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則
に
包
摂
さ
る
ベ
き
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る(

ヮ
グ
ナ
ァ
が
歴
史
的
相
対
的 

な
も
の
だ
と
い
う
課
税
の
普
遍
，•
平
等
の
要
求
を
内
容
と
す
る
公
正
の
原
則
な 

る
も
の
は
、
.租
税
^

の̂
決
定
に
と
ら
で
の
-^
畠
で
あ
-っ
て
、
課
税
諸
原
則
の 

優
先
顺
位
の
問
題
に
な
ら
な
い)

。

そ
し
て
、

税
務
行
政
上
の
原
則
は
、
租
税. 

収
入
の
調
達
の
た
め
に
、
，' い
か
な
る
税
源
と
結
'び
つ
け
よ
ぅ
と
す
る
か
。
従
.っ 

て
い
か
な
る
形
態
の
租
税(
税
種)

'を
通
じV

結
び
つ
け
よ
ぅ
と
す
'る
か
、
.そ 

の
税
源
と
税
種
の
選
択
に
よ
っ
て
租
㈣

m
収
に
於
け
る
_
牲
を
最
少
な
ら
し
め 

よ
.

TV

と
す
る
技
術
的
条
件
を
示
し
て
い
る
も
の
と
藤
釈
す
る
よ
ぅ
に
な
：-
た
。

大
正
年
代
末
.か
ら
昭
和
年
代
始
期
に
か
け
て
、
先
進
諸
学
者
の
著
作
に
よ
っ 

て
教
え
ら
れ
て
行
っ
た
過
私
に
於
て
生
じ
た
疑
問
は
、
，こ
と
に
提
示
し
た
三
つ 

の
課
題
の
み
で
は
な
い
。
な
お
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
っ
た
。
：
し
か
し
、
と
の 

三
.つ
の
課
題
で
十
'ら
も

,
一
 
九
五
〇
年
代
の
財
政
学
に
於
て
完
全
に
理
解
さ
れ 

て
い
る
と
は
断
言
し
揭
な
い
。

. 

:

:

五
、

ヶ
ィ
ン
ズ
理
論
導
入
の
径
路
に
つ
い
て

昭
擊
代
始
期
の
前
記
の
先
進
諸
学
者
の
著
作
に
続
い
て
、
一
九
三
〇
年
代 

後
期
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
財
政
学
書
で
、
特
に
私
が
興
味
を
. 

も
っ
て
読
ん
だ
の
は
、
安
藤
春
夫
著「

国
家
経
済
と
公
i

济」
c

昭
和
十
一 

年)

、

島
恭
彦
著
.「

近
仳
租
税
思
想
史」

(

昭
科
十
三
年)

、
青
木
得
三
•
山
ロ 

忠
夫
共
著「

国
家
経
済
と
国
民
経
済」

(

昭
和
十
六
年)

、
松
野
賢
吾
著「

租
税
，
 

転
嫁
論」

(

昭
和
十
八
年)

、
：
永

阳

淸

著「

現
代
財
政
学
の
理
論」

：

(

昭
和
十
二 

年)

ぉ
ょ
び「

財
政
学
の
展
開」

(

昭
和
十
七
5

な
ど
で
ぁ
ン
た
。
こ
れ
ら
の

.

 

一
四

.(

六
八
四)

’諸
著
作
の
う
ち
で
も
、
' 殊
.fc
安
藤
教
授
の
，公
債
負
担
転
嫁
論
、：

青
木
博
士
，
山 

ロ
教
授
の
国
家
経
費
：の
理
論
的
分
析
、：

松
野
教
授
CD
'
.租
^
®嫁
動
態
理
論
、
鳥 

教
授
の
近
世
初
期
に
於
け
る
英
仏
の
租
税
思
輝
の
発
展
な
ど
の
優
れ
.た
研
究
に 

ょ
っ
：て
教
え
ら
れ
る
所
が
多
か
っ
た
。
永
田
双
罾
は
：

「

財
政
の
本
質
は
配
© '
概 

•念
で
あ
る」

と
い
う(

財
政
学
の
展
開
、
'
一
一
頁
.

)

。

'.
.

•

こ
れ
ら
'の
i

日
に
提
示
さ
れ
て
い
る
課
題
は
、
.現
在
の
財
政
学
研
究
者
も
関
. 

心
：を
持
つ
ベ
き
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
財
政
学
の
前
提
段
，階
の
回
顧
と
し
て
特 

.に
記
し
て
置
.か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
こ
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の「

雇
用• 

利

子

*
貨
幣
のr

般
理
論」

CT.

九
三
六
年)

の
新
し
い
理
論
の
影
響
が
、
い
か 

な
る
径
路
を
通
じ
て
、
ぃ
か
な
る
形
態
で
、
日
本
の
財
政
学
に
最
も
早
く
現
わ 

れ
た
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の
諸
著
作
に
於
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の「

一
 

般
理
論」

お
ょ
び
ハ
ン
セ
ン
.の「

財
政
政
策
と
景
気
循
環」

ハ
ー
九
四
--
-年)

は 

引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
.が
、
ケ
イ
ンx

の

.

「

一
般
理
論」

を
採
り
入
れ 

て
い
る
ド
イ
ツ
の 

Z
a
c
h
m
a
n
n
,

 V
o
l
k
s wirtschaftliche Theorie des 

staatskredits(193s)

が
、
永
田
教
授
の「

財
政
学
の
展
開」

(

第
十
二
章
、

公
債
論
の
：1:1
つ
の
型)

に
引
用
さ
れ
て
い
る
,°
そ
こ
で
ケ
イ
ン
ズ
の「

j

於
理

論」

の
影
響
が
日
本
の
財
政
学
書
に
最
も
早
く
現
わ
れ
た
の
は
、

(

一

に

ケ
イ
ソ
ズ
か
ら
で
は
な
く
ま
た(

ーー)

.ハ
'ン
セ
ン
を
逋
じ
て
で
も
な
く
ご
ー
ー)

ド
イ

V

ツ
の
ツ
ァ
ハ
マ
ン
の
公
債
論
を
通
じ
.て
で
あ
っ
た
と

い

う

こ
と
に
な
る
。

(

昭
和
年
代
始
期
の
日
本
の
財
政
学
の
転
换
過
程
の
回
顧
に
つ
い
て
、
詳
し
く 

は
、
前
記
、
慶
応
義
塾
創
立
西
年
紀
念
論
文
集

「

日
本
に
於
け
る
経
济
学
の
西 

年
の
歩
み

」

下
巻
に
所
載
の
拙
槁
を
参
照
さ
れ
た
い

。)

L
i
b
e
r
i

 

h
o
m

i
n
e

s
,

 

c
e

n
t

e
n

a

 

e
t

 

c
e
n
t
e
n
a
r
l
u
s
.

十
九
世
紀
の
自
由
思
想
の
産
物
と
し
て
のH

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

の
古
典
理 

論
に
対
し
て
国
制
史
の
上
で
著
し
い
転
換
が
起
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
く
り
- 

か
え
し
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
ぅ
な
古
§
¥

説
批
判
の
契
機
と
な
.っ
た
ゲ 

ル
マ
ン
部
族
法
典
の
自
由
入(ingenu.us

丨der 

g
e
w

o:hnIiche 

Freie 

Oder V
o
l
i
f
r
e
i
e
)

か
ら
区
別
さ
れ
る
力
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
い
わ
ゆ
る
国
王 

尚

由

人(
K

o:n
i
g
s
f
r
e
i
e
n
)

に
つ
い
て
はliberi 

homines, 

franci, 

franci 

laargildi, 

a
r
i
m
a
n
n
i

 
等
の
名
称
で
ヵ
ロ 
リ
ン
グ
時 

代
の
勅
令(

capituiaria)

そ
の
他
の
記
録
に
屢
t
み
ぅ
け
ら
れ
る
。

し
か

.
 

し
之
等
の
自
由
人
は
い
わ
ゆ
る
王
料
地asci, 

F
i
s
k
a
u
a
n
d
)

の
み
で
な
く
、
 

ヵ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
国
王
都
市C

K

OIn
i
g
s
b
u
r
g
e
n
v

で

もm
e
r
c
a
t
o
r
e
s

 

regis 

(

固
王
商
人〕

と
し
で
国
王
の
庇
護(w

o:n
i
g
s
n
m
n
t
)

の
^-
と
で
、
 

M
u
n
t
m
a
r
m

 (
M
u
n
t
l
t
n
g
)

の
書
状
に
よ
る
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。、
国 

王
商
人
は
そ
の
よ
ぅ
な
庇
護
に
対
し
て
定
期
的
な
貢
納
を
国
庫
に
納
め
ね
ば
な

、
 

S

ら
な
か
っ
た
。
し
か
しb

u
r
g
u
s

 

(civitasv r
e
g
n
i
.

に
接
続
し
たB

e
r
— 

catoxes regis'

の
住
む
.

W
i
k

内
の
共
同
体(coniuratiov:

形
成
に
つ

L
l
b

tDri 
げ
0
.日 ines, 

c
e
n
t
e
n
a

.
 

ec+

>

-

宇

/

尾

.

野

■

久

'

.
 

■
, 

.

(

4)

い
て
は
力
ロ
リ
ン
グ
期
に
お
い
て
は
何
も
述
べ
得
な
い
。
之
等
の
国
王
商
人
は 

.

.
自

由人
と
し
.て
、
伯
ま
た
は
ヴ
’ィ
ク
伯
の
高
級
裁
判
に
服
し
て
い
た
。

A, Dopsch, 

H. D
a
l
m
e
&
a
u
e
r
,

 

"W. ScHesinger, F. stein- 

I
D
a
c
r
T
h
.

 Mayer, K; V
e
r
h
e
i
a

等
に
よ
つ
て
私
的
支
配
の
も
と
に
あ 

る H
v
e
u
l
r

へ

i 
と
区
別
さ
れ
た 2| げ

肖
|. homines (bargiHi, arimalmi) 

2-
取
初
の
条
件
と
み
な
'さ
れ
て
い
る
王
料
地
居
住
の
範
囲
は
、
若

しH. 

Planltz

が
正
し
い
と
す
る
と
そ
し
てm

e
rcatore

-wr
e
g
i
s

が

liberi 

homines.

の
広
義
の
力
'テ
ゴ
リ
I
に
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、
王
の

ourtis 

(
H
o
f
)

や
境
界
地
ま
た
は
開
璧
她
の
み
な
ら
ず
、
国
王
め
都
市
に
も
拡
大
さ 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
:

，

.
:

第

—一
に
右
の
条
件
が
成
立
す
る
と
«.D

a
n
n
e
n
b
a
u
e
r

が
ヵ
ロ
リ
ン
グ 

時
代
の
軍
制
に
関
連
し
て
扱
っ
た
ko
-
q

u
.h

o
m
i
n
e
s

 (
K

o:nigsfre

s*n
)

の 

.

史
的
意
義
ば
.
£こ
に
著
1,
い
制
約
を
被
ゐ
さ
と
に
な
ろ
ぅ
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら 

のm
e
r
c
a
t
o
r
e
s

 regi

w.-

ゆ

-—
*
般
に
軍
^

#仕
の
義
務
を
負
わ
ず
、
上
述
の 

.、定
期
貢
納
は
王
の
.保
護
特
権
に
対
す
.る
も
の
で
、
軍
役
免
除
の
対
価
で
は
な

-
一.
.五

，

(

六
八
五)

.



ば

も

っ
と
も
国

$
の
商
人
が
自
身
の
た
め
に
行
な
う
武
装
は
国
王
の
保
護
特 

權

(

国
内
の
取
引
の
自
由
、
自
出
移
住
拖
、
関
税
免
除》

の
.う
ち
に
含
ま
れ
て

従
っ
てH

.

 D
a
l
m
e
&
a
u
e
r

が
軍
政
丨
経
済
丨
王
権
の
線(Die Freieir 

i
m

 karoiingiscilen. 
H
e
e
r
)

で
把
握
し
J：
-う
と
し
た
国
王
.

E

由
人
の
経 

済
、
軍
政
上
の
機
能
ば
当
時
の
社
会
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
国
王
囟
甶
人
の 

史
的
個
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
充
分
条
件
.で
は
な
い
。

0

こ
の
ょ
う
な
研
究
上
の
間
隙
は
都
市
研
究
、
地
方
史
研
究
と
言
っ
た
研
究 

分
野
が
專
鬥
化
し
た
こ
と
の
必
然
的
な
欠
陥
か
ら
も
起
る
：こ
と
に
つ
い
て

‘
 

H
.

 D
a
n
n
e
n
b
a
u
e
r

自
身
之
を
指
摘
し
て
い
る

(
A
u
s

 

y
g
H
f
a
s
s

目gs- 

u
n
d

 L

 
目 desgeschlchte. B

d
.

1
.
M
.
6，

)
。

そ
こ
でH

b
e
r
i

 h
o
m
i
n
e
s

と

0
0
Ncatores r

e
g
i
s

の
厳
密
な
ニ
枚
の 

映
像
を
か
さ
ね
る
と
と
に
な
り
、
そ
の
共
通
項
を
消
去
し
な
が
ら
国
注
自
由
入 

の
特
異
な
点
を
と
り
出
す
と
結
局
国
王
自
由
人
の
裁
判
共
同
体
又
は
行
政
地
域 

共
同
体
の
面
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
Pそ
の
ょ
う
な
観
点
か
らl̂

eri h
omines, 

c
e
n
t
e
n
a

 et C
e
&
e
n
a
r
i
u
s

 

の
^

を̂
考
察
す
る
。

.一
、H

h
e
o
d
o
r

 M
a
y
e
r
,

 K

otn
i
g
t
a
m

 n
n
d

 G
e
m
e
i
n
-

 

freiiieit i
m

 frtihen M
i
t
t
e
l
a
i
t
e
r
.
.

一
九
四
三
年
に
発
表
さ
れ
た
右
の
論
文
に
お
い
てT

h
e
o
d
o
r

 M
a
y
e
r

は 

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

,

. 

一
 

ま
ず
人
民
の
政
治
組
織
と
し
て
の
国
家
と
人
民
の
蛾
簽
的
構
成
が
問
題
と
な

'

.

.
 

.
 r

六

.

(

六
八
六)

る
が
、
そ
の
よ
う
な
国
家
.と
国
制
の
相
互
作
用
が
み
.ら
れ
、
最
高
の
国
家
権
力 

•
と
広
巩
な
国
民
層
の
間
に
-1
-乂
配
権
を
も
自
ら
要
求
す
る
層
が
入
り
こ
み
、
そ
の 

:

た
め
に
封
建
的
な
国
家
秩
序
が
生
じ
た
。
そ
し
て
ま
た
管
轄
の
^
<
集
権
化
に 

辦
立
す
る
自
然
的
条
件
や
技
術
的
困
難
が
封
建
的
秩
序
の
形
成
を
助
長
す
る
。

’
そ
の
“よ
う
な
諸
困
難
の
克
服
が
国
家
に
組
織
さ
れ
た
民
族
的
な
カ
の
伸
張
に
決

定

的

な

役

割

裏

す

る
？

■.
'

:

先
に
問
題
と
し
た
人
民
の
等
族
的
構
成(

D
i
e
s
t
&
d
i
s
c
h
e

 G
l
i
e
d
e
r
u
m
g

 

des. v
o
l
k
e
s
l
A
r
K
k
s
)

に
つ
い
て
も
人
民
を
国
家
に
ひ
き
つ
け
、
人
民 

.
の
広
讽
な
層
に
自
由
を
与
え
、
国
家
と
人
民
の
間
に
わ
り
こ
ん
だ
中
間
_

つ
ま 

り
封
建
的
諸
勢
力
.(

豪
族)

か
ら
人
民
を
解
放
す
る
こ
と
が
国
制
上
の
中
心
問 

題
と
な
る
。V

注
中
世
後
期
に
お
け
る

ligeitas (Hg^sse) (iigius h
o
m
o
,

 i
i
g
i
u
m

.
h
o
m
a
g
i
u
m
)

の
原
现
が
こ
こ
で
最
杻
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向

.

は
自
出
を
媒
介
と

L
て
後
期
ラ
ン
ト
諸
侯
に
も
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
ゲ
ル
マ
ン
人
は
王
制
と
非
王
制
の
ニ
つ
の

形
を
ゎ
っ
て
い
る
。
し
か
し
民
族
移
動
や
戦
争
の
過
程
で
統
一
的
な
指
導
が
必

*

.要
と
な
っ
た
'。
.そ
の
よ
う
な
も
の
.ど
し
て
軍
人
王.(Heerk

OJn
i
g
e
)

と
そ
の 

'
従

士

団(Gefolgschaft
)

■が
形
成
さ
れ
る
0

こ
の
よ
う
な
軍
人
王

S

え 

ば
東
ゴ
ー
ト
の
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
大
王〕

は
一
部
族
民
の
み
で
な
く
種
々
な
部
族 

が
統
合
さ
れ
.た
軍
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
軍
の
成
員
は
王
と
の
対
人
的 

な
随
従
関
係.cein pers

o:nliches G
e
f
o
l
g
s
c
h
a
f
t
s
v
e
r
h
H
t
n
i
s
)

に
よ 

■
り
、
封
建
的
な
中
間
層
に
よ
つ
て
申
㈣
さ
れ
ず
ま
罾
壬
と
め
結
合
㈣
ぽ
に
入
っ

た
。
こ
の
場
合
，
<
0
1
^
ぐ
と
い
，っ
た
言
葉
は
も
と
も
と
0>xercitus 

(des 

.K
r
i
e
g
s
v
o
l
k
®

隊)

を
意
味
す
る
。

軍
に
所
厲
す
る
人
間
は
、
自
由
で
あ 

り
、
部
族
的
構
成
員
で
も
あ
る
。
軍
：へ
の
所
厲
>
国
民
へ
の
所
厲
、
王
べ
の
直 

■接
の
関
係
と
個
々
の
入
豸
の
自
自
は
相
互
に
相
双
吣
す
る
。
軍
隊
を
補
充
す
る 

た
め
に
ラ
ン
ゴ
パ
ル
ト
人
は
不H

曲
民
を
解
放
し
、
そ
の
.部
族
の
..出
身
で
.な
く 

と
も
，車
の
成
員
と
す
る
こ
と
に
よ
ザ
て
部
族
の
成
員
と
な
り
ま
た
由
由
な
ラ
ン 

へ
コ
パ
ル
ト
人
と
な
：っ
た
。
ご
の
よ
う
に
箪
隊
へ
の
所
属
に
よ
っ
.て
政
治
的
な
意
.
 

味
で
の
摘
民
へ
.の
震

が

.一
般
に
甚
礎
づ
け
ら
れ
た
。
.そ
ん
て
軍
人
は
一
般
国 

民
に
優
越
し
て
い
た
。
 

,

:

牐
々
人
の
法
的
地
位
は
た
と
え
排
他
的
で
な
く
と
も
王
へ
0
関
係
及
び
そ
れ 

と
同
時
に
主
が
あ
ら
わ
す
国
家
的
権
力
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
こ
.
 

の
よ
う
な
身
分
陳
係
は
人
命
金
.に
よ
う
て
表
現
さ
れ
る
が
、
た
と
え
ば
バ
ィ
エ 

■ル
ン
で
は
戦
仕
を
す
る
御
料
地
民

Qscalini)

は
^
^
自

Ef
e
民
へ
G
ô
e
H

)

.
 

の
人
命
金(

w
e
r
e
g
e
l
d
u
m
)

を
う
け
る
。
.し
た
が
っ
て
戦
争
奉
仕
は
明
ら
か 

に
伝
来
の
身
分
差
別
に
対
す
る
相
殺
的
，な
作
用
を
お
よ
ぼ
し
た
。
こ
の
よ
う
な 

辦
倩
か
ら
み
て
王
の
交
配
が
達
成
さ
れ
る
以
前
す
で
に
ゲ
ル
マ
ン
：亂
族
.の
社
会
：
 

制
度
は
家
父
長
的
貴
族
的
で
あ
り
、
’決
し
て
民
主
的
で
は
.な
か
っ
た
。
つ
ま
り 

そ
れ
は

一つ
の

_

^
.

の

％

_

 

(

部
族
社
会)

か
.ら
他
の
形
態
，

C

君
主
制)

•への 

移
行
を
示
し
ま
た
同
時
に
国
家
を
形
成
し
、
等
族
.を
構
成
す
る
王
の
力( ，，d

y
— 

n
a
m
i
c
:

 oder T
r
i
e
b
k
x
a
f
t
)

を
明
示
す
る
o

こ
う
い
う
亊
態
か
ら
，
s*g

e
n
u
u
s

と
い
つ
た
：
,，

Altfreiers 

(
R
e
r

 

v
o
l
l
f
r
e
i
e
r
)

に
対
し
てh

o
m
o

 

f
r
a
i
i
c
u
s

と

い

？
^
王

と

.の
'関
係
で

LiTD

CDri homines, c
e
p
t
e
n
a
e
t
o
e
n
t
o
n
a
r
i
T
I
S

i
n
g
e
n
u
u
s

 

(200 S
C
M
l
i
n
g
e
)

の
三
倍
の
人
命
金(600 s

c
h
i
l
b
g
e
y

が
支 

私
わ
れ
る
い
わ
ば
国
玉
自
由
人
.
.

C
K

o:nigsfreier
)

と
も
い
う
べ
き
人
々
が 

.部
族
法
...'

p
e
x
;

 C
h
a
m
a
w

P

.
 3..)

：.に
.あ
ら
.わ
れ
て
く
る
。

そ
：

の
：.

よ
芍
な
も
の
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
マ
ル
グ
の
ス
ぺ
イ
ン
か
ら
の
逃
亡
若 

h
o
s
t
o
l
e
n
s
e
s

お
.よ
.び
ラ

’ン
包
バ
ル
ト
のa

r
i
m
a
-
n
a
u
s

等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

-.hostolenses 

はその
軍
^

仕のために

 

h
o
s

'c+OIenses 

(Heerfahrt- 

m

f
 

e
r

出
征
者)

と
呼
ば
れ
、.
軍
肇
仕
の
外
に
国
境
の
哨
戒
や
貢
納
の
義 

務
を
負
い
、
直

接

伯(
c
o
m
e
s
)

.に
服
す
る
。
.し
か
し
伯
に
は
之
等
のhos
丨
 

:
tolenses:

を
自
分
のsi

的
の
た
め
に
使
用
し
た
り
、
，不
当
な
'貢
納
を
課
し
た 

り
す
る
こ
と
は
厳
重
に
禁
D
ら
れ
：て
い
る
。
之
等
の
人
々
は
広
義
の
玉
料
地 

(

未
墾
.地)

を
保
有
し
、
貢
納
義
務
を
負
い
、
軍
事
奉
仕
義
務
女
負
う
と
は
言 

え
、
.い
か
な
る
封
建
的
権
力
に
も
服
さ
ず
、
自
由
で
あ
り
、
そ
の
泡
由
は
典
型 

的
な
国
家
直
属
民
の
性
格
を
も
つ
。

.

arirQammw-'

も

.

hostolenses. 

(

<l>xercitales> 

と
同
じ
状
態
に
あ
る 

:が
、
'芏
_の
裁
郸
に
し
か
服
さ
ず
、
国
家
に
由
来
す
る
土
地
を
保
有
す
る
、が
：国
家 

.il
/
H
E
i
の
許
可
な

-L
y
.は
之
'を
移
譲
で
き
な
い
。
.

そ
の
.保
有
地
はariznaimia 

と
呼
ば
れ
、
ま
た
そ
こ
，か
ら
給
付
さ
れ
る
貢
納
も
同
じ
名
で
よ
ば
れ
た
。

オ
ッ
ト
-
大
帝
は
九
六
.七
年
に
一
般
.に
げ
6
^
日
3
1
1
1
1
1

と
呼
ぼ
九
る
自
由
人 

(liberi

げ
0
日
ぽ
0>
^

と
共
にR

o
m
a
g
n
a
a
l
o

ブ
ル
ダ
を
聖
ゼ
ノ
修
道
院
に 

与
.免
た
。
.こ
の
よ
う
な
私
的
な
領
王
権
の
も
と
に
移
行
し
たa

r
i
m
a
§

u
s

は

9

>

■■
■>
-

«
今
.ほ
と
ん
ど

1オ
0>
1
1玲
；1
1と
区
別
し
が
.た
い
。

•

こ
.の
' ar

i
m
a
m
i
u
s
.

の
起
源
に
つ
い
て
は
五
三
一
年

に

フ

ラ

'/
-

ク
人
が
チ
ゥ 

• 

-

一

七

(

六
八
七)



リ
ン
グ
人
と
戦
争
を
や
.？
た
時
フ
ラ
ン
ク
人
と
共
に
戦
お
う
と
し
た
ザ
ク
セ
シ 

人
に
土
地
所
有
を
約
束
し
、
近
隣
の
.ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
が
こ
れ
に
み
な
ら
う
こ 

と
か
ら
起
？
た
。

王
に
対
し
て
戦
争
随
従
関
係
に
立
っ
た
人
々
は
王
か
ら
土
地
所
有
を
許
-#
さ

.1 

れ
、，31

由
人
と
み
な
さ
れ
た
が
、
，
し
.か
し
古
い
原
自
由
人(die 

alten U
r
-

 

f
r
e
i
e
n
v

の
意
味
で
な
く
、
国
家
的
臣
従
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
自
_
の
意
味 

で
の
自
由
人
と
み
ら
れ
た
。
.
'

—.
九
四
三
年
に
'Erich Frhr. v. G

u
t
t
e
n
b
e
r
g

に
よ
っ
て

そ

の

基
本
テ 

丨
ゼ
に
は
つ
い
て
ゆ
け
な
い
と
否
定
的
な
論
評
を
う
け
た
到

.

g
o
E
e
g
J
^
g
e
H

.

は
、，，G

e
m
e
i
o
f
r
e
i
h
e
i
t

ご
と
言
っ
た
概
念
は
実
に
盛
一
期
中
世
以
前
に
も
ま 

ず
王
料
地
で
形
成
さ
れ
と
の
べ
て
い
る
。
-し
か
し
す
ベ
て
の
新
植
民
者
が
そ 

の
自
由
を
得
た
か
否
か
は
不
.
で
あ
り
、
之
等
の
人
々
.が
貴
族
や
都
市
ま
た
は
.
， 

教
会
の
私
的
支
配
の
も
と
に
移
っ
た
場
合
に
は
た
と
え
そ
の
権
利
や
義
務
に
変 

寅
が
な
く
と
も
そ
の
，，F
r
e
&
a
t

。
を
失
い
、
直
接
王
に
服
属
し
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
人
の
中
に
国
王
直
臣
が
居
り
、
そ
の
国
王
直
臣
の
中 

に

Ge.meinfreien
、

つ

ま

りH
o
c
h
f
r
e
i
e
n

と
こ
と
な

り

そ
の
自
由
を
国 

主
か
ら
み
ち
び
き
出
す
が
し
か
し
国
家
に
包
摂
さ
れ
な

い

自
由
人
が
居
る
。
之 

等

のG
e
m
e
i
n
f
r
e
i
e
n

は
そ
の
割
^
ら
れ
た
土
地
に
つ
.き

osterstuofa, 

m
e
d
e
m
,

 

ce
nsuMregis,

 

a
r
i
m
a
m
a
i
a

等
と
呼
ば
れ
た
貢
納
を
王S

身 

へ
、
つ

ま

り

国

庫

S
S
S
S

)

へ
納
め
、

ス
ペ
ィ
ン
か
ら
の
逃
亡
者
.に
み
ら
れ 

る
よ
う
に
玉
に
軍
事
奉
仕
の
義
務
を
負
っ
た
。

フ

ラ

ン

ク

の
支
配
は
ザ
ク

セ
ン
に
お
い
て

s
q
n
iを

G
e
m

G>infreien

. 

I

八
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六
八
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■

と
し
、i

a
t
e
n

へ
を
も
同
康
が
地
位
に
’
け

よ

う

と

し
た
。
ラ

ン

ゴ

バ

ル
ト
の 

exercitales

や

ウ

二

.K
フ

.ァ—

レ
ン

、
オ

ス
ト

フ

ァ

ー

レ

ン

に

多

いbarglldi 

ま
た
は
、、ハ
ィ

エ.ル
：ン
地
方
の

0*
3
^
0
2
,
!

2.
も

そ

の

よ

う

な

も

の

と

し
て
あ
げ 

ら

れ

る

。

..

そ
の
自
由
を
主
の
特
別
な
貸
与
に
ま
た
は
王
.ベ
の
直
接
の
関
係
に
負
わ
な
い 

古
い
自
由
人
を
主
が
右
の
よ
う
な
や
り
方
で
支
配
し
た
と
か

、

ま

た

そ

の

支
配 

権
が
主
に
赠
与
さ
れ
た
と
い
っ
た
こ
と
，は
考
え
ら
れ
得
な
い
。
古
い
完
全
自
由 

人

(

d
i.a
>a

i
t
s

 

vollfreien
)

は 

V
a
s
i
l
s

 

(leudes)，
M
a
i
m
e
n

 

(
h
o
m
i
n
e
s
)

で
あ
っ
た
が
、
主

の

直

臣(
u
n
t
e
r
t
a
a
e
l
o

で
は
な
か
っ 

允

、

し
た
が
っ
て
国
王
自
由
人
の
よ
う
な
無
条
件
の
王
の
支
配
権
力
に
は
服
し 

.な
ぃ
。

,
家
父
長
的—

貴
族
的
国
家
形
態
か
ら
君
主
制
国
家
形
態
へ
の
転
化
は
全
国
民 

に
基
本
的
な
変
化
を
生
じ
た
。
部
族
社
会
に
お
い

て

は

^
双
吣
_
ぽ
が
国
豸
に 

対
し
て
主
要
な
要
素
で
あ

っ

た
の
に
、
等
族
的
構
成
は
逆
に
王
又
は
一
般
的
に 

国
家
か
ら
規
定
さ
れ
る

よ

う

に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
国
王
支
0 3

#
制
は
ゲ
ル 

マ
ン
民
族
の
大
移
動
と
関
連
し
て
丁
度
五
〇
〇
年
迄
に
完
成
す
る
。
こ
の
国
王 

支
配
体
制
は
ゲ
ル
マ
ン
：の
®
制
史
上
の
決
定
的
な
転
換
点
と
な
る
。
こ
の
よ
う 

に
し
て
新
し
い
：君
主
制
国
家
形
態
が
創
造
さ
れ
、
そ
の
際
軍
人
王
制
が
淡
矩
的 

な
^
靡
か
で
あ
づ
た
。
軍
人
王
ハ
0

货

H
e
e
r
k

o:I
3
d
5

が
軍
隊
を
形
成
し
、
 

国
民
は
軍
人
か
ら
成
り
立
ち
、
国
民
は
国
家
と
な
っ
た
、
し
か
し
国
王
が
そ
の 

推

進

力
§

 treibende 

で
あ
っ
た
。
だ
が
王
権
の
衰
退
、
，：

2

由 

人
の
軍
^
奉
仕
の
调
落
と
共
に
自
由
人
の
社
会
的
地
位
が
低
下
し
、S

由
人
と

王
の
間
に
徵
族
が
わ
り
こ
ん
で
き
た
。
主
の
役
人
と
し
て
自
由
人
が
そ
れ
に
服 

し
.、
向
由
人
の
奉
仕
を
徴
発
す
る
俏
は
六
一
四
年
の
有
名
な
パ
リ_

告
示
以
来
：
 

伯
の
管
•区
内
に
土
地
を
所
有
す
る
こ
れ
ら
の
«:
■

か
ら
任
命
各
れ
る
こ
と
に
な 

っ
た
が
之
等
の
自
由
：

<

 
の
奉
仕
を
ま
す
ま
す
自
己
の
私
的
な
目
的
の
た
め
に
要 

求
す
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
■

さ
れ
た
禁
止
を
が
こ
の
間
の
事
情
.
 

を
录
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
ぅ
い
っ
た
自
由
の
'根
拠
は
.全
然
忘
れ
去
ら
れ
ず 

に
中
世
最
盛
期
に
再
び
復
活
す
る
。
.

D
i
e

 Eatstelaimg 

,
,
m
o
d
e
r
n
e
n
:

 

w
t
a
ac+
e
s 

g
sc+
^

E
c+
gf-
i 

u
n
d

 die freien B
a
u
e
m
.

 

1937

•
か
ら
の
前
進
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
の 

労
作
の
中
でrp

ぼ
Q
ô
r M

a
y
e
r

は
フ

ラ

ン

ク

社

会

.の

新

旧

自

由

人

つ

ま

り 

こ Di
e

 alten 

VOIIfHeierL^ 

と

,,d
i
e

w
o:
艮 

g
gH»
H
a§
« 

を
厳
密
に
区 

別
し
て
い
る
。
従
っ
て
，；Ba

r
g
i
i
d
e
n
s

に
つ
い
て
の
前
稿
で
設
置
し
た
基
本 

線
が
こ
こ
.で
的
確
に
証
明
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
.
.
：

‘,

こ
の
_
夂

で

H
げ
.

が
国
家
に
お
い
て
い
る
大
き
な
比
重
は
、
国
制 

史
研
究
の
他
質
上
や
む
.を
得
な
い
と
し
て
も
あ
ま
り
に
も
大
き
な
ひ
び
き
を
も 

っ
て

あ

ら

わ

れ

る
こ

と

と

更
に
国
王
丨
入
民
の
軍
編
成
及
び
そ
の
®

^

g

^
f g 

の
強
調
が
強
烈
に
感
じ
ら
れ
る
"
こ
の
論
文
の
書
か
れ
た
時
期
か
ら
の
影
響
を
.
 

考
慮
し
.て
'^
然
の
こ
と
と
も
^
え
る
が
軍
事
を
と
の
時
代
の
日
常
の
仕
事
又
は 

全
般
的
条
件
と
し
て
考
え
る
と
き
む
し
ろ
租
税
負
担
を
知
ら
な
.か
っ
た

,

die’ 

alten V
o
l
l
f
x
e
i
e
n

か
ら
み
たK

S
I
d
g
s
f
r
e
i
e
y

の
特
異
性
と
し
て
.そ
り 

経
済
的
機
能
、
つ
ま
り
.
Ko:
n
i
g
s
f

 e
r

と

し

て

の

機
能
が
大
き
く
浮
び
上

っ

て

く

る(F
.

 

l
i
i
i
t
g
e
o
。t,

 

.
 

.
 

.
■
'

t
ô
s
r
l
 h

o

 

日
 in.es, 

c
e
a
t
e
n
a

 e

c+centenarius

こ
の
よ
う
に
軍
事
的
機
能
'を
一
般
条
件
と
し
て
留
保
す
る
こ
と
に
.よ
り 

liberi h
o
m
i
n
e
s

の
経
済
的
機
能
及
.び
栽
判
団
体
の
成
員
と
し
て
の
機
能
が 

力
ロ
リ
ン
ク
社
会
に
ど
の
よ
う
な
音
心
義
を
し
め
る
か
へ
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
し 

て
こ
の
よ
う
な
い
わ
对
M
し
い
等
族
原
理
及
び
そ
れ
と
結
び
つ
い

た

王
料
地
知 

行
制
度
の
史
的
研
弈
は
古
典
的
な
<1a

s
a
I
I
i
t
^

と

L
e
h
e
n
s
w
e
s
s

の
諸 

説
に
対
す
る
法
制
史
家
の
新
理
論
の
再
建
を
迫
っ
て
い
る
。

1 
一、Heinrich 

D
^
n
n
e
n
b
a
d
e
r
,

 

Hxmdertschaft, 

c

CDn
t
e
n
a

 

t
mcb
l
<o
^
«D
.

一
九
四
一
年
の
，，

Adel, 

B
u
r
g

 

u
n
d

 H
e
r
r
s
c
h
a
f
t

 

げei d
e
n

 

G
e
r
— 

m
g
e
pパ
でW

e
m
e
r

.名ittich

の
領
主
制
理
論
又
は
貴
族
支
配
の
原
理 

を
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
ま
で
.拡
11
し
た
の
ち
こI

の
論
文
：で
古
典
的
な

w
§— 

d
e
r
t
s
c
h
a
f
t

説
に
あ
ら
た
な
批
判
を
加
え
て
い
る
0

ゲ
ル
マ
ン
のH

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

に
つ
い
て
のH

.

 B
r
u
n
n
e
r

のH
e
e
-

 

restheorie
、

更

にw
i
e
t
s
c
h
e
l

のH

目dertschaft 
を
一
〇
〇
フ
ー

フ 

.
エ
ン

の

領
^

(

0
ぽ

w
0>
2

i
r
l
£
J

0 h
u
n
d
e
r
t

 H
u
f

 e
n
.
)

と
し
、

ま
た
こ 

の
ゲ
ル
/マ
ン
時
代
の
：H

目d
e
r
t
s
c
h
a
f
t

を
徴
税
|2(

03
け
§
6
|-
<,げ
6̂.
&)

と
. 

す
る
主
張
を
否
定
し
、
ま
た
こ
の

a

a

^

を
防
禦
*区

(
w
e
h
r
-

 

b
e
z
i
r
k
)

と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
主
張
を
も

E
L

 B
r
u
l
m

-S
の

w
g
g

— 

restheorie.

の
ま
わ
り
み
ち
ぬ
す
ぎ
な
：い
と
^
て
い
.る
。

■

Q卜
ぼ
げ
，
<1
.*
'
;03
&
豸
<1
>
«ぼ

の

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

 

は
何
等
数
で
な
く
戦 

士
の
不
確
萣
な
集
団
：に
す
ぎ
な
.い
と
の
説
も
全
く
の
空
中
の
.楼
閤
に
す
ぎ
な
い

:
1

九

(

六

/\
九)



と
述
べ
る
。
こ
の
ょ
う
な
原
始
ゲ
ル
マ
ン
..の
，
！j

目d
e
r
t
s
c
h
a
f
t

に
つ
い
て

• 

の
古
典
学
説
は
全
く
内
容
の
空
虚
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
仮
說
ば
ス
ゥ
エ
ー
デ 

ン
や
ド
イ
ツ
^
^
、
西
部
、
:;
東
部
に
ゲ
ル
マ
シ
の
故
地
を
求
め
る
結
果
に
み
ち 

び
き
、
ま
た
す
べ
て
の
研
篼
若
は
例
外
な
し
：に
ゲ
ル
：マ
ン
国
家
は
充
分
秩
序
ず 

け

ら

れ

た

政
治
的
な
公
共
体(

G
e
m
e
i
n
w
e
s
e
n
)

で

あ

っ

た

と

い

っ

た

基

本 

観

念

か

ら

出

発

し

た

。
_.そ

し

て

そ

こ
‘で
は
大
小
‘の
地
区
.に
分
か
れ
、

.一
‘般
自
由
'
 

の
'平
等
な
権
利
め
農
民
、が
自
治
を
行
な
う
と
い
ク
た
ナ
九
世
紀
の
理
想
国
家
が
.
 

描

か

れ

る

。
，
こ

の

：ょ

う

な

い

わ

ば

希

望

像

.が

十

九

世

紀

の

全

国

制

研

究

や

法

制
 

史
研
究
を
支
配
し
て
い
.た
。
..

o
a
e
s
m
r

や

T
a
c
i
t
i
s

のc
e
n
t
e
r
d

か
ら
裁
判
や
行
敗
区
と
し
て
の
古 

典
的
理
論
のH

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

の
概
念
を
ま
ち
が
っ
て
み
ち
び
き
出
そ
う
と 

し
た
。
フ
ラ
ン
ク
時
代
o
o
e
&
e
a
a

は
中
世
に
モ
ー
.ゼ
■ル
.
.ラ
ゾ
ド
、
ベ
.ツ
セ
ン 

及
び
マ
イ
ン
河
附
近
の
東
フ
ラ
ン
ク
領
域
で
.Zent, 

Z
e
n
t
g
e
r
i
c
h
t

と
し
て 

^
き
つ
づ
け
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
で
もw

CJl
m
s
c
h
a
f
t

ま
た
は
類
似
の
%
の
と 

し
て
存
骑
す
る
。
ア
レ
マ
ン
人
に
お
い
て
も
力
ロ
リ
ン
グ
時
代
にo

e
n
t
e
n
a

 

が

一つ
の
管
匿
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
と
並
，ん
で
ド
イ
ツ
的
な
表
現
と
し 

て

の

11
1
目

^

^
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
同
様
に
フ
リ
ー
ゼ
ン
や
ス
' 

ゥ
エ
I
デ
ン
で
もhuadexl, 

hundari.

と
い
っ
た
表
現
が
み
ら
れ
る
0 
.こ
れ 

は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
で
はo

o
m
e
s
d
a
y

 B
o
o
k
〔

等
に
お
い
てhundred. 

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
パ
イ
ヱ
ル
ン
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
や
西
ゴ
!

卜
で
は
そ
れ
：に 

相
当
す
る
.ラ
チ
ン
語
や
ド
イ
ツ
語
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
が
し
か
しH

目

- 

dertsclbaft 

の
長
と
説
明
さ
れ
て
き
/c
c
e
n
t
u
r
i
o

^
o

OJntenarius 

が

.

ニ
〇

(

六
九
0)

み
う
け
ら
れ
、
古
ザ
ク
セ
ン
で
は
；.hu

n
n
o

と
い
っ
た
こ
と
ば
が
ラ
テ
ン
語
の
.

c
e
n
t
u
r
i
o

の
翻
訳
と
^
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
:°

H
v Da

n
n
e
&
a
u
e
r

は
こ
のh

目dEri, 

h
u
n
t
a
r
i

の
イ
ギ
リ
ス
、

ス

ゥ

.エ：_

デ
ン
、
フ

リ

ー

ス
ラ
ン
ド
、
ア
レ
マ
ン
-一
土
：シ
に
お
け
る
状
況
を
檢
對

し
、
例
え
ば
ス
ゥ
H
Iデ
ス
：の
.Hu

n
d
a
r
e
n

は
も
と
も
と
独
立
の
相
互
に
関

連
性
の
な
■い
政
治
的
共
同
体
で
あ
り
、
：後
に
は
じ
め
て

oo>
fc
}
c+
ct
>
yド
が
伯
の
下

級
#

区̂
.、
衍
政
管
区
と
し
て
の
性
格
、
ま

た

o
o
&
t
a
&
w

が
役
人
と
し

て
の
一
性
格
を
お
び
た
こ
：と
に
言
及
し
て
.い
る
。

.

.

.

•
 

*
huntari 

は

：in 

p
a
g
o

 

H
a
t
t
l
n
h

 

目t
a
rcp
0

C+,

1—isulihgeuva, 

in 

comitatlbus p
e
r
e

tsgarii et E
p
a
r
i
l
a
r
d
i

.-c
a
l
m
，

00
8
8

)

の
よ
う
に 

時
に
は

Q
目

と

同
—
視

さ

れ

る
。
し
か
しG

a
u

 (
p
a
g
u
s
)

は

00
日itatus 

(

古

い

表
現
で
は

G
a
u
g
r
a
f
s
c
h
a
f
t
v

に
ひ
と
し
い
行
政
区(

e
i
n

<
e
r
- 

w
a
l
t
m
l
g
s
b
e
z
i
r
k
)

で
は
な
く
単
に
'
}地
方
、
つ
ま
り
地
理
的
な
一
単
^:
で 

あ
る
が
し
か
し
政
治
的
な
単
位
で
は
な
い
。

従
っ
て
九
世
紀
に
はh

g
t
a
r
i

 

は

o
g
&
g
y
p

や
き
日
は
邕
自
に
等
し
い
管
区
で
ば
な
く
単
に
地
理
的
な
記 

号
に
す
ぎ
な
い
。

と

の

よ

う

なimntaren, 

Ga§
, 

T
M
I
e
r

は
い
た
る
処 

同
：じ
よ

う

な

击
い
貴
族
支
配
の
も

と

に

あ
.る
0

•

C
e
n
t
e
n
a

の
史
的
分
布
に
つ
い
て
は
ヵ
ロ
リ
ン
グ
時
ft
に

o
e
&
e
n
a

は 

伯
職
領(comitatu

M-)

の
下
級
管
区
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、c
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

は 

伯
の
下
級
役
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
な
お
-H.

 w
r
u
n
n
e
r
—
v

• Sc
h
w
e
r
i
n

 

の
击
典
学
説
で
はo

e
n
t
e
n
i

へ
の
；行
政
管
区
の
|3
;
分
は
メ 
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
11

^
代 

に
は
じ
め
て
次
第
に
遂
行
さ
れ
た
。
そ
し
て

o
ct
>
ad)
tl
pl
の
起
源
に
つ
い
て
も

.
'当
然
ゲ
ル
マ
ン
起
源
と
み
な
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ク
人
が
原
始
時
代
以
来
所
有
し
、
 

征
服
さ
れ
た
ガ
リ
ア
.に
も
そ
れ
を
導
入
し
た

I
J
Q
J
^
e

HI
^
.o
J
3
l
a
H>
c+
と
い
ぅ
こ 

と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し

oCD
y
c+
CD
p
aは
.フ
ラ
ン
ク
時
代
以
後
ド
イ
ツ
の
た 

い
て
い
の
土
地
に
存
練
し
.な
く
な
り
、‘北
ド
.イ
ッ
で
はo

e
n
t
e
n
a

は
全
然
存 

茌
せ
ず
、
'、ハ
イ
エ
ル
.ン
.で
は
十
三
世
紀
に
I

と
い
.っ
た
.表
現
は「

ど
の
州 

で
も
、
州
の
裁
判
官
はc

e
&
e
n
a
r
i
i

と
ff
*ば
れ
、..吾
々

の

も

と

で

&
P
. 

clistet 

Q
i
n
g
s
t

ftsstte):

と
.言
ぅ
裁
判
の
場
所
は
そ
こ
で
は
0

§
pu
と
呼
ば 

れ
る」

.(S
S
X
V
I
I

co
5
7
n
.

)

ど
い
っ
た
説
明
が
必
要
と
な
っ
.て
い
る
状
態
に 

fc
っ
た
。
ア
レ
マ
ン
.こ‘
エ
ン
で
はc

e
n
t
e
n
a
’

や

o
e
w
t
e
n
a
r
i
u
s

は
十
世
紀 

の
半
ば
後
に
は
も
は
や
証
明
さ
れ
ず
、cent, 

c
e
n
t
g
r
a
f

と
い
っ
た
表
現
は 

全
シ
.

H,

ヮ
I
ベ
ン
領
域
で
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
単
に
ネ
.'
/
カ
ー
河
下
流 

と
ラ
.丨
ン
河
の
中
間
で
、
ま
た
.マ
イ
ン
河
と
中
部
一K

イ
ソ
河
及
び
モ
r
ゼ
ル
河 

.附
近
て
、
さ
ら
に
.、ハ
，ム
ベ
ル
...
グ
、
ゥ
4-
*ル
ツ
ブ
\
.ル
.ク
、.
.マ
イ
シ
ツ
、

ト

リ

I

ル

. 

の
司
教
区
の
領
域
で
の
みo

e
n
t

や

o
e
n
t
g
r
a
f

の
記
述
が
新
し
い
'世
紀
ま 

で
生
き
の
び
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
方
は
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ク
の
土
地
で
あ
る
。
 

し
か
し
フ
ラ
ン
ク
の
支
配
か
ら
導
入
さ
れ
た
が
根
を
お
ろ
し
て
お
ら
ず
ま
た
.フ 

ラ
ン
ク
帝
国
の
解
体
後
肩
壊
し
た
ほ
か
の
ラ
イ
ン
：右
岸
^
^
で
土
着
の
も
の
で 

な
い
制
度
が
問
題
に
な
る
ょ
''
5
'に
思
え
る
。

つ
ま
り
'ce

n
t
e
n
a

と
か
.O
S
I
 

t
e
n
a
r
i
u
s

の
制
度
は
フ
ラ
：ン
ク
の
部
族
領
域
で
し
か
し
っ
か
り
し
た
地
歩
を 

占

め

ズ

い

な

か

づ

た

ゾ

.

-

c
e
^
e
n
a
T
i
u
s

は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
に
サ
リ

人
、
リ

ブ

ア

リ

ア

人
、
ア 

レ
マ
.ン

人
の
法
典
に
あ

ら

わ

れ

、

さ
ち
に
力
ロ

.リ
シ

.グ
睁
代
に
.カ
マ~

ヴ
人
の

liberi i
i
o
m
m
e
s
,

o
e
n
t
e
H
a 

et c
Q
&
e
n
a
r
i
u
w

法
典
に
あ
げ
ら
れ
て
.い
：る
。
し
か
し
メ 
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
記
述
资
料
で
は
、 

聖
若
伝
の
ニ
つ
の
短
い
値
処
以
外c

e
&
e
n
a
r
i
u
s

の
^
^
は
み
あ
た
ら
な
い
。
 

' ce
n
t
e
n
a
r
i
u
s

:̂
メ
，ロ
ヴ
ィ
ン
グ
の
王
室
文
書
で
も
一
回
も
み
ら
れ
ず
、
力
ロ 

リ

ン
グ
の
ょ
.う
に
頻
繁
に
で
.は
な
く
、
た
，ま
に
偽
文
書
中
に
あ
ら
わ
れ
た
と
し 

て
も
他
办
役
，人
や
栄
誉
保
持
者
と
#
ん
で
た
だ
一
.般
敗
に
宛
書
の
中
で
述
べ
ら 

■

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
末
期
の
双

lxff
i
の
中
で 

ce

fcjtenaffus 
や 

d
e
n
t
e
n
a

 

が
®
之
現
わ
れ
：て
く
る
。
o
e
n
t
e
y
a
r
i
d
s 

は 

メ 
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
の
書
式
集
の
中
で
も
み
う
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
八
世
紀
後 

半
に
は
じ
め
て
み
う
け
ら
れ
る
。
.. 

.

.
之
等
の
表
現
が
類
繁
に
み
う
け
ら
れ
る
の
は
な
ん
と
言
ク
て
も
や
は
り
力
ロ 

.リ
ン
グ
時
代
で
あ
り
、
o
o
m
i
c+
.
e
sやvicarii:

と
並
ん
でc

e
n
t
e
y
a
r
i
i

が 

.
述
べ
ら
れ
て
い
る
王
室
文
書
の
ル
に
屢
々
勅
令
.
.

(capitulare
)

の
中
で 

Centenarius.

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。St. G

a
l
l
e
n

や

F
r
e
i
s
i
a
g

の
文 

.書
は
東
フ
ラ
ン
ク
帝
国
内
に
お
け
る
最
多
数
のo

e
n
t
e
B
a
r
i
u
s

を
あ
げ
て
い 

る

:0
口
ル
•シ
ユ
聖
堂
は
一
回
'ル
ド
ウ
.ィ
ッ
ヒ
王(

a
n
r
u

0 0

5
8
. 

Mta
:
r
z 

18
.)

の
時 

代
にcomites, vioarii

と
並
べ
てc

e
n
t
e
n
a
r
i
i

を
記
し
て
お
り
、
フ
ル
ダ 

文
書
も
お
そ
ら
く
オ
ッ
ト
ー
の
時
代
と
お
も
わ
れ
.る
'
 
一
文
書
に
§
&

§
»
3±
:
1
!
5

 

を
書
き
記
し
て
い
る
。
な
お
そ
の
外
に

$
2 .
co
g
g
&
c
r
^

M
u
r
b
a
c
h
,

 

E
i
— 

chststt'st. 

Trudport, 

F
a
s
s
a
u
； 

St. Bertin, 

St. G
a
i
l
s

•
等
の 

資
料
で
も
之
等
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。

と
呼
ば
れ
るB

e
z
i
r
k

は
、
 

N
e
u
s
t
r
i
a

.0
f
ン
，
.
ジ

ル

.マ

.ン
•
デ

，
プ
レ
修
道
院
0 '
土
地
台
帳
で
し
ば 

し
ば
み
う
け
ら
れ
る
が
、Capitulare de villis

及
び.

p
r
s
m
e
r

 U
r
b
a
r

■
 

5
 (

六
九
：1)



のpenteiia,

は
伯
職
領C

伯
職
管
理
区)

の
下
級
管
区
で
は
な
く
、
資
財
管
、

理

(

Q
& :
o
;
f
y
0
2
^
a
i

c+
@
oq)

の
構
成
要
素
で
あ
る
。

c
s
t
s
a

 

.の
構
成
員
は
上
述
‘の
ょ
う
に
賛
子(

貢
納)

義
務
者
で
，あ
り
、

ク
ァ
レ
テ
ィH

ン
の
法
で
は
王
の
賃
子
貢
納
義
務
あ
る
国
有
地
を
買
う
者
は
土

地
に
負
わ
さ
れ
た
貢
納
を
も
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
書
は
国
王
自
由
人

(liberi hom
i
n
e
s
,

 franci h
o
m
i
n
e
s
)

が
王
料
地
を
耕
す
た
め
に
玉
へ

8

十
又
私
わ
ね
ば
な
ら
な
い
賃
子
や
奉
仕
.

(tributa et s
e
r
v
i
c
i
a
)

に
つ
い
て 

の
べ
て
い
る
。

.
ス
ぺ
イ
ン
の
^
界
地
や
そ
の
他
の
^
^
地
は
王
の
土
地
で
あ
り
、
こ
,

j

に
入 

'A
が
i

し
た
。
之
等
の
i

者
は
之
等
の
王
料
地
を
相
続
的
所
有
で
所
持 

し
、
之
等
のo

e
n
t
e
n
a

は
自
分
の
■た
め
に
裁
^4^
同
体
を
つ
く
り
、
刑
事
事 

件
の
場
合
に
の
み
伯
の
裁
判
に
服
し
た
。
こ
う
い
っ
た
王
鞔
地
の
利
用
の
た
め 

の
反
対
給
付
と
し
て
、
国
王
自
由
人
は
軍
事
奉
仕
の
義
務
を
負
い
、:
境
界
地
で 

普
通
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
見
張
り
や
^
#*
処
理
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
そ

.
 

の
た
め
に
彼
等
は
賃
子
支
私
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
.な
ら
な
い
と
ぃ
っ
た
こ
と
が
，
 

明
瞭
に
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
勅
令
、
法
令
、
そ
の
他
の
文
書
は
大
抵
、
王
®

に
住
む
自
由
人
は 

そ
の
た
め
に
王
に
奉
仕
や
貢

^

(servitium 

B
d t

r
i
b
u
t
u
m

 

Oder 

.
 

celisus
)

の

義
務
を
負
う
こ
と
を 
一
_
に
み
と

め

て

い

る

。

こ

の

賃

子
の
名 

称

は

、m
o
d
l
u
s
H
e
g
i
u
s

 

(
K

o:nigsscileffel.), 

m
e
d
e
m

 

(

特

に

ラ

イ

ン 

ラ
ン
ド
で)

stuofa 

(

東
フ
.ラ
ン
ク
で)

と

呼
ば
れ
て
い

る

。

ほ
か
に

t
a— 

I
b
u
t
o
i
a

と
並
ん
で
あ
げ
ら
れ
て
い

るd
e
a
m
a

 

(
z
e
h
n
t
)

も
亦
王
料
地
の

ベ

：

.

■

二
：二 

C 
六
九
-：)

利
用
の
た
め
の
貢
納
で
あ
る
。
之
等
の
国
壬
賃
子
貢
納
人
.

C
K

o:nigszinser) 

とc
e
a
t
e
n
a

の
並
存
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く ce

n
t
e
n
a
r
i
u
s

とK

otnigs- 

z
i
n
s
e
r

の
関
係
を
媒
介
と
し
て
、

つ

ま

りc
e
n
t
e
n
a

丨centenarlus—

 

K

o:n
i
g
s
z
i
n
s
e
r

の
関
庵
に
よ
っ
て
解
く
と
と
が
で
き
る
。

.

C
e
n
t
e
n
a

はh
o
m
i
n
e
s

 

(Leute)
：

が
王
料
地
に
住
み
、
王
に
賃
子
を
十
又 

私
う
一
管
区(

a
p Be

z
i
r
k
)

で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、centenaxi

'cs 

は
そ
の
長(

日agister-OTDerer)

で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と 

は
開
繼
ノ
値
民
の
領
域
で
も
屋
で
ぁ
る
。

< .

.こ
の
よ
う
な
国
有
地
で
の
自
由
民
の
植
民
、
国
壬
の
賃
子
、ceptenarius 

の
密
接
な
関
係
は
す
で
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル

ド

の
イ

タ

リ
I
で
示
さ
れ
て
い

る 

(Fed. Schneider
)
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
危
險
な
境
辦
地
帯
の
防
禦
の
た
め 

自
由
な
ラ
シ
ゴ
バ
ル

.ド
人
の
全

グ

ル
.丨
プ
が

.；王
料
地
.で
.居

住

し

、

軍

^
^
.
仕

を
 

行
な
い
、

ま
た
貢
納
を
支
私
っ
た

、

そ
し
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
の

^
#

罾

は 

c
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

す
な
わ
ち
ラ
ン
ゴ
パ
ル

ド
語
で

w'C
U
I
d
a
M
S

と
言
う
。
こ
の 

ラ
ゾ
ゴ
バ
ル

ド
の

O0
y
c+
a>
tf
fl
a
a
c
g
.は
ゲ

ル
.マ
ン
起
源
の
.Hu

n
d
e
r
t
s
c
h
a
f
t

 

と
何
等
関
係
な
く
、
末
期
ロ
！
マ
帝
国
の
古
いc

e
n
t
u
r
i
o

に
外
な
ら
な
い
。
 

之
等
の
住
民
の
多
く
は
口ー

マ
のc

a
s
t
e
l
l
u
m

に
住
み
、
そ
の
領
域
を
形
成 

す
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
人
0
!
^
6は
閉
鎖
さ
れ
た
共
同
体
を
形
成
し
、
 

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
数
世
紀
後
、

ス

タ
ゥ
フ
ァ
ー
時
代
に
も
証
明
さ
れ

Sる
0な

お
メ

P
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
文
書
にc

e
n
t
e
n
a

の
記
述
が
不
足
し
て
い
る 

が
そ
れ
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
代
のcentenarius—

c
e
n
t
e
n
a

が
い
ま
だ
行

政
、
栽
刺
団
体
の
性
格
を
取
得
せ
ず
、
軍
政
経
済
的
な
制
度
と
し
て
後
期
ロ
- 

マ
か
ら
受
け
維
が
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
の
社
会
、
文
化
の
性
格
は
た
し
か
にロ

-
-

マ
的
な
傾
向
を
も 

っ

(F. 

L

f
 

)

。

フ

ラ
ン
ク
帝
国
で
も
国
家
植
民
は
ラ

V

ゴ

バ

ル
ド
に
お

と

ら
ず
熱
心
に
行
な 

わ
れ
た
。
国
境
地
で
の
ロ
ー
マ
の
駐
屯
軍
団
の
制
度
が
フ
ニ
フ
ン
ク

に
う
け
つ
が 

れ
、
そ
の
主
要
任
務
は
軍
班
経
篇
給
付
に
あ
っ
た
。
上
述
のa

r
i
m
i
e
n

 

と
並
ん
でl

a
e
t
i

も
亦
同
様
に
軍
^
的
な
植
民
者
で
あ
っ
た
0
.之
ら
の

H-laeti- 

の
住
む
土
地
は
王
領
地
と
し
て
ブ
ラ
ソ
ク
の
王
に
!|
§
員
し
、
-ま
た
そ
の
住
民
は 

す
で
に

口 

I
マ
時
代
に
@
体

(
c
o
r
p
o
r
a
)

と
し
て
組
織
さ
れ
て
お
り
、

そ
の 

固
有
の
法
に
し
た
が
っ
て
生
洁
し
て
い
た
が
、
.フ
ラ
ン
ク
時
代
に
は
さ
ら
に
封 

鎖
的
な
共
同
体
に
と
ど
ま
り
、
直
接
王
に
服
^
、
ま
た
王
に
賃
子
と
軍
雍
奉
仕 

の
義
務
を
負
っ
て
い
た

。

ラ
ン
ゴ
バ

ル
ド
のa

r
i
m
a
a
m
e
n

も
亦
そ
の
よ

う
 

な
過
程
を
経
て
封
鎖
的
な
団
体
と
な
っ
.て
い
た
"

こ

れ
^-
のc

e
n
t
e
n
i

の
長
で
あ
るc
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

は

フ

ラ

ン

ク

の

，
部

族 

的
な
役
人
又
は
公
的
管
理
の
役
人
で
は
な
く
、

王
料
地
の
御
料
地
役
人
で
あ 

る
。
そ
し
て
そ
の
構
成
は
例
え
ば
モ
'丨
ゼ
ル
ラ
ン
ド
.の

K
ro:
v
の
王
料
地
の 

場
合
の
よ
う
に
そ
の.，，H
O

.oh
g
e
r
i
c
h
t
?
;
(

;aer ,
,
G
e
m
e
i
n
d
e
J

の
管
区

は
三
.つ
ま
た
は
四
つ
のZ

e
n
d
e
r
e
i
e
n

に
分
か
れ
、
そ
の
各
々
が
夫
々
の
裁

8

判

(
z
e
n
a
d
i
n
g
)

を
も
つ
と
い
.っ
た
ぐ
あ
い
に
な
っ
て
い
る
。

C
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

は
と
り
わ
け
追
捕
吏
又
は
そ
.のc

e
n
t
e
n
a

 
'

の
武
装
召
集 

軍
の
指
揮
者
と
し
て
ボ
1|
す
る

。
'
 
こ
の
土
砠
罾
㈣
罾
区
の

S

は
共
同
体 

liberi IiorSines, 

c
e
n
t
e
n
a

njt centeinarius

r
E
i
n
u
n
g
.

ニ Oder ,
,
G
e
m
e
i
n
d
e

v5
を
構
成
し
、
ま
た
大
森
称
マ
ル
ク
の 

利
用
へ
の
共
同
の
持
分
を
も
つ
、
個
々
の

tsj
e
n
d
e
r
e
i
s

は
そ
の
外
に
な
お 

と
く
べ
つ
な
ア
ル
メ
ン
デ
を
%•
ち
、(cr

o:ver) 

Z
e
n
d
e
r

が
そ
の
監
督
を
や

る
。
 

-
-

注

然

し

a
, o

a
l
m
e
p
b
a
u
e
r

の
モ
：デ

ル

の

と

り

方

は

若

干

無

理

で

あ

ろ 

う

。D
a
s
K
r

orv
e
r

 H
o
c
h
g
e
r
i
c
h
t

 
に

所

属

す

る

六

つ

の 

E
i
n
z
e
l
h

o:
H>
a>
'
« 

(

後

に

成

立

し

た

も

の〕

と

八

つ

のD

o:rfer 

(

K
ro:
v
, Ki

n
h
e
i
m
,

 

E
e
p

K
e
w
e
n
i
c
n
,

 

JBengel, 

K
l
n
d
e
r
t
^
u
r
e
n
,

 E
r
d
e
n

 i
m
d

 K
i
n
d
e
L
)

の

う
ち
最
初
の

1

一：村
落
は
八
世
紀
に
す
で
に
成
立
し
て

い

る

が

、

匡

は

十
 

一：世
紀
、

残
り

の
村
は
十
一
}世
紀
に
成
立
し
た
も
の
な
の
で

、
oCD
n
t
e
n
a
丨 

centenarius (als 

一

Gerichtsbea

 

日

t
e
r
)

の
軍
事
、
治
安
集

0
か
ら
裁 

判
文
は
管
区
共
胃

#
へ
の
転
換
の
時
期
劃
定
に
は
不
充
分
で
あ

.る
。

つ
ま
り

.

 

十
一
、
十
二
世
紀
の

Z
e
n
t

と
八
、
九
世
紀
の

0
6
1̂
6
1
1£0
の
史
的
連
絞
牲 

.
に
つ
い
て
は

W
も
語
ら

.な
い

. 0
ラ

ー

：
ン
、T
ィ
ン
、

モ

ー

ゼ
ル

流
域
の 

c
e
n
t
r
a

が
ロ
ー

マ
時
代
の
遗
物
で
あ
り
、

ヴ

ユ

ル

ッ

ブ

ル

ダ

ゃ
.ハ
ム

ベ 

ル

グ
司
教
区
の

c
e
&
g
e
r
i
c
h
t
e

やc
e
n
t
g
r
a
f
e
n

が
フ
ラ
ン
ク
時
代
か 

ら
十
.ニ 

I

十1

一
世
紀
ま
で

述
続
す
る
か
に
つ
い
て
は
す
ベ
て
が
証
明
さ
れ
て 

い
る
歆
で
は
な
い
。

■

五
九
六
年
の
！Je

c
r
e
t
o
o
h
i
l
d
e
b
e
r
t
i

で

はc
e
n
t
e
n
a

と
そ
の
他
の 

■
terraini

thd
e
l
i
u
m

 nostru 
日

.-(adelige 

Grmldherrscllaft
)

が
区 

別
さ
れ
て
お
り
、o

e
n
t
e
n
a

は
公
的
な
街
政
の
管
区
で
は
な

く

、
.
王
の
グ

ル 

ソ
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
；̂
の
管
区
で
あ
っ
た
。
.
こ
の
ょ
う
に
フ
ラ
ン
ク
のc

e
p
t
e
n
a

.
 

:
二
三
：
 

'

(

六
九
三)



は
臀
察
、
経
済
、
司
法
、戦
争
奉
仕
のE

的
：の
た
め
の
王
料
地
g
a>
H

 

•t
h
s
c
o
の
組
織
形
態
で
あ
り
、
同
時
：に
い
.わ
ゆ
る
国
王
自
由
人
が
王
へ
：の
.賃
子 

支
抵
や
戦
争
奉
社
義
務
で
、
特
別
な
役
人
、

つ
ま
りc

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

の
も
と 

で
1

共
同
体
と
じ
て
：、
大
小
の
封
鎖
^
な

グ

ル

ー

プ

を

な

し

て

¥

お

さ

せ

ち
 

れ
た
開
墾
地
で
の
国
家
的
な
国
内
植
民
の
補
助
手
段
で
あ
る
。

•

.

之
等
の

«
0!
汪
2
3
&
^
3
:
.

に
対
す
る
官
公
用
語
は
普
通
に
.は
㈡

げ
.(py.
で
、
 

ド
ィ
ッ
語
で
.はfrei

n>
. 

L
e
u
t

 e
.で
あ
る
。
l
し
て
こ
れ
ら
の
.liberi. h

o
m
i
— 

n
e
s

は
普
通
の
自
由
人
、

つ
ま
り
^

^

^

の

&
oq
(I
)

§
i

か
ら
は
.っ
き

り

区
別 

さ
れ
た
。

■
'

.

.
■
 

.

.
ィ
ダ
リ
ー
、
東
フ
ラ
ン
ク
、
ザ
ク
セ
ン
で
は
，げ
肖
ぬ
^

&
の
別
名
で
ょ
ば
れ
、
 

ま
.た
一
般
にf

 ranci, franci 

h
o
m
l
!
L

.CD
s

の
名
称
で
力
ロ
リ
ソ
グ
睁
代
の 

capitula

H-e

や
A—

十 
一
1H
:
紀
の
文
書
に
も
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
。

旧
ヵ
ロ 

リ
ソ
グ
席
国
の
西
方
や
ド

,^
ッ
等
そ
の
地
理
的
分
布
はB

o
u
r
g
o
g
n
e
'

 H
e

 

d
e

 France, .comersee,. Niederrhein; 
E
i
fa>
l
,
,
.
T
h

c3
:
r
i
H
g
e
n
, 

W
e
s
e
r

 

の
広
机
な
地
域
に
わ
：た
っ
て
い
る
。s

p
a
r
d
s
&
e

^
&5
H
F G

e
r
o
n
a

及
び 

1
6
3
^
6
1
0
3
1
8
,

も
亦
こ
め
分
布
'に
関
連
し
て
い
る
0

C
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s 

•の
制
度
に
関
し
て
も
.そ
れ
が
何
処
か
ら
起
っ
た
か
と
い
っ 

た
問
題
はA

H
K
S

ら
な
い
。
そ
の
故
国
は
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ァ
に
求
め
ら
る
べ
き
で 

な
く
、
メ
P
ヴ
ィ
ソ
グ
の
王
は
そ
れ
を
ほ
か
の
役
人
、

つ
ま

り

oomites,

.
d
u
c
<I
>
s
,
 domestici, 

tribuni, 

referendarii 
.と
同
じ
ょ
ぅ
に
そ
の
文 

書
や
窗
記
局
と
一
緒
に
ロー

マ
帝
国
の
遗
産
か
ら
ぅ
け
つ
い
だ
。

,

.

.
こ
の
よ
う
に
ゲ
ル
マ
ン
の
|1
豸

ハ

が

H

目dertschaf t

に
分
か

た
れ
、
.民
族
移
動
中
の
寒
の
区
分
と
共
通
に
定
住
を
逋
じ
て
成
立
し
たH

u
n

丨
 

dertschaft.

、が
国
家
領
域
の
下
徽
管
區
を
形
成
し
、
.そ
の
住
民
は
泡

曲
で
平 

等
な
権
利
の
農
民
で
、

.一
緒
に
軍
隊
で
.戦
い
、
そ
の
民
会
で
自
分
で
選
ん
だ
長 

老
ま
た
は
役
人
の
も
と
.で
1

し
、
.す
べ
：て
の
童
要
な
こ
：と
を
：一
緒
に
決
め
る 

と
：い
：っ
た
古
典
学
説
は
そ
の
根
拠
が
稀
溥
で
あ
る
。

.

ィ
ギ
y 
.ス
の
ア

ン

グ

ロ

サ

ク

ソ

ン

のh
u
n
d
r
e
d
、

ス
ゥ
エ
I

デ
ン
、

ア
リ

.

:
ノ

.

M

'

.
 

..
 

—

I 
ゼ
ン
、

7
l/
K
.
V
^
y
0
l
m
n
d
a
r
i

 

chllndori,'huntari
)

そ
れ
に
フ 

ラ
ゾ
f

p c
e
n
t
e
n
a

は
.す
べ
て
.Hu

n
d
e
r
t

に
^M

し
、

そ
の
一
致
は

共 

通
の
起
源
に
ょ
：っ
て
の
み
説
明
さ
れ
、

は
従
っ
て
員
^
の 

時
代
に
溯
及
し
、
原
始
ゲ
ル
マ
ン
国
象
の
本
質
的
な
灑
要
素
の
ょ
ぅ
に
み
え 

る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ク
の
o
e
p
t
e
n
a

は
後
期
に
カ
ロ
リ
ン
グ
帝 

国
の
西
部
で
は
国
家
行
政
の
下
級
管
区
で
あ
り
、1R

来
な
に
か
ち
が
っ
た
と
こ 

ろ
が
あ
り
、
ま
た
ゲ
ル
マ
ン
起
源
で
も
な
い
、
そ
れ
は
も
と
も
と
国
家
的
暮 

組
織
の1

.

環
で
な
し
に
壬
料
地
又
は
王
の
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
管
理
の 

一
部
で
.あ
っ
：た
。
.

.

他
方
ス
ゥH

丨
デ
.ン
、
フ
リ
f
ゼン及
びアレ
マンネ
ンのは
 

ま
た
そ
れ
と
第
情
が
ち
が
.っ
て
い
た
。U

A
h
u
I
I
d

p.r
i

は
^

畠
早
い
11
)
:| 3

に 

ま
で
遡
及
し
ま
た
ゲ
ル
マ
ソ
共
通
の
^

^
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
之 

ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
の
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
大
き
な
全
体
の
V

一
 

部
、
即
ち
ゲ
ル
マ
ン
国
家
の
下
級
管
区
で
な
し
に
、
そ
れ
自
体
が
全
体
で
あ
り
、
 

原
始
時
代
の
ゲ
ル
マ
ン
国
家
な
の
で
あ
る
。
勿
論
平
等
か
つ
自
由
な
農
民
の
民 

主
妁
な
国
家
で
は
な
く
貴
族
的
な
一
人
の
長
老
、

一
人
の
首
長
ま
た
は
小
玉
が

+乂
配
す
.る
領
域
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
たG

a
u
k

o:n
i
g
r
e
i
c
h

で
ゲ
ル
.マ 

ン
諸
部
族
ば
何
i

も
ぞ
の
古
い
貴
族
の
血
縁
者
の
支
配
の
も
と
で
暮
し
て
き 

た
。従

っ
て
フ
ラ
ン
ク
の.

c
e
n
t
e
n
a

と
.ゲ
ル
マ
ソ
の
.hu

n
t
a
r
i

は
根
本
的
に 

ち
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
お
互
に
何
等
の
関
係
も
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
ニ
つ
の 

も
の
は
古
典
学
説
の
ゲ
ル
マ
ン
のH

u
n
d
e
r
t
s

-Oh
a
f

 t

と
何
の
関
係
も
な
い
0 

ゲ
ル
マ
ン
讓
の
政
治
生

^
^
態
は
小
農
民
的
な
民
主
政
治
で
は
な
し
に
、
原 

f

代
以
来
貴
族
支
配
で
あ
る
。

以
上
の
ょ
う
に
叶
九
世
紀
の
向
由
平
等
な
民
主
的
理
想
主
義
に
基
づ
く
ゲ
ル 

マ
ン
の^

a
r
k
g
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a

HJt 

説
及
ぴ
古
典
的
な 

H
u
n
d
e
r
t
s
o
h
a
f
t

 

説
の
徹
底
し
た
反
動
と
し
て
w
_tJ
£a
y
t»
0
&

§
CD
p
は
、前
掲
のTh.

 M
a
y
e
r

 

の
論
文
がi

n
g
e
n
u
i

と

liberi 

h
o
m
i
n
e
s

の
夫
々
の
歴
史
的
な
意
義
を 

慎
重
に
者
慮

し

て
い
る
の
に

豸

し

て

、J
f̂D

a h
o
m
i
n
e
s
-

.の
^
的
な
役
割
を 

強
く
前
面
に
お
し
出
し
て
.く
る
。
そ
し
て
軍
政
及
び
裁
判
共
同
体
、
小
宇
宙
的 

な
政
治
的
共
同
体
の
観
点
か
ら
ゲ
ル
マー

、不
ン
の
い
わ
ゆ
るAdelsherr- 

s
ctr
'
a
f
tの
塞
本
線
を
み
ち
び
き
出
す
。
：

し
か
し
な
が
らF

r
a
n
z

 S
t
e
i
n
b
a
c
i
i

は
そ
の
ょ
う
な
い
わ
ゆ
るAd

els— 

h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

の
.史

的

個

性

を

承

認

し

な

が

ら

も

H
.

 D
a
n
s
n
b
a
u
e
r

か
ら 

か
な
り
の
相
違
を
示
す
。

F
r
i

 S
t
e
i
n
b
a
c
h

は
ま
ず
そ
の
姉H

.
 A

u
b
l
n
.

が
三
〇
年
前
に
そ

の
 

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
、
ド

ィ

ッ

国

制

史

の

諸

問

題

にs
t
e
i
n
b
a
c
h
.

を
み
ち
び 

い
た
联
情
か
ら
始
め
る
。
そ
し
て

K
,
.J>
&

g
が
油
象
的
な
国
制
史
の
概
念 

を
生
き
生
き
と
し
た
内
容
を
も
つ
、て
充
た
す
ょ
う
に
そ
の
.
£
下
生
に
指
示
し
た 

と

の

べ

'て

い

る

 
0
. ,....>..:.-

 

,
.
.

F. 

S
t
e
i
n
b
a
c
h

の
こ
の
論
文
は
上
述
の
！i, 

D
a
n
n
e
&
a
u
e
r

の
労
作 

の
批
判
の
立
場
に
立
ち
、K

l
a
u
s

 

v
e
r
h
e
i
n
'

も
ま
た
こ
のF* .Steinbach 

の
立
場
を
後
述
のTh.

 M
a
y
e
r

の
論
文
と
共
に
承
認
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う 

な

S
t
e
i
n
b
a
c
h

の
論
旨
は
大
要
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
方
.で
は
上
級
裁
判
の
o

§
c+
Q目

と

H
u
n
r
i
e
n
、

他
方
で
は
モ
ー
ゼ
ル 

.や
ラ
ィ
ン
地
域
で
のZ

e
n
d
e
r
e
i
e
n

あ
る
い
はH

o
n
s
c
h
a
f
t
e
n

と
し
て
知 

ら
れ
て
い
るN

a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
s
g
e
m
e
i
a
d
e
n

の
共
通
の
根
源
と
分
岐
を 

把握しようと淬

0

5 *
ぎ
0

げ
は
努
カ
す
る
。
し
か
しs

t
a
n
b
a
c
l
l

も 

亦
古
典
理
論
の
弱
さ
を
み
.と
め
、
.

H
.

 D
a
l
m
e
n
b
a
u
e
r
.

の
大
阻
な
研
究
を
た 

た
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
上
述
のH

.

 

D
a
i
m
e
n
b
a
u
e
r

の
見
解
、「

フ
ラ
ン 

ク
のc

e
a
t
e
n
a

が
存
在
し
、
ま
た
ゲ
ル
マ
ン
のH

u
n
t
a
r
i

が
存
在
し
た
。
 

両
者
は
基
本
的
に
ちi

つ
た
も
の
で
あ
り
、
互
に
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
ま
た 

両
者
は
古
典
学
説
の
ゲ
ル
マ
ゾ
の
.：

H
u
n
d
e
r
t
s
c
i
i
a
i
t

と
関
係
が
な
い
。

こ 

の
ゲ
ル
マ
ン
の
m

§
04
CI
)
^
w
o
h
a
f
t

は
実
在
し
な
か
つ
た
。

ゲ
ル
マ
ン
の
国 

制
に
は
そ
の
‘証
拠
4,
な
け
れ
ば
、；
そ
の
：余
地
も
な
い
。
ゲ
ル
マ
y
^
M民
の
政 

治
的
生
i

態
は
小
農
民
敗
民
主
制
で
.は
，な
く
、
原
始
時
代
以
来
貴
族
支
配
で 

あ

變J

を
引
証
し
、
*
本
線
に
お
い
てT

部
分
ダ
ン
ネ
シ
バ
•ゥ
ア

I
の
見
解
に

.

:

:

.
 

V
S 

(

六
九
:/
.
-

)

,

三

、IFranz 

S
t
e
m
l
b
a
c
h
,

 

H
d
n
d
e
r
t
s
c
h
a
r
,

o

e
-&
e
n
a 

■
and z

e
s

crqericht.

Liberi, ..homines, 

c
e
n
t
e
n
a

0>
c+centenarius

.

、



ニ

六

(

六
九
六)

接
近
す
る
が
本
質
的
.な
点
で
は
そ
れ
か
ら
は
な
れ
る
。

1
.
D
i
e

 g
e
r
m
a
n
i
s
c
h
e

II
J
a
&
e
N
t
s
e
h
a
r
.

タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
、
，
一
一つ
の
は
っ
き

り

と

ちが
っ

て
お
り
ま
た
混
同
さ 

れ
得
な
■いH

u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
r

が
、
明
瞭
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
軍
百 

人

衆(
H
e
e
r
e
s
h
u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
r
)

と

裁
判
西
人
衆(Gorich

c+s
h
u
ndert 

丨
 

schar)

が
そ
ぅ
で
あ
る
。
こ
の
箪
百
入
衆
は
正
規
の
¥
隊
区
分
の
成
員
で
な
く 

て
精
鋭
隊O

E
H
t
e
t
r
u
p
p
e
)

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
のH

u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
r

は 

c
e
n
t
e
n
i

と
い
っ
た
敬
称
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
.
も
と
も
と
百
人
の
若
人
が
軍 

の
精
鋭
と
し
て
え
ら
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
こ
の
数
が

S

厳
密
に
保
持
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
み
と
め
て
い
る
。

.

も
ぅ
一
つ
の
西
入
衆
は
人
民
の
中
か
ら
一
〇
〇
人

(centerd 

s plebe

c
o
m
i
t
e
s
)

え
ら
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
全
裁
判
部
族
民
の
構
成
つ
ま
り
裁
判

共
同
做
で
は
な
く
、
軍
；0
人
衆
の
場
合
と
同
様
す
ぐ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ 

8る
0 

'

多
数
のH

l
m
d
e
r
t
s
o
h
a
r

の
設
定
は
フ
ラ
ン
ク
帝
国
で
は
じ
め
て
行
な
わ 

れ
た
。
し
か
し
栽
判
共
同
体
と
し
て
の
ゲ
ル
マ
ン
の
W
目

P4
o>
^
w.
oげ
P
S
は
ロ 

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
ま
た
自
由
主
義
的
な
十
九
世
紀
の
時
代
錯
誤
的
な
幻
想
に
す 

ぎ
ず
、
資
料
的
に
も
立
証
で
き
な
い
、
こ
の
点
でF. Steinbacii

は

o
目
丨 

n
e
&
a
u
e
r

に
無
条
件
に
賛
成
し
て
い
る
。

ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
はH

u
n

丨 

d
e
r
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
m
e
i
n
d
e

は
#
在
し
得
な
か
っ
た
し
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
3

目 

を
何
ら
根
拠
の
な
い
信
頼
に
値
し
な
い
も」

の
と
し
て
、か
た
ず
け
な
い
以
上

H
u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
f
t
b

ffieerestheorie, 

Sippentheorie, 

H
u
f
e
n
-

 

theorie, M
e
n
g
e
n
t
h
e
o
r
i
e
;

は
全
然
横
路
に
そ
れ
て
い
た
。
実
際
い
か
な
る 

K
u
n
d

CDr
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
m
e
i
n
d
e

も
存
在
し
な
か
っ
.た
が
し
か
しH

u
y
d
e
r
t

丨
 

s
c
h
a
r

は
存
在
し
た
、
■た
だ
そ
れ
は
そ
の
概
念
の
本
質
的
な
制
限
を
ぅ
け
る
。

そ
の
よ
ぅ
な 

H
u
n
d
e
r
t

 schar 
が 

Bezirksgenossenschaft 

に
変 

形
し
た
の
ち
に
は
じ
め
て
M
§
pu
oHt
s
c
h
a
f
t の M

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

 

が
形
成
さ
れ
得
た
。
裁
判
結
合
.の
全
体
性
の
意
識
が
ガ
.ゥ
豸
、エ
の
百
人
衆 

(
H

目d
e
r
t
s
c
h
a
r
)

に
よ
っ
て
共
に
担
わ
れ
、
共
に
代
表
さ
れ
る
限
り
、
ガ
ゥ 

内
で
の
ま
た
は
個
々
の
罾
㈣
砠
罾
で
の
マ
ル
ク
共
同
体
の
双

^
権

の

^

^

の

た 

办
の
憲
法
的
な
萠
芽
点
が
欠
け
て
い
た
。

.2. 

D
i
e

 

neustrische c
e
n
tena.

サ
リ
ヵ
法
典
で
は
.C+
ば
目
g
6-
§

と

cent e
n
a
r
i
u
s

の
二
人
の
栽
判
長 

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
点
で
サ
リ
ヵ
法
典
の
原
文„thmlgi- 

§
s a

ut 

centenariuw m
a
l
x
o

.̂dicaslts 

(Ilex Malicp 4
^
1
.

裳

,10

•は
は
っ
き
り
し
て
.いるが、そ
の
機
能
に
つ
い
て
と

W
目
丨 

dertschaft 

は
ひ
と
し
く
、
ま

た

c+
tr
u
n 的 
i
nfj
s 
と 

ca>
n
t<l
>
n
a
r
i
u
s

 

は
機 

.能
的
に
ひ
と
し
い」

と
い
っ
たH

.

 B
r
u
n
n
e
r

の
見
^
は
支
持
さ
れ
が
た 

い
。
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
の
国
王
の
伯(der 

k

orn
i
g
l
i
c
h
e

o

d

g

)

の
部
族

法
的
な
前
任
者
と
し
て
のt

h
u
n
g
l
n
u
s

は

-
都
市
管
区
と

o
o
J
ĉ+
a

§̂

(
G
r
a
f
s
c
h
a
f
t
)

が
等
し
い
と
い
っ
た
当
時
の
亊
情
か
6

し
て——

都
市
管
区 

の

^

^

主(G
e
r
i
c
h
t
s
h
e
r
r
)

で

あ

っ

た

。

.
フ
ラ
ソ
ク
人
は
ケ
ル
ト
人
が
ご
<
3
x
m
ci
m

=

±呼
ん
で
い
.た
自
治
市(

m
u
n
i
— 

c
i
p
i
u
m
)
を

，，t

目

S 

と
記
し
、m

u
n
i
c
i
p
a
t
u
m

 

に
対
^
し
て 

s
t
un- 

z
i
n
i
u
m
:

と
記
し
て
い
た
。

o
e
n
t
e
n
a
H
i
u
s

は

と

こ
ろ
で
ど
の
よ

う

な

地
位
を
占
め
て

い

た

で

あ

ろ

う 

か
？

サリ力

法
典
で
はc

e
n
t
e
n
a

は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
し

、

ま

た

な

ん 

ら
か
の
理
由
で
存
在
し
て
い
た
と
は
み
ら
れ
な
い
。

六
世
紀
の
は
じ
め
に
は 

civitas 

(
s
t
a
d
t
)

内
部
に
#
^
区
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
伯
職 

管

区(corQit

-ptus
)

の
下
級
管
区
へ
の 
一
.般
的
な
区
分
は
ヵ
ロ
リ
ン
グ
時
代 

に
は
じ
め
て
明
_
に
な
る
。o

o
m
i
t
a
t
u
s

の
こ
の
よ
う
な
下
級
管
区
へ
の
区 

分
は
古
い

a
^
sg
^
g

w

や

G
a
u
e

よ

り

小
さ
な
伯
職
管
区
の
形
成
と
並
行
し 

て
行
な
わ
れ
る
。 

.

も
っ
と
も
上
^

の
よ
う
に
五
九

六

年

のo
ecHetio 

C
M
l
d
e
b
e
r
t
i

 

II 

(§
4

丨§5 〕

に

c
e
n
t
e
n
a

が
で
て
く
る
が
そ
こ
で
は「

も
し
窃
盗
が
行
な
わ
れ 

る

とc
e
n
t
e
n
a

は
即
座
に
価
値
を
補
償
し
、c

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

はc
e
n
t
e
n
a

 

と
共
に
事
件
を
追
及
す
る
«3
:
-う
同
じ
く
と
り
き
め
ら
る
。」

^
2:
^

.§
4.)

又 

は

「

も

し

追

捕

中

のo
e
&
e
n
a

が
他
の
0

6
&目
3
,で
ま
た
は
佘
の
»
<
10)
1
& 

(
G
e
t
r
e
u
e
r
)

め
誰
か
の
処
で
同
じ
追
捕(

vestigium
)
.

を
行
な
い
ま
た
他 

の
0

1

1

に
追
跡
し
得
ぬ
場
合
に
は
、
罪
人
の
盗
人
を
ひ
き
渡
す
か
ま
た 

は
そ
の
価
値
を
た
だ
ち
に
補
償
し
、
ま
た
十
二
人
と
震
し
盗
人
の
追
捕
か
ら 

ま
ぬ
が
れ
る
よ
う
同
じ
判
決
を
も
っ
て
と
り
き
め
ら
る
。」

(

&
&
•
, 

§
5 し

と 

い
っ
た
も
の
で
そ
こ
で
のc

e
n
t
e
n
a

の
機
能
は
ラ
ン
ト
平
湖
保
持
の
範
囲
を 

出
な
い
0
こ
の

oa>
y
c+
a>

ŷ

は
五
五
〇
年
頃
の
ヒ

ル

デ
べ
ル
ト

と

ク

口

タ

ー

ル

L
i
b

aJri. hominew, contelaa et c

CI>31teD.prius.

両
国
王
間
の
平
和
保
持
の
協
約
の
場
合
と
同
様
に
警
察
目
的
の
た
め
に
住
民
の 

c
e
n
t
e
n
a

へ
の
区
分
が
遂
行
ざ
^

、
そ
れ
は
治
安
管
区
で
あ
り
こ

れ

ま

で

の 

H
u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
r

 

の
.vigiliae vel w

a
c
t
a
e

 

(streifen&enst 

哨
戒 

奉
仕)

や

従
士
の
追
跡(die S

p
u
r
f
o
l
g
e

 der T
r
u
s
t
i
s
)

の

^
ま

で

ひ

き 

ぅ
け
る
。H

:

 D
a
n
n
e
n
l
a
a
u
e
r

は
こ
の
メ

ロ

ヴ
ィ
ン
グ
時
代
のc

e
n
t
e
n
a

 

を
公
的
な
行
政
管
区
で
な
く
王
や
太
公
の
，料
地
管
区
又
ば
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ 

ラ
ト
の
.制
度
と
考
え
て
い
る
がF. 

S
t
e
i
n
b
a
c
h

は
こ
の
治
安
保
持
の
奉
仕 

を

'

t
h
m
x
g
i
n
u
s

か
ら
召
集
さ
れ
た
平
和
保
持
の
義
務
.の
あ
る
部
族
的
代
表 

者
達
の
任
務
で
あ
り
、
そ
の
た
め
にo

e
n
t
e
a
a
.

が
創
設
さ
れ
た
と
考
え
る
。

C
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

は
そ
の
^
士
ー (trustis)

た

ち

と

と

も
に
平
和
破
壊
者
を 

，追
跡
し
、
そ
の
：ょ
ぅ
なc

e
n
t
e
n
a

の
境
界
を
越
え
、
そ
の
分
邦
の
境
界
を
越 

え
て
追
捕
す
る
権
利
と
義
務
を
も
づ
。
有
の
平
^

^
の
；̂

の
中
で
そ
：の
龄 

成
を
命
ぜ
ら
れ
た

o

n

は
何
®

判
上
の
任
務
を
果
さ
ず
、
警
察
管
区 

，の
性
格
し
か
も
た
な
い
。
従
っ
て
ノ
エ
ス
ト
リ
ア
のc

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

は
も
は 

や
：緊
急
な
臨
®

判
の
裁
判
官
の
長
.で
ば
な
く
衆
団
の
指
撖
者
で
あ
り
、
ま
た 

共
同
体
の
長
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。：
と
こ
で
は
じ
め
て
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
国 

家
機
関
と
泡
治
体
の
自
治
，の
間
の
議
が
あ
ら
わ
れ
る
。

公
的
な
国
家
は
栽
判
権
を
独
占
し
た
が
地
方
的
な
平
和
保
持
の
任
務
は
す
で 

に
移
住
の
反
対
権
や
永
、
牧
場
及
び
通
路
の
許
可
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
隣
保 

(
N
a
c

tr-
b
a
r
)

.に
ま
か
さ
れ
た
。
こ
の
隣
保
団
体
は
0

«>
&
6
1
1
3
.
の
中
に
は
じ• 

め
て
し
づ
か
り
し
た
㈣
域
の
粋
を
ぅ
け
と
り
、
ま

た

場
所
の
平
和
保
持
の
.中
に 

政
治
的
共
同
体
の
発
歡
を
決
定
的
に
お
し
す
す
め
る
任
務
分
野
を
得
た
。
そ
れ

ニ

七

(

六
九
七)



は
中
世
の
m
治
体
的
囟
治
の
成
立
皮
で
あ
り
、
そ
の
起
源
の
条
件
が
こ
£
で
あ 

き
ら
か
に
な
る
。
部
族
法
的
な
都
市
1栽
判
官t

H
u
n
f
w

の
が
わ
り
に
都
市 

の
K

'

王
の
伯
が
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
に
以
後
国
家
公
権
の
構
成
に
よ
り
、
 

栽

判

に

お

け

る

伯

の

官

権

：̂

助

と

し

て
：ノ
キ
ス
ト
リ
ア
で
は

，
下

級

栽

判

官
 

(
V
I
U
S
)

が

o

n

g

の
代
り
に
あ
ら
わ
れ
る
。

し
か
し
同
じ
時 

.期

.に
え
ら
ば
れ
た
0
6
&§3
<
;
1
:
5,
5
に
尤
..っ
て

管

理

さ

れ

る

警

察

の

^
^
女

区

が 

つ
く
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
てBC. 

D
a
n
n
e
n
b
a
u
e
r

が
考
え
る
よ
う
に
、
ノ 

工
X-
ト

リ

ア

の

は

、
，
後

期

ロ

 
I
マ
の
都
市
行
政
圏
か
ら
の
ラ
.
Iテ
.
 

ン2
1
^

地

域(
L
a
e
t
e
n
s
i
e
d
l
i
m
g
e
n
)

の
免
除
の
な
か
に
す
で
に
そ
の
手
本 

を
も
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
全
く
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ソ
ゴ
バ
ル
ド 

のa
r
i
m
a
l
m
i

©-
類
似
性
も
拒
否
で
き
な
い
。''

• Ce
n
t
e
r
d

の
拡
大
が
主
と
し
て
王
領
地
で
の
ア
ラ
ン
ク
の
植
民
に
よ
っ
て 

行
な
れ
れ
た
と
言
う
仮
説
も
多
べ
の
妥
当
性
を
も
つ
。
だ
が
o.a

a
n
e
n
b
a
u
e
r

 

が
指
摘
す
る
そ
の
掀
犬
の
方
途
は
、
個
別
的
に
な
お
厳
密
な
証
财
'を
必
要
と
す

る
。

.
- 

.
:
' 

:

3. 

D
a
s

 austrische z
s
t
g
e
r
i
c
h
t
.

ア
ゥ
ス
ト
リ
ア
で
は
、c

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

が
上
級
裁
制
へ
の
#
加

を

B£
張
で 

き
た
と
言
う
I

な
お
解
明
さ
る
べ
き
普
及
路
か
ら
の
I

重

要

.な

偏

差

が

生
 

.ず
る
。

ア
ゥ
ス
ト
リ
ア
で
は
ゲ
ル
マ
ン
のH

u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
r

と

o
e
n
t
e
n
a

の
関 

^
は
と
く
に
顕
著
だ
とp

,

cq
c+
q
&ĉ
po
oば
は
考
え
る
。
し
か
しc

e
n
t
e
n
a

の
-

- 

ニ

八

C

六
九八

：}

.

.

.

.

.

. 

' 

.

.

.

.

.

.

.

.

導
入
は
こ
こ
で
も
本
質
的
な
変
化
を
意
味
し
た
。

へ

'
'

H
.

 B
r
u
n
n
e
r

が
考
え
る
よ
ぅ
に
、
す
で
に
存
続
ず
る
人
的
な
.裁
判
共
同 

体
が
、
地
域
的
な
裁
判
管M

に
転
化
し
た
だ
け
で
な
ぐ
、
何
よ
り
も
ま
ず
裁
判 

共
同
体
と
し
て
の
f

s
下
の
金
結
合
が
：こ
れ
ま
で
の
I

的
な
部
族
代
表
に 

か
わ
る
裁
判
君
主
の
側
咚
お
が
れ
た
。

J 1

;
九
六
年
のB

e
c
x
e
t
i
a

で
、ce

n
t
?

 

n
a
r
i
u
s

は
他
のi

u
d
e
s
s

と
並
ん

で
裁
判
区
の

裁
判
長
と
し

て

あ
ら
，わ

れ 

て

く

る
。
ア

ゥ

ス

ト

リ

7.
のc

e
n
t
e
n
a

は
明
ら
か
に
管
区
共
同
体
で
あ
り
、
 

同
時
に
ま
た
衆
団(

B
e
z
i
r
k
s
g
e
m
e
i
n
d
e

 u
n
d

 s
c
h
a
r
)

で
あ
っ
た
。

注 

F. S
t
e
i
n
b
a
c
h 

は
，，si c

e
n
t
e
n
a

 Iposita in v
e
s
t
i
g
i
a

M.
y 

.
centena, 

s
の
文
言
の
中
に

H
u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
r

 

'の
裁
判
典
同
体
へ
の
転 

化
を
見
い
だ

^
、：
こ
..の
'転
換
は

c
e
&
e
H
a

の
導
入
を
通
じ
て
お
こ
な
わ 

れ
、c

e
n
t
e

-ya

は
こ
の
際
古
い

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

の
機
能
を
ひ 

:

き
ぅ
げ
る
と
考
え
て
い
を
。

.し
か
し
こ
の
点
は

N S
t
e
l
n
b
a
c
l
i

の
行
き 

す
ぎ
で
ル
あ
る
ま
い
か
？
 

.
 C

e
n
t
e
n
a

.の
導
入
と
追
捕

(vestigia
)

の 

事
実
は
認
め
ね
ば
だ
ら

ぬ
と
.し
て
も
こ
の
こと
か

ら

It
ち
に

こ
め
b
期

の 

,c
e
n
t
e
n
a

が

,

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

の
機
能
を
果
す
と

い
っ
た
こ 

'と
は
い
ま
だ
断
觉
し
得
な
い
ザ
だ
お
こ
こ
で

':/
!
:九
六
年
のo

e
c
r
e
t
i
o

と
並 

ん
でL

e
x
w
i
b
u
a
r
i
a
.

 

5
0

のc
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

の
裁
判
官
の
機
能
が
そ 

の
拠
点
と
し
て
あ
げ

ら
れ
、
o
@tJ
c+
-
e
r
L
a
r
i
u
s

は
ア
ゥ
ス
ト
リ
ア
で
は

H
u
n
-

 

d
e
r
t
s
c
h
a
r

の
地
区
共
同
体
べ
の
転
化
の
さ
い
に
、

c
e
n
t
e
n
a

導
入
に
.
当 

っ
て

P
^
OC+
0

W
p
H
o<r
+
-
e
;
n
o
r
e 

p
a
c
i
s

に
よ
っ
て
取
り
去
ら
れ
た

裁
判
機 

能
を
保
持
し
た
と

^
-ベ
ら
れ
て
い
る
が
、

oe

tjt
e
n
a
r
i
u
s

の
裁
判
官
の
機

能
を
認
め
る
と
し
て
も
メ

P
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
ア
ウ
ス
ト
リ
ア
の

c
e
n
t
e
n
a

 

が

G
e
r
i
c
h
t
s
g
e
m
e
i
n
d
e

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
的
確
に
捕
捉 

し
が
た
い
。

'

.

.

.

m
フ
ラ
ン
ク

帝
国
でo

e
n
t
e
n
a

の
導
入
の
際
に
、

西
部
で
.完
成
さ
れ
た 

0

1

1
め
¥

_
察
"の
任
務
へ
の
制
限
が
起
ら
な
か
っ
た
と
い
.う
i

は
、
 

ま
ず
ア

ウ

ス

卜

リ

ア

，で

は

ノ

エ

ス

ト

リ

ア

と
逆
に
国
家
と
自
治
体
的
な
保
安
組 

織
の
間
の
./
\
.刀
裂
が
起
ら
な
か
っ
た
と
い
う
塞
本
的
区
別
を
意
味
す
る
。

.

五
九
六
牢
後
ア
ウ
ス
ト
リ
ア
で
はc

e

.tj
t
e
n
a

は
部
族
法
の
裁
判
共
同
体
と 

し
て
伯
職
領(

G
r
a
f
s
c
h
a
f
t
)

の
下
級
管
区
と
な
る
。C

e
n
t
e
n
k
r

-B-
S

は
こ 

.こ
で
は
h

CD

x
l

o

pに
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
緊
急
の
臨
時
裁 

判

の

！
^

官

に
と
ど
ま
る
。o

e
n

'c+
e
n
a
r
i
u
s

を
上
級
の
裁
判
か
ち
下
級
の
裁 

判
.へ
お
し
下
げ
よ
う
と
す
る
力
I
ル
大
王
の
試
み
は
、
.ゲ
ル
■マ

ン

の
，
現

場

処

置
 

が
強V

主
張
さ
れ
た
の
で
徹
底
し
な
か
づ
た
。
0
の
&

0)
豸

2.
§

，
は

補

助

者

に
 

な
っ
.た
が
、.
.

ノ

エ
X
ト
リ
ア
，のvicarlus.

の
よ
う
に
他
.の
官
権
的
機
関
と
は
.
 

な
ら
な
か
っ
た
。
ア
ウ
ス
ト
' リ
ア
のcenteyarius

,'

は
臨
時
裁
判
や
緊
急
裁 

判
で
俏
の
代
理
を
な
し
得
た
i

共
同
体
の
指
揮
者
に
と
ど
ま
マ
た
？

従
っ
て
古
典
学
説
か
ら
あ
や
ま
っ
て
発
展
の
は
じ
め
.に
お
か
れ
て
.い
た
裁
判 

共
同
体
と
.し
て
.の
実
際
のH
u
n
d
e
r
t
s
c
h
s
f
t

は
.カ
ロ
リ
ン
ダ
時
代
に
ア
ウ
ス 

ト
リ
ブ
で
成
立
し
だ
。
こ
の
«
目
を

3-
3
0ぱ
0_»

は
存
在
し
た
が
、
.確
か
に 

ゲ
ル
マ
ン
古
代
で
は
な
し
に
五
九
六
申
罾
に
は
じ
め
て
存
在
し
た
わ
け
で
あ 

る
。
し
が
し
0

1

1

の
ゲ
ル
マ
ソ

起
源
と
そ
の
発
展
の
速
続
性
は
明
瞭
.で
.
 

あ
る
？ 

... 

.

.

.

.

Iiiljeri h
omines, 

c
e
n
t
e
n
a

 

ec+cerdje

fclarius

-、-;
さ
？.t
v
.
.%
y々
-:
..
-,'-
-
;
1--
i
>殳
'

^

i 
..
 

.
I--.--
 

-c.,.
>:.,
s
f*.-
',.,
v 
ぐ、
--.

;,,
?v:
if'.

、5
' 
し
 v

.l

••
、•レ，V

.,  

*•:
I
d
f
'.
s
r.

ノ
エ
ス
ト
リ
ア
と
ア
ゥ
ス
ト
.リ
ア
の

0
6
2
1
^
1
1

£>
5
の
ち
が
っ
た
機
能
の
拫
拠 

は
、
ア
ゥ
ス
ト
リ
ア
で
は
、c

e
n
t
e
n
a

が
導
入
さ
れ
た
時
期
に
t
が
保
持
へ 

の
古
い
部
族
法
的
な
参
加
が
損
わ
れ
ず
、

一
方
ノ
エ
ス
ト
リ
ア
で
.はTrustis 

’

(

従
士)

亦
も
は
や
そ
の
任
務
を
考
慮
し
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
第
二
に
公
的 

な
国
家
思
想
'が
西
部
，で
ば
す
で
に
強
く
地
盤
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ 

る
。
上
適
の
過
程
か
ら
六
.世
紀
末
以
来
ニ
つ
の
機
能
の
ち
が
っ
た 

つ
ま
り
治
安
瞥
察
の
.任
務
に
限
定
さ
れ
た
隣
i

同
体
と
部
族
法
的
な
上
級
裁 

判
と
い
っ
た
ニ
つ
c>
'
現
象
形
態
が
フ
ラ
ン
ク
の
植
民
に
よ
っ
て
普
及
し
た
で
と 

が
知
ら
れ
る
。

モ
I
ゼ
ル
ラ
ン
' ド
のZ

e
n
d
e
r
e
i
e
n

と
ラ
ィ
ン
のH

o
n
s
c
h
a
f

 t
e
n

は
ノ 

エ
ス
ト
リ
ア
の
警
察centeni 

(
F
o
l
l
z
e
i
c
e
n
t
e
n
e
n
)

の
^
^

で̂
あ
り
、
 

単
な
る
隣
保
共
同
体
に
す
ぎ
.な
い
が
、.

中
部
ラ
ィ
ン
や
東
フ
ラ
ン
ク
の
地
方
の 

c
e
n
t
e
n
i

は
、
流
血
裁
判
の
•原
型
と
な
っ

た
7

ゥ
ス
ト
リ
ア
の
上
級
1

共
同 

体
の
雄
続
及
び
模
写
で
あ
る
。

. 

\

4

 

Hunria, 

H

目d
r
e
d

 u
n
d

 H
u
n
t
a
r
i

.

モ
ー
ゼ
.ル
ラ
ン
ド
地
方
で
十
i
iff
i
紀

に

W

C

I
の
名
の
^
い
上
級
罾
㈣ 

が
：み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
障
桥
官
な
し
に
、
直
接
共
同
体
の
長
、
つ
ま
りZ

e
n
d
e
r

 

の
指
揮
の
も
と
に
農
民
の
谶
判
集
団0

1
n
g
v
o
l
k
>

に
よ
り
栽
判
を
行
な
う
。
 

そ
れ
は
力
口
ゾ
V
.ダ
時
代
以
前
の
'、
部
族
法
的
な
上
級
騎
の
遺
物
の
よ
う
に

..み
え
る
：0; 

.■. 

.一
 

'
V
-
: 

.

.

.

.

.

'ィ
ギ
リ
ス
で
は
十
|1
1
:紀
以
来
：.：|

泛
{1
>
<
1

「

の
名
を
も
つ
霸
管
轄
區
が
証
明

一

1

九
.(

六
九
九)



さ
れ
る
。

フ
U

1
ス
ラ
ン
ド
で
、
フ
ル
ダ

修
道
院
へ
の
力

p
リ
ソ
グ
時
代
の
寄
..
 

進
文
書
の
中
でd

a
g
o

 Kili
n
g
h

目

t
a
r
i

と
言
フ
た
地
名
が
あ

げ

ら

れ

、
.
ル 

ド
ウ
ィ

ッ

ヒ
敬

虔

王

の

文

書

の

中

で

c
a
m
m
i
n
g
a
h
d
n
t
a
r
i

が
み

ら 

れ

る
。
ア

レ
マ
ソ
ニ 

H
Vで
も
七
七
六
年一

一
〇
0
七
^

の
間
に
八
つ
の
異 

な

っ

た

が

現

わ

れ

る
。
.之
等
は
す
べ
.て
人
名
と
結
合
し
て
い
る
。
 

十
一
世
紀
以
来
、
同

じH
l
a
r
i

の
管
轄
区
の
，記
述
が
ス
ウ
二 

Iデ
ン
で
も 

み
う
け
ら
れ
る
。

お

そ

ら

く

フ

リ

ー

ス
ラ
ン
ド
、
ア
レ
マ
ソ
ニ H

ソ
及
び
ス
ウ
そ
I
デ
ン
で
は

c
e
t
n
e
n
a

 

.で
な
し
にo

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

が
ま
ず
導
入
さ
れ
、
そ
の
古
い
ロ 

I
 

マ
の
称
号
の
転
用
でH

u
n
t
a
r
i

と
^

#
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と 

は

Qaufiirste

tf
が
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
のt

h
u
n
g
i

fcj
u
s

や

そ

の

^

^

者

で

あ
 

る

C
O日i

t
e
s

の
ょ
う
に
そ
のH

m
i
d
e
r
t
s
c
h
a
r
e
n

の
先
頭
に
特
別
な
指
揮 

者
を
つ
け
ょ
う
と
し
た
と
き
に
'お
こ
っ
た
に

相
違
な
い
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
の 

0

1

1

の
手
本
に
し
た
が
っ
V

の
管
轄
区
の
形
成
や
.共
同
体
の
形
成
が
ゲ 

ル
マ
ン
入
の
入
格
主
義
や
等
族
的
代
表
の
原
理
へ
.の
強
い
執
着
に
関
連
し
て
発
.
 

展
史
的
に
も
第
一
一
番2!

に
は
じ
め
て
期
待
ざ
る
べ
き
で
あ
る
？

H

I

&
は
、
■杏
代
の
遺
産
が
背
後
に
作
用
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
の
文
化 

的
影
響
の
も
と
で
、
ア
レ
マ
ン
一

一

干

ソ

や

フ

リ

ー

ス

ラ

ン

ド
で
す
で
に
ス
ウ
ヱ 

I
デ
ン
や
■フ
ラ
ン
ク
の
国
家
組
織
の
導
入
以
前
に
侵
入
し
た
不
変
の
地
歩
を
占 

め
る
裁
判
記
号
で
あ
•っ
た
0
つ
ま
り
こ
のH

u
n
t
a
r
i

は

0

目
0 >

の
下
部
へ 

の
最
初
の
政
治
的
な
ラ
ン
ト
区
分
の
想
い
出
を
確
保
し
て
い
る
。
：

F. S
t
e
i
n
b
a
c
h

の
見
解
は
大
要
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、Th.. M

a
y
e
r

.

■
 

三

〇

(

七
0
〇)

の
論
考
は
当
然
こ
の
論
文
の
批
判
を
も
含
むV

と
と
な
る
。
た
だ
先
に
掲
げ
た 

私
見
か
ら
す
れ
ば
,F*

S
t
e
l
n
M
c
I
i

の
立
論
の
妥
当
性
を
し
ば
ら
く
保
留
し 

て
も
力 
ロ
リ
ン
グ
時
代
のliberi ..homines, 

centena, 

centenarius 

の
特
異
性
と
し
て
の G

e
r
i
c
htsgomelBde, 

Gexichtsvorsteher 

の
機

能
が
こ
こ
で

浮
き
彫
り
に
さ
れ
.て
い
る
こ
と

は
多
く
の
難
点
が
あ

る

と

し
て
も 

.注
目
に
値
す
る
。
.

四
、T

h
.

 

M
a
y
e
r
,

 

S
t
a
a
t

 

undt H
u
n
d
e
r
t
s
c
l
i
a
f
t

 

in 

f
r
&
k
i

CQc
h
e
r

 

zeit.

ゲ
ル
マ
ン
及
び
初
期
中
世
国
家
の
学
説
は
大
き
く
転
換
を
と
げ
、Heinrich 

B
r
u
i
m
e
r

や

Ulrich S
t
u
t
z

を
も
っ
て
そ
の
代
表
者
と
さ
れ
た
ド
イ
ツ
法 

制
史
の
古
典
学
派
の
時
代
は
す
で
に
す
ぎ
去
っ
た
。

し
か
し
；a
. B

r
i
e
r

 

の
労
作
は
勿
論
そ
の
標
準
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
来
素
材
の
組
織
的
な
構
成
や
説
明
に
で
は
な
く
、
ダ
イ
ナ
へ
、
ッ
ク
な 

乾
力6

资
展
史
的
な
把
握
に
向
け
ら
れ
た
研
绝
が
ま
す
ま
す
多
く
歴
史
家
か
ら 

取
认
あ
げ
ら
れ
る

よ

う

に
な
う
た
。
し
か
し
新
し
い
研
究
は
以
前
の
労
作
を
も 

う
一
度
問
題
に
す
る
。

H
.

 D
a
r
m
e
n
b
a
u
e
r

 

は 

p 

v
.
u
u
n
g
e
m

 
が
中
世
に
つ
い
て 

た
て
た
理
論
を
早
期
に
ま
で
拡
張
し
て

い

る

。

両
者
の

M
M
に
よ

る

と

ド

イ

ツ 

民
族
の
国
制
は
貴
族
支
配p

ole^lejrscilaften
)

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ 

て
い
る
。

ゲ
ル
マ
ン
人
の
.原

始

民

、
王

主

義

の

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

夢

は
さ
め
て
、A

.

D
o
p
s
c
l
i

が
こ
の
学
説
を
攻
撃
し
て
以
来
、
高
位
の
及
び
下
位
の
ま
た
は
貧
し

い
及
び
富
め
る
君
主
と
隸
民
が
存
茌
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。U

.

D
a
z
m
e
n
b
a
u
e
r

 

.は
特
に
個
人
め
権
力
に
甚
づ
き
、

さ
ら
に
そ
れ
を
根
拗
づ

け
、
-
つ
い
で
之
等
の
人
々
が
保
護
を
与
え
、
ま
た
支
配
を
達
成
す
る
こ
と
が
.で 

0

き

たF
l
u
c
h
t
b
u
r
g
e
n

を
指
摘
し
て
い
る
。

.

こ
と
で
再
び

w
. Da

i
m
e
n
b
a
u
e
r

とp, g

c+e
i
n
b
a
c
i
l

の

^

解

を

綴

返
 

す
必
要
は
あ
る
ま
い
、

た
だ
両
者
は
ゲ
ル
マ
ン
人
のH

g
d
e
r
t
s
c
h
a
f
t

の 

.完
全
な
拒
否
で
一
致
し
て
い
る
。
，
両
者
は
確
か
に
す
で
に
ゆ
ら
い
で
い
た
古
典 

学
説
の
束
縛
か
ら
の
解
放
を
熾
ら
し
、
古
い
時
代
の
社
会
#
成

や

国

家

構

造

.
に 

つ
い
て
の
全
体
の
像
が
そ
れ
に
ょ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
た
支
柱
を
と
り
は
ら
っ 

た
。
従
っ
て
新
し
い
痤
物
を
た
て
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
焦
眉
の
問
題
と
な
っ
て 

い
る
。 

- 

T
h. M

a
y
e
r

は
、
原
始
ゲ
ル
マ
ソ
のH

u
n
d
e
r
t
s
o
h
a
f
t

と
言
っ
た
も
の 

は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
たD

a
x
m
e
n
b
a
u
e
r

と

S
t
e
i
n
b
a
c
h

か
ら
な 

さ
れ
た
証
明
を
全
く
確
実
で
あ
る
と
考
え
、
ま
た
そ
れ
に
完
全
に
賛
成
し
て
い 

る
。
同
様
に
ゲ
ル
マ
ン
人
の
初
期
の
国
家
構
造
.が
貴
族
の
支
配
か
ら
規
定
さ
れ 

た
と
言
うD

a
m
a
e
n
b
a
u
e
r

の
仮
説
と
基
本
的
に
一
致
す
る
、

た
だ
少
な
く 

と
も
歴
史
家
の
接
近
し
う
る
時
代
の
之
等
の
貴
族
支
配
を
国
家
.と
し
て
、
乃
至 

は
多
少
独
裁
的
な
組
織
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
シ
ュ
タ
ム
を
包
括
す
る 

国
家
内
部
の
広
沉
に
自
動
的
な
制
度
と
記
し
う
る
と
言
う
制
限
が
つ

く

。

,
し
か
し
こ
の
ょ
う
な
貴
族
支
掘
の
学
説
は(

貴
族
支
配
の
も
と
で
の)

共
同 

体
内
部
の
民
主
的
な
に
つ
い
て
の

S
t
e
i
n
b
a
c
h

の
見
解
に
矛
盾
し
な

Liberi 
げonlinew,. c

e
n
t
e
n
a
，
et ceytenariuw

い
、
だ
が
之
#
の
.共
同
体
に
広
巩
な
権
限
を
帰
し
た
り
あ
る
い
は
十
九
世
紀
の 

見
解
を
古
い
時
代
に
本
ち
込
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

.

.メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
：国
制
史
の
た
め
の
最
%.
重
要
な
资
料
グ
ル
I
プ
は
部 

族
法
、
づ
ま
りL

e
g
e
s

で
あ
る
が
、
之
等
のL

e
g
e
s

に
し
ろCapitularia 

.に
し
ろ
完
然
に
満
足
な
，如
の
、が
存
在
し
な
い
と
い
っ
.た
点
で
困
難
が
あ
る
。
だ 

が
そ
の
よ
う
な

事
情
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
サ
リ
ヵ

法
典
に
も

ト

I
ル
の
グ
レ 

ゴ
ー
ル
の
記
述
史
に
も
一
つ
もc

e
n
t
e
n
a

が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て 

サ
リ
ヵ

法

典

(
C
.

 

4
4
. 

4
6
.
)

で

t
h
u
n
g
i
n
u
s

と
並
ん
で
裁
判
を
行
な
う 

c
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ

の

c+
tr
*
目

と

oa)
&
n)
y
g
ŝ*
co
が
同
一
の
入
格
か
.否
か
に
つ
い
て
、
 

%'し

c
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

が
後
代
の
も
の
と
す
る
と
そ
の
意
味
が
全
然
ち
が
っ
て 

く
る
、
つ
ま
り
そ
れ
は
両
者
の
旅
行
関
係
で
な
く
前
後
関
係
が
問
題
と
な
る
か 

ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
.観
点
か
ら
す
る
とt

h
u
n
g
i
n
u
s

の
後
に
こ
P
& 

centenarius
。

と
あ
る
の
は
.も
は
や
普
通
で
な
い，，thmigiiius

ミ
と
言 

う
言
葉
の
説
明
で
あ
る
と
言
い
得
る
。

し
か
し
こ
の
発
展
史
的
な
双
ル
は
、
 

t
h
u
n
g
i
n
u
s
i

 i
u
d
e
x

丨
>
.

centenarius 

.(ais 

Richter
)

の
よ
う
に 

i
n
d
e
x

を
入
れ
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

八
世
紀
の
半
ば
以
前
王
室
文
書
に 

Z
e
n
t
e
n
a
r

が
述
べ
ら
れ
て
な
い
の
は
、
偶
然
で
も
無
意
味
で
も
な
い
。
そ
れ 

'ま
でi

u
d
e
x

が
裁
判
官
.で
あ
り
、N

e
n
t
e
n
a
T

が

R
i
c
h
t
e
r

で
は
な
か
っ 

た
。
更
に
六
世
紀
の
は
じ
め
以
来t

h
u
n
g
i
n
u
s

の
名
称
は
も
は
や
見
出
さ
れ 

な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
てt

h
u
n
g
i
n
u
s

は
あ
と
でi

u
d
e
x

と
^
ば
れ
、
 

Z
e
n
t
e
n
a
r

は
あ
と
.で
裁
判
官
の
機
能
を
果
す
役
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
機
能

三 

一
 

s

o
 一)



が
同

.一
で
も
法
律
上
の
同
等
な
地
位
を
意
味
し
な
い
。th

目g
i
n
u
s
.

は

.一
般
；
 

にV
o
l
l
c
s
b
e
a
m
t
e
r
(

部
族
役
人
と)

：み
ら
れ
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
社
会
的
、：
政 

治
的
地
位
に
-̂
っ
て
こ
の
機
能
を
も
っ
た
、
0
0

(̂1
>
&目

肖
%-
;

亦

そ

れ

を

暗
 

示

し

'
て

い
る
。
.し
か
し

cl
'o
^

^

Q

g

^

I

w
'を
王

か
ら
任
命
さ
れ
た
役
人
と
記 

し
て
は
な
ら
な
い
、
そ
.の
点

が

最

も

重

要

な

.
の

で

あ
る
。

Lこ
の
-こ
と
.はoent- 

e
n
a
r
i
u
w

に
.は

妥
-̂
し

な

い。

：

.

.八
世
紀
に
は
じ
め
て
書
式
集(

f
o
r
m
u
l
a
e
)

に
あ
ら
わ
れ
るc

e
n
t
e
n
a
r


ius 

の

資

料の
飽
囲
で
枕
、

oentenarius 
.は
つ
ね
に
伯
の
下
位
に
お
か
れ 

た
。C

a
p
i
t
u
l
a
r
i
a

のc
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

も
同
様
で
あ
る
0
之
等
の
い
か
な
る 

資
料
で
もc

e
n
t
e
n
a

は
部
族
民
の
制
度
と
記
さ
れ
ず
、
.ce

n
t
e
n
a
r
i
u
w

は 

部
族
役
人
と
記
さ
れ
な
い
、
そ
れ
は
玦
し
て
俏
に
対
立
せ
ず

、
伯
の
'下
位
に
お 

か
れ
、
初
め
て
伯
の
下

級

役

人

に

.
転

落

す

る
わ
け
で
は
な
い
。c

e
&
e
n
a

は 

フ
ラ
ン
ク
壬
国
で
は
、
壬
の
制
度
で
あ
り
、
従

？
て

centenarius,

は
フ
ラ 

ソ
ク
で
は
1

の
双
入
で
な
く
常
に
国
王
の
役
人
で
あ

り

、そ
れ
は
軍

^
組

織
 

か
ら
此
て
き
た
も
の
で
、

§

制
度
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
で
は 

c
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

は
い
か
に
し
て
ま
た
な
ぜ
裁
判
制
度
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ 

ろaTn

か
？ 

c
eELteyarivls

の
裁
判
べ
の
編
入
を
示
す
も
の
と
し
て
.
f
 
H
, 

f o
l
g
e

が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の

s
p''
a
r
f

o
l
g
e

は1R

来
私
的
な
仕
辦
と 

し
て
、息
！

i

の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
。や

が

て

主

や

C
G
e
t
r
e
u
e
r
)

、
 

Vasallen 

C

封
臣)

の
所
領
で
、
そ

こ

の

c+rustes 

(
K

o:nigsgefolge) 

か

らc
e
n
t
e
n
a

が
形
成
さ
れ
、そ
の
先
頭
に

o
§
c+
(l
>
§
a.
CJ
g
が
お
か
れ
た
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て

g
p0
H
gn>
H>
o
l
g
e
の
い
わ
ば
固

定
化
が
行
な
わ
れ
た
。
従

;

I 

. 

_
 

三

--
'

 

(

七
〇
ニ)

.

.

■?
てo

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

は
緊
急
裁
判
処
置
に
ひ
き
.
こ)

ま
れ
、
そ
こ
で
裁
判
活
勸 

が
：展
開
ず
る
ご
.と
^
な
る
。

F. .
s
t
e
i
n
M
c
h
'

は
自
治
体
.的
'自
治
に
..つへ
.い
，て
速
.ベ
..て
.
い

る

が
こ
の
時
代
の 

S

治
体
的
.自
治
に
つ
.い
て
述
べ
，る
こ
と
は
無
理
で
ぁ

る
0

s
t
e
i
n
b
a
c
h

は 

c
e
n
t
e
p
a

が

古

い

o
e
2 .
&
^
ざ&

e
r
t
s
c
h
a
r

め
機
能
を
ひ
き
う
け
た
証 

拠
を
五
九
六
年
のD

e
c
r
e
t
i
o

の
中
に
み
て
.い
る
が
、
と
く
にcentenari- 

us. a
ut .q.uislibet iudex.. 

■と
.述
.ベ
ら
れ
て
い
る
.

Decretio C, 9
.

を
考 

慮
し
.て
そ
れ
に
，は
賛
成
で
き
な
い

:0
.

-

.
w
. Da

i
m
e
n
b
a
u
e
r

の
見
解
で
は
、c

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

の
活
動
は
王
料
地 

に
集
中
さ
れ
た
こ
と
：に
.な
っ
て
い
る
。

し

か

しs
p
u
H
g
e
f
o
l
g
e

は
六
世
紀 

に
王
料
地
の
管
轄
を
越
え
て
貴
族
の
支
觀
地
に
侵
ス
し
て
行
な
わ
れ
た
。
五
九 

六
年
の

1
;
>0 >
0

这

£?
:0

に
ょ
る
とiudex,

も

亦

追

捕(spurfolge
)

に
参 

加
し
た
、
し
か
し
そ
れ
は
主
.と
し
てo

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

の
任
務
で
あ
っ
た
。
ラ 

ン
•ト
の
•平
和
保
持
に
多
少
抵
触
す
る
追
捕
の
ょ
う
な
行
為
は
た
し
か
に
権
力
手 

段
を
前
提
と
す
る
。c

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

が
一
般
的
な
召
集
権
を
も

っ

た

と

言
う 

証
拠
.は
何
も
な
い
、
む
し
ろ
国
有
地
に
居
住
す
る
人
々
に
命
令
し
た
と

考
え
る 

べ
き
で
あ
る
0

:

:

.

C32)
o
a
p
i
t
a
a
r
e

 ..de villis.,p 

62..

や
プ
リ
■ュ
ム
修
道
院
の
賃
子
帳
でc

e


n
t
e
n
a

 
が
み
ら
れ
る
が
、
 

そ

のo
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

が
グ
ル
ン
ト
べ
ル
の
役
人 

と
な
る
こ
と
.も
fc
り
う
る
。
，
..

■.し
か
し 

F
a
c
t
u
s

 p
r
o

 tenore pacis 

と 

Decretio v
o
n

 596 

の 

c
e
l
n
a
H
i
d
s

は
純
粋
な
王
め
役
人
で
あ
り
、

王
料
員
へ
の
命
ゃ
^
双
有
き

で
あ
っ
た
。
従
っ
てo

e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

と
王
の
役
人
で
な
か
っ
た
サ
リ
ヵ
法
典 

の

誃

兵

1
2
1
0
8
間
に
は
基
本
的
な
差
異
が
生
じ
た
10 

伯
の
下
級
管
区
と
し
て
.のcentena:.

に
つ
い
てL

e
x

 A
l
a
m
an

n
o
r
u
m

 

p
k
. r

i

•
，は
、「

響
は
古
い
慣
習
に
従
っ
て
す
ベ
て
の
ヶ
ン
テ
ナ
で

_
 

徜
又
は
そ
の
代
理
人
の
面
前
で
ま
た
ゲ
ン
テ
ナ
リ
.ュ
ゥ
ス
の
面
前
で
行
な
う
ベ 

し
。
同
集
会
の
期
日
は
土
腿
か
ら
土
腿
に
お
こ
な
う
.か
俏
ま
た
は
ヶ
ン
テ
ナ
リ 

ュ

ゥ

ス

が

欲

す

る

日

に

お

こ

な

う

ベ

，し

0」

と
の
：ベ
て
い
.る

.0
然
し
同
章
の
ニ
，
 

で
は

s-
d
e
x In m

&
o

 p
u
b
l
i
c
o

と
逮
べ
ら
れ
て
い
る
。

右
の
卅
六
章
の
一
は
定
^
!
会

(
d
a
s
e
Q
h
t
e
b
i
n
g
)

に
関
係
が
な
く
、
，
 

そ
こ
で
ラ

ソ

ト

の'平
和
^
#
が

の
ベ
ら
れ
る

：臨
時
集
会(

0>
ぼ

，gebotenes 

に
関
係
が
あ
る
。

-L
か

しmalius 

-Dutlicus 

'つ
ま
りdas 

o
r
d
e
&
H
c
h
e
o
Q
H
i
c
h
t

 
ま
た
は A

a
s.ecse D

i
n
g

 
は

S*
p4
a>
2
c 
が
之
を 

管
轄
し
た
。i

u
d
e
x

は
人
民
.の
：同

意

に

よ

り

太

公

か

ら

.任
命

さ

れ

た

。
：
力

.
！ル 

大
王
も
下
級
役
人
が
え
ら
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
述
べc

e

-g-enarius

.も
あ
げ
V
- 

ら
れ
て
い
.る
、
'し
、
か

る

に伯

，

Q

讓

に

つ

い

：て
：
は

述

べ

ら

れ

て

い

な

い

、

し

か 

し
伯
は
選
蔡
に
«
0
き

役

人

を

任

命

し

，
た

:.
0.

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
にindex,

とc
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

が
一
一
人
：の

ち

：が

っ

た

入

• •

.• 

•
•
•
.
. 

.呑

格
及
び
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
^
た
し
か
で
あ
る
。''
'Le

x

 A
l
a
m
a
z
m
o
r
u
m

の
', 

centenarius 
は pactus a

r
o tenore pacis 

Q
o
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

 
と
同

様
に
、
主
又
は
太
：公
の
役
人
で
あ
っ
た
が
、iudex.

ば
人
民
が(

選
敬
を
'と
ぉ

レ
て)

そ

の
任
命
に
参
与
し
た
か

ぎ

り

に

おい

て

(

部
族

:

民
叉
は
人
民
の
役
人)

と
.記
さ
れ
：ね
ば
な
ら
な
い
。
リ
プ
ア
リ
ァ
1

ス
五
(3 

-
‘ 

-

>
.
 

.

.

-

,
 

-.

• 

G
b
e
n

 n
o
m
i
a
e
s
'

 c
entena'et centenarius

章)

o
o
Q
&
Q
y
Q
J

s-
g 

は F
'
S
t
e
i
n
b
a
c
h

 
が
想
定
す
る
よ
う
に 

H
u
n
d
-

 

ertschar 

の
，Be

z
i
r
k
s
g
e
m
e
i
n
d
e

 
ベ
の
転
換
後
のw

e
z
i
r
k
s
g
e
m
e
i
n
d
e

 

で

の

o
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

の
栽
判
活
動
と
何
の
関
係
も
な
い
。

こ
こ
で
の 

c
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

は
七
世
紀
の
前
半
にordentiicher 

R
i
c
h
t
e
r

と
し
て 

.

c
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

が

活

動

し

て

：
'い

た

こ

と

の
^
分
な
証
拠
に
な
ら
な
い
。

.

.

.
7ラ
'ン
ク
の
伯
，に
つ
い
て
は
V
Jこ
で
は
省
略
| £
0
た
だ
こ
こ
で「
メ
ロ
ヴ 

ィ
ン
グ
の
伯
は
そ
の
社
会
的
な
地
位
に
し
た
が
え
ばgrosse. ,,Herrens 

で
あ
ら
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
佰
は
一
般
に
，高
度
な
国
家
役
人
で
あ
る
の
を
つ 

'ね
と
す
る
。
伯
職
の
発
展
や
拡
大
は
王
へ
の
奉
仕
や
王
か
ら
発
す
る
罰
令
権
め 

権
能
に
そ
の
根
源
を
求
む
ベ
き
で
、
.自
生
的
権
力
を
も
つ
貴
族
的
勢
力
者
と
し 

て
.の
自
主
的
な
地
位
に
求
む
べ
き
で
な
い
- £
へ
を
あ
げ
て
r」

う
。

そ
し
て
そ 

の
線
上
に
は
倘
と
ケ
ン
テ
ナ
リ
ゥ
ス
は
王
の
制
度
で
：あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の 

:と
し
て
古
い
原
始
的
な
貴
族
支
配
や
貴
族
指
導
に
基
づ
く
部
族
制
度
に
対
立
し 

て
お
り
r
両
者
は
同
じ
時
期
以
来
あ
げ
ら
れ
で
お
り
、
，両
者
は
そ
の
活
動
に
お 

:い
.て
緊
密
な
関
係
に
立
：つ
。
さ
ら
に
ま
た
両
者
は
フ
ラ
ン
ク
帝
®
の
ド
ィ
ッ
の 

ィ
諸
地
域
で
の
決
定
的
な
国
家
改
萬
を
あ
ら
わ
す
。
.
'.
,

'-

、

二ー

ダ
ー
ラ
^
ン
や
モ
ー
ゼ
.ル
地
方
で
多
く
の

H
o
n
s
o
h
a
f
t
e
n

や 

zexldereie

-'y
•

が

存

在

し

た

：が

、

そ

れ

は

な

ん

；
と

:1
,て
'も
.Fa

c
t
u
s

 

d
r
o

 

t
e
n
o
r
e

 p
a
o
i
s

又

はD
e
c
r
e
t
i
o
v
o
n

 5
9
6

の
ケ
ン
テ
ナ
リ
ゥ
ス
と
の
関 

.係
を
説
明
す
る
^
に
充
分
.で
龙
く
、
:
ま
た
'.驾
泽

6
|
3
^
:
'
の

上

述

：の

説

叨 

，
に

合

致

す

る

よ
.う
^
自

治

的

な

管

轄

区

：で

は

な

：
い

。

.'
',プ
リ

-
ム
の
賃
子
帳
.の 

,c
s
t
e
n
a
v

が
：示
す
よ
'う
.に
そ
れ
は
多
く
領
王
制
か
ら
由
来
し
て
い
る
.。
%■
っ

■.
.
.
.
.

ノ
-'.

 

' .

I

'

 
-

 

:

 

,

 

-

I

'!
.

.

 

V
.

.

■.

.

■ 

"一

.
s
o
l
t
i

)



と
も
こ
の

o
s*c

e
n
t
e
.
n
i

は
さ
ら
に
王
料
地
や
王
の
寄
進
に
さ 

か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
しc

e
n
t
r
e
d

や

：

H
u
n
r
i
a

の
問 

題
.に
つ
い
て
広
^1
な
-#
殊

研

究

が

これ
を
解
淡
し
な

い

か
ぎ
り
、
.ラ
イ
ン=

モ 

丨
ゼ
ル
地
域
に
は
フ
ラ
ン
ク
や
カ

ロ
リ
ン
グ

時
代
よ
り
も
も
っ
と
古
い
ケ
ゾ
テ 

ニ
ィ
は
証
明
さ
れ
な
い
と
言
う
こ
と
で
満
足
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
六—

七
世
紀 

か
ら
のH

u
n
t
a
r
e
n

と
言
，っ
た
^

^

は
こ

の
地
域
で
は
知
^
れ
て
い
な
い
。

へ
ッ
セ
ン
や
ラ
イ
ン

上
流
地
方
と
く

に

エ
ル
ザ
ス
か
ら
は
、
カ
ロ

リ
シ
グ
時 

弋

i
i
のW

u
n
t
a
r
e
n

も-
H
u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
f
t

も
知
ら
れ
て
い
な
い

。
そ
れ

.

■
 
M c

e
D
/
t
e
y
a

は
す
で
に
早
く
フ
.ラ
ン
'ク
帝
国
に
.所
属
し
て
い
..た
ド
イ
ツ
地
'方

' 

.に
太
起
ら
な
か
っ
た
制
度
で
あ
る
よ
う
に
お
も
え
る
。
つ
ま
り
こ
のc

e
n
t
e
n
a

 

の
制
度
は
、
と

の
，
ド

イ

ツ

の

-
地

域

が

フ

ラ

ン
ク
領
と
な
っ

た
時
期
に
は
、
す
な 

わ
ち
六
世
紀
に
は
普
通
で
な
か
っ
た
制
度
で
あ
っ
た
。

■

マ
イ
ン
で

の
胄
フ
ラ
ン
ク

地
域
の
制
度
.は
ち
が
っ
吖
い
た
。
も

.>
も

と

ア

レ 

マ
ン
人
の
^
住
地
域
は
.マ
イ

シ
河
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、

チ
ゥ
リ
ソ
グ

人
が 

他
の
側
に
住
ん
で
い
た
。
ア
レ
マ
ン
人
が
■

に
お
し
の
け
ら
れ
た
時
、
チ
ゥ 

リ
ン
グ

人
は
、
五
三
一
年
に
う
ち
ま
か
さ
れ
た
の
で
、
..
フ
ラ
ン
ク
の

主
権
し
力
み
：.
 

と
め
な
か
っ
た
。
チ
ゥ
リ
ン
グ
の

太
公
は
七
一
四
年
ま
で
ゥ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ダ
に 

住
ん
で
い
た
。
従
っ
て
こ
の
時
点
以
前
に
は
マ
イ
ソ

地
域
へ
一
般
に
フ

ラ

ン

.
ク 

の
制
度
が
移
植
さ
れ
.た
と
言
う
仮
定
に
は
な
ん
ら
の
根
拠
も
な
い
。
し
.か
し
フ
.
 

ラ

ソ

ク
の
制
度
は
マ
イ
ン
河
の
南
方
で
ば
ず
で
に
適
用
さ
れ
て
い
：た
。

フ

ラ
ゾ
ク
の
植
民
の
過
程
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て

，
は

よ

く

研

^

さ

れ

て
い
る
 

が
、
た
だ
そ
の
個
別
的
な
年
代
の
確
定
.は
全
く
明
職
で
な
い
。

L
か
し
フ
ラ
ン

J
三

四

C

七
〇
四)

ダ
：の

全

土

に

わ

た
.？
て
多
く
の
壬
の
ホ
ー
フ
が
配
分
さ
れ
て
お
り
、
小
さ
な
原 

生

ガ

ウ(
u
r
g

目e
)

の
.中
心
と
：な
っ
た
。
そ
し
て
之
等
の
王
の
ホ
I
フ
は
' 

ー
面
で
は
政
治
的
な
ま
た
経
1

な
点
で
.ラ
ン
ト
.の
把
握
に
役
立
ち
、
他
面
で 

は
軍
事
的
望
や
駐
屯
奉
仕
'の
支
点
と
な
っ
ち
チ
ゥ
リ
ン
ゲ
ン
の
太
公
の
消 

減
に
よ
..っ
て
徹
底
的
な
新
制
度
の
路
が
ひ
ら
か
れ
、
力
ー
ル
.
マ
ル
テ
ル
の
も 

と
で
あ
た
力
丨
ル
•
マ
ル
テ
ル
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
フ
ラ
ン
ク
の
行
政
組
織
に 

よ
る
全
^
^
の
決
矩
的
.な
且
'つ
.完
全
な
把
掘
が
行
な
わ
れ
た
。従
っ
て
後
代
に
、
 

封
鎖
的
な
網
と
し
て
.中
フ
ラ
ン
ク
、
上
フ
ラ
ソ
ク
内
の
全
土
を
掩
ぅ
怕
領
や 

c
e
n
t
e
n
a

が
み
と
め
ら
れ
、

八
世
紀
の
後
半
で
の
伯
職
制
が
証
叨
さ
れ
る
、
 

し
.か
..し
こ

の

«3
:
-
'
ぅ

な

組
^
が
ヵ
ー
ヘ
ル
'■.マ
ル
テ
ル
■以
前

の

，時

代

か

ら

生

じ

た

と
 

言

ぅ

仮

説

に

は.何
ら
の
稂
拠
も
な
い
。
し
か
も
力ー

ル

•
マ
ル
テ
ル
の
も
と
で 

さ
え
そ
.の
，組
織
が
全
領
域
の
.封
鎖
的
な
網
を
あ
ら
わ
し
た

か

否
か
が
、
問
題
で 

あ
る
。
疗
政
制
度
は
ヵー

ル
>
:マ
ル
7-
ル
の
後
に
完
成
す
る
。

チ
ゥ
リ
ソ
ゲ
ン
で
は
伯
は
太
公
'の
消
滅
後
政
治
的
支
配
を
掌
握
し
、
フ
ラ
ン 

ク
の
国
家
的
植
民
と
#
判
制
度
の
結
合
が
明
ら
か
に
み
と
め
ら
れ
る(

S
C
M
e
-

 

singer,, .ibid.) 
0
o
Q
pc+
o
y
^
.
を
古
い
...
 

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

に
も
ど
す
こ
と 

は
完
全
：に
拒
否
さ
れ
る
。
こ
の
よ
ぅ
な
発
展
の
同
じ
諸
力
は
ザ
ク
セ
ン
で
も
確 

定
さ
れ
る
。
 

.

パ
イ

エ
ル

ン
の

資
料

で
は

：01111<1611: け30113,£1:

が
み
ら
れ
な
い
、
バ
イ
エ 

ル
ン
で
.のC

e
n
t
e
n
a

,-
の
記
述
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
法
典
は 

o
e
n
t
u
r
i
o

を
知
マ
て
い
る
が
そ
れ
は
倘
の
命
令
権
の
も
と
で
の
^
^
的
允
下 

級
司
令
官
に
す
ぎ
ず
、
伯
の
補
助
機
関
と
ち
が
つ
た
も
の
だ

と

か
、
フ
ラ
ソ
ク

のc
e
n
t
e
n
a
r
i
u
s

と
同
じ
'に
伯
職
の
下
部
の
霸
を
行
な
う
と
言
っ
た
こ
と 

は
何
も
示
唆
し
て
い
な
い
。
バ
ィ
エ
ル
ン
の
偾
職
の
下
部
組
織
は
时
と
言
う
か
、
.
 

そ
れ
が
い
か
な
る
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
か
は
不
明
で
あ
る
。
バ
ィ
エ
ル
ン
の
裁
判 

は
伯
職
裁
判
で
、
各
伯
が
そ
の
多
く
を
も
つ
個
々
の
_
#
_)

で
交
互
に
行
な
わ 

れ
た
0
-

八
世
紀
の
半
ば
以
前
の
文
書
や
書
式
集
が
o-e

y
t
e
n
a
r
i
u
s

に
つ
い
て
完
全
.
 

に
沈
黙
し
て
'い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
®

料
の
現
代
へ
.の
伝

達

が

わ

る

.い

の

で 

は
な
く
、，

o
e
n
$
e
n
a
r
i
u
s
s

と
い
っ
た
裁
判
官
や
役
人
が
当
時
居
ら
な
か
っ 

た
か
ら
で
あ
る
。

•

.
ア
レ
マ
ン
ニ
于
ン
の

H
u
n
t
a
r
e
n

は
七
世
紀
の
始
め
に
全
フ
ラ
ン
ダ
帝
国 

を
十
又
配
し
た
ダ
ゴ
ベ
ル
ト
一
世
の
も
と
で
、

ロ
-丨
マ
の
古
い
制
度
へ
の
関 

連
が
可
能
な
若
千
の
地
方
で
&
.る
組
織
が
た
て
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
ぐ
る
。
 

H
u
n
t
a
r
e
n

は
、

ア
レ
マ
ン
人
が
土
地
占
拠
の
さ
い
に
た
ず
さ
え
て
き
た
か
.
 

又
は
導
入
し
た
原
始
ゲ
ル
マ
ン
人
の
制
度
で
あ
づ
た
と
言
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん 

真
実
♦た
と
は
お
も
え
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
の
公
的
な
行
政
組
織
の
最
初
の
波
が
.終 

っ
た
と
き
、H

u
n
t
a
r
e
s
i

は
原
始
的
な(

部
族
的
な)

M
l

の
所
有
者
の
自 

生
的
な
支
配
へallodiale 

Herrschaft, 

adlige 

Grundherrschaft) 

と
な
っ
た
' 

;

■
•
■

最

後

に

w
. Ga
l
m
e
a
b
a
u
e
r

 

は
、
彼
が
.
ご Fr

e
i
®
》

又

は

，
w
o
n
i
- 

g
s
f
r
e
i
e
s

，
と

記

し

て

い

る
w
os
e.
g
s
z
i
n
s
e
r

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が 

v
o
n
f
r
e
i
e
c

B-g
e
n
u
u
s
)

ヌ
は
彼
自
身
が
使
用
し
て
い
る
：
g
a>
$
o:
i
m
I
i
c
h
e

2
1 

F
r
e
i
s
s

 
.
に
つ
い
て
何
ら
そ
の
法
的
な
又
社
会
的
な
地
位
を
説
明
し
て
い
な 

Liberi 

n
o
ms-
o
s
,
 

c
e
n
t
e
n
a

 et centenarius

い
0
フ
ラ
ン
ク
社
会
に

.VoHfreie

め
た
め
の
佘
地
が
あ
っ
た
か
否
か
、
ま 

たw

OInigszioser 

.
とVolif reie
の
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