r
r
a
m

 colit—
ia&sidileo 

dcp
r f

r
a
m
a
d
a

 

erda

niuzzlte 

.

(

他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
ラ
ン
ト
の
居
住
者

)

と
言
う
よ
う
に 

語
つ
て
い
る
。

E
,
.
K

o:tschk

o>
は
之
等
の
玲oo

l
i

が
部
族
法
的
な
意
味
で
の
、
つ
ま
り 

部
族
共
同
體
的
な
意
味
で
の
自
由
民
で
あ
り
、更
に
 ̂

F
r
e
i
e
。

で 

あ

っ

た

と

述

べ

てF. 

L
i
i
t
g
e

は
^
し
こ
の
見
解
が
正
し
け
れ
ば
そ
の

テー

ゼ
で
あ
る
ヵ
ロ
リ
ン
グ
の
社
會
經
濟P
造
の
i

と
共
に.

ハ̂

族
法g

な 

意
味
.で
の)

自
由
と
非
自
由
の
內
容
の
推
轉
が
起
り
、

a
c
c
o
i
a
e

の
人
格
的
な 

,
M由
の
侵
害
な
し
に
主
人
の

G
r
u
n
d
h
o
l
d
e
n

と
な
る
こ
と
の
例
證
と
し
て
擧 

げ
て
い
る
0-
こ
の
.よ
ぅ
に
力
ロ
リ
ン
グ
の
土
地
な
し
の
，
M
由
民
は
社
會
經
濟
的 

なs
t
a
n
d

 

Q

保
持
考
で
あ
る
と
同
時
に

M
u
n
t
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

の
も
と
に
入 

る
^
^
上
政
治
的
な
支
配
關
係
と
し
て
の

S
t
a
n
d

の
保
持
著
に
轉
化
す
る
。

0
. L.

の
寄
進
帳
に
あ
ら
わ
れ
る

a
c
c
o
i
a
e

は
左
の
如
く
そ
の
數
が
傲
少
で 

あ
る
が
し
か
し
必
し
も
同
ー.の
社
會
經
濟
狀
態
の
も
の
と1
て
ば
現
わ
れ
て
こ 

な
い
。

' 

.

u
r
k
.

 N
r
.

01
. 

r 

n
e
c

 ad

 h
o
m
i
n
e
s

 

g
§
i»
ch
p
B ̂
 

i't
i
g
e
n
u
o
w

 

c^uam 

et

Meruientes, 

m
§ aecoiatus ipsius m

o
n
a
s
t
e
r
i
i

 distrin

丨
 

.的e
n
d
u
m
、
4 

(772. 

Mai.)

6. 

: aceolabus, 

m
a
n
c
i
p
i
i
s
.
2

 

(773. J
a
n
.

 

2
0
0

7. 

: accolabus, 

m
a
n
c
i
p
i
i
s
、

(774. 

S
e
p
t
.

to
>

12. 

 ̂fa
r

-^ariis,

日ancipiis, 

accolalDUS
、

(786, F
e
b
r
.

 

2
5
0

Is* 

: farinariis

.E
n
c
i
p
i
i
s
,

 accolis

*̂(788. 

J
u
n
i

 7.)

14. 

:accolis, mancipiis L
X
H
I
L
S

 

(7
9
a

 

J
y
EfB
:
r
z
 1.)

178. 

2 edi

thciis, 

acolabus, t
e
r
r
a

 s
l
t
a
、

(782. 

Jan. 

21.) 

2
1
0
.

. 

s 

acolabus, 

m
a
n
c
i
p
i
i
s
、

(7681778.)

.
2
69°
ニ acolabus, 

&alxcipiis X
I
I
、

(782. 

J
ug.
3
.

)

U1
Q
2
. :acoiis, 

m
a
n
e
i
p
i
i
s
、

(782. 

M
S
r
z

 

s
 

505* 

 ̂acolis, 

m
a
n
c
i
p
i
i
s
、

(788. 

Juli u
.
)

 

•

01
5
2
. s
w
c
o
l
a
b
u
s
j
k
a
n
c
i
p
i
i
s
、

(767. 

sept* 1
3
0

固ドイツ中世におけるこ

w
a
u
e
r
i
x
t
l
l
m

2
の形成

1097. 

s
a
c
u
l
a
b
u
s
s

.Q
8
2
. 

Febr. 
27.)

右
の
文
書
に
現
わ
れ
た

a
c
c
o
i
a
e

の
大
部
分
は
非Q
由
段
の
上
位
に
置
か 

れ
て
い
る
。
從
っ
て
之
等
の
人
々
が
一
膘
部
族
法
上
の
自
由
民
で
あ
っ
た
と
推 

定
し
て
も
大
き
な
誤
差
は
起
ら
な
い
樣
に
見
え
る
。贾
に
彼
等
が
:laiidlose 

F
r
e
i
e

ご

で
あ
る
ご
と
も
他
の
動
產
や
不
動
產
と
共
に
寄
進
の
對
象
に
な
る
こ 

と
.に
よ
つ
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
點
で

o
u
c
a
n
g
e

は
ごaccoiae, coloni 
seu

 ascriptiei,.

VQ
u
i
 si

mul c
u
m

 praediis 

v

c&n
l
b
a
n
t
^

〔
土
地
財 

產
と
同
時
に
來
た
れ
る
近
住

(

小
作)

人
、
小
作
人
若
し
く
は.土
地
附
属
人
}
と 

も
述
べ
て
い
る
。
然
し4
^
ら
上
述
の
文
書
の
す
べ
て
が

a
c
c
o
i
a
e

が
他
の
非 

自
由
民
よ
り
上
位
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
譯
で
は
な
い
。
殊

に
p

r
 

U
r
k
u
n
d
e
.
N
u
m
m
e
r

 

5.

の
そ
れ
は
明
ら
か
に

i
n
g
e
n
u
o
s

 

と
相
對
置
さ 

れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
 k

s
e
r
v
i
e
n
t
e
s
(
u
n
f
r
e
i
e
u
)

 w
e
u

 aceolatuse 

と
述
べ
て
い
る
。
從
つ
て
部
族
法
に
お
け
る
自
由
、
非
宙
出
の
外
に
更
に

S
e
n

 

iorat.

內
部
に
お
け
る
よ
り
レ
ア
ル
な
社
會
經
濟
關
係
が
問
題
と
な
つ
て
.い
る 

譯
で
あ
る
。.づ
ま
りi

n
g
e
n
u
o
s

は
そ
の
職
能
の
限
定
さ
れ
ぬ
玉
の̂
^
& 

に
服
する

！！

ル

シ

ユ

聖

堂

のh
o
m
i
n
e
s

で
あ
り
、servientes sive 

a
c
c
o
i
a
e

は
そ
の
職
能
の
限
定
さ
れ
た
も■の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
從
つ 

て
そ
の
よ
う
な
社#
罾
㈱
⑽
な
機
能
と
社
會
政
治
的
な
意
味
_

に
よ
つ 

て
初
め
て
他
の
寄
進
文
書
に
お
け
る

a
c
c
o
i
a
e

の
序
列
の
意
味
が
理
解
さ
れ 

得
る
。

っ
ま
り
寄
進
者
の
側
か
ら
す
れ
ば

m
a
n
c
i
p
i
a

の
如
ぐ
解
放
の
隙
の 

解
放
金
の
要
求
權
も
な
く
そ
の
機
能.の
點
で
非
亩
田
民
と
等
し
いp
d
a
e 

は
時
に
は
非
亩
由
民
よ
り
劣
弱
な
償
値
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
の 

非
自
曲
民(E

r
b
e
n
f
r
e
i

s1〕

よ
り
はF

a
m
i
l
i
a

の
新
來
者
と
し
て
輕
視 

さ
れ
る
場
合
も
起
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

九

(

七
八
七)



一
一
一
田
學
會
雜
認
第
四
十.八
卷
第
十

^

.

.

 

.

殊
に
之
等
の accoiae 

が
！！u

b
a

 seruiles 

(

d
i(3
>
.

s
s
s
t
h
u
f
e
y

 

に
'

街
み
、U

r
b
a
r

 :

に
B
^
さ
れ
る(aascri

サtio)

場
合
に
はた
と

え

遠
隔
地

.を

.小
作
す
る
と
し
て
も
す.で
に
.ma

n
c
i
p
i
a

 

.以
上
の
も
の
で
あ
る
と
の
社
鲁.

經
濟
的
評
償
は
必
し
も
期
待
し
が
た
く
、
主
人
の
庇
護
な
し
に
は
困
難
な
狀
態

.

に
あ
り
、
後
期
の
都
市
の
發
展
期
に
都
市
に
逃
.亡
す
るc

o
l
o
n
u
s

に
對
す
る
.

如
く
特
にsc

h
o
l
l
e
n
u
i
c
h
t
i
g
k
e
i
t
,

ま
た
は
領
主
のFa

m
i
l
i
a

外
へ
の

w
iaq
e
nの
移
轉
禁
也
等
の
規
定
を

L

cpx
f
a
m
i
l
i
a

又
はlus

r
F
r
e
i
s
t
i
f
t
J

と
言
つ
た
も
の
で
規
定
しな
く
と
も
そ
の
懸
念
は
な
かつ 

12〕

た
の
で
あ
ろ
ぅ
。
 

•
 

'

(

註)

尙

p

r.u
r
k
.

 Nr. 

5
の
原
資
料
の
問
題
の
箇
所
は̂
i
 

a
d
h
o
m
i
n
e
s
.
s
u
o
s

c+
p
,
wcui

n
g
e
n
u

 os qua/ 

7ad 

seruientew 

scp
u accolatas ipsf m

o
n

.̂t
e
r
i
r
d
i
s
t
r
i
n
g
e
n
d
u
v
、

と
な
つ
て 

.

居
り
、
«
• GB

C
k
n

fpr

は
上
述
の
如
く
芷
確
に
之
を
修
腹
し
て
ぃ
る
。

だ
が
勿
論
す
ベ
て
の'it
由
民
が
こ
の
ょ1
な
狀
態
に
あ
つ
た
譯
で
は
な
い
。

IVL 

G. 

Legurn,

 sectio 1
1
.

400
. 

0.
Q exercitu iu 

Gallia 

(occidentali p
r
a
e
p
a
r
a
n
d
o
)

 

(S.134)

に
ょ
れ
ば 

一.
b
e
n
e

yJciu.B 

を
有
す
る
港
。
 

•

一一
 

i
s
o
w qu

i
n
q
u
e

04

CPp

t-joprietate 

を
有
す
る
港
。

一.

三

q
u
a
t
t
u
o
r

 n
i
a
n
s
o
s

を
有
す
る
者
。

四

t
r
e
s
.
m
a
n
s
o
s

を
有
す
る
者
。

五

duas 

i
s
o
O
Tを
有
す
る
卷0 

六
，un

u
s

 m
a
n
s
o
s

を
有
す
る
港
。

七

d
i
m
i
d
u
m

 m
a
n
s
o
s

を
持
つ
諸
。

八 

m
a
n
c
i
p
i
a

 
も
 

p
t-
i
o
p
r
i
a
m

 

p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
e
m

 

t
e
r
r
a
r
u
m

 

も
持

.

五
0 

(

七
八
八)

.

た
ぬ
貧
窮
者
。

•
,

と
.い
う
ょ
う
に
亩_
民
の
經
濟
能
力
を
克
明
に
規
定
し
て
い
る
。
之
等
の
_自
|1
-
{ 

民
，の
う
ち
.Be

n
e

yic
i
u
m

を
享
受
す
る
者
は
そ
の

h
o
n
o
s

の
授
與
表
の 

M
u
n
t

に
服
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
然
し

5-3 m
a
n
s
o
s

の
^

 ̂

者
は
必
し
も
.Se

n
i
o
r
a
t

の
關
係
に
入
ら
ず
、
力
！
ル
の
時
代
の
祇
制
上
の 

中
堅
的
な
自
曲
民
を
代
表
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
^1
。
尤
も
之
等
のallodia

に 

基
盤
を
置
ぐ
自ff
l
民
が
メ 

ロ
.ヴ
ィ
シ
グ
のon

m
e
s

 

p
§
a.
o
®
と
同
機
に
國
家 

'.的

な

ヵ

ー

ル

と

の

.

vassalit

fo:
t

の
關
係
に
入
つ
て
い
た
こ
と
を
咨
定
す
る
も 

の
で
は
な
い
。
從
つ
て
 

capitular® 

s
m
m
o
s
a
p 

<3e 

ox&rcitu 

pro- 

I
n
o
v
§

d
o
.
k
a
n
n
o
>

00
0
8 (M. 

Q
. 

ibid. 

S. 137，) 
•は
'之

等

の

四

フ

ー

フ 

エ
所
持
渚
に
つ
き
、
單
獨
で
出
陣
す
る

allodia 

.め
^t

：

者

とS
e
n
i
o
r

又 

は
.そ
のC

o
m
i
t
e
s

に
從

つ
て
出
陣
す
る
切§
0
5
8.
1
1日

所
持
若
と
の
區
別 

を
じ
て
い
る
。
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
に
於
け
る

l
e
u
d
e
s

が
同
時
に
二
人
の
君
主
の 

••leuds

た
り
得
ぬ
如
く
今
やヵ
ー
.

ル
のY

p
s
s
a
l

で
あ
る
こ
と
と
更
に
他
の 

.
s
e
n
i
o
r

の
.ho

m
i
n
e
s

た
る
こ
と
は
相
對
的
に
區
別
さ
れ
て
い
る
。
然
し
メ 

ロ
ヴ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
廣
義
の

o
m
n
e
s

 

leudes 

(
h
o
m
o

 

f
r
a
n
s
s
)

た 

る
限
り
に
於
い
て
い
ず
れ
の
自
由
民
も
出
陣
の
義
務
を
負
い
、
王
の
：

M
U
&

に 

服
す
。
そ
の
際Jo

s
e
p
h

 cal

B.e
t
t
e

は
之
等
の
四
フ
ー
フ
エ
の

allodia

を 

所
持
す
る
亩
由
民
を
重
視
し
、
.必

し

もV
o
l
l
h
u
f
e

の
^

^

に
は
カ
點
を
置 

い
て
い
な
2
。
そ
し
て.otto B

r
u

目e
r

は
斯
か
るDi

e

<

&

^

a©
0 

u
r
s
p
r

G:ng
lichen

 S
i
n
n
e

 
をHirol, Steiermark, K

p:r
n
t
e
n

 
等
の
後 

期
の
植
民
地
帶
に
お
け
る<I
>
i
n 
 ̂

freies 
- w

a
u
e
r
n
t
u
m

と
し
て
のFrei- 

e
n

か
ら
劃
然
と
區
別
し
て
い
か
。
然
し

J. c
a
l
m
e
t
t

GJ
は
ま
た
四
フ
ー
フ 

H

ょ
り
も
少
ぃ
農
地
を
趴
胄
す
る
自
自
民
の
數
は
多
ぃ
と
述
べ
て
ぉ
り
、
少
數

の
非
自
由
民
と
後
期
の
下
級

K
i
t
t
e
r

の
如
く
數
人
の
家
族
員
を
も
っ
て
主
人 

自
か
ら
.フ
ー
フ
エ
の
經
營
を
營
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
之
等
の
自
由
民
の
最
下
限 

に
っ
い
て
は
前
記
の
貧
窮
亩
由
民
と
亩
己
寄
進
の
自
由
民
が
考
慮
さ
れ
知 

C. 

L
.

に
お
け
る
亩
已
寄
進

(
a
u
t
o
t
r
a
d
i
t
i
o
)

の
例
は
、Ur

k
.

 

N
r. 

7
1
5
,

00

3
9
, 1110, 

200
6
7
, 119.

の
少
數
で
あ
る
が
之
等
の
大
部
分
が
そ
の
よ 

う
な
小
亩
虫
民
の
狀
態
を
示
し
て
い
る
。

u
r
k
.

 N
r
. 

715 

(anno. 

790)

は Presbiter 

(
p
b
r
.
)

w
Ji
&
^
&
m 

の
自
己
寄
進
で
あ
る
が

1 m
a
n
s
u
s
,
1
l
o
s
s

 

(vinea)，
V
I

 m
a
n
c
i
p
i
a

 

等
の
寄
進
を
伴
う
。

ur
k
.

 .Nr. 

839 

へ
 anno. 793, 

M
a
i

ol)

'
 
は A

d
a
l
m
u
n
t
.

 et 

C
o
n
i
u
x

 

e
i
u
s

w
cp
r
t
g
a
r
t

 

.の
自
己
寄
進
で
 

p 

M
v iurnales 

の
寄
進
に 

m
a
n
c
i
p
i
a

の
記
述
な
く
、
恐
ら
く
家
族
の
み
に
よ
る
經
營
。
,

.

ur
k
.

 N
r
.

 

111
0

ハ
目
§ 7

8
4
1
8
0
4
)

は

E
r
p

日a
i
m

の
自
己
寄
進
で 

O
m
n
e
s

 c
o
n
a
b
o
r
a
t
u
m

 

(erartleit

-oter Besitz d
u
r
c
h
w
o
d
u
n
p
*
)

 

.と
共
に
寄
進
。

.

u
r
k
.

 Nr. 

200
6
7 

9
H
S
.
0 

7
00
7
, J
u
n
i
.
1
2
)

は 

V7olfbertus 

et 

c
o
p
i
u
x

 eius. vodilhilt:

の
诌
己
寄
進
で.

1 m
a
n
u
s
,

 X
V

 iurnales 

と
典
に
寄
進s

r
k
.

 N
r
.

 

8
3
9

と
同
一
條
件)

o
.

:
u
r
k
.

 

N
r
.
119 

(a

目o 1084—10

008
)

は Heixuricus 

と
い
う
名
の
自• 

l±
l
民
が
レ
プ
'，
ラ
を
患
え
る
允
め
の

.自

己

寄

進

で
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又
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仏
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西
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條
件
が
考
慮
さ
れ 

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。

.最
後
に
之
等
の
人
々
の
生
活
圏
に
っ
い
て
は
賃
子
帳
、
寄
進
帳
か
ら
は
傾
か 

し
か
知
り
得
な
い
の
で
他
の
資
料
に
準
據
し
て
考
慮
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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双
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述
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濟
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濟
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憤
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れ
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條
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。
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 e
b
e
n
d
a

 

w
. 

MOO
M)〕

七
、
十
五
世
紀
にLa

p
d
e
s
h
e
r
r

は
ラ
ン
ト
內
の
グ
ル
ン
ド
へ
ル

シャフ 

ト
を
そ
のLa

n
d
e
s
h
e
r
r
s
c
h
a
f

'ct-

.
'の
機
構
內
に
包
磺
す
る
。

(
P
B
r
u
n
n
e
r
,

 

e
b
&
d
a

 S. 

2
7
8, 

2
8
8.)

そ
の
際 H

e
r
r
e
n
u
n
d
J
R
i
t
t
e
r

 

als 

der 

ご Ad
e
l
s

 

は

o
ts
g
Q
r
e 

x
a
n
d
e
s

oqe
m
e
i
n
d
e

 

つ
ま
り L

a
n
d
l
e
u
-
t
©

.を
溝
成
し
、La

n
d

(t>sherr

五

三

(

七
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三
田
學
會
雜
誌」

第
四
十
八
卷
'
第
十
號

の
機
能
轉
換
によ
り
ド
目
0 <
0

^

&
<1
>

形̂
成
さ
れ
る
。(

9•
s
r
u
n
n

.or, ibid,

. 

s. 
451, 

412
.
)

か
く
て 

L

-sandesherr 

は 

L
a
n
d
t
a

CRals'
.
L
a
n
d
-

 

-,s

s:21de2 

を
召
集
す
る
0(a, a. 

0
、

S
.
4
9
6
.

)

.
CJ 
の
過
程
で _Landleute 

. 

は
ラ
ン
ト
の
等
族
と
し
て
新
た
に
社
會
政
治
的
な
同
時
に
社
會
經
濟
的
な
意
義 

と
機
能
を
媸
得
す
る
。
い
わ
ゆ
る

s
t

toi
n
d
e
s
t
a
a
t

が

こ
の
よ
ぅ
な
過
程
で
成 

立
す
る
。

)

こ
の
史
的
運
動
で
十
三
世
紀
の
ザ
ク
セ
ン

•

シ
ュ
ピ
ー
.ゲ
ル(

ラ
.
 

ン
ト
レ
ヒ
ト〕

に
散
見
さ
れる
よ
ぅ
な

o!
c!
>ho>
狹
義
の
グ
ル
ン
ド 

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ド
か
ら
^

_
し
、
政
治
的
にあ
ら
た
^
意
味
を
獲
得
する
。

(

驻)

尤
も
ぎ

^
^
a
®
Q
®
g
c
^
®
&
t
&
r

の
大
部
分
の
消
滅(

p 

P
.

0. 

S. 467)
、

植
民
の
特
殊
W
情
、
例
え
ばP

Seggericht, A
U

日
§
d 

,,r
e
g
a
l

2
の
赋
與
等
の
有
利
な
條
件
と
相
俟
っ
てT

i
r
o
l
_

で
は
、
 

急
速
に 

g
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
e
h
e

^
-
Qct
-
o
n
o
m
i
e 

と 

g
c+
p-
.tj
a
g
o
h
e
s 

L
e
b
e
n

へ
の
參
加
を
達
成
す
る
.。

F
 

0
. S. 4

3
5
.
)
〔T
i
r
o
l

と
逆 

に
o:sterreicll

で
はw

a
u
e
m
s
t
a
n
d

 

•の
政
治
的
權
利
の
達
.成
は
遲
れ 

る
。(a. 

a. 

0
. S* 

4
5
2
.
)

從
つ
てF. 

L
i
i
t
g
e

東
南
ド

ィ

ッ

-
-

バ
ィ
エ
ル
ン——

西̂
南
及
啪
部
ド
ィ
ッ
の
グ
ル
ン
ド
.へ
ル
シ
：ャ
フ
ト
の
比

較
に
當
つ
て 

T
i
r
o
l

.を
除
外
す
る
。(

R

 

Liitge, 

D
i
e

ôayerische 

Grundherrschaft. 

S. 184
.)〕

〔

だ
が
そ
の
際 H

o
f
g
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

 

が 

D
o
r
f
g
e

B-einde 

の
形 

成
に
.高
い
.意
義
を
獲
得
し
た
こ
と>
,oopsch, 

H
e
r
r
s
c
h
a
f
t

 u
n
d

 

B
a
u
e
r

 s. 

2
2
9
.
)

とG
r
u
n
d
h
o
l
d
e
n

の
下
か
ら
の
政
治
社
會
的
地
位 

の
獾
得
の
運
動
を
無
視
し

#
な
い
。
ハ

J
J
.
^
itteis, 

D
e
u
t
s
c
h
e

 

wechtsgeschichte. 

w
a
p
.

 35. 

s
.

〕

.
八
、
十
六
货
紀
に
於
け
る.Te

?
r
i
toriaIstaat

へ
の
展
開
。

(0, 

w
r
u
n

丨

五
四
.

(

七九
ニ

〕

• 

■

38〕

§
r
,
 

a. 

a 

‘
 0. 

s. 

100
9
, 255. 

F. 

Lci
:
t
g<x
>
, D. 

S. 

u. 

w
.

 

G. 

s
,
149

■ I

s
 

.

そ
の
よ
う
な
現
實
的
可
能
性
の
全
迎
鎖
に
お
け
る
史
的
運
動
の
中
で
の

P 

L
.

のc
e
s
u
a
l
e
s

 
.
は

そ

の

稀

少

性

や

地

域

の

特

殊

性

を

越

え

た

史

的

な

-® 

要
性
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
時

C
e
n
s
u
a
l
e
s

の
名
稱
に 

立
止
る
こ
と
な
く
 c. L

.

に
お
け
る
そ
の
.本
質
的
事
態
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ 

で
あ
ろ
う
。.
そ
こ
で
p

r
CJ
& 

1
5
4
v
c
e
n
s
u
s

wcx
,0
0
0£0
0
0-
.0
§
日 

c
e
r
e
i

ハ㈡
日

^
^)

(
〔

聖
堂
の〕

蠟
の
消
費
の
た
め
に

〔

ギ
々
の〕

賃
子〔

を 

納
め
る
。

〕)

と
言
つ
た
文
書
の
背
後
に>
♦

«

.

&の

o
Q
»-
J
o
o§
g

§
l
<J
>
g 

_を
求
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
尤
も

Cera, c
o
r
e
u
s

の
賃
子
に
つ
い
て
は 

す
で
に w

o
r
B
s
g
a
u

 

の
寄
進
丈
書
に s

d
u
o

 m
a
n
c
i
p
i
a

 L
i
b
g
e
r
u
m

 

et. S
t
a
r
c
h
e
r
u
m

 u
t

iQ
u
i
s
q
u
o

a.
G>
p
fi
5
p.
£0
c+
{a
lQ
ロ
o
Qt-
i
o
i
 in f©sto S. 

Keniigii 

(
v
o
r

 800 ?
)
(

聖
レ
ミ
ギ
ゥ
ス
の

^;
0d
に
各
々
锻

で 
一j

デ
■ナ
リ
ゥ
ス
納
め
る
よ
う
■リ
ブ
ゲ
ル
と
シ

ユ
タ
ル
ヶ
ル
の
.二
人
の
非
自
由

民
を
.

〔

寄
進
す
。〕)

.

(

p L. 

urk.'Nr. 

1427.)

又

は=
d
u
a
s

 anchillas 

W
a
g
a
r
h
i
l
t

 et Altburg, 

u
t

 in festo s. Michaelis (Sept. 29
.〕 

soluant in C
e
n
s
u
m

 1111 denariatas cerei
、

(
7
6
5
l

880) 

(urk. 

N
r
.

 1
5
9
2
.
)

と

見
え
て
い
る
の
で
、
賃
子
形
^

(

殊
にJ

s
l
e
i
s
t
u
n
g

以 

外
に
置
換
え
ら
れ
ぬ
よ
う
な
>

&舀
.̂

8 ^)

の

を

も

っ

て

卽

座

に
 

S
t
a
n
d

の
變
化
を
推
定
し
得
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
卜

u
o
f
が

；
时
3 

utilitate 

ecclesie
。

(

K
o:
l
n.

1221), 

=
s
p
e

 

melioris. 

rei =

 

(
W
e
s
t
f
a
l
e
n
,

p1224
)

と
言
っ
た
一
般
的
表
規
を
卽
座
に
聖
堂
の
所
領
經 

營
の
合
理
性
と
結
び
っ
け
た
と
同
じ
行
き
過
ぎ
が
起
る
で
あ

3̂9
ト
。
殊
にC.L. 

の
非
自
由
民
は
後
に
述
べ
る
如
ぐp

e
r
s

o:nliche L
e
i
s
t
u
n
g

を
納
め
る
者

と
，

m
a
n
s
u
s

 

く
©
1—
<
ぎ

ぎservile

OJ
賃
子
貢
納
義
務
者
と
で
は
著
し
く
そ
の 

給
付
能
力
を
異
に
し
、
ぞ
のW
H
H目g

§
g
o
h
a
f
t

の
狀
態
を
異
に
す
る
の
で 

S
t
a
n
d

上
昇
の
可
能
性
の
距
離
は
著
し
く
、

U
r
b
a
r

の
賃
子
形
態
の
變
化
の_ 

み
で
判
斷
す
る
こ
と
は
卽
斷
と
な
る
。

C
.
L
.
.
のH

&
e
n
l
i
s
t
&
n
,

 U
r
b
a
r

に
現
わ
れ
る
賃
子
形
態
は

Teilbaue 

(C.L. U
r
k
.

 N
r
.

 S
6s

9
〔an§

 

7
6
9—

9
0
3〕)

か
ら G

e
g
s
l
e
i
s
t
l
m
g
e
n

 

(
p
H
o
u
e
n
d
u

 f3:ug"all=;praeveIldo. frux) 

3
-
M
-
.

drlc. 

?
. 36

8
2. 

〔u
m

 

1
0
0.S)

"
に
至
る
ま
で
極
め
て
多
樣
.であ
る

が

矶

^

〈

00
j
to
J
F

)

の H
u
b
e
n
l
i
s

ct-en 

に
何
ト
レ
ミ
ス
ゥ
ス

(
t
r
e
m
i
s
s
u
s
=
3

cbe
n
a
r
e
)
(

又 

は
ソ
リ
ド
ゥ
ス

)

の
價
の
風
茫(

又
は
粗
毛
織
物(friskinc 

(ga〕

何
反
、
 

fl
r
t)

を
納
め
る
と
述
べ
て
あ
るの
■で
之
等
が
代
金
納
賃
子
とな
る
際
に
之
等 

の
物
$

子「

何
々
の
代
り
に
何
ソ
リ
ド
ゥ
ス
納
め
る

」

と
言
っ
た
文
言
を
特 

に
記
入
す
る
、必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
ぅ
。

自
由
フ
I
フK

に
^
い
て
は
、
他
の
賃
子
と
共
に

「

引
受
け
る
限
り
奉
仕
す

る
自
由
フ
I 
フ
エ
一(

ご h
u

 
げ a ingenualis quei 

soluit 

i
n

-O
e
n
s
u-B

.et Meruit- sicut ei precipi

ct-ur 
2) (Lorscher Reichsurlnar

U
r
k
.

 

N
r
.

 

3671, 

3674.).

と
い
っ
た
具
合
に「

土
地
の
慣
行
に
從
っ
て

」

^
u

c+.loci c
o
n
s
u
e
t
u
d
o

 

e
s
t
J
c
u
r
k
.

 

N
r
.

 

3661, 

S661a
.
)

ま
た

そ
の
給
付〕

能
カ
に
從
っ
て
牵
仕
し
、
無
收
獲
.の
さ
い
に
は
金
錢
又
は
代
物
が
支 

拂
.わ
れ
る
。

.

o
h
. s

p
s
t
o

Q
act
-CJ
p
K
wa-
o
p(

p
日

1
1
.
Jii

し
,
.
.

Z.insregister 

(
u
m

 

1
2
8
)

に
み
ら
れ
る
賃
子
は
確
か
に
醪
倒
的
に0

0

1

6の
.形
を
と
る
が
上 

述
の
事
情
を
考
慮
し
て
一
義
的
に
之
を
。

s
t
a
n
d
}

に
直
結
せ
ずUr

b
a
r

 

を•媒
介
と
し
てS

t
a
n
d

の
實
態
を
探
ぐる
可
i

の
極
限
を
確
認
せ.ね
ば
な
.

西
ド
イ
ツ
中
世
に
お
け
る
ンw

a
u
e
m
t
u
m

 
く
の
形
成

ら
な
い
。

(

然
しC
.
L
.

の
文
書
に
は
確
か
に

S
t
a
n
d

の
記
邏
を
經
濟
的
識M 

の
度
合
に
等
置
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。)

そ
の
よ
う
な
事
態
の
も
と
で
社
會
經
濟
關
係
、

っ
ま
り
貢
納
の
觀
點
か
ら 

0
§
笤
&>
1
6
&の
實
態
を
搮
究
す
る
時0
.
1
|
.
で
はC

e
n
s
u
a
l
e
s

の
他
の
表 

現 C
olonus 

(tributarius)，
privati 

P
O
B
^
S
m 
H
o
s
. 

sterii)

等

を

見

出

-
^
。

P
L.
の C

o
l
o
n
u
s

 

は
、
^
<o
O
S
.は
.(

d
r
k
. 

N
r
.

 

85)，
1148 

M
p:
r
z 29 

(urk. N
r
,

 

I
s
, 

1165 

M
T
S
l 

s
r
k
.

 N
r
.

 

157)， 

1179.A
p
r
i
l
15 

(urk. N
r
. 

1
6
4
Z
4
0
)

の
時
期
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
之
等 

の
十
佌
紀
以
降
の0
0
1
0
1
1
1
1

1»
は
完
全
な
非
亩
由
民
よ
り
優
れ
た
權
利
を
も
ち
、
 

こ
の
點
で
部
族1

%
に
み
え
るse

r
v
u
s

か
ら
解
放
さ
れ
た(

し
か
し
完
全
な 

自
由
民
で
は
な
い

)
t
r
i
b
u
d
a
r
i
u
s

と
共
通
の
經
濟
的
機
能
を
果
す
と
同
時
に 

ま
た
部
族
社
會
に
お
け
る
と
異
っ
た
史
的
意
義
を
も
っ
。
A
ま
り
十
世
紀
以
降 

の
自
由
民
が
ft
仰
か
ら
聖
堂
の C

e
nsuales 

(colonusj tributarius)

>
し
て
自
己
寄
進
し

i

ば
眾
事
的
奉
仕
をI

f
新
た
な
條
件
が
中
世
に
生
ず
る 

の
で
o
a
o
ltn
の
主
耍
な
經
^
11
能
と
し
て
の
賃
子
給
付
と
同
時
に
砠
ぬ
、
 

爾
事
、
宗
教
、
法
律
的
な
面
を
も
そ
の

S
t
a
n
d

の
條
件
と
し
て
考
慮
せ
ね
ば 

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
，，

C.L. 

(

u
r
r

N
r
.

 

S
6
6
7)

に
あ
ら
わ
れ
.る
 

Privati 

h
o
m
i
n
e
s

 

又
は

Privati 

l
a s
^
. 

鈴6
9)

は
本
來
土
地
に
對
し
て
で
は
な

、
o )

く
人
的
に
賃
子
を
負
擔
し
、

ミ

c
u
r
t
a
i
e
s
e

 

.に
っ
い
て
の
賦
役
、
賃
子
も
納 

-

也

^

Q

ま
り
之
等
の
人
々
は

C
o
l
o
n
u
s

と
は
逆
に
賃
子
負
擔
能
力
に
お
い 

て
は
劣
つ
て
い
る
が
し
か
し
聖
堂
の
よ
り
强
い
' Mu

n
t
.

に
服
し
た
の
で
あ
ろ

う
0

>
 

:

,

'

■ 

五

五
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七
九
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'

#

々
，の
問
題
と
し
た
西
ド
ィ
ツ
の
領
主
制
ぬ
つ
い
て

R

l
Lc:
t
g
e
d
l
U
I
I
-
. 

g
e
s

tps
s
e
a
e

 

(oensuales, H
o
f
i
e
u
t
e
.
u
s
w
.

a*e
n
a
n
n
t
o

 

が 

他
に
移
住
す
る」

點
を
お
㈱
し
、
p

.r
の

O

I

S

Iの
稀
少
性
の
根
據 

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
 
s
d
i.c
p
gfp
to
o
g
gCD
p
otl
L
a
t
e
x
L

 

2 
の
土
地 

負

擔(
K
e
a
l
l
a
s
t
e
x
o

が
十
三
世
紀
の
®

發
展
か
らと

り
殘
さ
れ
た
の
で 

十
四
世
紀
の
轉
換
期
に
之
等
の

S
H
O
a
e
u
t
e
-

は
新
た
に(reale) 

M
.
I 

e
i
g
e
n
o

上
な
る
と
の
展
望
を
興
え
て
い
る
。

パ

 

.

.

ホ
、世
に
お
け
る
直
接
農
耕
者
の

G
e
b
u
r
t
s
s
r
n
d
,

 w
e
r
u
f

 s
s
t
a
n
d

が

同

.

,

5
、

時
に
！
* 

olitischewtspde
と
し
.て
現
わ
れ
る
と
言
つ
た
こ
と
■か
ら
中
世
に
お 

け
る
生
產
諸
關
係
は
現
代
經
濟
理
論
に
お
け
る
純
粹
に
考
察
さ
れ
た
生
產
關
係 

.と
は
異
つ
た
面
を
も
生
ず
る
。
從
つ
て

 F. 

La:
t
g<p
が 

Q
H
c
p
ol
,
J
^
^
g
&

fo
)-
h
«+ 

(GutswirtscbaitolGrxIna-oder 

Gutsherrjschaft—
w
e
r
r

toc
h
a
f

ĉ 

(
M
u
n
t
)

の
相
對
的
區
別
を
行
つ.て
い
る
め
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
ぅ
。
■つ
ま
り 

そ
こ
で
は
領
主
の
直
接
農
耕
卷

(

當
面Censuales, 

colonus,. privati 

h
o
m
i
n
e
s
)

に
對
す
る M

u
n
t

 (
G
e
l
a
l
t

 u
n
d

 
s
c
h
u
ct
i
z

〉

の
も
と
で
生
產 

が
營
ま
れ
る
。

.

.

最
後
に
狹
義
の-非
自
由
民
が
問
題
と
な
ろ
ぅ
。
半
自
由
民
つ
ま
り
廣
義
の
部 

族
法
の
自
由
民
に
相
對
す
る
意
味
で
の
非
茴
曲
民
が
極
め
て
多
機
な
意
味
を 

も
つ
て
い
た
櫧£
冗
全
な
,
自
由
敗p

r
a

cpbendarii 

(

P
L
. Ur

k
.

 

Nr.

5
3, K

l

felcv 1
4
3/ 9

, 

K
1
5
3, 1

5
3, 3

8
2
5)，

wervus, ancilla, m
a
n
c
i
p
i
a

 

seryilia

も
亦
複
雜
な
意
味
と
行
動
圈
を
も
つ
て
い
る
。之
等
の
全
然
g
目
丨 

u
m
i
s
s
i
o

を
受
け
ずli

b
e
r
t
i

の
狀
態
にも
達
し
て
い
な
い
非
自
*
民
の
意
，

味
1

.に
つ
い
て
は
す
で
に
別
に
發
表
の
機
會
を
持
つ
こ
と
が
で

^

。
た
だ 

そ
の
際 F. 

Liitge 

は
、
g
* 

の
こ H

e
r
r
e
n
e
i
g
e
n
t
u
m

 a
n

.

5:
ハ

(

七
九
四)

.

Meiisc h
e
n

ご

(
L
e
i
b
r

叶̂

c
r

'
f t)

は
カ
ロ
リ
ン
グ
^
ft
に
初
め
て
變
革

-\
A
O ノ

さ
れ
、ec

hte 

(roale) G
r
u
n
d
h
e
r
r
s
e
h
a
f
t

に
轉
化
し
た
こ
と

—

ま
た
そ
の 

際
い
ず
れ
の
場
合
に
も,
'!
マ
法
の
.do

m
i
n
i
u
m

又
は
現
代
の
獨
法
に
於
け 

る w
i
g
e
n
t
u
m

 

と
異
つ
た H

e
r
r
s
c
h
a
f
t

 (
M
u
n
t
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
)

を
基
礎 

と
し
社
會
經
濟
史
にと
.つ
て
は
副
次
的7̂
社
會
政
治
的
な̂

es
o
^
p
os.
ct
-s-
p 

、が
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

(

把
。
そ
の
場
合
成
立
時
期
に
問
題
が
あ 

る
と
し
て
もA. 

Dopsc.h

丨
0
. Br

u
i
a
i
e
r

及
び
.F. 

L
0 :
t
g<p
が
ド
ィ
ツ 

の
.He

r
r
s
c
h
a
f
t

の
概
念
の
獨
自
性
を
主
張
し
、
本
！̂
的

に口
ー
マ
の 

d
o
m
i
n
i
u

日
の
概
念
か
ら
區
別
し
て
い
る
點
が
法目
さ
れ
る
。
'

從
つ
てFritz t

r
a
u
t
z
.

が

p
r1
き

9

^

000
7
a

を
引
證
し
て
之
等 

の
完
全
な
非
自
由
民
の
撲
殺.

(Niederschlag)

を
部
族
法
に
依
據し
て
語 

る
場
合
そ
の
限
り
に
お
い
て
は正
し
い
が
之
等
の
者
が
聖
堂
の

Grlmdhol- 

d
e
n

 

(

o
d'-
<
J
>
r r^ale Leibei

ffq
e
n
e
)

に
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
意
義
を
も
確
認
せ 

ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の.上
で
p

r
の
唯】

の
文
書
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る

o
h
. ur

k
.
N
r
.

 

763 

(
a
n
n
o

 792, 

M
p:
r
z 3) 

^
 M

a
n
c
i
p
i
a

 

W
i
l

丨

(

61)
l
i
g
e
s
m

 et B
l
i
t
d
r
u
d
e
m

 quei 
す 
a
&
a邕 fpciendos i

n
g
e
n
u
o
s

 

 ̂

をS
t
a
n
d

と
の
關
連
で
考
慮
する
必
要
が
あ
る
。

■
 

*
 

,

.

七
六
四
年
に
始
ま
るロ
ル
シ
ュ
聖
堂
の
創
建
文
書
ょ
り
 

一
ニ
七
九
年
五
月
舟

.

日
の
交
換
文
書
に
至
るP
L
.
の
記
録
を
通
じ
て
そ
の
社
會
經
濟
的
内
容
を
考 

え
る
時「

十
二
世
紀
に
お
け
る
土
地
所
有
の
經
濟
組
織
の
根
本
的
變
化
に
つ
い 

.て
は
嚴
格
に
は
述
べ
ら
れ
得
な
い
。
事
實
經
營
に
何
等
の
變
化
も
起
ら
な
か
つ 

た
..
-

6
.十
二
及
び
十
三
世
紀
の
經
濟
發
展
は
、
自
由
な
樣
式
の
新
し
い
土
地 

利
用
形
態
を
立
證
せ
ず
、
そ
れ
は
屢
ぐ
力
ロ
リ
ン
グ
時
代
す
で
に
豫
め
形
成
さ

れ
た
も
の
の
直
線
的
な_
續
に
す
ぎ
な
い
。

」

と
述
べ
たA.

 

D
o
p
s
c
h

の
.見
.
 

解
は
o
h
.
に
就
い
て
も亦
重
大
な
意
義
を
も
っ
。
確
か
にp

r
に
お
い
て 

.も
十
一
了
三
世
紀
に
於
け
る
非
亩
由
民
の

S
t
a
n
d

の
社
會
經
濟
的
推
轉
は
著 

し
い
も
の
が
あ
る
。
だ
が
然
し
之
は
い
ま
だ
上
述
の
中
世
的
支
配
關
係
そ
の
も 

の
の
上
に
立
っ
て
お
り
新
た
な
社
會
經
濟
的
志
向
の
變
化
が
み
ら
れ
な
い
。
そ 

し
て
十
四—

五
世
紀
のLa

n
d
e
s
h

cp.
r
r
s
c
h
a
f
t

に
ょ
る
農
民
の(

ラ
ン
ト 

內
の)

G
r
u
n
d
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

 

か
ら
の
解
放
.(

H
o
r
r
s
c
h
a
f

ch
-の
轉
換〕

、
 

都
市
並
び
に
農
村
に.お
け
る
社
會
經
濟P
造
の
變
革
を
も
っ
て
し
て
も
い
ま
だ 

L
^

d
e
s
h
e
r
r

のH
e
r
r
s
c
h
a
f
t

に
.基
づ
く
支
配
關
係
の
外
に
あ
り
得
な
か 

っ
た
。

社
會
經
濟
史
硏
绝に
と
つ
て

割
次
的
な
も
の
と
な
る
がo
ct
-ct
-
o
W
2
B
H
0
H
. 

は
二
八
四
八
年
迄

—

社
會
經
濟
的
に
自
由
な
又
は
非
自
由
な
農
民
が
；

L
a
n
d
-

 

e
s
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

の
も
と
で

(

P
(»
:
&C+
®
Hと
し
て
の〔

經
濟〕

_
係
以
外
の) 

U
n
t
e
r
t
a
n
,

 H
o
l
d
e

と
し
て
の(

政
治)

關

係

に

^
处

——

本
質
的
な
變
化 

は
起
ら
な
か
つ
た
と
し
て
い"
5
?
0

然

し

晋

々

の

問

題

と

し

た

の

成

立

過

程

に

お

'け
る
十
二

ー

 

三
世
紀
の
之
等
直
接
農
耕
者
の&3
-t
a
n
d
の

意

味
轉

換

の
.理

解

诂

十

四

1

五
世 

紀
の
社
會
經
濟
變
革
の
直
接
的
前
提
と
し
て
も
不
可
缺
の
條
件
と
思
わ
れ
る
。

一
九
五
五
年}

4

月
廿
九
日 

3
.
L
.
碗
究
の
た
め
に
援
助
を
頂
い
た
熟
の
學
事
.振
興
資
金
に
.ょ
る
硏
究 

の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
際
明
記
し
.て
^
く 

0

)

註

(

1)

d
o
p
g
o
h
. 

D
i
e

 

i
^
g
o
i
l
a
i
t
s
e
n
t
w
i
c
l
d
l
m
g

fx
o>
HK

a
r
-

 

o
l
i
n
g
e
r
z
e
i
t
'
B
n
d
.
1
.
s. 134.

西
ド
イ
ツ
中
世
に
お
け
る
.SB

a
u
e
m
t
u
m
a

の
形
成

(

2)

古
典
的
众
ヴ
ィ
リ
ヵ
チ
ォ
ン
•
ジ
ス
テ
ム
の
經
濟
的
基
礎
に
支
え
ら 

れ
た
舊
領
主
制
理
論
と
マ
ル
ク
制
度
に
基
盤
を
置
く
農
民
理
論
の
検
討
の 

進
む
に
っ
机
て
資
料
自
體
の
檢
討
が
行
わ
れ
、

之
等
の
資
料
を
褙
極
的 

(
p
o
s
i
t
i
v
e
)

に
讀
む
こ
と
に
よ
っ
て
兩
者
の
.統
一
的
ビ
ル
ド
と
し
て
の 

H
e
r
r
s
c
h
a
f
t

 u
n
d

 w
a
u
e
r

の
全
而
的
理
解
が
達
成
さ
れ
た
。
然
し
そ 

の
際
資
料
の
極
限
に
お
い
て
幾
っ
か
の
制
約
が
現
わ
れ
て
く
る
。
之
等
の 

制
約
は
時
代
的
、
地
域
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
更
に
文
鄯
自
體
の 

性
将
っ
ま
り
そ
れ
ら
の
大
部
分
が
聖
界
の
資
料
で
あ
る
こ
と
も
可
成
の
制 

約
と
な
る
0.
し
か
し
乍
ら
寄
進
文
書
の
內
容
は
王
領
' 
世
俗
領
の
寄
進
に 

關
す
る
も
の
を
含
む
の
で
文
書
自
體
が
聖
麗
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
さ
し 

て
大
な
る
制
約
と
は
な
り
得
な
い
。

(

3) 

Q
t
t
o

 

B
r
u
n
n
e
r
,

 
L
a
n
d

 u
n
d

 Herrschaft:. s, 286.

唯
、
此
處
で
政
治
史
又
は
法
制
史
の
據
點
と
な
る
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
本 

質
が
不
變
で
あ
る
と
.し
て
も
十
八—

九
世
紀
の
資
料
が
果
し
て
社
#
經
濟 

構
造
の
異
る
そ
れ
，以
前
の
時
代
の
本
質
的
事
態
の
解
叽
の
正
確
な
基
盤
た

.
り
得
る
か
の
問
題
が
檢
證
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
ぅ
。

(

4
し
 

A. 

Dopwcn, 

Herrwcllwf-t u
n
a

 B

foller. 

S
. 

232.

C
.
L
.

の
u
rcr
-
a
rに
就
い
て
も
こ
の
こ
と
は
全
面
的
に
安
當
す
る
。
然
.
 

し
^
らS

a
l
l
a
n
d

一
 
へ
Co
.Ac

k
e
r
f

 r
o
n

が
頻
繁
に
現
わ
れ
る
限
り
に
お 

い
て
領
主
め
自
己
經
營
の
記
述
を
全
然
缺
く
と
は
言
い
得
な
い
。
唯
e
之 

等
の
奉
仕
が
非
自
由
民
、
半
自
由
民
の
生
產
手
段
で
な
く
領
主
の
生
產
手 

段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
' 
後
期
に
お
け
る

Q
y
G
P
&
o
K

c&
p
の
如
く
之 

等
の
生
.辑
手
段
が
い
ま
だ
そ

の

M
l
u
n
g
s
c
h
a
f

 t

と
な
つ
て
居
ら
な
い 

.よ
ぅ
.に
推
定
さ
れ
る
.が
..明
.示
さ
.れ
て
は
居
な

K(
c
a
p
i
t
u
l
a
r
e

皆

五

七

.(

七
九
五)



三
田
學
會
雑
誌.
第
四
十
八
卷
：
第
--
[
-號

•
 

,

villis, 

23, S2.) 

-
 

尙 

P
J
U
.
a
r
k
,

 
2
.
H
. 

3
6
7
1/

?

 w
e
r
u
i
t
:
:
:
c
u
m

 

n
p
u
i

 e-bplii

TO-

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
i
s 、

9

日 

0
. 

y
o 

p L. 

ur
k
. 

N
r
.

03
6
7
7
.

二 wo
l
u
u
n
t

.Vlll P
a
n
n
o
s

CD
X d

o
m
i
n
i
c
o

 

Imo, 

ec+X
I

 pa-

H
S
.
O
W 

e
x

 proprio 

lino/y 

(
u
m

 9. .Jh
.

)

と
言
つ
た 
ニ 
つ
の
表
現

が
み
ら
れ
る
が
之
以
外
同
文
書
中
の
布
の
貢
納
は
す
，ベ
て
領
主
の
瓯
旒
で 

織
ら
れ
る
。
.

(

5) 

Vgl. 

I
Q
a
u
s

 

v
e
r
j
l
e
i
p
S
t
u
d
i
e
n

 zu d
o
n

 

の ue
l
l
e
p

' 

z
u
m

 

K
a
c
h
s
g
u
-
b

 der Karolin,gerzei-t. (
D
e
u
t
s
c
h
e
s 

A
r
c
h
i
v

 

fc:
r 

E
r
f
o
r
s
c
h
u
n
g

Gi
di
wMittejaiters. H

e
f
t

 

%

 

1
9
5
4.)

(

6
> 

0
.
<
• 

4

 

(
f
r
a
n
c
u
s
)

cn
o

.

(

7) 

M
.
Mct
-G>
ぼ 
3

0

y
cp
y 

d
. 

w
. 

Sievers, D
i
e

 altllochdeu

ct-schlen. 

G
l
o
s
s
e
n

 I 

a
s
s
9
)
，
s. 

4
Pvgl. 

V/aitz, 
V
.

 

G
.
I
V
.

 2, .S.345.

(

8) 

W
-
.

w
o

c+zschke, A
U
g
e
j
m
e
i
n
e

 w
i
r

c+scllaftsgeschicil

c+e 

des Mittelalters. 

s. 

195.

語
#
集
の
意
味
も
考
ft
し
.て
自
由
民
と
し
て
の
>
0§
^
0>
が

日

丨
 

.
m
©
s
l
a
n
d

の
居
住
者
で
あ
つ
.た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
.̂
0*
$

.°b
u
w
a
e
r
e

 

(der ^
v
o
h
s
n
d
e
,

 N
a
c
h
b
a
r
)

と
同
一
の
意
味
か
ら
轉
化
し
た
の
で 

あ
ろ
ぅ
。(

p B
r
u
n
n
e
r
,

 

liand u
n
d
w
e
r
r
s
c
h
a
f
t
.

 

s* 

2
9
7
0

 

(

9〕 

F. 

L
u
t
g
e
,

 

D
i
e

 

A
g
r
a
r
v
e
r
f
a
s
s
u
n

oqdes 

f
r
d
l
e
n

 

Mittelalters. 

S. 

1Q
6. 

ff—
S. 

1
6
4.

(

10) 

pustel d
e

 C
o
u
r
a
n
g
e
,

 

I/Alleu et le D
o
m
a
i
n
e
r
u
r
a
l
e

 

p
e
n
d
a

-s
l
cp
p
oのue

 J^orovingielme, 

Chapit. 

X
L

 

5. 

•

11) 

A, 

D
o
p
sch, 

H
e
r
r
s
c
h
a
f
t

 

U
S Bauer" s* 162,

に
見
ら
れ

五
，八
.

(

七
九
六)

る
農
地
經
營
の
原
理
は
ゲ
ル
マ
ー
ネ
ン
の
領
主
の
所
領
の
g
fr
<I
>p
f J
^

of
q
 

と
い
う
特
殊
窜
愦
に
媒
介
さ
れ
て
庚
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
同
樣
な
逋 

隔
地
を
小
作
に
出
す
と
い
う
事
態
は
す
で
に
0
0ぽ
日
^
ぼ
> D

e

 

re 

rustica. 

L
i
b
e
r
1.

V
H

 4

丨5
.

に
考
盧
さ
れ
て
い
る
。

(

12) 

r

u
opsch, e

b
e
n
d
a

 s. 

50—
52, 223

，

(

13)

.
然
し
乍
ら
之
等
の
自
曲
民
は
い
ま
だ
中
世
後
期
に
お
け
るRitter 

0
如
く
、
社
會
政
治
的
に
も
ま
た
砠
會
經
濟
的
に
も
共
同
の
利
益
を
主
張 

す
るS

t
a
n
d

若
し
く
は
階
層
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ず
部
族
法
的
な
g
ct
-
p
Ma,

.
の
意
味
し
か
持
た
な
い
。(vgl. A. D

opsch, D
i
e

 

$̂*
^
0
プ
^

&

。
ゲ
®

E
n
t
w
i
c
K
u
n
g
.
.

 s. 

1
^
. 

B
a
n
d

 I
I
,

K>
>
&
♦

)

(

14) 

M
i
g
n
e
,

 

Patrologia 

latina 

H
O
B
U
S 

L
X
X
L

 

p. 

4
9
9
1

 

i
.

 ̂pa
c
t
i
o
n
e
s

M*
P
C+
-
®
M
 d

o
m
n
u
m

 G
u
n
t
c
h
r

fom
n
u
m

 et d
o
m
n
u
m

 

s
i
g
l
b
e
r
t
u
m
^

(

.15) 

Joalme-bte, C
h
a
r
l
e
m
a
g
n
e
,

 p
.
194 

j
5
.

っ
ま
り
同
所
でc

a
l
m
e
t

'cl-e

は
自
費
で
軍
蕻
裝
備
を
行
う
四
フ
ー
フ 

K

所
持
者
を
規
準
と
し
て
四
フ
ー
フ
ヱ
以
上
の
者
と
ょ
り
少
數
フ
ー
フ
ヱ 

の
所
持
者
を
分
け
て
い
る
が
、m

a
n
s
e

 

(

日
卩
㈤)

が
本
來
一
家
の
人
々
を 

養
う
經
濟
單
位
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
推
轉
を
も
考
慮
し
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.

マ.ル
ク
ス
の「

資
本
論」

が「

資
本
制
生
產
機
式
が
支
配
的
に
行
わ
れ
る
諸 

社
會
の
富
は
一
の『

尨
大
な
商
品
集1』

と
し
て
規
象
し
、
個
々
の
商
品
は
か 

か
る
富
の
原
基
形
態
と
し
て
規
象
す
る

」

と
S
ぅ
有
名
な
！

E

頭
の
文
言
を
も
つ 

て
、
そ
の
硏
究
が
商
品

(D
i
e

 w
a
r
e
)
.

の
分
析
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と 

は
、
こ
の「

資
本
論」

に
お
い
.て
展
開
さ
れ
る
全
硏
究
過
程
が
、
そ
の
端
朝
と
.
 

し
て
の
商
品
形
態
の
、.論
理
的
か
っ
膦
史
的
な
自
己
發
展
の
表
現
、
規
定
お
よ 

び
確
說
だ
と
}

K

ぅ
、
豫
見
的
.な
意
味
に
お
い
て
、
十
分
に
法
意
さ
れ
る
必
要
が 

あ
る
。「

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
社
會
に
と
つ
て
は
、.
勞
働
生
產
物
の
商
品
形
態
あ
る
い 

は
商
品
の
價
値
形
態
が
經
濟
的
な
細
胞
形
態
で
あ
る
へ

」

。
商
品
生
產
の
最
高
の 

發
展
段
階
で
あ
る
資
本
制
社
會
で
は
、

「

資
本
論」

.の
敍
述
の
出
發
點
を
な
し 

て
い
る
商
品
は
、
最
も
一
般
的
な
 

'最
も
捨
象
的
な
.
生
產
關
係
を
表
わ
す
。

「

資
本
論」

は
こ
こ
か
ら
出
發
し
て
よ
り
複
雜
な..
よ

り特
殊
的
な
.

よ

り

具 

體
的
な
.

生
產
關
係
を
表
わ
す
貨
幣
、
資
本
等
々
ベ
I

そ
れ
ら
の
內
面
的
な

. 

辯
說
法
的
發
展
關
係
に
從.つ
て——

上
向
し
て
進
ん
で
行
く
。
し
か
し
て
ま
た

.

保
險
商
品
說
の
硏
究

商
品
は
資
本
の
原
基
的
形
態
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
歴
史
的
前
提
で
も
あ
る
。 

•f
g
生
產
そ
の
も
の
の
發
展
が
辯
證
法
的
に
行
わ
れ
、
.そ
の
最
高
發
展
段
階
で 

あ
る
資
本
制
社
會
の
經
濟
辑
造
が
、
先
行
諸
段
階
を
自
己
の
う
ち
に
基
礎
と
し 

て
取
入
れ
て
、自
己
の
う
ち
で
辯
證
法
的
に
そ
れ
ら
を
編
成
し
て
い
る
。

「

1
ロg 

は
資
本
主
義
發
生
の
出
發
點
で
あ
り
、
資
本
主
義
の
一
般
的
特
徴
で
あ
る

」

。 

こ
れ
ら
の
解
明
を
ま
っ
て
近
代
的
社
會

=

資
本
制
社
會
の
經
濟
的
運
動
法
則
が 

暴
露
せ
ら
れ
る
。
前
掲「

資
本
論」

胃
頭
の
一
句
に
お
い
て
、
近
代
的
社
會
の 

經
濟
的
構
造
、
運
動
を
分
析
、
暴
露
す
る
硏
究
の
全
過
程
の
窮
極
と
端
初
、
到 

達
點
と
出
發
點
と
が
對
立
の
統
一
と
し
て
鮮
か
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。

.「

單
純
商
品
生
產
は
、
第
一
に
、
社
會
的
分
業
を
前
提
と
し
て
：̂

。
そ
こ 

で
、
個
々
の
生
産
者
は
そ
れ
ぞ
れ
種
類
の
ち
が
う
生
産
物
を
っ
く
る

」

。
す
な 

.
わ
ち
商
品
生
產
は
資
本
制
生
產
ょ
り
も
舊
く
、
奴
隸
制
度
、
封
建
制
度
下
に
も 

行
わ
れ
た
が
、
封
建
制
度
の
崩
壊
に
は
、
單
純
商
品
生
產
は
資
本
制
生
產
の 

發
生
の
基
礎
と
な
っ
た
。
總
て
办
、
少
な
く
と
も
大
多
擻
の
生
產
物
が
商
品
の 

形
態
を
と
る
'の
は
資
本
制
生
產
機
式
の
基
礎
の.上
で
あ
り
、
生
產
物
が
商
品
と 

し
て
現
わ
れ
る
に
は
、
直
接
的
物
々
交
換
に
そ
の
端
を
發
す
る
使
用
價
値
と
交

■
 

六

三

(

八
〇
一)


