
Title いわゆる中世的自由について
Sub Title About the socalled medieval liberty
Author 宇尾野, 久

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1957

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.50, No.5 (1957. 5) ,p.404(62)- 410(68) 
JaLC DOI 10.14991/001.19570501-0062
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19570501-

0062

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


れ

ゅ

る

中

世

的

：自

由
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:

0

ぃ

て

.
ド
イ
ツ
中
世
に
つ
い
て「
_

の
空
気
は
自
由
に
す
る」

ま
た
は「

農
村
の 

空
気
は
不
自
由
に
す
る」

と
言
わ
れ
て
い
る〗

。
大
気
の
ご
と
く
全
て
の
人
々
が

■
 

享
け
る
自
由
と
い
っ
た
*
め
人
の
溆
㈣
が
奴
„

員

3£
_
又
は
自
然
の
洞
察

'■ 

か
ら
起
っ
た
も
め
に
せ
よ
、
ポ
リ
ス
又
は
キ
ヴ
ィ
タ
！
ス
に
お
け
る
自
由
は
ま

.
 

さ
に
市
邦
に
息
づ
く
市
民
の
自
由
を
志
向
し
て
い
る
。
奴
識
制
や
農
奴
制
を
'内 

包
す
る
#

は
例
え
そ
れ
が
貴
族
的
自
由
の
市
民
的
自
由
へ
の
.優
位
に
帰
し
た 

と
し
て
も
本
源
的
に
そ
の
よ
ぅ
な
自
由
の
绝
気
を
内
包
し
、
.自
由
と
不
自
由
の
，

.
 

缺
一
と
し
て
生
活
し
た
.

Q

で
あ
ろ
ぅ
力
？

中
li
t
に
お
け
る
自
由
がSchutz 

u
n
d

 S
c
h
i
r
m

の
搜
格
を
も
つ
，こ
と
に 

つ
い
て
はW

e
i
s
t
h
5
m
e
r

又
は
領
主
^
:
料
の
上
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て 

き
た

。

然
し
な
が
ら
領
主
^
;
料
又
は

^

w
e
i
s
t
h
f

 e
r

の
内
面
的
搮
究
に
於

.
 

い
て
へ
ル
.シ
ャ
フ
ト
の
.み
な
ら
ず
#le

並
び
に
農
村
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
動
的
な

自
生
力
の
形
成
が
歴
史
の
！̂

の
各
局
面
に
お
い
て
、
単
に
双
双
範
に
よ
づ
て

. 

■.
 

■
 

■
 
: 

■

律
し
得
ぬ
も
の
を
内
包
す
る
こ
と
に
つ
い
て
法
史
学
者
自
身
の
側
か
ら
も
内
省
/
 

さ
れ
て
い
る
。

'.
.

六

ニ

.

C

四
◦
四)

宇

尾

0 

:

久

.

-■ 

-

-

、ノ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
•
ブ
ル
シ
ナ
I

の
拈
判
^
と
し
.て
又
自
然
.法
学
の
再
^

者
と 

し
てI

九
五
.二
年
七
月
廿
三
日
、
ナ
チ
ス
の
圧
迫
に
耐
え
抜
い
て
六
三
歳
の
そ 

の
輝
办
し
い
生
_涯
を
と
じ
，だ
パ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
•
ミ
ッ
タ
イ
ス
が
そ
の
死
の
直
前 

:

に
書
い
た
，..

「

§

の
空
気
は
自
由
に
す
る
と
の
命
題
の
法
的
根
掷
に
つ
い
て」 

は
ド
イ
ツ
国
制
、
社
会
経
贤
史
研
淹
に
お
け
る
要
請
の
反
映
と
し
て
高
く
評
価 

さ
れ
る
.で
あ
ろ
ぅ
。

(

注)
Z. s, JR. 

Q
. Ge

r
m
a
n
i
s
c
h
e

 

Abteilungv 
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Bd. 

K
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s
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Bader. 

:

一
般
に「

都
市
の
空
気
は
自
由
に
す
る」

と
い
わ
れ
る
際
の
自
甶
は
近
代
的
な 

自
由
べ
の
限
り
な
い
接
近
を
思
わ
せ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
様
众
自
由 

.は

.歴

.史
の
媒
介
'ff
'U
に
^
規
範
と
：し
て
の
自
由
に
高
ま
々
得
る
で
あ
ろ
ぅ
か
？ 

'
近
世
の
啓
蒙
思
想
に
起
因
す
る
個
の
自
覚
と
合
理
主
義
の
精
神
が
、
中
世
世 

界
を
'ゲ
：マ
イ
ン
：デ
の
世
界
と

-1
.て
自
已
.か
ら
識
別
し
た
と
.き
確
か
に
近
代
的
市

民
生
活
の
本
質
的
事
態
に
极
ざ
し
た
す
ぐ
れ
た
洞
察
の
力
を
示
す
こ

と
が
で
き 

た
。
そ
し
て
ま
た
ア
イ
ケ

-
フ
ォ
ン
•
レ
ブ
ガ
ウ
の
自
然
法
の
精
神
も
中
世
的 

秩
序
で
あ
る
レ
.丨
ン
法
に
対
す
る
ラ
シ
.ト
法
の
勝
利
を
預
言
す
る
こ
と
が
，で
き 

.

た
。
し
か
し
中
世
帮
に
お
け
る
自

_
か
農
村
に
お
け
る
不
自
由
と
明
確
.■に
対 

比
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
程
#

は
自
相
で
あ
り
得
た
で
あ
ろ
ぅ
か
？ 

： 

•

へ
ル
.マ
..ン
•
ウ
ィ

I
ス
ナ
.一
.、
I力
ー
ル

....
ハ
'イ
ン
.ツ
•■..ク
ィ
'リ
ン
.、
イ
ン
.ゴ
.
 

マ
I
ル
.
•ボ
ツ
グ
等
の
ゲ
マ
イ
ゾ

デ
研
究
の
対
極
と
し
て
こ
の
こ
と
が
問
わ
れ 

ね
ば
な
ら
な
い
。

Heimrich B
r
u
m
n
e
r
,
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t
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in der IFewtgabe 

d
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w
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u
s
t
,

ず

1
0
1
1
:̂
1
:

f

.
o
.

 Gierke (19100 
を
主
た
る
批
判

対
象
と
し
乍
ら
.ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
•、•、、
ッ
タ
•イ
ス
は
大
要
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

多
く
の
ド
イ
ツ
f

法
は
、
_

に
移
住
し
た
.不
自
由
民
又
は
隸
民 

freien 

Oder 

K
o:
r
i
g
e
e .
が
即
座
に
ま
た
は
或
る
期
間
後
一—

普

通
一.

年 

と
一

日
た
っ
た
の
ち
に(XLach J

a
h

H.u
n
d

 T
a
g
)

自
由aj

な
る
と
い
っ
た 

法
規
範
を
含
ん
で
お
り
、
こ
ぅ
い
っ
た
事
態
か
し
十
九
世
紀
に
初
み
て
上
述
の 

,,Stadtluft m
a
c
h
t

 frei 
ニ 

の
諺
が
生
ま
.れ
X-
く
る(Jacob G

r
i
m
m
)
。 

こ
の
こ
と
は
グ
ル
ン
ト
へ
，ル

の

に

一

年

居

る

と

そ

のwi

cqe
n
m
a
x
u
l

と 

な
る
_こ
と

に

起

因

す

る

t m
a
c
h
t
i
m
f

 rei

へ"
に
対
置
さ
れ
る
。
と
.こ 

ろ
で
：ハ
イ
：ソ
リ
ッ
ヒ

•ブ
ル
ン
ナ
ー
は
こ
の
対
置
さ
れ
るII

つ
の
概
念
の
法
的 

根
拠
をr

e
c
h

c+e G
e
W
e
r
e

 (

ド
イ
ツ
中
世
に
お
け
る
不
動
産
取
得
の
さ
い
、譲 

受
後

.一
年
と1 

'日
.以
内
に
誰
.か
ら
も
.異
議
の
中
出
が
な
い
か

ぎ

り

、

：以
後
誰
も 

そ
の
茈
当
性
を
争
ぅ
こ
と
が
で
き
な
ぃ
確
定
不
動
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
と
な
る
->
ぃ 

い
わ
ゆ
る
中
世
的
自
由
に
つ
い
て

■ら
た
物
権
的
概
念)

並
び
に
避
難
者
保
護
権
^sylrecht)

に
求
め
て
い
る
。従 

っ
て
ハ
イ
ン
リ

ッ
ヒ
•ブ
ル
ン
ナ

I
に
と
っ
て
：は
純
法
的
な
見
地
か
らrechte 

.Ge
w
e
m

 

.の
成
立
に
必
要
な
条
件
が
充
た
さ
れ
た
場
合
、
例
え
ば
隸
民
の
以
前 

...
の
主
人
が
.そ
め
載
^Q

逃
亡
に
も
か
か
.わ
ら
ず
沈
黙
し
て
：い
る
場
合
に
は
^
}

B

 

•は
そ
の
逃
亡
者
に
づ
い
て
め
完
全
办
没
名
玲

®
'を
取
得
す
る
と
と
と
な
り
、
.
 

更
に
ま
.た
ブ
ル
ン
ナ
ー
に
と
っ
て

、
bP J
^m

a
c
h
t

 

f
H
e
^
.と
い
っ
た
こ
と 

は B
a
m
i
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

,

や Gericjitsherrschaft 

に
よ

っ
て
酿
成
さ
れ 

る

，，Iauft mach.t 

e
oq
-
e
n/，
か
ら
の 

A
b
s
p
a
l
t
u
n
g

 

に
す
ぎ
な
い
。

然
し
な
が
：ら
ロ 
’
サ
の
奴
隸
と
中
世
ド
イ
ッ
の
隸
民
の
間
忆
は
基
本
的
な
区 

別
が
存
在
す
る
。

ロ
ー
マ
法
の
：Do

m
d
b
o
i
u
m

の
対
象
と
し
て
の
奴
魏
は
確
か 

に
物
と
し
‘て
観
念
^
れ
、
人
間
で

.は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
？
で
遺
棄
さ
れ
た 

奴
隸x

s
e
r
v
u
s
)

は
自
由
で
は
な
く
、
'主
人
が
何
時
で
も
用
役
に
回
収
し
ぅ
る 

(in s
e
r
v
i
t
u
t
e
m

 viadicaHe
〕

無
主
物
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
ゲ 

ル
、マ
.ン
法
に
お
け
るK

a
e
c
h
t

は
法
的
人
格
を
み
と
め
ら
れ
、.’
主
人
が
そ
の 

,

請
求
権
，を
放
棄
す
る
か
あ
る
い
は
事
実
上
又
は
法
的
に
異
議
の
申
立
を
し
な
け 

れ

ば

p
o
ot̂
ci
-
は
自
由
と
な
.る
。
つ
ま
り
無
主
物
がP

e
r
s
o
n

 
.に

転

化

す

る
 

の
で
は
な
く
、
不
測
定
の
ク
ネ
ヒ
ト
的
な
奉
仕
の
放
棄
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な 

...
い
。
.だ
ど
す
れ
ば
す
で
に

ハ
イ

シ

リ
ッ 
'ヒ
,

ブ
ル
ン
ナ
.

丨

が

に
逃
亡
せ
る 

ク
ネ
ヒ
ト
.の
自
由
の
法
源
と
し
て
考
慮
し
た

.！：(3
>
0
1
1
け
<1
>

Qo
l

f i
o

は
例
え 

oq
l
'&
a
e
 adscriptio

の
条
件
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
そ
の
ま
ま
ロ
-
マ
法
の 

D
o
m
i

s.u
m

や

0'
0
§
茗

0:
0
'亿
対
比
で
き
ぬ
こ
と
と
な
ろ
ぅ
。
つ
ま
り
ク
.ネ 

.
ヒ
ト
が
：？
1

§

を
認
め
ら
れ
て
い
る
点
で
完
全
に
®

の
対
象
と
な
り
得

六

三

.

(

四
〇
五〕

'



な
い
と
.い
.3
こ
.と
と
.更
に
グ
.ル
シ
.ト
へ
ル
0
.
.ク.ネ
，ヒ
ト
fc
対
す
.る
^
的
な
具
体 

的
な
權
限
と
公
的
な
法
関
係
と
の
.関
連
が
と
こ
.で
問
題
と
な
る
。
：封
建
社
会
構

.
 

造

.の
®
1
ど̂
十
四
世
紀
に
：お
け
る
ラ
シ
ド
諸
侯
の
ロ 

I
マ
.法
の
殳
ぱ
こ
の
間 

題
を
史
的
現
実
に
転
化
し
て
い
る(F. L

i
i
t
g
e
o

そ
し
て
そ
：の
様
な
事
態
に 

向
う
各
グ
ル
ン
ト
へ
ル
.シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
ク
ネ
ヒ
ト
シ
ャ
.フ
ト
の
史
的
展
開 

.と
帝
国
法
.の
史
的
内
容
と
し
て
.の
^{B.

に
対
す
る
ス
タ
ゥ
フ
ァ
，丨
の
国
家
政
策 

•の
史
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
が
こ
こ
に
そ
の
.推
進
力
と
し
て
あ
ら
.わ
れ
て
く
る
。

•
 

の
侧
に
お
け
る 
A
m
y
l
r
e

o-
s
,
 ImmuIlit

p3:t'Juratio
,

も
そ
の
よ 

う
な
史
的
内
容
を
媒
介
と
し
て
自
己
を
主
張
し
う
る
。
司
教
叙
任
権
争
い
後
の 

一
ブ
イ
ン
地
方
の
司
教
_

に
紅
け
る
自
治
自
由
の
獲
得
、
更
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ• 

七
世 
一
 
ニ 
一一一一 
年
の Statutu 日

！；！！ f
a
v
o
r
e
m

 p
r
i
a

.QipuIn
(

諸
侯
の

利

益 

の
た
め
の
取
り
ぎ
め

)

に
表
現
さ
れ
る
^
ぬ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
は

>
5]
5
に
中
世
# 

市
の
自
由
の
空
気
を
激
し
く
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
と
し
て
こ
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
。

屢

叙

®

争

い

の

時

代

に

皇

帝

に

畠

畠

な

ラ

イ

ン

地

方

の

市

民

た

ち

と

こ
 

の

市

民

た

ち

に

君

臨

し

て

い

た

聖

職

者

で

あ

る
#

1

9
君

主

と

の

間

0

対

立

が

、
.
+ 

革

命

に

ま

で

発

展

し

、
最

後

に
#

}B

君

主

制

を

破

壊

し

て

し

ま

う

よ

う

に
g

c t
-
& 5

丨 

t
u

t
r

a
m

 

(
1

2
S

1
)

.

は

ハ

イ

ン

リ

ツ

ヒ

.
七

世

と

そ

.
の

父

フ

リ

ー

.
ド

リ

'/

ヒ

ニ
.
世

と
‘ 

の

間

の

激

し

い

対

立

か

ら

端

を

発

し

て

い

る

。

ハ

イ

ン

リ

ッ

ヒ

七

世

が

、

右

の
 

奮

権

争

い

で

か

つ

て

ハ

イ

ン

リ

ッ

ヒ

四

世

が

行

っ

た

よ

う

に

f

や

ミ

ニ

ス

' 

テ

リ

ア
I

レ

ン

を

帝

国

政

策

の

支

柱

に

し

よ

う

と

し

、

諸

侯

貴

族

が

之

に

憤

憐

.. 

:六
.四
：C

四
〇
六)

し
、
.'ハ..イ
ン
：リ
..ッ'ビ
.七
.世
'に
.--
の
政
策
.を
抛
棄
さ
せ
る
と
い
っ
た
事
情
が
'一.一一
.
 

.三
一
年

0.
:浮
3
,
1
:
&
\
1
1
1
1

の
.史
的
内
容
を
な
し
て
い
る
。

力

•
ル

•
ハ
シ
ぺ
が2

D
a
s

 Hochmittelalters, 1
9
5
3

で
フ

リ

ー

ド 

リ
ッ
ヒ
ー
B
の
帝
権
の
普

®
的
支
配
理
想
と
ド
イ
チ
ユ
ト
ウ
ム
の
：一
S
性
を 

T
r
a
g
i
k

と
呼
ん
だ
ご
と
く
、
.,
',中
世
独
乙
の
国
家
統
一
に
つ
い
て
は
到

*
 

T
o
m
p
s
o
n
,

 

Feudal 

G
e
r
m
a
n
y
.
^

來
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
た
処
で
あ
る

が
、
シ
.ユ
タ
ウ
フ
ァ

ー

の
、パ
ル
 
'パ
ロ
ッ
サ
に
相
対
す
る
ウ
エ
ル
フ
ェ
ン
の
ハ
イ 

.ン
リ
ッ
ヒ
獅
子
公
に
比
定
ざ
れ
る
ょ
ぅ
な
史
的
事
態
の
も
と
でS

t
a
t
u
t
u
m

 

が
形
成
さ
れ
る
。

一
九
四
六
年
に
着
手
さ
れ
"Ka

r
l

 Z
e
u
m
e
r
,

 , b
u
e
l
l
e
n

 

u
n
d

 s
t
u
d
i
e
p
r

 
へ
の
寄
与
と
し
て
編
^
さ
れ

た、b
i
eileichsgesetze 

v
o
n

 1220, 1231/32 u
n
d

 1235
、

へ：

1955 
の
著
者 Erich Klingelh

OJfer 

は
、
.ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
，七
世
が
そ
の
§

友
好
的
態
度
を
な
ん
ら
秘
密
に
す
る
こ 

と
な
く 

Verdun, Maastricht, Liittich, N
i
m
w
e
g
e
n

 
等
の
諸 

に
愛
顧
と
特
権
を
与4

、

リ
ユ
ッ
テ
ッ
ヒ
市
と
附
近
の
諸
蕾
の
結
合
を
明
瞭 

に

legitima 

etlionesta 

(

合
法
且
つ
正
当)

で
あ
る
と
さ
え
の
ベ
て
い 

る
事
清
を
ま
ず
あ
げ
て
い
る
。

然
し
ご
の
政
策
の
た
め
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
七
世
は
そ
の
領
域
で
大
^
^
が
形 

.成
さ
れ
て
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〔

一
、
何
人
も
、
若
し
識
民
自
身
が
直
^
 ̂

国
に
服
厲
せ
ざ
れ
ば
、
余
め
都
市
に
定
住
す
る
ず
っ
と
以
澈
か
ら
隸
層
民
か
ら 

(

領
主
が)

■受
取
れ
る
も
の
を
余
の
シ
ユ
ル
ト
ハ
ィ
ス
に
ょ
り(

領
主
か
ら)

回

.
 

収
す
る
こ

->
に
或
る(

旧
領
主)

..を
強
制
す
ベ
.か
ら
ず
、
.そ
の

.

(

領
主)

は
そ
の 

土
地
に
か
か
る
こ
と
が
認
め
ら
る
る
そ
.の
裁
判
に
お
け
る
そ
の
権
利
に
関
し 

(

之
を)

享
有
し
つ
づ
く
べ
し
。〕

つ
ま
り
隸
民
が
禁
に
受
容
さ
れ
る
以
前
に 

旧
領
に
'支
払
っ
た
貢
租
の
返
還
請
求
を
：、ゾ
ュ
ル
ト
ハ
ィ
ス
に
禁
止
し
て
い
る
訳 

で
あ
る
が
之
は
シ
ユ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ダ
の
_

法
第
十
条
が
罾
31
_

_

胄

た

る

シ
 

ユ
ル
ト
ハ
ィ
ス
の
権
限
に
関
し
、
シ
ラ
ル
ド
ハ
ネ
ス
は
都
市
の
す
べ
て
の
住
民 

及
び
こ
の
司
#-
区
か
ら
§

に
入
り
来
る
す
べ
て
の
者
を
裁
制
す
、
但
し
司
教

い
わ
ゆ
る
ネ
世
的
自
由
に
つ
い
て

の
封
臣
及
び
司
教
の
隸
民…

…

は
、
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
と
規
定
し
て
い
る
条 

を
参
照
す
る
こ
と
に
.よ
っ
て
よ
り

^
体
化
す
る
で
あ
ろ
うO

シ

ュ'ト
ラ

ス

ブ

ル
. 

ク
の
都
市
法
そ
の
も
の
.の
成
立
事
情
か
ら
み
て
多
く
の
問
題
.が
あ
.る
と
し
て 

も
、
現
存
の
史
的
譲
^
か
ら
歴
史
が
構
成
さ
'

i

た
と
す
れ
ば
、
へ轻

&

f
H>
c+ 

maciit 

f
r
e
r
r

の
.先
：入
主
を
離
れ
て
変
転
す
る
歴
史
の
具
体
性
に
於
い
て
一 

二
三
二
年
のS

t
a
t
u
t
u
m

を
問
題
に
す
る
際
に
.そ
の
一
つ
の
重
要
な
拠
点
た
り 

，
る
現
実
的
可
能
性
に
つ
い
て
考
慮
す
る
宓
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
三
ニ 

、
年
の

rot
a
t
u
t
i

 
形
成
に
当
り

、| 
一
 
一
 
一
 
一
 O

 
年
の
.COILfoederatio 
と 
一
二 

.11

--
*
年
の
皇
帝
と
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ダ
の
司
教
間
の
仲
裁
裁
判
の
決
定
は
フ
リ 

丨
ド
リ
ッ
ヒ
ニ
世
自
身
に
お
计
る
史
的
―

を
な
し
て
い
る
と
言
い
得
よ
う
。

Conf oederatio 
の
三
条
は
、3. It

e
m

 homines q
u
a
c
u
m
q
u
e

oqe- 

ne
r
©

 servitutis ipsis attinentes, qfu

&Jc
l
l
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u
e

oej
u
s
a
w
©
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e
o
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u
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n
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H
e
c
i
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i
e
m
u
s
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.
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r
u
m

 preiudicium. 

H
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e
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s
e
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o
m
n
i
b
u
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uni versaliter 

volmnus 

obser- 

vaTi. 

(
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M
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CO
9
0

〔

一
、

隸
民
は
そ
の
い
が
な
る
奉
仕
種
類
に
関
し
よ
う
と
、
い
か
な
る
原
因
で
そ
の
義 

務
を
免
れ
よ
う
と
、
.そ
の
予
審
で
、
何
人
も
予
の
都
市
に
受
容
せ
ざ
る
べ
し
。
 

又
同
じ
く
み
ず
か
ら
互
に
夫
々
す
べ
.て
の
俗
人(

諸
侯)

か
ら
一
般
に
注
意
す 

る
よ
う
予
は
欲
す〕

と
の
べ
て
い
る
。
财
ー
'一
年
の
co
t
a
t
u
ct
-
i
, 

§
12.

と
こ 

の
条
の
合
致
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
.
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ一

一
世
の
諸
院
政
策 

の
基
本
的
な
線
に
沿
ハ
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

^
。
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で

は
全
体
の
見
解
々
完
成
オ 

，
る
た
め
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の

望

の

説

明
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値
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か

今

ぃ
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体
童
見
が
そ
の
ま
ま
確
定
さ
れ
て
い

■る(

i2:
<
i
4 

g
,. 3661367. >、 sta

丨
 

t
u
t
u
m
:

の §. 1
1
9.

は 
^
v0J
T
z
b
u
r

oq
e
rfc
職
せ
ら
れ

、
；
.
§.
1
0
1
2
3

 

は：シ
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ユぺ 

ト
ラ

.ス

..ブ

.ル
：グ
の
司
教
に
播
せ
ら
れ
る

0.
2:
^
/
8
. 3
700
.)

、：
皇
帝
上
諸
候 

間
に
対
立
が
な
か

っ

た

と

い

ぅ

wlingelhdfer 
.のConfoederatio

の 

成
立
に
関
す
る
意
見
に
は
赞
成
し
が
た
い

(
A
n
m
e
r
k
.

 1
0
3、

と
い

っ
た 

.

.

.
多
く
の
视
判

.を
加
ぇ

^-
.い
る
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9

尙
ー
一
一
一
一
一
年
の
裳
裁
判
亿
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い
て

^

^
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ク
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す
'で
.に
.
 

上
記

.の
何
人
も
若
し
く
は
他
の
い
か
な
る
^
^
の
も
荀
教
の
意
志
に
友
し
て
皇
帝 

の
市
町
村
で
の
市
民
若
し
く
は
滞
在
人
と
し
て
、
■こ
れ
以
上
仮
の
手
続
で
受
容 

せ
ら
れ
ざ
る
べ
し)

と
い
っ
た
決
定
、
さ
；ら

に
同
文
書
で
の
、

.mixdwterialew

<3
>
c+h

o
m
i
n
e
s

 

e
c
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l
e
s
iedniver

oaos, 

u
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u
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〔

一
般
に
聖
堂

の
仕
人
及
び
隸
厲
民
ば
、
.い
か
な
る
場
所
で
い
か
な
る
条
件
で
受
容
さ
れ
ょ
ぅ
.
 

と
も…

…

固
収
の
法
に
つ
い
て
の
し
ば
し
ば
m
容
さ
れ
し
聖
堂
の
裁
判
で
奉
仕■ 

に
■(

戻
さ
る
べ
き
こ
と
を)

…
…

余
は
宣
言
す
*〕

〔

し

か

し

隸

民

が

.す

で

に

都 ,
,市
'^
確
定
の
住
居(

日
0叫
<1
)c

iviam)

を
有
し
'又
そ
こ
'に
と
ど
ま
ら
ん
と
欲
せ

,
:冷

の

馨

5

1

.
春

の

及

び

讓

I

I

奉

仕

裏

管

べ

し
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と
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滴
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現
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に

お

け
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蓮

命

を

17K
.唆
す
.る
よ
ぅ
な
透
徹
し
た
洞
察
力
を
も
っ
て
g
&o:
&
e
H£K
l 

の
歴
史
を
描
き
な
が
ら1231/32

：

のS
t
a
t
u
t
u
m

及
びM

3
5
6

の

O
O
S
O
S

 

WUIle 
a
w&j
h
s*
J
'd
は
若
干
の 

territo Hi
u
m

 

(

領
邦)

か
ら 
y
 J 
の
時
点 

.

に
達
成
さ
れ
た
状
態
を
確
認
せ
し
.め
る(ibid., 

s
*
6
3
,
s
.
169

し
と
し
て
ラ 

ン
デ
ス
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
形
成
の
前
進
と
後
退
^
動
の
あ
る
皿
殳
の
時
点
に
お
け 

る
テ
ン
ポ
の
相
違
を
指
摘
す
る
と
き
ラ
ン
デ
ス
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
史
的
展
開
に 

:

つ
い
て
は
正
し
い
が
、
そ
の
'運
動
の
中
で
形
成
さ
れ
る
自
由
の
空
気
に
つ
い
て 

は
よ
り
多
く
の
問
題
が
内
在
す
る
様
に
思
わ
れ
る
。

東
北
方
に
お
け
る
ハ
ン
ザ
の
#
^g

大
商
人
§

リ

ユ
ベ
ッ
ク
と
^
比
さ
れ 

る
帝
国
直
属
の
司
教
1

シ
ユ
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
の
自
*
ル
罾
1|
)

、

十

二

.

.
三

世
 

紀
-の
中
部
、
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
諸
^
の
申
ホ
_

_
罾
、
開
墾
に
よ
り
中 

世
の
自
由
の
空
気
が
醸
成
さ
れ
る
と
き
そ
の
辩
極
と
し
て
の
教
皇
、
ド
イ
ツ
皇 

帝
、
国
王——

聖
俗
両
界
の
諸
侯
の
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
は
、
下
か
ら
の
連 

動
と
交
叉
し
て
中
世
に
お
け
る
自
由
の
空
気
を
め
ぐ
っ
て
■
雑
な
M
動
を
描
い 

，
て
い
る
。

.

I

一
九
五
七
年
一
月
一
0
日_

W

•
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン

「

政
治
的
正

_

」

::
.

:

:

-

 

-

 

.

m

 

.

.初

.

版

と

：一一一
' 

版

と

の
■

差
臭
に
つ
い

.

て：

白

井

厚

ニ 

- 

.

,
産
業
革
命
の
進
展
に
よ
る
貧
富
の
激
し
い
：へ
だ
た
り
と
：、
啓
蒙
思
想
の
勝
利 

の
結
果
で
あ
る
か
の
ご
と
く
ゑ
え
た
フ
ラ
シ
，ス
革
命
の
成
功
と
い
ぅ

^
照
を
_
 

に
し
て
、、

「

ほ
上
ん
ど
プ
ロ
レ
タ
リ
アI
ト
の
独
占
的
な
既
産

」
(

そ
ン
'ゲ
ル
.ス
.
> 

と

な

っ

た「

政
治
的
正
義
.に
：つ
_い
て
の
研
究」

を
：、
'ゴ
：ド
，ゥ
：：ィ
ン
が
異
常
な
熟 

情
を
も
っ
て
執
筆
し
始
め
た
の
は
一
せ
九
一
年
七
月
の
ど
と
で
あ
り
、

.'
そ
れ
が 

摄

さ

れ

た

の

は

一

七

九

三

年

で

あ

っ

た.'
0
こ
，の
書
は
、
労
働
者
の
一
：
力

月

の

. 

.賃
金
よ
り
も
高
.い
三
ギ
.ニ
イ
と
-い
y
価
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
流
社
会
や
知 

識
階
層
尤
け
で
な
く
、

：.

労
働
者
に
も
読
紹
.

k
、. 

ロ
：ン

ド

ツ

逋

信

績

め

，テ
キ'ス
、 

ト
と
な
り
、
プ
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
.は
偽
版
が
現
わ
れ
て
、
人

 々

.は
#
っ
て
こ
れ
を
求
め
た
。
そ
れ
す
ら
も
購
い
得
な
い
人
は
、

久
ラ
ブ
を
組
織 

し
て
こ
の
書
を
読
み
合
っ
た
が
、
，
こ
の
よ
ぅ
な
ク
ラ
ブ
：は
数
苗
に
達
し
：た
：と

.い

■■
■:
 

わ
れ
る
。

ハ
ズ
リ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
：

「

產

^
の

大

空

：
に

お

い

.
て

太
 

陽
の
如
く
燃
え」

、
そ
，の
原
理
は.絶
え
ず
政
治
、
法
律
、
文
学
等
に
お
け
.る
主
題 

W

,ゴ
ド
ウ
イ
ン「

政
治
的
正
義」

'
.
:
.
:

.

と
な
り
、「

_
由
と
真
理
と
正
義
と
が
話
題
と
な
る
と
と
ろ
で
は
、
ど
こ
で
も
彼 

の
各
が
語
ら
れ
た」

の
で
あ
る
。
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
，は
、
こ
の
^
⑩
を
、
こ
の
■
■ 

•■
に
対
し
て
よ
り
厳
密
な
改
訂
を
課
し
た
も
の
と
考
え
、
か
な
り
の
訂
正
加
筆
を 

試
み
て
、

一
七
九
六
年
に
第
.--
:
一
版
を
、

ま
た
九
八
年
に
第
一
ー
，辰

を

出

5

於
。
こ 

の
改
訂
に
対
し
、
.ブ
レ
イ
ル
ス
7
ォ—

ド
は
、
と
れ
は
：よ
り
慎
重
に
、
よ
り
調 

子
を
下
げ
た
も
の
だ
と
評
し
、.
ま
た
、
■:
こ
れ
は
初
版
の
純
牌
な
力
強
い
ゴ
ド
ゥ 

ィ
.
.
-
ズ
ム
の
後
退
：で
あ
め
、
変
造
で
あ
る
と
•の
、
：ド

，
キ
ン
シ
イ
の
枇
判
も
あ 

る
が
、
ゾ
ま
た
'ー，方
フ
レ
イ
シ
ャ
ー
は
、
：各
版
は
実
質
的
に
同

'叩
あ
り
、
根
本 

的
に
相
似
て
'い
?>
.か
ら
、，.全
体
と
じ
て
こ
の
書
を
极
ぅ
時
に
は
、
い
ず
れ
の
版

.

.
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