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書評及び紹介
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象

か
つ
て
私
は
'
本
誌
.上
に
お
い
て
、
•中
世
後
期
北
ド
ィ
ツ
商
業
都
市
の
政
治 

的

、
経
^

^

同

盟

「
：

ド
ィ
ツ
•

ハ
ン
ザj

 

:の
盟
主
と
し
て
、
，自
他
と
も
に
ゆ
る
，
 

.
し
た
リ
.H

丨
べ
ツ
ク
市
が
、
現
存
地
点
に
最
終
的
に
築
が
れ
る
ま
で
に
は
、
三 

度
そ
の
場
所
を
か
え
た
と
と
を
述
べ
だ
。

同
市
草
創
期
の
諸
泰
情
を
伝
え
る
資
料
は
き
わ
め
て
と
ぼ
し
く
、
.こ
と
に 

建
設
当
初
の
伝
承
文
書
は
な
い
。
.し
た
が
ケ
て
論
定
し
え
な
い
問
題
は
す
く
な 

.

.くな
い
。
.し
か
し
前
記
論
稿
発
表「

の
0'
ち

、
.
.
資

料

や

研

究

文

献

を

渉

狐

し

た

結 

果

、
L
 

I
べ
ッ
グ
市
の
建
設
地
選
定
に
つ
い
て
、
や
や
明
確
に
論
断
を
く
だ 

し
う
る
ょ
う
'に
.な
っ
"た
。
こ
.こ
に
そ
.れ
を

述

べ

て

、
前

稿

を

補

芷

す

.る
次
第
で 

あ

る

:0
■

i  

.

.

.

■■

-
:
■  

U
 
: 

• 

' 

• 
’

v

y

o.
-

丨
ベ
ツ
ク
ホ
が
ド
ィ
ツ
皇
帝
直
轄
の
帝
国
都
市
H

自
由
都
市
.と
な
ら
.た

の
は
' 

一4 
一
 

一
 

f

六
年
の
こ
：と
で
あ
る
が
、
そ
れ
免
で
の
間
に
同
市
は
づ
ぎ
の
ょ
う

.

.

.

.
 

.

-

リ
ュ
ー
べ
，
ッ
ク
市
の
生
誕 

.

.

.な
変
遷
を
経
.て
い
る
。
最
初
は
第
十1

世
紀
三
0
年
代
の
ゥ
エ
ン
ド
族
の
ゥ
ル 

ブ
ス

(

H

ブ
ル
ク
ゾ
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
旧

リ

ユー

べ
.
ヴ
ク((vetus L

dbika 

“
A
s
i
i
b
e
c
k
)

で
あ
る
。
へ
つ
い
で
約
一
世
紀
後
、
.^-
な
わ
ち4

一
四
三
年
以 

降
リ
.ュ.丨
べ
ッ
ク
は
ド
ィ
ッ
人
0
手
に
.ょ
.
.っ
て
建
設
さ
れ
.た

ド

ィ

ッ

都

市

の

名 

称
ど
な
る
.が
、
.そ
&
ば
じ
め
は
ホ
ー
ル
ゾ
タ
ィ
ン
伯
の
建
設
で
あ
っ
た
。
. 一
ニ 

五
七——

五
八
.年
住

民

は

：
：
一
、
時

：い
：わ

^,
る
.レ
.丨
ヴ
エ
；ン
：シ
タ
ァ
ト
に
移
っ
た
* 

が
、：
r
l五
八
年
ザ
ク
セ
ン
公
支
配
：の
%:
と
に
旧
敷
地
.に
霞

し

、
都
市
は
If
* 

■建
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
の
ち
も
同
市
の
支
配
者
は
変
？
た
。
す
な 

わ
ち
一
.
一
八
へ
一
年
ザ
ク
セ.

ン
公
の
国
外
追
放
に
ょ
っ
て
ド
ィ
ッ
囯
王
の
支
配
下 

に
入
り
、
.さ
ら
に
.ナ
ニ
0
1
I

H五
年

の

間

は

デ'/
マ

ー

ク

の

支

配

を

受

け 

た
：
。
.
そ
し
て
. 一
二
.

ー：|

三
年
頃
に
ょ
ぅ
や
く
こ
の
外
国
人
支
配
か
ら
脱
し
、
.

】

- 

1

)

一:六
年
..}-
欢
1:
:
め
；て

ド

ィ

ッ

帝

国
1

都
市
た
る
特
権
状
を
賦
与
さ
れ
た
め
で 

.あ
る 

0
';;
;
.
.
1
.
:
' 

.

;■
■'
.
.::
::
.
:.
;

:

:

;

•
':
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.
:
'
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.•:
'
.か
.か
.る
猜

雪

の

f

、
.さ
ら
患
市
聚
落
建
設
者
の
人
種
的
想
趙
の
か

-

(

七
.
.
四
七)
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^
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た
わ
を
地
認
的
に
み
て
も
旧
リ
ュ

-
ベ
ア
タ
，
と

新1;
，
’
1ベ
"
ッ
ク
ど
は
そ
の 

場
所
を
異
に
し
た
。
^

?が
今
日
办
=

丨̂
べ
。
ッ>
市
で
あ
を
か
.̂
、

前
者
の 

K

ラ
ヴ
聚
落
の
経
緯
は
い
わ
ば
リ
ュ
I
ベ
ッ
ク
：前
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ

の

 

前
史
は
第
十
世
紀
の
^-
.
じ
め
ド
イ
ツ
国
王
ハ
イ
ン
リ

ヒ

ー

世

の

と

き

以
来
、
と 

く
に
勧
奨
さ
れ
た
エ
ル
べ
钶
以
東
の
地
へ
の
植
民
と
関
連
す
る
0

.

.

.

い
わ
ゆ
る
東
ド
イ
ツ
植
民
運
動
は
、'

ろ

ル

：
ベ

河

右

岸

の

地

方

を

；
ド

*

V

ツ

入

が.
 

瘦
得
せ
ん
と
す
.る
政
療
仔
動
で
あ
る
が
、
'
.そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
勢
の
拡
大=

該 

地
方
に
罟
住
す
る
ス
へ
ラ
ヴ
人
'
へ
.
の
伝
道
.
改
宗
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
。
エ
ル
べ 

中
流
地
方
わ
捉
い
て
ハ
ー
フ
エ
ル
べ
ル
タ
お
よ
び
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
ニ
司 

教
管
区
が
設
け
ら
れ

(

九
四
六
、
九
四
八
年)

、
つ
づ
.い
て
ヮ
グ
リ
ア
地
方
に
オ 

ル
'デ
ン
ブ
ル
ク
司
教
管
区
が
：置

か

れ

(

九
五
ニ
年)

、
さ
ら
に
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
大 

司
教
管
区
の
設
置
を
み
て
/(

九
六
八
®

、
キ
リ
ス
ト
教
勢
は
ス
ラ
ヴ
人
の
間
に 

徐
々
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
ベ
J
 

メ
ゾ
、

シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ゾ
、

ポ
ー
ラ
シ
ド
等 

に
キ
リ
ス
ト
教
が
布
教
さ
れ
た
の
も
第
十
世
紀
の
ご
と
で
あ
^

'
、
プ
ラ
I

ハ
司 

教
ア
I

ダ
ル
べ
ル
ト
の
プ
ロ
イ
セ
ン
人
へ
の
伝
道
、
バ
シ
べ
ル
タ
司
教
オ
ッ
ト 

丨
の
ポ
メ
ラ
モ
ア
人
へ
の
布
教
活
動
は
史
上
に
名
高
い
。

し
か
し
な
が
ら
エ
ル
べ
と

オ

ー

デ
ル
の
両
河
に
挾
ま
れ
た
広
大
な
土
地
が
ブ 

ラ

ン

デ

ン

ブ
ル
ク
®

管
区
に
所
属
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
地
方
の 

住
民=

ス

ラ

ヴ

人
が
い
ず
れ
も
キ

リ

ス

ト
教
徒
で
あ
っ

た

と

い

ぅ

こ

と

で

.は

な
 

い
。
九
八
三
年
の
ス
ラ

ヴ

人
の
大
叛
乱
の
勃
発
は
こ
れ
を
証
し
て
い
る
。
こ

の
. 

叛
乱
は
ド
イ
ツ
人
に
抵
抗
し
キ

リ

ス

ト
教
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ 

ま
で
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
植
民
の
成
果
を
す
べ
て
無
に
帰
せ
し
め
た
と
伝
え

.

、

. 

，.
'
'
ニ 

バ
：七
-
四
八)

る
。
.：プ
|
ス
ン
デ
-
'<
'

フ
.
ル
ク
.お
よ
び
ハ
1

フ
エ
\
ル
べ
.；ル
^

の
：
両

|

^

が

そ

れ

ぞ

れ
 

_

そ

の

；
管
^

1

復
帰
し
.ぇ
た
の
は
ー
0

0

五
年
に
い
た
っ
て
で
.あ
っ
た
が
、
そ
れ 

ぽ

，
ド

：
ィ

ッ

国

壬

：
ハ

ィ

ン

认

ヒ

-*

世
に
よ
3

て
ス
7 .
ヴ
人
の
信
督
由
が
約
定
さ 

:

れ
た
：(

一
0

.

0
一一
 1

年)

：：

の
ち
の
こ
と
で
あ
ら
た
デ

し
た
が
。マ
.

て
ラ
ル
べ
河
お
岸 

の
地
方
に
お
け
る
ド
ィ
ッ
入
の
支
廓
は
、：

そ
の
の
ち
も—

ほ

ぽ

^

ナ

ー

面

紀
 

:
に
い
た
る
ま
で
は
か
な
り
不
安
定
で
あ
り
、

エ
ル
'べ
左
岸
の
地
方
に
お
い
で
も 

確

執
.

争
闘
は
皆
無
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
ヤ
あ
る
。

:

.

西
は
エ
ル
べ
河
、
東
は
ォ
ー
デ
ル
河
、
南
妹
エ
ル
ッ
ゲ
ビ
ル
ゲ
、
北
は
バ
ル 

ト
海
を
境
と
す
る
中
間
地
帯
.に
.居
住
じ
た
い
わ
ゆ
るH

ル
ベ
，•
'

ス
ラ
ヴ
人
を
ポ 

テ
ー
べ
ン
人
と
い
い
、
そ
の
一
支
族
に
ア
ボ
'ド
リ
ー
ト
.族
が
あ
っ
た
。

こ
の
支 

族
は
現
在
の
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
タ
地
方
の
西
部
、

ヮ
ル
ナ
ゥ
河
と
ト
ラ
I

フ
エ
河 

に
挾
ま
.れ
た
地
帯
に
居
住
し
、
ミ
キ
リ
ン
ブ
■
ル
タ
を
首
邑
と
し
て
い
た
。
キ
リ 

ス
ト
教
に
改
宗
し
た
そ
の
族
長
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
タ
が
領
国
を
建
て
た
の
は
ー
〇 

四
五
年
頃
と
伝
え
る
.。
領
内
に
は
オ
ル
デ
ゾ
ブ
ル
ク
、
ラ
'/

ッ
エ
ブ
ル
タ
、
ミ 

キ
リ
ン
ブ
ル
ク
の
三
司
教
管
区
が
あ
っ
た
が
、
.

オ
ル
デ
ン
プ
.ル
ク
管
区
に
所
属 

す
る
教
会
堂
所
在
地
‘の
一
つ
に
リ
ュー

ベ
ッ
ク
p

』

&

©

v

s

と
呼
ば
れ
た
小 

さ
な
砦
が
あ
^

。
前
記
の
旧
リ
二
ー
べ
ッ
ク
で
あ
る
。

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
は
ス
ラ
ヴ
語
の
G

fl

げ
㈡

、
す
な
わ
ち
心
地
よ
い
場
所
の
意 

と
い
ぅ
。
ァ
ボ
ド
リ
'丨
ト
族
に
気
に
い
ら
れ
た
場
所
は
、
ト
ラー

フ
ュ
河
の
支 

流
シ
ュ
ヮ
ル
タ
ヴ
M

- ^

ホ
^

に
流
入
す
る
地
点
で
あ
り
、

こ
の
両
河
に
挾
ま
れ 

た
低
地
に
、
環
状
の
塵
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
ブ
ル
タ
が|

双
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ 

る
。
塁
壁
の
直
径
一
〇
Q

メ
ー
ト
ル
前
後
と
い
う
か
ら
、

こ
の
^

^

に

.©
せ
し

た

ス

ラ

ヴ

人

の

数

は

さ

し

て

多

く

は

な

か

っ

た

と

推

定

さ

れ

る

。

こ

の

場

所
 

は

、

防

備

さ

れ

た

ブ

ル

ク

で

あ

り

、

そ

の

保

護

の

も

と

'に

教

会

堂

が

設

け

ら

れ
 

て

い

た

と

い

ぅ

こ

と

め

ほ

か

に

フ

経

済

的

な

意

味

も

も

っ

て

い

た

^

そ

れ

ぱ

バ
 

ル

ト

海

か

ら

ト

ラ

ー

フ
.-
河

を

溯

航

し

た

船

舶

の

旋

泊

地

点

で

も

あ

っ

た

こ

と
 

で

あ

る
0

こ

の

讓

的

意
_

の

.ゆ

え

に

、

ト

ラ

ー

フ

H

河

を

狹

ん

だ

ブ

ル

ク

，
の
 

対

岸

に

は

、

は

や

く

も

ド

ィ

ツ

商

人

の

聚

落

が

職

成

さ

れ

'て

い

.た

の

で

あ

' 
っ 

た

。

'■
:

,'
•

.

一

第
十一

世
紀
後
半
こ
の
地
点
に
ど
れ
ほ
：ど
の
船
舶
が
往
来
し
、
い
か
ほ
ど
の 

商
取
引
が
お
こ
な
わ
れ
tた
か
は
知
る
に
由
ん
な.
い
。
こ
れ
に
関
与
す
る
商
人
の 

狀
態
は
、.
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
僧
侶.
：
伝

道

者

の

.そ

れ

と

同

じ

く

危

険

な

も
.

の 

す
ぁ
っ
だ
。
彼
ら
は
し

ば

し

ば
土
着
民.
の
憤
怒
の
的
ど
な
っ
た
。：.

そ
れ
ゆ
え
彼 

ら
に
友
誼
的
な
政
治
支
配
者
の
：保
護
を
欠
く
こ
と
を
え.
な
か
っ
た.
の
で.
あ
る
。
.
 

の
み
な
ら
ず
旧
リ
ユ—

ベ
ッ
ク
，：ブ
ル
ク
内
'の
教
会
堂
も
ま
た
、
こ
の
の
ち
こ 

れi

類
す
る
災
厄
に
逄
着
し
た
。
す
な
わ
ち
*コ
：ッ
ト
，

V

ャ
ル
タ
は
異
教
信
奉
者 

に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ(

一
Q

六
六.
年)

、彼
に
代

.？
て

領

国

を

支

配

す

る

'に
い
た 

っ
た
異
教
徒
ク
ル
ー
ト
が
領
内
の
ギ
リ
ろ
ト
教
徒
を
迫
害
し
た
と
き
公
右
办
教
'
 

会
堂
も
破
辕
さ
れ
た
0.
石
し

.

P

ク

ル
ー
ト
は

リ

-

I
ベ

ッ
.
ク

よ

り

も
や
や
上
流 

の

地
点
、
そ.
し

て

ト
.
1フ
ー|
.フ

エ

河

と
.
.ヮ

.丨

ケ

II ,

ツ.
ツ

..河

と.
に.
狹

ま

'れ

..た
プ
ク

!
 

の
左
に.
城
龄
を
設
け
た
。
し
か
し
デ
ン
マ
！
ク
に
逃
避
し
て
い
た..
：ゴ> 
ト
シ
ャ 

ル

タ

の

子C

ィ
ン
リ

ヒ

が.
帰
国
し
て
故
領
を
回
復
す
る
に
お
よ
ん
でC

1

0:

九 

彐
年)

、ブ
ル

タ

内
の
奶
前
の
場
所
に.
教
会
堂
は
^
建
さ
れ
つ
た
の
で
あ
マ
續

パ

ィ
ン

、
リ

ヒ

ぺ

の

治

下

：
に

旧

U

ユ

I

ベ

ツ

—

ク

め

地

位

：は

変

っ

た

.
0'
敗

は

ゥ

H:

ゾ

リ

ユ

'
丨
ペ
ッ
ク
市
の
生
誕
，
：

ド
族
の
.王
，と
自
#
し
た
が
、
.
.そ
.の
首
邑
を
' ミ
キ
リ
ン
ブ
.ル
ク
..
か

，
ら

ヮ

グ

リ

ア

地
 

方
に
遵
し
、
そ

.の
場
所
と
し
て
旧
リ
ュ
ー
べ
ッ
ク
を
選
定
し
た
。
す
な
わ
ち
そ 

れ
ま
で
い
わ
ゆ
るG

g'b
u
r
g

.

に
す
ぎ
な
か
っ
た
旧
リ
ュ

ー
ベ
ッ
ク

..ブ
ル
ク 

は
、
彼
の
居
城

.

CDynaste&.urg)'

と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
^
じ
て 

前
記
の
再
建
さ
れ
た
教

•

も
、
ブ
ル
ク
#
岸
：の
ド
イ
ー
ツ
商
人
定
住
地
も
、
と 

も
に

'ゥ
み
.ン
ド
侯
の
十
分
众
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
0
そ
し
て
こ
の
旧 

リ
ュ
ー
べ
ッ
ク
は
、彼
の

^

^
ツ
ヴ
工
ン
テ
ボ
ル
タ(

一：
 
一
ニ
七
I
一一'九
年
.

y
 

プ
リ
ビ
ツ
ヲ
ー
フ

'.
-

'

2
:-
-

一
 
一
-
一：年
认
降)

:

の
も
と
に
お
い
て
も
、'.
ひ
き
つ
づ
き 

王
城

.の
所
在
地
で

.あ
っ
た
：

°

.

.

.

K.
イ
ツ
国
王

Ta
タ—

 

>三
世
め
崩
逝(

一
一
三
七
年)

^ :
機
と
し
て
ザ
ク
セ 

ン
公
領
の
継
承
を
め
ぐ
る

.争
い
於
、
：
ド
イ
ツ
.諸
侯
の
間
に
展
開
さ
れ
た
。1

方

は
ロ
タ
ー
ル
£0
-女
婿
た
る
ザ
ク
セ
'/
:
'公ハ
ハ
や
ン
：リ
ヒ)

.:
デ
ア

.,
シ
ト
ル
ツ
エ
.、
 

他
方
は
こ
の
公
領
の
奪
取
を
は
加
マ
た
/.
ル
ト
マ
火
ク
條
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
.
デ 

ア

，
ベ

ー

ル

、

そ

し
.て
前
者
に
は
、

V

ア
ル
プ
レ
ヒ
：
ト

に

追

従

す

る

ハ

イ

ゾ

.

';
-

ヒ 

.

.

.

.

N

ォ
：ン
.バ
.丨
デ

ゥ—

デ

に

よ..っ
て
、

ホ
ー

ル
：
ダ

タ

小

ン

か

ら

放

逐

さ

れ

.た 

シ
ャ
ゥ
エ
シ
ブ
ル
タ
#
アー

ド
ル
フI

一
 
世

A
ハ
イ
ン
リ
ヒ
公
の
封
臣)

が
加
担 

し

た

"

こ

の

紛

争

に

乗

じ

て

異

教

ゥ

H

ン
ド
族
は
蜂
起
し
た
0、
そ
し
て
さ
き
に 

旧
.
U

H

—

ベ
.
.ック
メ
の
教
会
堂
を
破
壊
し
，た
ク
ル
-
ト

め

同

族

ラ

ー

ヶ

は

、

ふ

'た
. 

た

び
.リ
.ュ
1:
;
.べ
ッ
ク
を
劫
掘
七

.(

一
一
三
八
年)

：こ
れ
を
全
潰
せ
し
め
す
こ 

の
掠
奪
^

ひ
と
り
七
リ
ス
ト
教
反
対
運
動
の
現
わ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ブ
.ル
ク 

.対
岸
の
瓶
人
聚
落
が
当
時
相
当
の
経
済
的
繁
栄
を
豪
じ
て
い
た
こ
と
：に̂

^
さ

れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
4

と
に
リ
ュ
ー
べ
ッ
ク
は
、

ブ
ル
ク

も

商
人
聚
落

'
.
. 

.

.

.

.

.

.
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• 

- 

:

■

:
: 

'宇
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四
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も
、
ど
も
に
再
興
さ
れ
こ
と
な
く
そ
の〗

M

を
終
る
の.
で
あ
る
。
;た
だ
そ
む. 

地
名
は
八
商
取
外
の
上
が
ら
^
^

す
で
に
：遠
く
バ
'ル
ト
海
諸
地
域
に
知
ら
れ
て
' 

い
た
。
そ
し
で
こ..
の
-1
心
地
ょ.
い
場
歷
：：の
名
称
は
、
そ
の
後
間
も
な
く
新
た 

梃
敗
設
さ
れ
た
ド
^
グ
都
市
に
移
名
れ
る
の
で
あ
る
。.

,',

(

l)

v
.拙

稿r

バ
'ル
ト

海

：都
市
の■建
設

と

都

市

領

主I

リ

'ユ
ー
ベ
へヴ
ク

TI
T
に 

o
v'
v
lv
本
誌
ー
ー
ー2U
卷

芄

号(
昭

和
'一：
六..年
革

月)

'VI—

四

頁

。

C  

.K
o

n
ra

d
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re

ct-S
C
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m

e
K
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isto

riso
h

e
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e

o
g

ra
p

M
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o
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:
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:
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Mitt̂
leuropa. (Miinchen u, Berlin, 1904) s. 

4
3
0
1
1

.

0
3
0

 

H
e
i
m
i
g

o
s
e
k
o
d
: 

TopograpMe 
des 

Herzogtums.

H
o
l
s
c+
.
e
i
p
- 

Bd.1.
(0

eL 
1
9
0oo)

w
a
p
. 

7. S. 122.

Ebenda. 

S. 189.' R
u
d
o
l
f
w

ortzschke 

u. 
Wolfgang 

..Ebert' .GescMchte'der.ostdeutschenwoloniwation..(Leip— 
...izig,1937> .S...74.

(

6
.

)

w
o
 
h 

an, Labe_=Elbe .
の
意
で
あ
り
、Polaben .
を.
構

.成
す
る
三

支

族

は

、Abodxiten 

(oljodri

chep
), 

Liutizen 

(wilzep )，
Sorben

で.
あ.
る
？ Mikilipburg

は.
今
日
ヴ
ィ
ス
マ
ー
ル
.市
南
方
の
メ

ク
レ
ン
プ
ル
ク
村
に
当
.る
。(Kretschmer, a. 

a
.
p
.
s
. 

171.)

• 

*' 

.

.

.

.

. 

-

(

7) 

Max 

H
O
^
m
a
n
n
'

-c
l
e
s
c
M
c
h

ch
e 

d
e
r
H
N
e
i

CD
n undnanwe-

...stadt. Liibeck. Bd,1.
(Liibeck. V1889) ：s... 10—l.lv..

(

8)

.
ス.■ラ
ヴ
語 Bucu 
は
.ブ
.ナ
林
.の
意
。.(vgl.'UB.BL. .L'Nr..

:

.

四
：：(

：七
五
0)

,

CD
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;

)  

• 
•
ぃ'.
':
:
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'

'--,
'
 
.
へ:
:

，
.

■:
:
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：
' 

.
-

C

す)

.

Her

日a

目 Hofmeis

ci-er, 

AMiibeck, 

ZVLGA. 

Bd,14* 

(Liibeck. 1912) S

‘ 78' 

.
 

clp
> Ebenda- S. 78-9.

o.
l l
w

f 
p. 

0* 

w.

14:r.

C12)

.
こ
の
翌
年

::o
一'
一
 
三
汍
！•>.

ドV

ツ
国
主

'コ
ン
ラ
ー
ド
三
世

.は
、

リ
ェ 

丨
べ
ッ
ク

.
ブ
ル」

ク
内
の
教
会
堂
と
土
地
と
を
、
当
時
'こ
の
.地
方
の
伝
遒
に 

従
事
し
て
い
た
司

.祭
ヴ
ィ
ツ
モ
？
ン
に
与
え
た(

U
B
,

 S
t
L

•
.一

L

 N
r
.

1
.

)

0 

こ
'れ
を
機
：と
し
て
旧
リ
ュ
：!
ベ
ッ
ク
は
、
後
年
の
リ

.ュ

.丨
べ
ツ
ク
司
教
領
の 

.

.根
源
地
と
な
，る

.の
で
あ
る0
な
お
ヮ
グ
リ
ア
地
方
に

'は
、
旧
リ
ュ

!
ベ
ツ
ク 

.に
教
会
堂
が

^

-?
た
だ
げ
と

H
ぅ
の
が
逋
説
で
あ
る
が
、
免
年
ビ
ー
ラ
イ
エ 

氏
'は
、

こ
の
ぼ(

か
に
、」

ト
ラ
ー
フ
ェ
河
対
岸

.の
丘
上

、
'
:
す
な
わ
ち
ド
ィ
ツ 

商
人
聚
落
.に
も
教
会
堂
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
い

：

る
。(

j
q
e
u 

Kretzsch

丨
 

m
ar
, 

BespHecilun

oqbetr. 
.
 

B
i
e
r
e
y
e
; 

Vizelin-Klrcilen

ipwagrien,. ZVLGA.'

tcJd，

.
2
6
.*
;.

9
CJ
:
:
b
e
o
.
k
, 

1932). s. 436

丨 

7
W

.

.

.

.

. 

♦ 

f 

• 

• 
T 

-
•
•
•
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• 

' 

. 

•
. 

,

•
 

•

,:
r

一
四
一
一
年
ザ
ク
セ
ン
公
国
を
め
ぐ
る
紛
争
は
解
決
し
た
。
こ
の
申
ハ
イ
ン 

..
リ.
ヒ.
•
デ.
ア

シ
.
ト
ル
ツ..
ェ
の
子
：
.
ハ
イ.
ン
リ
ヒ
•
デ
ア.
.
レ
.
—
ヴ

ェ

(

辄

子

公〕 

は
、
ザ
ク
セ
ン
公
と.
し
て
一
方
ア
ー
ド
ル
ブ
攸
に
■ホ
I
ル
シ
タ
イ
ン
領
の
領
有 

.
を
確
認
し
、
他
方
ハ
イ
ン
リ
ヒ
，
ブ
ォ
ン
V

ハ
I
デ
ウ
ィ
デ
に
は
新
設
の
ラ
-ツ 

マH

ブ
ル
ク
砠
M

を
委
ね
た
0

こ
.の
措
置
を
も
っ
て

両

者

の

間

に

わ

だ

か

ま

.っ

, 

-
-
-
•

(

4 
し
 

Kretscianer, 

P
.
P
.
O
. §
.
:

て
い
た
暗
累
を 

一#
し
、

兼
ね
て
両
伯
を
臣
従
せ
し
め
る
と
い
ぅ
政
治
的
手
脾 

を
示
し
：た
の
で
あ
る
。.

こ
の
翌
四
三
年
アー

ド
ル
フ
俏
は
、
さ
き
に
ス
ラ
ヴ
族 

長
ク
ル
ー
ト
が
城
费
を
設
け
た
ブ
ク
ー
の
丘
を
そ
の
居
城
の
地
と
定
め
、
五
年 

前

破

壊

，さ

れ

た

近

く

の

.
ゥH

ン.
ド
族
ブ
ル
ク
の
地
名
を
踏
襲
し
て
、
リ
r

ベ 

ッ
ク(L

u
b

e
k

e
)

と
命
名
し
た
。
こ
こ
は
西
側
を
ト
ラ
ー
フ
エ
河
、
東
側
.
南 

側
を
ヮ
ー
ヶ
ニ
ッ
ツ
河
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
だ
隋
円
形
の
丘
で
あ
っ
て
、
#

部
と 

の
連
絡
は
、
城
磐
の
あ
る
北
端
の
道
路(

メタレンブル

.
ク
地
方
に
通
ず
る)

.

と
、
南
端
の
渡
船
と
に
よ
る
ほ
，か
な
く
、
し
た
が
っ
て
防
衛
に
は
す
ぐ
れ
た
自 

然
条
件
を
そ
な
え
た
地
形
で
あ
っ
た
。

ア
I
ド
ル
フ
伯
は
西
ド
イ
ツ
の
ウ
ヱ
ス
ト

フ
ァ
F
レ
ン
、

フ
リ
I

スラン

ド
、
さ
ら
に
.ホ
ラ
ン
ト
、
フ
ラ
シ
ド
ル
に
使
者
を
派
遣
し
て
、
移
住
者
を
藻
マ 

た
。
こ
の
勤
奨
に
応
じ
た
者
が
、
都
市
領
主
た
る
伯
お
よ
び
そ
の
扈
従
者
と
と 

も
に
、
新
し
い
ド
イ
ツ
人
聚
落
リ
ユ
I
ベ
ッ
ク
の
'住
民
を
構
成
し
た
の
で
あ.

っ 

て
、..
彼
ら
は
ブ
ク
ー
の
丘
め
南
部
に
そ
の
居
を
構
え
、
北
部
の
ブ
ル
ク
の
保
護 

の
も
と
に
生
活
を
い
と
な
ん
だ
。

_

移
住
者
の
大
部
分
■
の
生
業
は
商
業
で
あ
っ
V C

。

そ

れ

は

_こ

の

ブ

ク

ー

の

丘

が
 

水
陸
交
通
の
い
ず
れ
と
も
地
の
利
を
え
て
い
た
こ
ど
.
と
関
連
す
る
。
こ
と
に
こ 

こ
か
ら
ト
ラ
I

フ
エ
河
を
下
航
し
て
、、ハ
ル
ト
海
に
出
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
、、ハ 

>

ト
海
交
易―

西
ド
ィ
':ッ
*.ブ
ラ

ン
ド
ル
-
の
塩
と
織
物
、：.

ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
.
7

.

ロ
シ
ア
の
魚.
と
毛
皮
の
交
換
を
主
要
な
も
のA

J

す

る

一

一

は

、

.
最
初
第
十
世
紀
' 

に
建
設
さ
れ
た
ド
イ
ツ
^

E

シ
ユ
レ
ー
ス
ゥ.

ィ
ヒ
，
を

経

由

し

て

：お
こ

.
な

わ

れ

：た 

.

.
が
、
東
ド
イ
ツ
驚
亦
強
力
に
開
始
さ
れ
て
以
来
は
、'
'欲
第
^

ト
ラ
丨
フH

.

河

リ

H

丨
ベ
ッ
ク
市
の
生
誕

経
由
で
東
方
海
上
に
出

る

経
路
が
多
く
と

ら

れ

る

よ
ぅ
に
な
マ

て

い
た
。
こ
と 

に
ア
ー

ド
ル
フ

伯

の

経

営

す

る

オ

.
ル

デ

ス

レ

ー

の
井
塩
は
ト

ラ

I

フ

.
エ
♦

罾

■を 

利
用
し
た
。
塩
が
商

品

と

し
て
有
す
る
重
要
性
を
か
え
り
み
た
だ
け
で
も
、
ト 

ラ
.
丨

フ

ュ
河
ロ
に
近
い
新
し
い
リ
ュ
ー
ぺ
ッ

ク

の

将
来
吵
発
展
は
約
束
さ
れ
て 

い
た
と
.い
っ
'
p

Jj
,
tv
0
‘

た
だ
し
東
^

へ

送

ら

れ

る

塩
は
オ
ル
デ

ス

レ

ー
産
の
も 

の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
0

ハ
ィ
ン
リ
ヒ
獅
子
公
の
支
配
下
に
あ

る

リ
ユ

I

ネ
ブ

(

4)

ル
タ
井
塩
も
大
量
取
引
さ
れ
た
。
し
か
し
同
地
か
ら
バ
ル
ド
ゥ
ィ
I

ク—

ア
ル
ト
レ
ン

ブ

.

ル
ク
.
.

(

.
の
"
ち
に
.ラ
ゥ
，エ.
.ン
.
ブ
ル
グy.

-
-
-
メ
.

1
ル
ゾ

-
-
-
ラ
ツ

ツ
エ
ブ
ル
ク—

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
.に

い

た

る

い

わ

ゆ

る「

塩
の
道」

に
お
い 

て
、
ラ
ッ
ツ
-

ブ
ル
ク
湖
に
発
す
る
ヮ
ー
ゲ
”
ー
ッ
ツ
河
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
 

至
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
"
は
こ
の
河
が
^

く
、
小
舟
し
か
航
行
で
き
な
か
っ
た
か 

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
タ
'の
塩
は
、.
第
十
四
世
紀
ま
で
は
ラ 

ッ
ツK

ブ
ル
ク
陸
路
を
車
楠
に
積
ん
で
北
上
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ 

て
、
そ
れ
だ
け
に
•アー

ド
ル
フ
砠
が
ヮ
グ
リ
ア
地
方
瘼
得
後
着
手
し
た
オ
ル
デ 

ス
レ
ー
塩
井
の
開
発
は
、
リ
ュ
I

ネ
ブ
ル
ク
塢
に
ど
ゲ

て
恐
る
べ
き
競
争
者
の 

出
現
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。

.

,'
.
: 

:

新
し
い
リ
エ
1

ベ
；ッ
ク
は
建
設
途
上
に
お
い
て
災
禍
に
見
舞
わ
九
た0

ア
I
 

ド
ル
フ
伯
は
こ
の
地
に
本
拠
を
構
免
る
に
当
っ
て
ア
ボ
ド
リ
1
ト
族
ー
一
ク
ロ
ブ 

.ト
侯
と
友
好
関
係
を
約
し
た
。
、.し
か
る
に

一
，一
四
七
年
ド
ィ
ツ
国
王
.コ
ン
ラー

 

ト1
H

世
が
。ハ
レ
：ス
：チ
ナ
へ
の
十
字
軍
違
征
を
企
て
だ
際
、
；ザ
ク
セ
ン
公
も
ま
た 

同
時
に
ゥ
.
^:

ン
ド
族
に
対
ず
る
十
字
軍
を
発
令
し
た
0

こ
：の
と
き
プ
ー
ド
.ル
フ 

伯
に
さ
き
.
の
^

約
遵
奉
を
申
入
れ
た
'
|
!
.ク
：：ロ
'/

ト
は
、
，封
生
ザ
ク
セ
ン
公
の
命

.

友 

<
七
5

:

)



合

に

よ

：？
て

こ

れ

に

^
諸

し

え

なu
s

に

対

し

て

，

反

抗

す

る

：に

'い
た
マ
た
^

. 

で
あ_
3̂
0e
こ
の
年
六
月 
一

i'

ク
ロ
：ッ
ト
の
軍
は
ト
ヲ
ー
フ
,-
を
渡
河
し
て
リ
r

. 

ベ
ッ
ク
に
侵
入
し
、
：三
0
0
余

名

の

隻

を

殺
-1
;
' :
南
端
の
港
芯
あ
ヮ
た
商
船
:

を
焼
い
'た
と
伝
え
^ :
。

し

か

し

一

一

日

に

.
わ
た
る
ブ.
ル.
フ
攻
囲
に
対
し
て
は
、
よ 

く
こ.
れ
を
支
え
る
こ
と
が.
で
き
た
の
で.
あ
っ.
た
。..

:

こ
め製

！！

の

の

ち

：
ア

ー

•
ド

ル

フ
伯
は
、

リ
ユ
I

ベ
ッ
ク
の
新
建
設
に
力
を
注 

い
だ
o
;
破

壊

さ

れ

た

商

人

聚

落

の

教

会

も
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
司

教

ヴィ
ツ
エ 

リ
ン
に
よ
.
っ
て.
再
建
さ
れ
た
0
:そ
し
て
こ
の
教
会
に
接
し.
て
、
.

商
人
聚
落
を
貫. 

通
す
る
街
路
上
に
露
天
市
場
が
開
か.
M
、
そ
の
市
場
交
易
な
か
ん
ず
く
食
料
品 

取
引
は
、
：南
端
お
よ
び
西
側.
の
河
港
に.
お
け
る
商
取
引
と
な
ら.
ん-
で
、

日

ま

し
■
 

に
盛
ん
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
.:
0

'

.

,

し
か
る
に
リ
ユー

ベ
ッ
ク
の
景

況

は

、

ア

ー

ド
ル
フ
伯
の
封
主
ハ
イ
ン
リ
ヒ 

獅
子
公
の
嫉
視
を
招
い
た
、
け
だ
し
そ
れ
は
す
で
に
触
れ
た
よ
ぅ
に
、.
獅

子

公

I 

の
支
配
す
る
ザ
ク
セ
ン
都
市
バ
ル
ド
ウ
ィ
ー
ク
を
凌
駕
す
る
勢
い
を
示
し
た
か 

ら
で
あ
り
、
_さ
ら
に
リ
ユ
ー
ネ
ブ
ル
ク
井
塩
の
収
入
を
激
減
さ
せ
た
か
ら
で
あ

C

9)

.

. 

.

.

-

る
。
こ
こ
に
獅
子
公
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
一
一
五
六
年
オ
ル
デ
ス
レ
ー
の
塩 

井
を
埋
續
前
者
に
つ.
い
て
は
翌
?

一
年
リ
ユ
し〈

ッ
ク
の
住
民
に
対
外
交
易 

を
禁
止
し
わ
ず
か.
に
食
料
品
の
取
引
を
許
す
と.
い

ぅ

強

庄

的

措

置

を

.と
る
に
い 

た
っ
た
。

.

'

 

‘

.

か
く
て
そ
；の
経
済
力
の
根
拠
を
奪
わ
れ
た
リ
ユ
ー
ベ
ッ
ク
住
民
は
、
困
惑
の 

ぅ
ち
に
追
い
や
ら
れ
た
。
た
だ
こ
の
窮
状
を
わ
ず
か
に
救
っ
た
も
.
の
は
、
そ
の
，
 

後
間
も
な
く
気
鋭
の
ド
イ
ツ
商
人
を
新
た
に
迎
え
い
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
す

ノ
，
■六
”(

七
五
土)

处

わ

ち

そ

れ

ま

で

^

^

の

ド

イ

ッ

辺

境

の

重

要

市

場

で

あ

っ

た

シ

 

'
レ
ー

ス
ゥ 

ィ.
ヒ.
市
に
ぉ
ぃ
て
は
、
へ
ハ
：イ
ン
リ
上
獅
子
炎
と)

ァ
ン.
：
.
マ
I
ク
王
ス
ヴ
エ
ン
三
世 

と
0
争
い
の
<

^
を
受
げ
て
、
商
取
引
の
遂
行
は
不
可
能
に
な
っ
た
。
こ
こ
に 

一..
'一：五
六
年
同
市
の
ド
イ
ツ
商
人
は
大
挙
リ
ユ.
！
ベ
：
ッ
ク

に

移

住

し
、

ト

ラ

I 

フ
エ
河
：に
臨
む
西
南
部
の
丘.
'上
に
聚
落
を
構
え
、'
こ>

」

に
も
新
た
に
教
会
を
建 

て

た

の

で

あ

ゴ

。

こ

め

地

区

^ '

教.
会
名
に
ち.
な
ん
で
'。へ
ト
リ
在
と
称
す
る
。
彼 

ら
は
概
ね
ゥ
土
ス
ト
フ
；ァ
！
レ
ン
出
身
者
で
あ
っ
た
と
い
ぅ
。
彼
ら
が
リ
ユ
I 

ベ
ッ
ク
南
部
の
聚
落
，に
加
入
せ
ず
、：

西
部
に
新
聚
落
を
設
け
た
理
由
は
さ
だ
か 

で
な
い
が
、.
ト

ラ

ー

フ

土

河

の

舟

運

，
の

発

展

性

に

着

目

し

た

こ

と

は

容

易

に

推 

察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ.
ル
ト
海
に
注
ぐ
シ
ユ
ラ
イ
河
に
沿.
っ
た
、ソ
ユ
レ
ー 

ス
：ゥ
ィ
ヒ
市
に
お
け
る
彼
ら
の
体^

4
、

聚
落
地
点
の
決
定
に
あ
ず
か
っ
て
力 

あ
っ
た
と
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
る
ぅ
。
 

*

■

し
か
1 ,
新
鋭
分
子
兮
え.
て
、.

リ
ユ
ー
べ
>
ク
が
経
済
的
不
振
の
境
地
か
ら
た 

ち
な.
お
る
暇
は
な
か
っ
た
。
，翌
ニ
五
七
年
、
^
禍
は
さ
ら
に
重
な
っ
た
。
こ 

の
年
の
：火
災
に
ょ
？
て
南
部.V

西
部
の
商
人
聚
落
は
ほ
と
ん
ど
全
燁
の
薆
目
に 

あ
っ
た
の
で
あ
ぜ
。
こ
れ
ら
か
ら
離
れ
た
地
点
.に
あ
る
ブ
ル
ク
地
帯
に
は
損
害 

は
な
か
っ
た
が
、•
住
民
が
労
力
と
'費
用
と
を
投
じ
て
築
き
あ
げ
た
聚
落
は
大
部 

分
灰
燼
と
化
し.
た
の
で
あ
ク
た
。
こ
こ
に
ホ
ー
ル
シ
タ
イ
ン
伯
の
支
配
下
に
構 

築
さ
れ
た
最
初
の
ド
イ
ツ
人
聚
落
リ
ユ
ー
べ
ッ
ク
は
、
そ
の
十
五
年
の
短
い
歴 

史
に
終
止
譜
を
村
ち
た
の
で
あ
る
。. 

.

.

.
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リ
ュ
I

ベ
ッ
ク
市
の
.生
誕

:

^

逼
迫.
状
態
に
追
v>
や
^
れ
た
u

ュ.
丨
べ
ュ
ッ>

住
民
に
対
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
公 

の
高
压
的
應
度
：は
ゆ
る
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
か
っ
た
。
商
取
引
は
制
限
さ
れ
、
 

，塩
取
引
^

ま
た
沈
激
^

て
：い

:̂
"
彼
ら
は
ハ
ィ
ン
';
'

ヒ
獅
子
公
の
意
志
：に
逆
っ 

て
、.
焼
跡
に.
聚
落
を
復
興
す
る
こ
と
は
望
み
な
し
と
し
た
。

こ
こ
に

ら̂
は
公 

に
屈
す
る」

の.
や
む
か
き
に
，い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
ァ
ー
ド
ル
フ
伯
の
保
護
か
ら 

離
れ
：て
、
他
に
聚
落
設
定
地
の
指
示
を
請
っ
^

の.
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
ィ
ゾ
リ 

.
ヒ
公
に
と
っ
て
、.=

v「

ュ
.
I•ベ
.-/
•
ク

住

民

を

そ

の

支

配

勢

カ

下

に

置

く

好

機

会

で 

あ

？
た
o 
.
こ
の.
と
き
指
定
さ
水
た
箇
所
が
ど
こ
で
あ
る
か
、
'.
こ
れ
を
芷
確
に
偯 

え
る
資
料
は
い
ま.
だ

お

発

見

さ

れ

て

い

が

い

が

、

ヮ

ー

ヶ

.
一
一
：
ッ

ッ

河

の

|1
流
の 

へ
ー
ル
ン
ブ
ル
ク
::-
0
5
(1
>
1
1
1
1
ゲ
8
^
1,

M
e
c
k

l.
)

村
の
近
傍
と
措
定
さ
れ
て
い 

る
。
こ
こ
は
ラ
ッ
ツ
エ
ブ
ル
，ク
伯
領
で
あ
り
、
こ
こ
に
営
ま
れ
た
新
聚
落
は
、
 

公

：に

ち

な

ん

で

レ
ー .
ヴ_
土
.
ン
ゝ
シ
ター■
ッ
ト

.9
e

w
e

n
sta

d
,  

L

orw
e
n

sta
d

t)

と

名

付

け|

0
:

;:
へ

■こ
の
地
に
居
住
す
る
ど
と
：は
、

ハ
ィ
：ヴ
リ
ヒ
公
：の
権
カ
を
背
景
に
諸
般
の
利 

益

を

享

受

し

ぅ

る

所

以

と

：は
：い
え
、

し

か

し

こ

こ

：
は

都

市

聚

落

と

し

て

め

逾

桦 

で
は
な
か
っ
た
。
!7

へ
ー
ヶ
：
一
フ

ッ
：：

ッ

河

に

沿
.
*?
.
て

い

て%-
、
ど
'れ

に

ょ

る

聚

落

防 

衛

は

期

待

し

え
.
尤
.
；
か
；
つ

こ

の

河

は

^

^
の
：航

行

が

可

熊

で

較

る

に

す

ぎ

ず

、 

商

取

則

か

盛

行

は

肇

み

^
な

い

ャ

し

だ

が
^

て

レ

ー

ヴ

：
ェ
ン
；シ
；タ

ッ

ト

は

、

獅 

子

公

の

期

待

に

：そ

む

い

V
、

：
発

展

し

な

か

，
っ
，た

。

こ
：

.
こ

に

お

い

て

ハ

ィ

ン

リ

.
ヒ 

公

は

ァー

ド
4

フ.
伯

に

对

し

て

焼

跡

地

リ

：

rr

丨
べ
ッ.
ク
の
譲
渡
を
迫
つ
た
。
■数

，
七
:
s

i

)

.



n

H

i

.

.回
の
折
衝
の
の
ち
、
伯
七
ま
た
そ
の
強
カ
众
封
主
の
压
カ
に
屈
し
て
'

-y
k
 —

 

ベ
.

ッ
ク
に
お
け
る
レ
ガ
リ
ア
.
の
収
入
な
ら
び
.に
：フ
エ
...ル
ド
マ
ル
ク
に
つ
い
て
の 

権

利

を

ハ

，
や

ン

リ

ヒ

，
公

に

'売
却
す
る
：こ
と
と
し
、
'

こ
こ
に
リ
ユ
I

ベ
ッ
ク
の
土 

也

は

；
ア
r

K'
:
ル

；
フ

伯

の

手

を

_

:

て、し
：：

ハ
<

ゾ
；
：
：
认

：
：
ヒ

公

の

^

^

す

る

：
ど

ご

，
ろ
 

ノ
な
ス
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

一

一

‘

五
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
年
た
ら
ず
で
、

レ
I

ヴ
ヱ
ン
シ
タ
ッ
ト
の
住
民
は
ふ
た
允
び
リ
ユ
I

べ
ッ 

ク
0

地
に
1

し
た
。
そ
し
て
翌
五
九
年
に
か
けV

、
.：

ザ
ク
セ
ン
公
ハ
イ
シ
リ 

ヒ
を
都
市
領
主
_と
：し
ズ
い
た
だ
く
,
リ
ユ
'
>|
'

べ
ッ
ク
市
の
建
設
は
：.
ー
.
疮

完

了

し
 

■

た
。
；
た
だ
し
、
旧
リ
キ
ー
べ
ヴ

ク

を

も

含

め

て

第

一

T

一
次.に
当
る
こ
の
リ
ユ
I

ベ 

ッ
•
ダ
は
、
-

ホ
ー
ル
'
シ
タ
イ
シ
伯
舉
の
第

1
1

次
リ
ユ
.

丨
べ
ッ
：ク
と
同

1

敷
地
に 

建
設
さ
れ
た
の
で
は
あ
'
,っ

た

：
が

、
.
都

市

の

中
核
地

区

.
は変
っ.
て
い
た
。

.

ま

ず

そ

の

北

側

に

：、

.
都
®

主

乃

至

そ

の

代

理

者

が

居

住

す

る

ブ

ル

タ

：が

存

：
 

し
た
こ
と
は
、.
従
前
と
変
り
は
な.
い.
0
相
違
す
る
第
1
点
は
、
こ
の
ブ
'
ク
.丨
の 

丘
の
中
央
部
の
ブ
士
林
が
き
り
ひ
ら
が
れ
て
市
場
広
場
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
周 

辺
に
市
民
の
家
屋
が
^

^
さ
れ
た
こ
と
：で
あ
る
。
こ
の
中
央
部
が
市
場
と
し
て 

選
定
さ
れ
た
の
は
、
種
々
の
理
由
が
あ

っ

た

ろ

ぅ

。

'第
二
次
リ

ユ.
丨

べ

；

ッ
ク
末 

期
に
お
け
る
ぺ
ト
リ
左
の
：聚
落
に
接
す
る
地
点
で
あ
る
こ
と
、
西
側
の
.ト
ラ
ー 

フ
工

河
港
と
：の
連
絡
に
良
好
な
地
点
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
西
岸
か
ら
.渡 

河
す
れ
ば
ホー

ル
シ
タ

イ
.

ン
、
‘
ヮ

グ

リ

ア

地

方

へ

の

陸

路

連

絡

が

容

易

で

あ

る 

こ
と
等

は

、

建
設
者
を
決
意
さ
せ
た
条
件
で
あ
っ

た

と

い
？
て

ょ

い
。
- 

こ
の
発
意
が
誰
か
ら
で
た
か
。
都
市
領
主
：ハ
イ

ン

リ

ヒ

公
.で
あ
っ

た

か

、

こ 

こ
に
定
着
し
た
市
民
®

で
あ
；っ
た
か
ぼ

、

先
年
来
論
争
さ
れ
た
と
こ
ろ

で

あ

る

:

A'
.

バ
七
古
四)

:
1デ
い
ず
'>
-
.
.
&
^

ゆ
触
れ
な
>̂
0

:た
だ
&
:办
市
場
が
，
.
1
:
-
}
&

を

南

北

に

並

行

し

.： 

て
縦
貫.す
る

：.

一

*
の
.生
要

街

辂

の

：中

間

：に

設

け

ら

れ

て

涂

り

、

と

め

並

行

道

路 

の
中
間
：に#
場
を
設
置
ず
る

.0
は
西
广
ィ
ツ
办
古
い
都
市
に
典
型
的
に
み
ら
れ 

る」

>;
"
^
ぬ̂
第
ー
1次
リ

-;
丨
べ
ッ
グ
建
設
に
擦
し
て
.募
ら

れ

た

住

民

%

、

シ
：H

'---

レ
：I
ス
ウ
：■ィ
11.
市
か
^-
の
移
住
者
も
へ
，と
も
に

.
西
ド
イ
ツ.
出
身
渚
が
多
く
、
 

か(

つ
、
そ

の

勞

：お

ょ

说

家

糌

の

点

か

ら

リ

：
ユ
丨
バ
：
ゲ

ク
市
民
：の

慕

層

钇

形

成

'. 

し

て

い

：
た
こ
：

^

^
5

」

に
蘑
げ:
て
、
も
っ
.
て

都

市

靈

、の

.
事

業

は

、

町

役

人

的 

な

少

数

首

服

市

禺

か

団

体

'に
よ
；
っ
：
て

遂

行

さ

れ

た

.
の
で
あ
ゥ
、
そ
の
際
彼
ら
が 

故

地

：に

お

：
い

'て
知
見
ず
み
の_

が
大
き
く
作
用
し
：た
と
み
る
べ
き
も
<?

>

と
、
 

.
私
、は

考

え

て

い

る

こ

と

を

述

：べ

を

に

：

^
ど

：め
、る
。

ハ
，
ィ

ン

^

ヒ
獅
子
公
も
リ
ユ 

-

ベ
ッ
ク
市
建
設
に
づ
い
て
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
上
述
の 

経
緯
に
よ
っ.
て
明
ら
'か
で
：あ.
る
。

た
だ
1

そ
の
関
与
は
、
都
市
領
主
と
し
て
の 

資

格

に

お

い

，
て

の
.̂
の
で
あ
り
、
そ
の
際
リ
ユ
|
べ
ッ
.ク
市
ょ
り
微
収
し
ぅ
る 

と
期
待
さ.
れ
る
金
銭
収
入
に
つ_
い
て
関
心
を
'ょ
贫
た
こ
と..
は
否
み
え
な
い
。
こ 

，
の

意

味

で

公

ば

そ

の

利

益

I

い
わ
ゆ
る
財
庫
的
利
益
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
 

た
だ
実
際
問
題
と
し
て
、:-
公
ば
政
治
活
動
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
リ
ユ 

丨
，ペ
ッ
ク
市
建
設
途
上
の
具
体
的
諸
問
題
を
、
公
み
ず
か
ら
劃
策
し
そ
の
処
理

バ
6)

を
指
揮
す
る
が
ど
と
き
は
、'.
不
可
能
事
で.
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

, 
'
第
一
一
次
リ
.

ユ
ー
ベ
ッ
ク
と
の
相
違
点
の
第
二
は
、
右.
の
中
殳
⑶
の
市
場
的
発 

展
に
応
じ
て
、
南
部
の
旧
市
場
地
区
が
解
消
し
、
南
端
の
河
港
も
利
用
さ
れ
な 

く
な
っ
た
：
.
こ

と

で

あ

る

。

代

っ

て

こ

こ

は

宗

教

的

中

心

と

な

っ

た

.0
一
一
 

六
〇 

年
ハ
イ
ン
リ
ヒ
公
は
オ
ル
デX

ブ
ル
ク
司
教
領
の
本
拠
を
こ
こ
に
移
し
た
。
当

初
は
小
さ
な
木
造
の
聖
堂
が
建
て
ら
れ
た
が
、

一
一
七
三
年
に
い
た
り
壮
麗
な 

本
山
聖
堂
に
改
築
さ
れ
.た
。

ハ.
イ
ソ
リ
ヒ
公
は
都
市
領
主
と
し
て
、
こ
の
地
区 

を
f

行
政
か
ら
独
立
し
た
イ
ン
ム
-

テ
I

ト
地
E

に
指
定
し
た
。
か
く
て
リ 

ュ
ー
ベ
ッ
ク
m

は
' 

そ
の
西
南
部
に
聖
ぺ
ト
ド
教
ム
1

、
中
央
の
市
場
地
区
に 

聖
.
マ
リ
ア
教
会
堂
パ
東
部
に
聖
ヨ
ハ
ニ
ス
ま
員
ぽ(

一
一
七
七
年
建
立)

、
そ
し
i 

て
こ

の
南
部
に
本
山
聖
堂
を
備
え
る
こ
..と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
の
ち

一一
八
0

年
に
い
た
り
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
公
は
皇
帝
フ
リ
I

ト
リ
ヒ
- 

ー
 
世
に
ょ
マ
て
国
外
追
放
を
宣
告
さ
れ
た
。
■
そ
れ
は
、
公
が
イ
タ
リ
ア
遠
征
に 

お
い
て
皇
帝
に
対
し
て
封
舀
の
義
務
：を
つ
く
さ
な
か
.つ
た
こ
と
を
理
由
と
し 

.
た
"

翌
八
ー
年
リ
ュ
ー
べ
ッ
.
ク
は
皇
帝
軍
の
入
城
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、.
.公
.は 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
逃
れ
た
。
.ご
と
に
ヴ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
ザ
ク
ヤ
ゾ
公
の
保
護
を 

離
れ
て
ド
イ
ツ
国
王
直
轄
の
都
市
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
支
配
関
係
は
一
一
o
 

一年
ま
で
う
づ
い
た
？

し
が
も
ご
の
間
デ
ン
マ
|

ク
：勢
カ
ば
南
下
し
て
ド
イ
ツ
北
境
を
侵
1>

、
.リ
夂 

丨
べ
ッ
ク
市
も
ま
た
デ
ン
マ
彳
ク
の

支
.配
下
に
お
が
れ
る
に
い
た
づ
た

(

一
ニ 

〇
—*
.

年)

。爾
後
ー
3 .
5 :

年
に
い
た
る
ま
で
、'.
:

そ
の
光
部
のv

ル
ク
：に
は
、
デ 

:v

マ
I

ク
人
.の
領
王
が
駐
在
し
た
。
.し

が

じ

-
の
外
国
人
支
配
に
も
か
か
わ
ら 

ず
、
，.
リ
:-

丨
べ
ッ
ク
の
沛
勢
霞
は
な
ん
ら
阻
碍
ざ
れ
る
ど
こ
ろ
な
か
つ
允
..
0

'. 

.
む
し
ろ
外
観
、
内
実
と
も
に
，

こ
の
時
代
に
か
え
つ
て
一
層
整
備
さ
れ
允
と
I'

.つ
て
ょ
い
。
そ
の
.

一
例
と
.
し

て

、

同

市

の

囲

壁

は

最

初

土

塁

を

も

？

た

^

^

さ
 

れ
た
の
で
あ
っ
た
が
.(

ー
—-

八

一

年

)

、

-'
ご
- .

七
¥ :
に

デ

ジ

へ

マ

ー

ク

王

ゥ

ル
 

デ
：マ
丨
ル
ニ
世
に
^ .
'■
?

て
ブ
ル
ク
の
周
辺
か
ら
煉
瓦
；の
そ
れ
に
改
め
ら
れ
て
い

.,

リ
ユー

ベ
ッ
ク
市
の
生
誕
.
，

'-

っ
幻
。
ま
た 

一
ニ
Q

一
 

年
五
月
十
二
日
附
の
文
書一

.
こ

れ

は

、ゾ
ャ
ゥH

ン
ブ 

ル
ク
伯
ア
ー
ド
ル
フ
ー
一
一
世
が
，
リ

H

丨
ベ
ッ
ク
の
聖
ョ
ハ
ニ
ス
修
道
院
に
、
キ
ユ 

!
ル
ス
ト
ル
フ
村
を一

六
ニ
銀
：マ
ル
ク
で
売
却
し
た
こ
と
を
、
リ
ユ
丨
ベ
ッ
ク 

..
司
教
テ
オ
ド
リ
>

^

^
認

し

た

文

書

で

あ

る

—

に

は

市

民

側

の

証

人

と

し

て 

c

'on
su

le
s  

L
u

b
ic

e
n

se
s

.
数
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
リ
ユ
ー
ベ
ッ
ク
市
会 

■
議
員
の
語
が
資
料
に
現
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
と
き
を
も
っ
て
初
見
と
す
る
が
、
 

同
市
の
市
会
制
度
は.
こ
の
と
き
に
新
設
さ
れ
た.
の
で
は
な
く
、
そ
の
設
置
は
こ 

の
日.
附
以
前
と.
な
す
べ
き.
で.
あ
ろ
、ゥ
。
こ.
の
時
期
に
は
デ
ン
マ
|
ク
入
の
^
ホ 

領
主
乃
至
そ
の
代
理
者
が
市
政
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
リ
ユ
 

丨
ベ
ッ
ク
市
民

.
の
実
勢
力
は
延
び
て
、
.そ
の
自
治
の
第
一
階
梯
に
到
達
し
て
い 

た
の
，で
^

-?
た
。

T

 
ニ 
ニ
：三.
年
以
来
の
シ
'
ユ' 
エ
1
リ

シ

伯

ハ

イ

ン

リ

ヒ

を

中

.^
と
す
る
デ
ン
マ 

丨
ク
支
S3
離
脱
運
動
ぱ
着
々
効
を
奏
し
、'  
二.
五

年

に

は

ヮ

ル

デ

：マ
！

ル
王
.も

捕 

虜

と

な>

た

。:
リ
-
:
丨
べ
、
ァ
ク
北

端

の
ブ

ル

：
ク

.%
明

け

渡

さ

れ

た

。
-:
そ

し

て

翠 

1

1
六
年
同
市
は
皇
帝
7 ;
;

リ

ー

ト

リ

：
ヒ

1
ー
世
に
ょ
っ
て
、
：
皇
帝
直
餹
の
帝
国
自
由 

.
都
市
た
る
馨
を
与
え.
ら
れ
た
の
で
V

を

。
：
爾

後

リ

；
ユ
ー
ベ

'
ッ
ク
市
は
、
-'
バ
ル 

ト
海
地
域
に
お
け
る
ド
イ
ッ
都
市
の
精
華
と
し
て
発
展
を.
つ
，
づ

け

る

：
の

'
で

あ

.
っ 

/
た
\°
:'
ハ

■■-

.

シ

.

-

-

■..
:
-

て
：
 

.

.

.

.
,

,

.
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V' .

.

.
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(
2) 

Winterfeld, 
a
.
a
.
p

s.

'̂4,
(

3)
故
レ

ー
リ
ヒ

教
授
は
、
リ
ラ
！
ベ
：ッ
ク
市
の
建
設
な
か
ん
ず
べ
中
央
部 

の

そ

れ

は

、
市

玛

層

の

手

に

な

..っ

た

と

し
.、
.
'こ
の
市
場
聚
落
の
設
置

'を
も
：.っ
 

.て
、
リ
ュ

I
ベ
ッ
ク
市
に

.お
け

る

最

も

特

筆

，す

べ

き

ド

ィ

ッ

市

民

層

の

創

造

.

的
功
績
：で
.あ
っ
た
と
す
る
。
.

.

ぞ
し
て
都
市
建
設
請
負
者
組
合
が
、
宗
教
団
体 

の
利
用
'
に
肖
て
ら
れ
た
場
所
を
除
；い
て 
>.

同
市
全
域
の
土
地
分
轭
を
お
こ
な 

.
っ
た
と
い
.

.

.

ぅ
.
'
O
B
M
ci
-
z 

Ro:
r
i
g
, 

.
H
a
n
s
i
s
c
H
e

 

.
B
e
i
t
r

pfl
t
g
e
N
u
x

 

d
e
u
t
s
-

 

c
h
e
n

 

w
i
r
t
s
c
i
l
f
t
s
g
e
s
c
M
c
h
t
e
.
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B
r
e
s
l
a
u
.

 

1
9
2
S
.

 

S
，
4
1
,
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5
4
,

5
5
0
。

こ
れ
匕
反
対
す
る
筆
頭
考
は

■
'
フ
ォ
ン

•
ゥ

ダ

r
'女
史
：で
.あ
マ 

て
、
リ
ュ
ー

'ベ
.ッ
''ク
は

-:
四
■名
の
請
負
者
組
合
に
ょ
.マ
て
建
設
さ
れ
た
の
で 

は
な
く
、

ハ
.ィ

-y
リ
.ヒ
獅
子
公
を

'も
っ
て
同
市
の
本
來
の
齋
設
#
と
み
る
べ 

き
で
あ
る
と
主
張
す
る

(
w
i
n
t
e
r
f
e
l
d
,
:
a
.
a
.
p

 S. 
4
2
1
'
422, 

4
6
0
0
0 

女

史

は

最

近

公

刊

さ

れ

た

論

稿

に

お

；
い
：弋

.も
、へ>
丨
リ
ヒ
瓦
対
論
を
依
然
強 

く 
展
開

■さ
れ

.て

.い
：.：る
.
.
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w
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d
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s
e
e
r
a
u
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1

0

c

七
五
六
>

.

,

(

5

°

ブ
ラ
ー
：-
.
ツ
ツ
教
授
は
近
著
に
お
い
て
つ
ぎ
の
ご
.
と
く
の
ベ
て
い
る
。

「

公

.
，
の

敷

機

は

、

多

V

CD

人
々
の
い
う
よ
ゲ
に
、I
過
度
の
食
欲
に
あ
る
の
で 

:

.

も
.な
く
、
'：
ま
た
他
の
人
.
々
；の
考
え
た
よ
う
に
、i

钱
的
利
得
を
断
念
し
だ
利 

他
的
精
神
に
ぁ
る
0

で
も
な
い
0

彼
は
、
西
ド
イ
ッ
諸
都
市
の
経
済
的
大
進 

:

歩
を
.
も
っ
て
そ
の
自
由
な
制
.度
に
発
す
る
と
み
、

こ
の
成
果
を
彼
の
植
民
地 

.

方
に
役
立
た
せ
よ
う
と
し
た
0

か
く
て
彼
は
、
ン
自
由
な
権
利
を
赋
与
し
、
も 

-

て
リ
.：

ユ
！
ベ
.ツ
ク
に
お
い
て
バ
ル

' 
ト
海
貿
易
の
大
繁
栄
.を
ひ
き
だ
さ
ん
が 

:

た
め
^

、
西
ド
イ
ツ
セ
発
達
し
た
勢
力
を
解
放
し
た
のy

あ
る0

:.
ご
こ
に
偉 

■

大
な
公：

の
世
界
的
意
義
が
あ
る
？

こ
：れ
が
と
.
と
の
政
治
的
侧
面
で
あ
る
。
つ
 

•■
.
:'

い

で

経
. ^

的
に
は
、
; K

イ
タ
商
人
は
'
ハ
..ル
ト
海
を
ド
イ
ツ
経
済
地
域
の
な
か 

,.

に
編
み
こ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

」
(
p
l
a
n
i
t
z
,
.

 

a
.
a
.

p.s
.
1
4
s

?
v
 

r 

■:

?

>

マ
リ
ア
教
会
堂
が
資
料
に
初

_見
す
る
の
は

'
.

T

一
七
〇
年
で
あ
る
。
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co-
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Chroniken, 

a
.
a
o
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Forschungeru
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(

11) 
U
B
'
M
t
L
.
w
d
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l，Nr. 9.

十
九
世
紀
後

#-
に
お
け
夸
ィ

¥
リ
ス
寶
本
主
寒

^̂
^̂

.

.v 

'

.のM

貌

A
劳
働
細
合
運
動
の

^
餐
：
 (

そ
の
■ニ)

'

■'

——

労
働
者
階
級
と
政
治
運
動
、

と
く
£

八
六
セ
年
の
' 
. 

V 

第
二
次
選
挙
法
改
正
の
意
義
に
つ
い
て
1

ン

-

.
:
..
h

■

■

'

. 

'

.

:
.:
. 

' 

- V
.

 

.
 

.. 

;

:

/

'

:

-

-

 

' 
.

'
■

，

::；

■.

:

.

,鼎

.

! 

.

一
' 

. 

■ 
■

一
、
.
一
八
四
八
年
以
歡
の
チ
ャ

I

チ
ス
ト
蓮

動
と
国

際

主

義

.
資
間
の
対
立
の
緩
和
ハ
両
者
の
妥
協
苟
合
|

労

働

|

^

徽

の

±:
'

層
部
が
植
民

，
 

-

同
胞
民
主
協
会
の
役
割
I

 

:

:
 

地
を
媒
介
と
す
る
超
過
利
聘
の
わ
け
ま
ん
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
--

の 

.

ニ
、
政
治
的
改
革
運
.働
の
軏
興
.
：
 

.反
於
に
ほ
か
な
髟
が
っ
た
。：「

八
五
〇
年
代
か
ら
一
八
八
〇
年
代
霁
い
た
.る 

三
、

一
八
六
七
年
の
第
一
一
次
選
挙
法
改
正
の
意
義 

三
〇
年
間
、
ジ
.ャ
ン
.タ
に
よ
.
っ
て
指
導
さ
れ
た
、M

組
合
は
、

一
方
に
' 

お
い
て

そ
の
巧
妙
な
政
治
的
如
：̂

わ
に
よ
？
て
.霧
上
の
も
ろ
も
ろ
の
権
利
を
摟
得 

.一

, 

_ 

. 

:
し
、
：他
方
そ
.
の
：豊

裏

沢

な

資

金

：を
も
っ
て
労
働
条
件
の
改
善
に
努
力
す
る
と 

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
，、
十
九
世
紀
後
半
の
英
国
に
お
.い
て
、：：労

働

組

合

運

動

と

も

に

、..労
働
組
令
の
合
法
的
な
地
位
を
確
立
し
そ
の
基
礎
を
よ
り
鞏
固
に
す 

が
ど
' 
の
よ
う
な
変
貌
を
と
げ
.た
か
、

' 

そ
し
、て
そ
の
理
由
が
何
に
由
来
す
る
も
の
.

る
.の
に
成
功
し
た
の
で
あ
.っ
た
。
労
働
組
合
連
動
に
と
っ
て
忘
れ
る
こ
と
の
で 

で
あ
？
た
か
、
.

こ
の
^

に
つ
い
て
ほ
ぼ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
.(

第
五
.
十

一

き

な

.い
戦
闘
的
精
神
の
喪
失
や
、
と
も
す
れ
ば
組
ム
最
大
衆
か
ら
遊
離
し
よ
う 

卷
第
四
.
号
拙
稿
を
參
照)

。
す
な
わ
ち
.
一
八
五
o

年
代
以
後
に
现
立
し
た「

一

一

：

と
す
る
労
働
貴
族
的
な
政
策
は
、
労
働
組
合
を
も
っ
て
共
済
組
合
的
な
相
互
扶 

H

i

:•

モ
デ
ル」

の

篇

は

、
か
ん
た
ん
に
言
っ
てT

政
治
的
日
.和

見

主

義

と

助

機
»

に
.堕
落
せ
レ
め
_た
.
に
も
办
.，
か

智

ず

、

ま

た

そ

の

反

面

、

そ

の

柔

軟

性
 

労
働
運
動
に
お
け
る
機
会
主
義
の
見
事
な
結

^J.

と

し

て

特

徴

づ

け

ら

れ

る

の
.

に

富

む

戦

術

，

功

利

主

義

的

な

村

算

の

，上

.に
う
ち
樹
て
ら
れ
た
政
策
は
、
適
去 

で
あ
る
が
、
.
そ
れ
は
.ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
繁
栄
に
よ
マ
て
も
た
ら
さ
れ
た
労
.

.

の
戦
闘
的
労
働
組
合
主
義
が
、
容
易
に
獲
得
し
え
：な
か
っ
た
多
く
の
擋
利
を
、

.

十
九
世
紀
後
半
に
ぉ
け
る
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
変
.貌
と
労
働
組
合
運
動
の
‘，変
転
' 

:ー

ー

(

七
五
七)


