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諸
^
题
を
提
起
し
て
し

る

し
力
も
，
こ
れ
ら
の
問
題
の
多
く
は
副
次
的
と
.い
う
よ
り
も
、
現
代
社
会
の
基
本
的
性
格
に
か

か

わ

り

を

も

っ

て
 

い
る
。
産
業
社
会
学
の
分
野
に
.お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
と
く
に
強
調
さ
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。
社
会
学
的
問
題
が
重
要
で
あ
る
が
故
に
、
社
会
学

 ̂

外
の
諸
学
問
の
な
か
に
、
社
会
学
的
方
法
の
導
入
が
目
立
っ
て
き
て
い

る

。

こ
の
よ
う
な
諸
問
題
を
究
明
す
る

こ

と

が

現
代
社
会
科
学
の
主

要

な 

課
題
と
な
っ
て
お
り
、
産
業
社
会
学
は
そ
の1

端
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
 

。

追

記

C
者
の
関
心
は
産
業
に
お
け
る

主
体
•
組
織
の
実
証
的
研
究
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

昨
年
刊
行
し
た
小

著

「

0
本
の
経
営
層」

(

日
経
新
書)

で 

は
、
工
業
化
に
お
け
る

経
済
主
体
の
役
割
.の
分
析
が
意
図
さ
れ
た
。
こ
の

問
題
を
さ
ら
に
追
究
し
な
が
ち
、
.組
織
の
そ
れ
に
及

ぼ

う

と

し

て

い

る

。

こ
の
よ 

う
な
研
究
過
程
に
お
い
て
、

こ
の
小
論
は
方
法
論
的

反
省
と
し
て

書
か
れ
た
。

、
西
欧
に
お
け
る
初
期
領
主
制
の
展
開
に
関
し
、
領
主
制
展
開
の
実
質
：

g

な
基
盤
と
し
て
の
村
落
制

度

に

つ

い

て

従

来

幾

多

の

論

議

が

行

わ

れ

て
 

き
た
。

そ
の
よ
ぅ
な
研
究
の
古

典

と

し
て
著
名
な
ロ
マ

ニ
ス

ト

で

あ

る

p
a
s
t
e
l
d
e

 

C
o
u
l
a
n
g
e
s

の
見
解
は
、
新
し
い
領
主
制

理

；

f
™

の

新

し

い

拠

*

の 

意
味
を
獲
得
し
た
よ
ぅ
に
思
わ
れ
た
が
、
近
時
の
き
わ
め
て
概
括
的
な
労
作
w

c

ĉt
L
a
t
o
u
c
h
e
,
!
^

 

Ori
g
i
n
e
s

 

d
e
s
c
o
n
o
m
i
e

 

occidentale. 

に
お
い
て
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
の
古
典
的
見
解
に
対
す
る
反
論
が
行
わ
れ
て
い

る

。
.

パ

リ

の

Rue. d
O
J
l
m

の
書
斎
で
研
究
し
て
い
た
こ
の
碩
学
の
分
析
的
•古
典
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
が
、
近
時
の
研
究
方
法(

例
え
ば
航
空
写 

真
や
考
古
学
的
議
や
地
名
研
究
等

々)

に
比
し
て
著
し
い
距
離
を
示
す
こ
と
を
別
と
し
て
も
、
.ク
丨
ラ

ン

ジ

ュ

が
、
、ゲ

ル

了
ネ
ン
の
侵
入
は
何
ら 

の
.変
化
を
齎
ら
さ
ず
、
.
ガ
リ
ア
の
土
地
全
体
が
二
世
紀
以
前
と
全
く
同
じ
性
格
を
保
持
す
る
大
領
地(

v
i
f
)

に
掩
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と 

は

ク
ー
ラ

ン

ジ

，
，
ュの
ロ

マ

ニ

ス
ト
と
し
て
の
立
場
を
考
慮
し
て
も
な
お
ゆ
き
す
ぎ
の
よ
ぅ
に
思
わ
れ
る
と
批
判
者
達
は
考
え
て
い(

)̂
1》

従
っ
て

ヴ
ィ
.ク
ス

I
ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 

一
L 

(

九
ニ 

L ノ

3
々
:̂
^
^Ŵ
Kjl
?̂
î
d
.:'
.
s:'
s
-a
î
;1
3
J
;̂;
i

:̂-
r
J
^



ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
が
、

「

四
.世
紀
に
は
大
領
地
は
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
九
世
紀
に
も
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
0
.
そ
れ
は
同
じ
広
が
り
を
有 

し
、
同
じ
境
界
を
も
っ
て

い

た

。

そ
れ
は
し
ば
し
ば
昔
の
ロ
ー

マ
時
代
の
所
有
者
が
つ
け
た
そ
の
'ま
ま

の

名
前
を
も
っ
て
い(

^ 2
ー 

と

云
う
と

き

、
 

と

の

形
式
的
な
綜
合
.は
、
現
実
の
も
つ
複
雑
さ
を
眼
か
ら
か
く
し
て
い
る
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い(

M
。

勿
論
ク
ー
ラ
シ
ジ
ュ
と
て
領
主
地
以
外
の
自
然
村
落
を
全
然
無
視
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

ロ
ー
マ
時
代
の
大
荘
園
の
大
き
さ
は
今
日
の
一
村 

落
程
度
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
3
で
あ
り
、
小
部
落
程
度
の
も
の
、
ま
た
は
も
っ
と
小
さ
い
莊
園
も
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
k
土 

地
所
有
が
、

一

つ
の
荘
園
の
拡
大
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
分
散
し
た
多
く
.の
荘
園
の
獲
得
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え 

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
領
主
制
村
落
の
外
に
、
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
は
、v

i
c
u
s

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
.る
.。p

a
g
u
s

が
あ
る
広
さ
の
地
域
を
指
す
言 

葉
で
今
日
の
村
の
よ
う
な
人
家
の
集
合
体
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

反
対
.に

目

g

と
云
う
言
葉
は
、

集
合
体
の
観
氤
を
含
ト
_r
y> 

特
に
農
家
の
集
合
体
を
意
味
せ
ず
、
都
市
の
区
.、
街
、
四
つ
辻
等
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
た
。
村
は
口
ー
マ
時
代
に
は
公

的

な

法

律

上

の

団

本

で

な 

く
、

ロ
ー
マ
の
土
地
は
村
に
分
た
れ
て
は
い

-̂
い
。
従
っ
てd

o
m
i
n
a

 . vici 

illius 

(

そ
の
ヴ
ィ
ク
ス
の
所
有
者)

と
云
う
と
き
、
そ
の
実
態
は
莊
園 

内
に
何
百
と
い
う
奴
隸
を
も
っ
て
い
た
大
地
主
が
、
多
く
の
奴
課

部
落
を
作
っ
て
い
た
こ

と

で

説
明
さ
れ
よ
う
。

フ
ロ
ン
チ

ヌ

ス
の

記

述

に

は

、
 

多
く
の
部
落
が
帯
の
よ
う
に
荘
園
主
の
館
を
と
り
ま
い
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
る
。
当
時
は
村
が
地
主
の
所
領
の
一
部
を
な
し
て
い
た
。

V
i
c
u
s

の
他
の
一
つ
の
用
例
はS

由
民
の
村
落
で
あ
る
。(

口
-

マ

の

コa 

I

_ア
と
異
り)

国
家
が
自
由
民
の
村
落
を
創
設
す
る
よ
う
な
こ
.と
は 

な
か
っ
た

が

、

小
土
地
所
有
者
が
集

ま

っ

て

一

集
団
を
作

る

こ
と
は
た
え
ず
お
こ
な
わ
れ
た
。

碑
銘
に
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
小
連
合
体
と
し
て 

の

v
i
c
u
s

が
み
.う
け
ら
れ
る
。

メ
ン
バ
ー
は
互
に
村
民(vicani)

で
あ
り
、v

i
c
a
n
i

は
協
力
し
て
共
同
工
事
を
起
し
、
共
同
の
金
軍
を
も
う
け
、
 

役
員
を
互
選
す
る

こ
と
も
で
き
た
が
、
法
律
上
は
こ
の
団
体
は
一

個

の

独
立
体
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
村

落

は

常

に

県

の

一.部
を

な
し 

て
い
た
。
法
学
渚
ゥ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は「v

i
c
u
s

で
生
れ
た
者
は
、
そ

のv
i
c
u
s

の
属
す
る
都
市
の
生
れ
と
よ
ば
れ
る」

と
の
べ
て
い
る
。
そ
の
よ 

う
に
村
は
都
市
の
一
部
で
あ
り
、
荘
園
も
都
市
の
一
部
で
あ
っ
て
、
村
の
一
部
で
は
な
か
っ
た
。
荘
園
は
村
に
従
属
し
な
い
で
、
独
立
し
て
村
と

並
存
し
て
い
た
。
荘
園
所
有
渚
は
、
都
市
の
市
民
で
あ
り
、
都
市
に
納
税
し
、
都
市
に
お
い
て
公
務
を
遂
行
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
ゲ
ル
マ
ー
ネ
ン
の
侵
入
を
無
視
し
、

ロ 

I .マ=

ガ
リ

ア

の

一
体
性
を
信
ず
る
ク
ー
ラ

ン
.ジ
ュ
は
、

ヴ

イ

ク

ス

に

つ
い
て
の
ロ
ー 

マ
法
の
概
念
を
そ

の

ま

ま

フ
ラ
ン
ク
の
ガ

リ

ア

に

あ

て

は

め

-て
い
る
。
 

•

し
か
し
ク
I
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
ガ
リ
ア
の
村
落
の
事
実
認
識
に
お
い
て
も
的
確
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ク

ー

ラ

ン

ジ
ユ
は
そ
の
点
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る

。

.

以
上
の
ベ
た
よ
う
に
、
ガ
リ
ア
に
村
は
存
在
し
.た
。
し
か
し
そ
の
数
は
わ
か
ら
な
い
。
何
千
と
い
う
荘
園
の
名
前
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
村
で

わ
か
っ
て
い
る
も
.の
は
六
十
位
に
す
ぎ
な
い
。
村
は
荘
園
の
間
に
散
在
し
て
い
た
よ
う
に
'思
わ
れ
る
。
.小
土
地
所
有
者
の
集
ま
っ
て
で
き
た
村
も

あ
り
、
ま
た
街
道
沿
い
に
は
、
小
商
人
、
手
工
業
者
の
集
団
と
云
っ
た
方
が
い
い
よ
う
な
村
も
あ
っ
た
。
.し
か
し
土
地
の
大
部
分
は
荘
園
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
村
が
荘
園
に
所
属
す
る

こ

と

は

屢
々
お
こ
っ
た
が
荘
園
が
村
に
従
属
す
る

こ

と

は

決
し
て
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
農
村
は
十
分
の
九
ま
，で
ガ
リ
ア
ま
た
は
ロ
ー
マ
時
代
の
村
落
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
く
、

ロ
ー
マ
時 

(

5)

代
の
荘
園
の
後
裔
で
あ
る
。
 

.

ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
の
見
解
は
以
上
の
如
く
全
く
明
快
で
あ
る
。そ
こ
で
は
領
主
制
村
落
が
圧
倒
的
で
自
由
民
の
い
わ
ば
自
主
的
村
落
f

s-
_
s
l
a
g
e

) 

は
殆
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。

-

.

■

-

ガ
リ
ア
に
お
け
る
自
然
村
落
や
自
由
民
の
開
墾
村
落
の
実
態
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

A
l
b
e
r
t

 

G
r
e
n
i
e
r

は
、g

a
l
l
o
-
r
o
m
a
.

の

v
i
c
u
s

に
.つ
い
て
次
の
よ
う
にoaesar, 

D
e

 

bello 

G
a
l
l
i
c
o
.

か
ら
そ
の
資
料
を
あ
げ
て
い
る
。

H. 5,2 : (Helveti) ubi 

se 

j
a
m

 

ad 

earn 

r
e
m

 (ut e fLnibus 

suis exeant) 

paratos esse arbitrati sunt, 

oppida sua omnia

ヴ
イ
ク
ス
ー
ヴ
イ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 

_ 

ニ

ー

(

九
三
一)
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三
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I

f

 

I

 ad

 I
d
r
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g
e
n
t
o
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r
e
f
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e
d
l
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i
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r
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p
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t
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I

I
 le feu 
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I
 

s 
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ぎ

を
&
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妒 ieurs 
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a
u

 n
o
m
b
r
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：Tout le b
l
4

lo
^
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の ux
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か galement blf&6.

若
し
力

H

サ
ル
の
右
の
証
言
が
妥
当
で
あ

る

と

す

る

と

ク

丨

ラ

ン

ジ
，ユ
の
ヴ
ィ

ク

ス

に

つ

い

て

の

靈

は
ゆ

き

す

ぎ

で

あ

る

と

云

う

こ

と

に

な
 

ろ
う
。

.つ
ま

り

ク

I
ラ

ン

、シ

ユ

が

「

証

書

に

は

多

く

の

ヴ

ィ

ラ

の

名

が

記

さ

れ

、

ま

た

、

そ

れ

ら

に

つ

い

て

の

記

述

が

あ

る

が

、

ヴ

ィ

ク

ス

の

語

は

証
 

fr
に

は

づ

七

叵

し

か

あ

ら

わ

れ

て

し

な

1

」
と

の

べ

て

い

る

の

P
対

し

て

カ

エ

.サ
ル

は

、

ベ

ル

ウH

テ

ィ

族

だ

け

で

も

四

0
〇

の

ヴ

ィ

ク

ス

バ 

あ

っ

た

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

之

等

の

ヴ

ィ

ク

ス

の

内

容

に

つ

い

て

、lordanis

は

K
o
m
a
n
a

 et Getica.

で

次

の

ょ

う

に

記

述

し

て

い

る

。
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i
n
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f
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p
o
r
t
i
c
l
u
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0
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f

t
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l
i
TO
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g
l

 

l
i
t
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c

f 

batur, 
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l
l
i
l ipsa 
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a
u
l
a
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hae 

I
s 

e
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a
m
r
i
a
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 tota tenenti; 

haec 

captis .civitatibus habitacula praeponebat. 

(
M
Q
.
S
S
.

 

1
0
4
—
1

S 8))

(

間

も

な

く

ア

ッ

テ

ィ

ラ

王

が

と

ど

ま

る

ヴ

ィ

ク

ス

に

余

は

や

っ

て

き

た

。

そ

の

ヴ

ィ

ク

ス

は

甚

だ

塞

の

あ

る

都

市

の
ょ

う

な

も

の

で

あ

り

、 

う

つ

く

し

い

板

で

つ

く

ら

れ

た

木

の

壁

が

背

後

に

み

免

る

。
.そ
の

木

の

壁

は

、

板

の

つ

ぎ

0
が

t

と

識

別

で

き

る
よ

う

に

継

、，
で

あ

る

の

で

、

堅
牢
で
あ
る
と
云
う
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
全
く
立
派
に
設
備
さ
れ
た
玄
関
の
つ
い
た
ひ
ろ
く
場
所
を
占
め
た
円
形
の
食
堂
を
み
る
。
た
し
か
に
円 

形
の
広
い
屋
敷
地
が
と
り
ま
い
て
お
り
、
か
く
て
王
の
前
宮
そ
の
も
の
を
立
派
に
み
せ
て
い
る
。
そ
の
席
は
す
べ
て
蛮
族
の
王
ア
ッ
テ
ィ
ラ
が
保 

持
し
て
奴
り
、
こ
の
占
領
さ
れ
た
都
市
に
は
、
住
家
が
立
並
ん
で
.い
る
。)

大
要
以
上
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
お
い
て
ョ
ル
ダ
ネ
ス
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、urbs, 

civitas, 

v
i
c
u
s

を
は
っ
き 

り

と

識
別
し
て
い
る
。

例
え
ば
、R

a
v
e
n
n
a
;

 

u
r
b
s

 regia, 

p. 96. 

(20)，
p. 

133. 

(24)，
c
i
v
i
t
a
s
=
m
u
n
i
c
i
p
i
u
m

 

coloniave 

p. 2
8
(
1
3
)
，

(
1
7
)

の
如
く
で
あ
る
。

(

9)

フ

ラ

ン

ク

の

王
が
滞
在
し
た(Rudolf K

a :z
s
chke

が
い
わ

ゆ

るk&nigliche Tafelgiiter 
.七

呼
ん
で
い
.る)

ヴ
ィ

ラ

に
接
続
す
る
ヴ
ィ

ク

ス

も
亦
そ 

の
よ
う
な
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。L

a
t
o
u
c
h
e

は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
最
後
の
王(childeric

日)

の
所
領
と
し
てChelles, B

onneuil, 

B
e
r
n
y
,

 

R
u
e
i
l
,
V
i
t
r
y

を
あ
げ
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
で
の
問
題
は
之
等
の
御
料
地(Tafel

ftt
e
r
)

が

o
o
a
p 口 

g
gCQ
の
述
べ
る

よ

う

に
す
ベ
て
ロ
ー
マ
の
ヴ
ィ
ラ
か
ら
由
来
し
た
の
か
、
又 

は

L
as'
g
gr
の

説
を
ふ
え
ん
し
て
そ

の

ヴ
ィ

ラ

の

底
辺
に
自
然
村
落(vicus)

を
み
と

め

る

か
に
あ
る
。
然
し
こ
こ
に
第
三
の
道
が
あ
る
。

J
a
m
e
s

 

W
e
s
t
f
a
l
l

 

T
h
o
m
p
s
o
n

は
、

「

い
ろ
い
ろ
な
偏
見
に
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
な
い
現
代
の
経
済
史
家
や
農
業
史
家
は
、
民
主
民
族
的
学
派
の 

諸
論
争
の
た
め
の
直
接
の
証
拠
を
ほ
ん
の
少
し
し
か
見
い
だ
さ
な
い
。
之
等
の
人
々
は
若
干
の
自
由
村
落(free 

villages)

が
存
在
し
た
こ

と

を 

杏
定
し
な
い
。

し
か
し
之
等
の
村
落
の
大
部
分
は
、

非
自
由
民
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
、

一
方E

i
n
z
e
n
l
s
f
e
'
s
a
l
s

s'^
i
s
o
l
a
t
e
d

 

Ihomesteads 

に
つ
い
て
は
、
隸
農
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
領
主
の
財
産
で
あ
っ
た
。

ゲ
ル
マ
ン
人
が
満
足
し
て
い
た
そ
の
領
主
制(landlcrdship)

は
、

ヶ
ル
ト
人 

や
口
ー
マ
人
の
慣
行
の
採
用
と
云
う
よ
り
は
ゲ
ル
マ
ン
人
.の
間
に
す
で
に
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
封
建
的
な
所
有
権
は
初
期
の
口 

I 

マ
人
や
ゲ
ル
マ
ン
人
の
所
有
権
の
盛
期
中
世
へ
の
拡
張
で
あ
っ
た
。
た
い
て
い
の
早
期
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
村
落
は
、

マ
ナ
ー
に
沈
下
し
た
自
由
村 

落
で
は
な
く
、
あ
と
で
マ
ナ
ー
に
な
っ
た
非
自
由
村
落
で
あ
っ
た
。
吾
々
の
知
識
の
現
在
の
状
態
の
も
と
で
、
之
が
最
大
限
に
可
能
な
科
学
的
な

ヴ
ィ
ク
ス
ー
ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 

一
ニ
ニ 

(

九
三
三)

1
1
.
t
vr
r.
l
.
i
*
v

'.
i
:
.
”
.

，;;
>
'
:
,r
r:
I
::̂
';
j
^̂
:̂
^



ニ

四

(

九三
！
！)

イ

，1
?

あ

る

-2、

ゲ
ノ

マ
ン
ノ
の
社
会
的
蠢
、か
等
し
い
社
会
的
地
位
や
土
地
所
有
の
等
し
い
価
値
の
自

由

人

の

連

合

に

基

づ

ハ

て

ぃ

た

と

云
 

う
理
論
は
、
爆
破
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ゲ
ル
マ
ン
人
は
磐
を
も
っ
て
い
た
、

い
わ
ば
防
舎
で
あ
り
、

け
わ
し
い
又
近
よ
り
に
く

い

場
所
に
た

て

ら

れ

、

挪
や
溝
に
よ
っ
て

と

り

ま

か 

れ
、
敵
の
侵
入
時
の
か
く
れ
場
や
抵
抗
の
場
所
に
な

っ

て

い

た

(
F
l
l
b
u
r
g
)
。

そ
の
よ
う
な
建
造
物
はB

u
r
g

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
之
が
後
期
ラ
テ
ン
に
み
ら
れ
た
最
初
の
ゲ
ル
マ
シ
響
あ

り

、
四

世

紀

に

あ

ら

わ

れ

る

。
ゲ 

ル
マ
ン
人
は
都
市
を
も
た
ず
、彼
等
、が
p 
I

マ
嘉
に
入
っ
た
時
、
ロ 

I
マ
人
の
壁
で
囲
ま
れ
た
都
市
を
あ

や

し

ん

だ

、
マ

ル

ヶ

リ

ヌ

ス

(

I

f

M

a

i

l)

は
壁
で
響
れ
た
む
い
地
は
、
そ

乏

人

I

と
ら
え
ら
れ
た
網
で
あ
り
、
都
I

人
を
春
乍
ら
埋
め
る
墓
で
t

と
ゲ
ル
マ
ゾ 

人
が
考
え
て
い
た
と
書
い
て
い
る
。

」

之
は
ロ
-
マ
人
の
ゥ

イ

ラ

か
又
は
ゲ
ル
マ
ン
人
及
び
'、

n 

I
ル
.人

の

ヴ

イ
ク

ス

か

と

云

う

ニ

翥

ー
で

は

な

く

、

そ
れ
ぞ
れ
の
史
的
起

原

を

認

め

乍

ら
も

、

部
族
的
非
黑
村
落
の
ヴ
イ
ラ(

又
は
マ
ナ
丨)

へ

の

編

入

のコ
丨

ス

を
想
定
し
、
部
族
的
な
望

(
H
e
r
r
)

の
存
在
を
認
め
る
こ

と

に 

よ

っ

て

之
を
立
証
し
よ

う

と

す

る
。

こ
の
よ
う
な
新
領
主
制
理
論
は
、
そ
の
村
落
の
主
体
的
条
件
と
し

て

部
族
的
領
主
"
奴
隸
制

の

フ

ラ

ン

ク
社
会
に
お
け
る
新
領
主
U
農
奴
制
へ
の 

吸
収
と
解
放
と
云
っ
た
コ
1K

を
想
定
す
る
。
璧

皇

人

f

f

Q

囊

線

上

に
あ

る

と

考

え

て

大

過

な

い

で

あ

ろ

う

。
そ

の

場

合

の

I

 

が
大
、
中
、
小
の
王
侯
、
I

、

俗
界
の
領
主
で
あ

り

、

農
奴
'が

w

i

l

l
を
含
む
広
沉
な
階
層
で
あ

る

こ
と
を
妨

げ

な

い

。

従
っ
て

「

本
来
の
い
わ
ゆ
る」

v
i

e
、

ラ

テ

ン

語

の

言

呼

ば

れ

て

い

る

多一

は
繼
の
傾
向
に
あ
っ
た
。

ガ
リ
ァ
の
全
体
は
、f

a
i
n

 

や

.

に

組
み
入
れ
ら
れ
た
。
フ
ュ
ス
テ

3 ^
.
ド

.
ク

|
ラ

ン

ジ

ュ

に

よ

れ

ば

、

七
世
紀
の
ガ
リ
ァ
で
は
、

一■ニ
〇
〇
の
ヴ
イ

ラ

に

比

し

、

約 

五
〇
位
の
ヴ
イ
ク
ス(

v
i
e
)

し
か
な
か

っ

；̂

」

と

云
っ
た

見
解
は
古
典
的
な
も

の

と

な

っ

た

。
L
a
t
l
e

は
そ
の
よ
う
な
e

l

l

s
の
い
わ
ば
非
実
践
的
な
研
究
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
き

わ

め

て

批

判

的

で

あ
る
。

ク
ー
ラ

ン

ジ
ュ
及
び
そ
の
見
解
を
み
と
め
る
人
々
に
つ
い
て
非
難
す
る
の
は
、
そ
の
結
論
が
静
態
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る

と

云

う

点
で
あ 

る
。
反
対
に
農
業
史
の
若
い
萆
門
家
達
が
試
み
た
探
究
の
性
格
は
動
態
論
に
あ
っ
た
。

古
典
学
派
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
大
き
な
ヴ
ィ
ラ
や
広
大
な
フ
ン
ド
ス(

f
u
n
d
u
s
)

を
も
つ
メ 

口
ヴ
ィ
ン
グ
朝
時
代
の
姿
は
、
い
く
つ
か
の
段
階
を 

経
て
達
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ

て

も

少

ら
力

に

そ
の
時
に
W1
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま

っ

た
よ
う
に
思 

わ
れ
る
。
 

’

ヵ

ピ

ト

ゥ

ラ

ー
レ
•

デ
•

ヴ

ィ

リ

ス

を

利
用
し
て
大
所
領
の
綿
密
な
得
構
成
を
し
、
こ

の

文
書
の
作
成
者
が
考
え
て
い
た
典
型
的
な
ヴ

ィ

ラ

を 

洱
構
成
す
る
こ
と
は
一
速
の
諸
探
究
の
代
り
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
局
地
研
究
は
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

や

中

部

ド

イ

ッ

ま
た
は
若
干
の
地
方 

で
行
わ
れ
て
お
り
、L

a
t
o
u
c
h
e

も

ま
たM

a
i
n
e

地
方
で
行
っ
た
考
察
の
結
果
を
こ
の
論
議
に
加
え
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
局
地
研
究
が
本 

来
も
っ
て
い
な
い
妥
当
性
ま
で
そ
れ
に
与
え
る
た
め
で
な
く
、
何
等
か
の
.示
唆
が
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て 

未
成
熟
な
綜
合
の
危
険
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
に
は
、
開
墾
は
徐
々
に
行
わ
れ
た
事
業
で
あ
っ
た
し
、
最
初
に
着
手
さ
れ
た
の
は
耕
作
に
最
も
容
易
で
、
ま
た
最
も
地
味 

の
豊
か
な
土
地
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
漸
進
的
な
開
墾
の
成
長
段
階
は
、
ご
く
稀
に
し
か
個
別
研
究
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。

ガ

ロ

ロ

ー

マ

時
代
の
開
墾
へ
の
寄
与
は
、
か
な
り
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
、l

a
c
u
s

と

-
a
n
u
s

で
お
わ
る
夥
し
い
地
名
、
ま
た
多
数
の 

ヴ
ィ
ラ
の
遗
跡
が
..そ
の
証
拠
に
な
っ
て
い
る
。

し

か

し「

村
落
保
護
制」

(patrocinimn v
i
c
orum)

の
慣
行
の
た
め
に
、
四
世
紀
の
多
数
の
ガ
ロ 

. 
ロ
ー
マ
の
豪
族
は
、
古
い
耕
作
者
の
自
治
体 

を
そ
の
豪
族
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
併
含
し
、
ま
た
自
由
農
民
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
開
墾
事
業
の
利
益
を
自
由
農
民
が
収
め
る
こ

と

を

許
し
た 

が
、
ヶ
ル
ト
時
代
や
前
ロー

マ
時
代
の
ヴ
ィ
ク
ス
が
大
所
領
と
並
ん
で
存
続
し
て
い
た
。

つ
ま
り
大
所
領
の
吸
収
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
村
落
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

ヴ
ィ
ク
ス
ー
ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 

ニ

五

(

九
三
五)



ニ

六

(

九
三
六)

ト
4 ,
ノ)
|
ル
の
グ
レ
ゴ
1

ゥ
ス
は
、
ヴ
イ
ク
ス
と
云
う
言
葉
を
七
〇
の
場
所
に
適
用
し
、
そ
の
大
部
分
はA

u
v
e
r
l

と

T
o

m
e

 

S

し 

て
い
た
.0

例
ぇ
は
、

f

 p
l
e
i
q
u
e

 

v
i

l

 

I

s
 c

h
l
a
n
o
r
u
m

 

vocant,. 

a
d

 

p
e
r
s
e
q
u
l
s

o

h

l

a

i adit, 

c
a
l
m

 

I
r
i
t

 

c
h
n
l
n
u
m
.
"

 

.(He o
f
t
e
p
w
e
n
t

 into the. I
t
e
r

 6
e
d

 the 

quarter of the 

c

h

l

i to persecute the 

i
n
h
l
l
s
,

 

a
nd 

there 

found 

Cassius, 

the Christian.
.)
と
云
っ
た
形
で
、
ま

た

v
i
s
s

 

J
(
1
3
k

の
名
で
あ
ら
わ
れ
て
く

る

。

こ

のv
i
c
u
s

に
っ
き「

フ
ラ
ン
ク
人
史」

の
解
説
並
び
に
翻
訳
者
で
あ
るO. 

M
.

 

D
a
l
t
o
n

ハI)
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

v
i
c
u
s

と
云
う
言
葉
は
、
I

I

又はぎをを意味していた。たい
てい

ロ
！

マ
の
帝
制
時
代
か
ら
存

在

し

て

い

た

I

 

S

 

g
成
人
っ
ま
り
商
人
や
手
工
業
者
及
び
ま
わ
り
の
土
地
を
保
有
す
る

小

所
有
岩
の
S
治

体(
c
o
m
m
u
n
i
t
y
)
.

に

よ

っ

て

住
ま
わ
て
て

、
n
o 

そ
れ
ら
は
数
多
く
、
ト
丨
ル
のl

a
s

 

(

市
域)
内
で
は
、
三

〇
が
知
ら
れ
て
い

る

。

ヴ
イ
ク
ス
の
住
人
は
、
そ
の
教
区
の
教
会
を
た

て

維

持

し

ゥ
イ
ラ
は
ヴ
イ
ク
ス
よ
り
ず
っ
と
数
が
多
か
っ
た
。
現
代
の
村
落
は
、
必
ず
し
も
単
一
の
所
有
者
の
所
有
に
な
か
っ
た
ヴ
イ

ラ

か

ら

康

し
 

て
I
る
。
し
か
し
そ
れ
が
色
々
の
所
有
者
の
所
有
に
あ
る
場
合
に
さ

え

そ
の
単
一
'性
を
た

も

っ

て

い

た

。

こ

の

最

は7」

典
学
説
に
近
t
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ずd

v
i
t
a
s

の
底
辺
に
存
在
し
て
い
る
ヴ
イ
ク
ス
響

及
し
て
い
る
点 

で
現
代
の
学
,
に
一
つ

の

礎
石
を
与
え
る
と
云

え

よ

う

。

(

こ

の

よ

う

な

は
、
ギ

リ

シ

ァ

の

内
e
l
;

系

に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。)

L
a
t
o
u
c
h
e

に

戾

言

。
こ
れ
ら
の
ヴ

イ
ク
ス
は
す
べ
て
、
村
落
、
農
民
の
集
®
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
常
にb

a
l

a

を
も
っ
て
い
た
。

そ
，

e

 

は
決
し
て
大
所
領
で
は
な

か

っ

た
。
ト
r

ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ゥ
ス
は
ヴ

イ
ク
ス
と
ヴ

イ

ラ

を

混
合
し
て
は
い
な
か

っ

た

。

ヴ

イ

ク

ス

は

、

を

己
 

に
も
な
お
存
続
し
て
い
た
。

こ

こ

で

L
a
t
i
h
e

の
提
言
を
確
認
す
る

た

め
に
、
九
世
紀
初
頭
の
も

の

と

み

ら

れ

る

J
p
f
t
y
c
h
m
n

 

I

I

 abbatis

パp
a
r

 

M
.

 B.

G
U

CD'
r
a
r
d

を
引
用
す
る
。

,,ViUamilt 

c
i
r
c
u
m
j
a
c
e
n
t

 

v
i
c
i

fr
の

n
i
i
n
e

 

widolidus, 

v
u
l
g
o

 

WOTIIay—l
e
s
_
d
e
u
x
-
E
g
l
i
i
,

 

B
o
u
l
a
y
—M
i
v
o
y
e
,

 
B
o
u
l
a
y
-
T
h
i
e
r
r
y
,

 

o
m
n
e

olversus, 

prior 

p
a
s
s
u
m

 

octo 

millibus, 

posteriores 

millibus 

V
i
l
i
a
m

 

u
n
i
c
a
m
,

 

u
t

 

opinor, 

o
l
i
m

 

constitu- 
e
b
a
n
t
、

「villamilt 

は
、Bidolidus、

俗
に 

Boulay-les-deux-Eglises 

及
び 

B
o
u
l
a
y
-
M
i
v
o
y
e

 

及
び 

B
o
u
l
a
y
H
h
i
e
n
y

 

と
云
ぅ
名
の
三
つ
の
ヴ 

ィ

ク

ス

が

ま
わ
り
に
あ
る
。
す
べ
て
南
む
き
で
、
前
者
は
八
マ
イ
ル
で
、
後
者
は
各
三
マ
イ
ル
で
あ
る
。
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
古
く

に
雄
一
の
ヴ
ィ
ラ
が
た
て
ら
れ
た
。

」

な

おB
i
l
d
o
l
i
d
o

に
は
立
派
に
：建
て
ら
れ
た
聖
堂
が
あ
る
。，，H

a
b
e
t

 

i
n

tdildolido 

ecclesiam 

b
e
n
e

 

con- 

(s)
s
t
r
u
c
t
a
m
、
. 

,

,,Locus 

nobis 

ignotus; 

q
u
i
p
p
e

 

vicus, hodie n
u
n
c
u
p
a
t
u
s

 M
o
u
s
i
v
i
l
l
i
e
r
s
,

 

milliaribus 

X
V

 

p Ma
u
r
i
t
a
n
i
a
,

 e
x
t
r
a
i

 dioecesim 

S
a
g
l
e
n
s
e
m

 

situs, c
o
n

 venire 

ibi n
o
n

 

v
i

d
e

t
u

r
s

;

「

菩

々
に
知

ら

，れ
て
な
い
場
所
た
し
か
に
今

日

ム

ー

ソ

ン

ヴ

ィ

リ

エ

ー

ル

と

呼
ば
れ
て
い
る
ヴ

ィ

ク

ス

は

、

マ

ウ

リ

タ

ニ

ア

か

ら

十

五
マ
イ
ル 

の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
外
側
に
サ
ギ
イ
ン
ス
司
教
区
が
あ
る
。
そ
こ
を
訪
れ
て
も
何
も
み
ら
れ
な
い
。

」 

.

そ
こ
に
は
Q

8
と
言
ぅ
人
物
が
寄
進
し
て
い
る
ヴ
ィ
ラ
が
あ

っ

た
。.

b
o
n
a
t
i
o
n
e
m
.

 q
u
a
m

 

.fecit 

.
08
0 

in 

p
aOQ
o Oximense,. in 

c
e
n
t
e
n
a

1 

§

C
orb

o
n
e
n
s
e
, 

m

 

villa 

q
u
a
e

 

dicitur 

M
o
s
o
n
i
J

,,nodie 

B
o
i
s
s
y
-
e
n
l
D
r
o
u
a
F

 

y
i
s
s

 

j
a
m

2-e
m
o
r
a
t
u
s
、

•

「

今
日
、B

o
i
s
s
y
-
e
n
-
D
r
o
u
a
i
s

と
呼
ば
れ
て
い
る
'
す
で
に
著
名
な
ヴ
ィ
ク
ス
で
あ
る
。

」

そ
こ
に
は
家
宅
つ
き
の
領
主
の
マ
ン
ス
が
あ
る
。

(

21)
,,Habet 

日.
B
u
x
l
a
o 

m
a
n
s
u
m

 

d
o
m
i
n
i
c
a
t
u
i
n

 

c
u
m

 c
a
s
a
r

ヴ
ィ
ク
ス
ー
ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 

.

ニ

七

(

九
三
七)



二

八(

九
三
八)

l

a
 
I

 
I

 
f

 
I

 

v
a

l

 
I

f

 Va
n
v
r
e

 
I

I

 
I

 I
s
s
i
a
l

 ad 
I

I

 ab U
r
b
e

 
I

I

inter i
r
u
m

 et occidentem. 

Silva 

P
o
l

 evulsa, c
l
i

 vinea

名ue ubi 

S
t conspicilur.

「

こ
の
.森
林
が
、
ヴ
ィ
ク
ス
に
名
を
与
え
て
い
る
、

今

日

v

_
時

に

はv
_

e

と
呼
ば
れ
る
。s

c
u

m

の
近
く
に
あ
り
、
都
城
か
ら 

H

m

i

f

s

)
の
所
に
あ
り
、
南
と
西
の
間
I

る
。
森
林
は
の
ち
I

り
ひ
ら
か
れ
、
そ
こ
に
は
か
つ
て
の
葡
萄
畑
が
み
ら
れ
び)

。」

こ
こ
で
は
そ
の
ょ
う
な
森
林
が
あ
っ
た
°
k
 

I

I
 

w
a
v
e
r
a
m
s

,,Nunc 

Beule, 

viculus mille quingentis p
a
l
u
s

 a M
l
u
l
a
,

 

inter septentrionem 

et e
u
r
u
m
、

「

今

はBeule 

(

と
云
う
。)

こ
の
小
ヴ
ィ
ク
ス
はM

a
l

a

か
ら
一
マ
イ
ル
半
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
北
と
東
の
間
に
あ
る
。

」

こ

のviculus (hamlet)

つ
ま
り

b
e B

o
l
a

に
つ
い
て
のB

r
e
v
i
i

 

(

書
き
上
げ)

が
み
ら
れ(

p)

。

b
e 

w

i
 

d
l
u
s

 j
a
m

 
I
I
S
. 

m
i
. de illis 

p

f
 vel de vico 

I

r

a

f
 

B
o
i
s
l
n
s
-
A
v
o
i
r

 
I

I

 

I

I
 

milliario a

 M
a
n
t
u
F

 s
s
t
r
r
n
n versus? 

haereo
、

、

「

今

B
i

o

に
つ
レ
て
二
度
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
、

つ
ま
り
吾
々
が
、
今

B
o

i
s

m

と
呼
ん
で 

L
る
ヴ
ィ
ク
ス
に
つ
い
て
で
あ
り
、M

a
n
t
u
l
a

か
ら
七
マ
イ
ル
南
方
？

に
ぁ(

的
。
,

:

B
u
x
i
d
o

に
つ
し
て
は
コ
ロ
ヌ
ス
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。，，Adalgrimus, colonus, de 

B
u
x
i
d
o
s

0 

I

!
 

f
 
I

 

I

 

l

a 

A
n
e
f

 

l
i
a
r
i
b
u
s

 X
X
V

 a 

M
a
l
p.

1
 

I

I
 

f

 

nalem, de 

I
 

f
 

mentio facta est supra
、

「

現

在s
a
M
y

 

(

と
云
う)

v
i
g
s

は
、A

n
e
t
r
n
n

の
近
く
で
、M

a
l

a

か
ら
二
五
マ
イ
ル
、C

a
s
t
r
a

西
方
に
あ
る
、
そ

つ

い

1

上 

に
述
べ
ら
れ
た
。

」 

-

,,saicid

°,
に
つ
い
て
•は
、
サ
ン
•
ジH

ル
マ
ン
聖
堂
の
セ
ル
ヴ
ス
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

,,Rainardus, 

s
e
r
v
u
s 

sancti 

G
e
r
m
a
n
i
,

 

d
e

 

Salcido, 

et 

u
x
o
r

 

ejus libera, 

n
o
m
i
n
e

 

H
i
s
a
b
i
a
、

,,Sicca Vallis, viculus, 

hodie, ut .jam dictum est, Saint-Germain-de-Secqueval, tertio milliario a Medunta. ad.seouanam, 

a
u
s
t
r
u
m

 versus, jporcst

a), 

item 

viculus, 

n
u
n
c

 

l
pF*or

办 t, milliaribus. Iiov
6al 

p
w
i
c
c
p

v
a
i
l
®
v
e
r
s
u
s

 

3
<D
hc
^
s-
3

一
 

occasum 

aliquantuln vergens.:

「sicca Vallis,

す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
ょ
う
に
、
今
日saintlGermain-de-secqueval

と
言
うviculus

は
、M

e
d
u
n
t
a

か
らS

e
a
u
a
n
a
m

へ
、
三
マ
イ
ル
南
方
に
あ
る
。

F
o
r
e
s
t
e
,

つ
ま
り
今
はla 

F
os.
t
と
云
わ
れ
る
小
村
落
は
、Sicca 

V
a
l
l
e

か
ら
南
方
九
マ
イ
ル
に
あ
り
、

そ
こ
に
お
も
む
く
の
こ
か
な
り 

§

便
利
で
あ
る
。

」

こ

のv
i
c
u
l
u
s

に
つ
い
て
は
特
別
な
書
き
あ
げ
が
あ
る
。，，B

r
e
v
e

 

de. Sicca 

valle 

sive 

forestes 

,,Hodie 

F
ro>
'
n
e
l
,

 

viculus, 

j
u
x
t
a

 

S
i
c
c
a
m

 

V
a
l
l
e
m
,

 

e
u
r
o
n
o
t
u
m

 

v
e
r
s
u
s
、

「

今

日F
r
f
l

と
云
わ
れ
る
小
村
落
は
、Sicca 

V
a
l
l
e

の
近
く
、
東
方
に
k

M
。

」

こ

のF
r
a
x
i
n
e
l
l
o

に
つ
い
て
全
部
で
六
件
の
記
述
は
、
す

べ

てc
o
l
o
n
u
s

に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

„i:laie Leuse, viculus, milliario uno a Cavannis, meridiem spectans. 

Fiscus. 

ille, cui m
a
n
s
u

CQ
ĝ
^
B-
s-
s 
n
E
^
g

 praeest, 

TOUb 

^
m
o
o 

Siccae

丨Vallis, qui proxime praecedit, 

fuisse vidaur.

「

今

日L
e
u
s
e

と
云

うv
i
c
u
l
u
s

は
、C

a
v
a
n
n
i
s

か
ら
一
マ
イ
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、

南
方
に
み
え
る
。

領
主
の
マ
ン
ス
が
そ
こ
に
何
も
存 

在
し
な
い
昔
の
徜
料
地
が
、
そ
の
も
っ
と
も
近
く
に
先
行
す
るSicca v

a
l
l
e

の
御
料
地
の
も
と
に
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
I
M
。

」

こ
の

J
^
o
g
に̂
つ
い
て
はB

r
e
v
e

が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

,
,
N
u
n
c

 

fortasse 

Richevllle, 

viculus” h
a
u
d

 

procul 

a

 

V
i
g
e
r
a
,

 

v
u
l
g
o

 

ia 

v
o>
-
g
r
e
;

 

milliaribus 

s
e
p
t
e
m

 

a

 

Bisconcella, 

o
c
c
a
s
u
m

.ヴ
ィ
ク
ス
ー
ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 

.

ニ
. ̂(

九
三
九)



. 

.
 

三

〇

(

九
四
o)

spectans hibsmalem. I
d
e
m

 inferius

>
y3.
or
q
<1
B
Pnominatur/*

「

今
日
お
そ
ら
く 

R
i
c
h
i
e

 

(

と
呼
ば
れ
て
い
る)

I

は
、v

i
g
§

か
ら
遠
く
な
い
姐
に
.あ
り

、

一

般

に

r 

I

と

管

、
 

s
l
s
c
o
n
l

か
ら
セ
マ
イ
ル
の
処
に
あ
り
、
西
方
にC

a
s
t
r
a

が
み
え
る
。
同
じ
く
更
に
下
方
で
は
、A

n
r
i
g

 

.

1
と
呼
ば
れ
て
い
%)

。

」

'

こ

のH
a
i
n
r
i
c

 

V
i
l
l
a

に
ば
聖
堂
の
土
地
財
産
が
あ
る
。
 

'

„
w
a
b
e
t

 

i
n
t
e
r
w
a
i
m
-
i
c
i

 
V
i
U
a
m

 

et. S
u
p
e
r
-
V
i
g
e
r
a
m

 

d
e

 

terra 

arabili 

b
u
n
u
a
r
i
o
s

 

X
V
.

.
:

l
i

e

 

n

l

n

l
 

F

l

e

l 

丨 Ma
u
v
o
i
s
F

 

v
i
i

 

decies 

I

 

I

f
 

p 

B
i

 
證

 c
e
l
F
v
e
r
s
u
s

 

s
e
p
t
e
n
t
r

o-n
e
m
、

「

今

日F
I

I
M

a
u

v
l

と

呼
ば
れ
て
い

る

v
i

l

は

B
i
s
c
l
l
a

か
ら
一
〇

マ
イ
ル
の
処
に

あ

り

、

北

方

に

位

置

し

て

い

び

)

。」 

,,Fontanit

°s
に
つ
い
てc

o
l
o
n
u
s

の
記
述
が
^
え
る
。

,
,
N
u
n
c

 

vel 

B
l
l

 

c
a
l
m
,

 

l
i
a

 

p
a
s
s
u
m

 

tria 

供 

B
i
s
c
l
l
a
,

 

inter 

I

I

 et 

o
c
c
a
s
u
m
;

 

vel 

B
l
, viculus 

p
a
r
c
e
l

 

W
a
r
e
n
c
e
r
a
r
u
m
,

 

q
u
a
t
e
r

 

mille 

q
u

i
l

l

 

p
a
—

 

circiter 

a
b

 

e
a
d
e
m
,

 

i
u

m

 

versus.

「

明
ら
か
に
今
日
I

 
0

1
 

(

要
塞)

と
呼
ば
れ
て
お
り
、B

i
s
c
l
l
a

か
ら

三
マ
イ
ル
の
趣
に
あ
り
、
南
と
西
の
間
に
位
置
す
る
。
 

と
く
に
I

と
云

ぅ

小
村
落
は
、w

a
r
e
n
i

の
教

区

で

あ
り
、
同
所
か
ら
約g

j

マ
イ
ル
半
の
魁
に
あ

り

、

東
方
に
位
置
し
て
い%

)
。」 

B
r

a
l

 

(de 

c
d
l
a

 

f
r
a
l
)

に
つ
い
て
は
、
サ
ン
•
ジ
エ
ル
マ
ン
聖
堂
の
I

I

 (

属
人)

に
つ
い
て
の
記
述
が
み

ら

れ

る

。

,

1
 

l

l

a
貝
 

vislus m
g
a

 passum 

sex 

p Bigncella, 
inter 

I

I

 _et 
s
i
.
,

「

今

日v
i

l
l

l
f

と
呼
ば
れ
て
い

る

小
村
落
は
、B

i
s
c
o
i
l
l
a

か
ら
六
マ
イ
ル
の
処
に

あ

り

、

北
と
東
の
間
に
I

む

。
，
 

v
m
l
r
l
l
s

に
は
，
サ
ン
•
ジ
エ
ル
マ
ン
聖
堂
の
げ
唐(

属
人)

で
あ
るc

o
l
o
i

の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

,

1
 

o
l
l
a
c
i
, 

1

1

 

I
m

o

 

a

 

M
a

i
l

s
,

 
inter 

m
e
r
i
d
i
e
m

 

et 

l

l

m
、

「

今

日

P

I

と
呼
ば
れ
て
い
るc

l
l

c
i

の
近
く
のv

i
i

s

は
、M

i
n

e
s

か
ら
七
マ
イ
ル
の
処
に
あ
り
、

南
と
西
の
間
に
あ

33)る
。

」 

^

„
p
o
t
e
n
t
i
a
c
o
?

の

B
r
e
v
e

に

は
。

0

10
目

3

の
記
述
が
あ
る
。

„
H
o
d
i
e

 

c
e
r

uoay, 

c
a
s
t
r
u
m

 

sive 

viculus, 

milliario 

q
u
a
r
t
o

 

a

 

Villa .
N
o
v
a

 

S
a
n
c
t
i 

Georgii, 

e
u
r
u
m

 

versus.;

「

今

日c
e
r

loa
y

と
呼
ば
れ
て
い
るc

a
s
t
r
u
m

 

(

要
塞)

も
し
く
はv

i
c
u
l
u
s

は
、Villa 

N
o
v
a

 

Sancti 

G
e
o
r
g
i
i

か

ら

四

マ

イ

ル

の

処

こ

，あ
 

り
、
東
方
に
位
置
す
る
。

」 

.

Cersito 

ヴ

イ
ラ
に
は
直
1 -
地
七
共
に
マ
ン
ス
が
存
在
し
た
。
、
GQ
§

C+
P-
<{
e

pCersito, 

c
u
m

 

dominicato, 

m
a
n
s
i

 

X
X
L
:

.
最

後

に
k
 

villa 

V
i
c
o

 

h
a
b
e
t
u
r

 

ecciesia 

in 

h
o
n
o
r
e

 

s. 

R
e
m
i
g
i
i
.
"

の
記
述
の
中
でv

i
c
u
s

が
イ
㈢
ロ
の
底
辺
に
あ
る
こ

と

を

隹
定
し 

う

る

。

V
1
C
U
S

又

は

<!
す
^
自

^
ぁ

が

、
Q
PJ
^
p
a
の
刊
本
の
注
で
は
、
<J
B

P
の
位
置
の
確
定
の
た
め
に
し
か
で
て
こ
ぬ
と
し
て
も
、
こ
の 

p
o
l
y
p
t
y
c
h
i
c
、

サ
ン
•
ジ
ェ
ル
マ
ン
塑
堂
の
所
領
で
あ
る
ヴ
イ
ラ
の
資
財
や
農
耕
者(

労
働
力)

を
記
述
す
るe

的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か 

ら
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
てvicus 

.

の

重

要

性

が

減

少

す

る

も

の

で

は

な

.
、，
。

'

36)

た

た

v
v
.
p Ho

s
k
i
n
s

が
述
べ
る
よ

う

に

、

近
年
の
領
主
制
の
研
究
が
、
イB

ロ

や

&
日

P

P -

に
集
中
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
付
落
研
究
が 

き
わ
め
て
僅
少
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
西
定
で
き
ぬ
事
実
で
あ
る
。

villa 

の
底
^
に 

y

i

o

g
 

が
存
在
し
、o

.
o
n
s
u
e
t
u
d
i
i

 

v
i
c
o
r
u
m

 

が
、C

apitulare 

d
e

 

villis 

又

はlex 

familia 

に
吸
収
さ
れ
る
#

が 

可
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
御
料
地
令
第
五
六
条
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、「

各
莊
司
は
そ
の
管
区
に
お
い
て
屢
々
裁
判
集
合(

|

|

巴
を

0

き

裁

rrr

を

行

う

へ

く

又

#
の
莊
民
た
ち
が
正
し
く
生
活
を
営
む
よ
う

、

注
意
す
ベ
き

こ

と

。

」

p

p

,

.g
§
«»
,
 

ps-
K
&
o
g
i
a
e

 

latinae, 

tomus, 

X
C
V
I
I
.

 p. 

3
5
6
,
)

と
の
;1
1
定
が
み
え
る
。

. 

(

7 
ノ

さ

ら

に，
H
e
o
d
u
M

 

villa…
…

<i
E
or
q
oTh

e
u
v
i
l
l
e
:

の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、k

e
d
a
n
t
a

 

vlUa, 

M
a
n
t
e
s
-
l
l
i
f
i

•〒
の
よ
う
に
ヴ
イ
ラ
か

ヴ
イ
ク
ス
丨
ヴ
イ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 

三一
(

九
四一

)



三
ニ 

_
 (

九
四
ニ)

ら
ヴ
イ
ル(

f

)

に
転
化
す
る
場
合
に
は
、
.初
期
ヴ
イ
ク
f

ヴ
イ
ラ
の
法
的
秩
序
が
、l

ex 

f
l
l
i
a

を
経
てjus 

c
i
v
i
t
a
t
i
s

へ
吸
収
さ
れ
る 

こ
と
に
な
ろ
う
。

v
i
c
u
s

に

を

ま

れ

た

V
i
l
l
a

の
例
は
、

菌

の

三

つ

の

ヴ
イ

ク

ス

に

か

こ

ま

れ

た

I

I

 

I

.
 

I

.
 

P. 

7
7
.
)

の

よ

う

に

例
示
で 

き

る

力

こ

の

ウ

イ

ラ

や
ヴ
イ

ク

ス

が

か
つ
て
単

一

の
ヴ
イ

ラ

に

構
成
さ
れ
て

い

た

と

す

る

と

、

御
料
地
令
のH

a
f
i
u
a

を
め
ぐ
るN

e
b
e
n
.

 

v
i
l
l
a

の
立
地
も
亦
ヴ
イ
ラ
を
と

り

ま

く

ヴ
.イ

ク

ス

と

同
じ
構
成
を
と

る

の
で
事
態
は
ま

す

ま

す

複

雑

に

な

る

。

そ
の
よ
う
な
ヴ
イ
ラ
以
前
に
ヴ
イ
ク
ス
が
先
行
し
た
こ

と

は

領
主
側
の
記

録

と

し

て

の

資
料
で
は
殆
ん
ど
で
て
こ
ぬ
の
で
、
上
述
の
よ
う
な
実 

地
探
訪
に
よ
る
傍
証
以
外
資
料
の
上
で
考
証
す
る
の
は
困
難
で
あ

>̂3
9)

。

ウ

ラ

力

先
力

ヴ

イ

ク

ス

力

先
力

の

麗

は
、
前
述
の
よ

う

に

、

ギ
リ
シ
ャ
や

ロ

丨

マ

と

興

る

ガ

リ

ア

の

歴

史

的

過

程

か

ら

は

、

は

っ

き
り
 

と

ヴ

イ

ク

ス

の

先
行
を
み

と

め

う

る

と

し

て

も

、

個
々
の
ケ

丨

ス

に

つ

い

て

、

初
期
の
'ヴ
イ

ク

ス

の

ヴ

イ

ラ

へ

の

転
換
、
さ

ら

に

ヴ

イ

ラ

の

後

期
 

の
ヴ
イ

ク

ス

へ

の

転
換
を
た

ど

石
こ

と

は

き

わ

め

て

困
難
で
あ

る

。

領
主
制
の
資
料
で
は
ク

I
ラ

ン

ジ

ユ

が

述
べ
る
よ

う

に

ヴ

イ

ラ

の

後
切

の
ヴ 

イ
.ク

ス

へ

の

転
換
の
方
が
容
易
に
考
，証
で
き

る

。

ニ 

’

村

落

の

農

8

1

を
め
ぐ
っ
て
、F

r
a
n
z

 

I

I

は
、

大
要
次
の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
。
人
的
な
又
領
域
的
な
裁
判
結
合
体

と

し 

て
の
フ
ン
デ
ル
ト
シ
ヤ
フ
ト(

c
e
n
t
e
n
a
)

は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
で
は
じ
め
て
成
立
し
た
。

ロ
丨
マ
の
文
讓
は
、
ゲ
ル
マ
ン
の
社
会
麗
を
、
政
治
的
な
文
軍
事
的
な
貴
族
の
指
導
を
伴
う
が
、
法
律
上
有
効
な
ヵ
丨
ス
ト
形
成
も

な

ナ

れ
ば
、
ま

た

プ
レ
ブ
ス
、

つ

ま

り

ゲ

マ

イ

ン

フ

ラ
イ

ン

の

、

生
得
の
貴
蹵
び
戦
争
の
試

煉

を

経

た

貴

族

へ

の

経

済

的

な

従

属

を

伴

わ

な

い

軍

辦
 

的
^,
#
政

体(eine Igriegerische Aristokratie)

と

し

て

明

衰

こ

唼

徵

づ

け

て

、
る

。

プ
エ
サ
ル
に
よ
ォ
ば
ゲ
ル
マ
ン
の
社
会
関
係
はD

r
u
i
d
e
n

 

(

ヶ
ル
ト
の
司
祭)

や

equites 

(

騎
士 ==

貴
族)

-
-
ロ

ー

マ

の

^
語

で

よ

-1/
ヒ

地

所
有
渚
-
-
が
全
権
を
掌
握
し
て
い
た
ガ

リ

ァ

の

辦

情

と

鋭

く 
•区
別

さ

れ

る

。 

■.

タ
キ
ト
ゥ
ス
は
そ
れ
が
屢
々
ど

う

し

よ

う

も
な
い
状
態
に
堕
し
て
は
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
限
り
、
決
し
て
王
に
統
御
の 

無

限

の

，：

Ihri

ガ
趵
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
ゲ

ル

マ

ー

ネ

ン
に
お
け
る
ゲ

マ

イ

ン

フ

ラ

イ

ン
の
支
配
的
な
政
治
的
な
向
由

と

経
済
的
な
独
立
を
正
確
に 

強
調
し
て
い
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
彼
が
強
調
し
たp

a
n
c
e
p
e
s

や

n
o
b
i
l
e
s

の
強
い
影
響
と
並
ん
で
、
す
べ
て
の
重
要
な
大
_

へ
の
民
会
の
最 

後
的
な
決
定
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
史
的
前
提
の
も
と
で
、

初
期
フ
ラ
ン
ク
国
家
に
は
、

向
由
人
の
経
済
的
隸
厲
に
も
と
づ
く
貴
族
支
配
は
、

存
在
し
な
か
っ
た
。
 

(

ガ
リ
ァ
で
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
土
地
占
有
は
ガ
リ
ァ
の
不
自
tt
}
民
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
。)

中
世
の
大
領
主
制
は
、
六
世
紀
の
半
ば
以
前
に
は
存
在
し
な
が
っ(

W
。

な

お

p
.

cot
e
i
n
b
a
c
h

は
、
中
世
の
都
市
共
同
：̂
は
、
商
人
ギ
ル
ド
の

指
導
の
も

と

.で
の
市
民
のC

o
n
j
u
r
a
t
i
o

 

(

誓
約
結
合)

に
よ
っ
て
生
七
た 

と

の

フ

ラ

ー

一

一

ッ

ッ

の

見

^
;
に

対

し

て

ヶ

ル

ン

の

都

市

共

同

体

が

も

と

も

と

上
級
裁
判
共
同
体
で
あ
っ
た
こ

と

、

ま
た
そ
の
共
同
体
法
は
、
元 

来
商
人
法
で
も
団
体
のS

治
法
で
も
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い

る

。
.

そ
し
て
さ
ら
に
農
村
共
同
体(

L
a
n
d
g
i
i
n
d
e
)

 

•も
ま
た
裁
判
共
同
体
か
ら
で
て
き
た
と

云
っ
て
い%

)
。

か
く
て
ラ

イ

ン

の

農
村
共

同

体

の

土

着
 

の
正
常
型
を
叙
述
し
個
々
の
場
合
の
多
く
の
変
化
に
も
.か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
平
均
的
に
統
一
的
な
傾
向
を
示
し
、
又
明
ら
か
に
農
村
の
向
治 

組
織(der Hndlichen K

o
m
m
u
n
a
l
o
r
g
a
n
i
l
o
n
)

の
よ
り
古
い
状
態
が
、
都
市
や
農
村
及
び
そ
の
特
権
的
泡
由
ま
た
は
.
！
^

 ̂(Freiheiten)

の
中
間

段
階
を
示
す
と
し
て
、

後
期
中
世
に
得
ら
れ
た
共
同
体
的
自

由

(Gemeindefreiheit)

‘や
近
世
の
，

si

治
管
理
の
仲
間
組
合
組
織
か
ら
区

別

し

て

い

る

o 

.

そ
の
際
農
民
は
、
た
い
て
い
読
み
書
き
が
で
き
ず
、
文
書
の
作
成
が
不
可
避
な
場
合
に
は
、
拇
印
を
お
し
て
い
た
。

そ
し
て
共
同
体
の
秩
序

ヴ
ィ
ク
ス
丨
ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て
.
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三
四

.
(

九
四
四)

(Die G
e
m
e
i
n
d
e
c
r
d
n
u
n
g
)

社

、

口

頭

で

伝

え

ら

れ

た

慣

習

法

(
G
€
w
o
h
n
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
>
^
^

°4h
。
：

-

、

な

おH
e
i
m
g
e
r
i
c
h
t
n
D
o
r
f
g
e
r
i
c
h
t

に
つ
い
て
、

ニ 

I
ダ
I
ラ

イ

ン

や
ニー

ダ
I
ラ
ン
ド
のH

e
i
m
m
a
l
e

 

(
H
e
i
m
g
e
r
i
c
h
t
)

は
、

フ
ン
デ
レ 

ト
シ
ャ
フ
ト
裁
判
のechtes 

D
i
n
g

 

(

定
期
裁
判
集
会)

の
直
接
の
継
続
で
は
な
く
、
村
の
仕
事
の
規
制
の
た
め
の
仲

間

組
合
的

な

分

離

で

あ

る

と
 

述
べ
て
い
る
。
か
く
て
共
同
体
の
法
は
、
決
し
て
荘
園
法
か
ら
出
た
の
で
は
な
く
、

つ
ね
に
ラ
ン
ト
法
か
ら
出
た
も
の
で
あ
>̂
4
5

)

0

そ
の
よ
う
に
共
同
体
の
自
治
.

(Gemeindeautonomie)

が
、
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
つ
ね
に
国
家
の
監
督
の
も

と

で

の

自 

治
団
体
的
な
，|-
:
|治

R
o
l
u
n
a
j
g

 s
e
l
bstverwaltung)

が
存
在
し
た
の
み
で
1
)̂
1

。

右

のF. 

S
t
e
i
n
b
a
c
h

の
見
解
に
対
し
て
、K

a
r
l

 

Siegfried 

B
a
d
e
r

は
、
狭
い
平
和
領
域
と
し
て
のk

n
e
r
t

 

E
t
t
e
r
。

に
つ
い
て
^
及
し
、
 

家
の
平
和
や
そ
れ
に
適
合
す
る
平
和
保
護
の
変
種
が
、
狭
い
屋
敷
や
家
及
び
館
の
み
な
ら
ず
、
家
や
館
の
全
複
合
に
帰
属
す
る
こ
と
、
そ
の
さ
ぃ 

そ
の
よ
う
な
平
和
領
域
が
、

囲
牆
や
囲
壁
に
よ
っ
て
散
居
屋
敷
と
同
じ
よ
う
に
閉
鎖
さ
れ
た

全
体
を
形
成
す
る

。

こ
の
よ
う
な
M
プ
a
s
tJ»
:
t
t
e
n 

(

相
続
的
な
共
同
体
後
を
も
つ
屋
敷)

が
、

村
落
を
形
成
す
る

。

そ
し
て
之
等
の
平
和
ー
区
域
と
し
て
のD

o
r
f
e
t
t
e
r

は
法
的
に
は
小
都
市
と
同
一
と 

み
ら
れ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
のQ

f
K
O

ハ

や
ロ 

I
マ
のc

o
n
c
i
l
i
u
m

の
よ
う
に
、K

o
i
s

 

(
v
i
c
u
s
)

の
平
和
機
関
と
し
て
のM

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

 

(Bauerdin

oq)

が
、
 

家
行
政
や
f
主
制
と
か
か
わ
り
合
う
の
と
は
逆
に
、
フ
ラ
ン
ク
のC

o
n
v
e
n
t
u
s

 

や
御
料
地
農
奴
の
上
司
に
関
す
る
直
訴
を
親
炎
す 

る
制
度
の
存
在(capitulare 

de 

villis, 

0
. 57. 

Vita 

0

1
 Magni, 24 C

.
(10) A

n
o
n
y
m
i

 vita Hludowici,19.

p(13).)

の
う
ち
こ

• fran
k
i
s
c
h
e 

D
e
m
o
k
r
a
t
i
e

を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
で
は
♦
貴
族
層(

I
ミ
I
, nobiles)

の
内
部
に
民
主
制
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
軍
^
的
民
主
主
義
に
由
来
す
る
。
 

そ
の
よ
う
な
軍
來
的
段
主
湘
に
も
と
づ
く

中

世

のA
d
e
l
s
-
,
H
e
r
r
s
c
h
a
f
t
T
,
K
6
n
i
g
s
-
D
e
m
o
k
r
a
t
i
e

に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
耍
が
あ
ろ
う
。

農
村
共
同
体(

L
a
n
d
g
i
i
n
d
e
)

の
経
済
的
中
核
を
な
す
i

n

i
と
云
う
言
葉
は
、
七
世
紀
以
前
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
言
葉
が
あ
ら 

わ
し
て
い
る
農
村
の
小
経
営
そ
の
も
の
は
、
メ 

口
ヴ
ィ
ン
グ
朝
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
遡
る
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

マ
ン
ス
ス(ie m

e
i
x
)

と

そ

の

代
用
物
は
、
家
族
集
団
と
犁
の
経
済
に
結
び
.つ
い
て
い
る
古
い
制
度
の
種

々

な

局

面

と

そ

の

利

用

を

意

味

す
る

。

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
及
び
力
ロ
リ
ン
グ
朝
時
代
に
特
有
な
現
象
は
、
西
ョ
丨
ロ
ッ
パ
世
界
に
定
住
し
た
無
数
の
農
民
の
家
族
が
土
地
へ
し
っ
か
り 

と
根
を
お
ろ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
土
地
へ
の
定
着
の
シ
ン
ボ
ル
が
マ
ン
ス
ス
な
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
九
世
紀
に
一
般
に
行
わ
れ
る
こ 

と

に

な

っ

た(

地
中
海
世
界
の
没
落
回
教
徒
に
よ
る
ア
フ
リ
ヵ
対
岸
の
制
®!
が

ほ

ぽ

七

世

紀

に
お
こ
な
わ
れ
、

こ
こ
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
'パ
が
地
中
海
交
易
か
ら 

農
業
国
へ
転
化
す
る
と
い
っ
た
ピ
レ
ン
ヌ
の
構
想
が
そ
の
支
え
の
一
つ
を
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。)

聖
盟
の
土
地
台
帳
は
、
ヴ
ィ
ラ
の
搏
區
分
を
現
わ
す
た
め
に
こ
の
言
葉
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
ラ
テ
ン
語
の
動
詞
で
あ
るm

a
n
e
o

か 

ら
派
生
し
た
こ
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
家
屋
や
住
居
ま
た
は
家
宅
を
意
味
し
、
保
有
地
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
言
葉
の
本
来
の
意
味
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
及
び
プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
語
のl

i
x
"

と

，1

"
の
う
ち
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
公
文
書 

で
は
こ
の
言
葉Q

範
囲
を
拡
大
し
、
ま
も
な
く
耕
作
者
の
住
居
と
耕
作
者
が
耕
や
し
て
い
る
土
地
を
も
意
味
す
る

よ

う

に

な

っ

た

。

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
や
ロ

レ
ー

ヌ

で
は
マ
ン
ス
ス
と

い

う

言
葉
が
ず

っ

と

用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
乙
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
で
は
散
発
的
に
、
ま
た
ア
ル 

サ
ス
で
は
も

っ

と

ひ
ん
ぱ
ん
に
.、

マ
ン
ス
ス

は

フ
ー

フ

ヱ

(
H
u
f
e
)

と

呼
ば
れ
後
期
ラ
テ
ン
語
で
は
ホ

ー

バ

(

ぎ
ぎ)

と

い

う
言
葉
に

と

っ

て

代

ら
 

れ
て
い
る
。

了

フ

エ

と

い

う

慕

が

、
初
め
て
み
ら
れ
る
の
は
、
八
世
紀
の
証
書
に
お
い
て
で
あ

る

。

フ

丨

フ

エ

は

、

ア

レ

マ

ニ

ア

、
チ

ュ

丨

 

リ
ン
ギ
ア
、
バ
ヴ
ア
リ
ア
、
サ
ク

ソ

ニ

ア

地

方

に

み

ら

れ

§

辰

村

の

土

地

保

有

.の

タ

イ

プ

で

あ

る

。

こ

の

バ

語

は
ト

イ

ツ

S7
I
の
農
村
所
領
を
意
味
す
る

w

a
と
関
係
•が
あ
る
。
そ
こ
で
フ

ー

フ

ヱ

と

マ

ン

ス

ス

の
関
係
を
決
定
し
よ
う
と
す

ヴ

ィ

ク

ス

丨

ヴ

ィ

ラ

の

転

換

に

つ

い

て

,
 

• 
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五

(
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四
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(
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る
試
み
が
行
わ
れ
て
き
た
。 

,

そ
の
よ
う
な
試
み
の
一
つ
に
、
マ
ン
ス
ス
.と
フ
ー
フ
ヱ
に
別
筒
の
二
つ
の
機
能
を
賦
与
し
、
マ
ン
ス
ス
は
大
所
領
内
の
日
役
農
民(cottidiani)

の
耕
作
す
る
部
分
で
あ
り
、

フ

ー

フ

ヱ
は
、

農
民
の
保
有
地
で
あ

る

と

い

う

説
明
が
行
わ
れ
て
い

る

。

だ
が
フ

ー

フ

ヱ

と

マ
ン
ス
ス
は
、
交
換
可
能
な
言
葉
で
は
な
い
と

し

て

も

、

少
く
と

も

同

じ

よ

.う

な

意
味
の
言
葉
で
あ

る

。

一j

つ
の
言
葉
ま
と 

も
に
家
族
経
営
を
意
味
し
、
共
に
相
似
た
進
化
を
経
て
き
た
。

フ
ー
フ
ヱ
は
次
第
に
耕
作
の
萆
位
を
意
味
す
る

よ

う

に
な
り
、

一
年
間
に
一

つ
の
犁
が
耕
作
し
う

る

だ

け

.
の

土

地

の

量

に

よ

っ

て

条
件
付

け

ら 

れ
た
慣
習
的
な
面
積
と
な
っ
た
。

た
だ
こ
こ
で
一
つ
の
点
が
明
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま

り

ゲ
ル
マ

ー

ニ

ア
で
の
開
拓
は
長

く

時
間
の
か
か
る
ま

た

テ
ン
ポ
の
お
そ
い
も
の 

で
あ
っ
た
し
、
ほ
と
ん
ど
.ど
こ
で
も
森
林
を
切
開
い
て
行
わ
れ
た
。

.

こ
こ
か
ら
古
ゲ
ル
マ
ー
二
ア
.の
フ
ー
フ
ヱ
と
ロ
ー
マ
地
域
の
マ
ン
ス
ス
を
区
別
す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
生
れ
て
く
る
。

ゲ
ル
マー

 

ニ
ア
の
初
期
の
開
拓
に
当
っ
て
、
最
初
に
農
業
共
產
体
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
原
初
の
開
墾
は
、
団
体
の
辦
業
で
は
な
く
、
孤
立 

す
る
に
せ
よ
集
団
を
な
す
に
せ
よ
、
と
も
か
く
個
人
の
辦
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
態
は
ラ
ト

ゥ

シ
ュ
に
と
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
の
農
也
_
度
発 

展
の
史
的
研
究
の
前
提
を
な
す
。

以

上L
a
t
o
u
c
h
e

の
見
解
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、

ド
ィ
ッ
側
の
見
解
は
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
。

例

え

ばH
a
n
s
-
J
l
i
r
g
e
n

 

N
i
t
z

は
、
 

フ
ラ
ン
ク
の
国
家
植
民
の
植
民
地
誌
的

な

研
究
を
と

お

し

て

国
王
自

由

人

説
の
さ

さ

え

を

提

供

し

て

い

る

。

(

こ

の

点

でAdelherrschaft

の
テ
ー 

ゼ

に

必

ず

し

も

賛

成

し

な

いS
t
e
i
n
b
a
c
h

と

異

っ

て

い

る

。)

N
i
t
z

は
、
次
の
よ

う

な

一
般
的
な
テ
ー
ゼ
か
ら
出
発
す
る

。

一
、
王
領
地(Fiskalland)

で
は
、
法
的
に
直
接
王
に
服
属
し
、
そ
の
地
位
か
ら「

自
由
人」

(frei)

と
記
さ
れ
て
い

る

植
民
者
が
植
民
さ

せ

ら

れ

た

文

書

で

：

s

 

liberi homines, 

ingenuales homines, 

franci homines, 

w

o:nigsleute, 

freie Leute, Freibauern 

と
乎
ば
れ
て
い 

る
。
ダ
ン
ネ
ン
バ
ゥ
ァ
ー
は

' 

そ
れ
を
国
王
自
由
人
と
呼
ん
で
い
る
。

ニ
、
国
王
向
由
人
は
、
と
く
べ
.つ
な
裁
判
団
体(GerichtsverMnden)

に
結
合
し
た
、
そ
れ
は
の
ち
にFreigerichte, Freilhle, F

r
e

p:mter, 

Freigrafschaften

又

はFreld

o:r
f
e
r

の
グ
ル
I
プ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

三
、
国
王
，

HU

曲
人
は
、

王
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
た
フ
ー
フH

を
ぅ
け
と
る
。

そ
の
利
用
に
対
し
て
、

王
ま
た
は
そ
の
役
人
の
代
表
、

白
、

F
reigrafen, 

R
e
i
c

げih
u
l
t
h
e
i
s
s
e
n
,

 

e
x
a
c
t
o
r 

.
 p

u
b
l
i
c
i

tb
s
c
iに
賃
子
が
支

払

わ

れ

る

。

賃
子
の
記
述
は
、
次
の
よ
ぅ
述
べ
ら
れ
る
。
I

I
 

a
d

 

p
a
r
t
e
m

 

p
u
b
licam, 

c
e
n
s
u
s 

regius=IC

o:n
i
g
s
z
i
n
s
,
w

o:n
i
g
s
g
e
l
d
,
w

o:n
igspfennig, G

r
a
f
e
n
k
o
r
n
,

 osterstufe.
(

こ
の
賃

子
は 

Oster 

に
支

払

わ

れ

る

。)

文
献
で
は
、
植
尻
者
はI

ftnigszinser

と
記
さ
れ
て
い
る
。

四
、K

5n
i
g
s
z
i
i
r

の
重
要
な
課
題
は
、
王
に
対
す
る
奉
仕
給
付
で
あ
っ
た
。
馬
で
の
使
の
役
目
、
船
役
、
宮
廷
へ
の
案
内
役
、
王
の
使
者
の 

r
r

0
&

:
3
^
(
p
§

f
e
r
e
d
u
m
d
a
r
e
)

見

張

役

城

奉

仕

、

と

り

'わ

け

戦

争

奉

仕

(hostem facere, 

in. hostem
)
、

屢
々
そ
れ
は
、
牽
畜
及
び
馬
車
の

I
t 
kハ
 
o

そ
れ
故
国
王
の
賃
子
貢
納
入
の
植
民
は
、
王
宮
及
び
重
要
な
軍
用
道
路
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
。

つ
ま
り
そ
れ
は
と
り
わ
け
新
し
く
獲
得
さ
れ
た 

領
域
の
確
保
の
さ
い
に
道
要
な
役
割
を
演
じ
た
軍
事
植
民
者
の
植
民
で
あ
っ
^
^

そ
し
て
そ
の
場
合
の
耕
地
形
態
は
、

も
と
も
と
今
日
よ
り
も
広
い
分
割
地
を
も
っ
た
長
い
地
条
の
耕
地
配
分
が
、(

ヮ
イ
ラ
I
や
村
落
の)

グ
ル 

—

フ
植
民
の
創
設
の
さ
い
，.に
明
ら
か
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
居
住
形
態
と
同
様
に
耕
地
形
態
も
亦
地
域
や
領
主
支
配
、
自
然
的
自
由
村
落
、
植
民
村
落
に
1

っ
.て
著
し
く
異
る
わ
け
で
あ
る
。

.

ド
イ
ッ
に
お
け
るH

e
r
r
s
c
h
a
f
t

と

G
e
m
e
i
n
d
e

は
、
ラ
ト
ゥ
シ
ュ
に
お
い
て
_
由
と
平
t
に
も
と
づ
く 

の
生
活
圏
と
大
所
領
の
史
的

ヴ
ィ
ク
ス

I
ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 
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表
現
を
と
る
。

3

ノ
-

従
っ
て
^
it
伟
应
に
陕
し
て
もA

.

 

D
o
p
s
c
h
,

 

F. 

L
s
g
eに
お
い
て
領
主
制
か
ら
発
し
た

3

to
口
 

i

が
o

&

g

g
か

ら

離
脱
し
て
ぎ

^

に 

転
化
し
、

領
主
制
に
把
握
さ
れ
た
農
民
のh

o
b
a

と
ほ
ぼ
同
一
の
状
態
に
転
換
す
る
と
云
ぅ
推
論
に
対
し
て
、L

a
t
o
u
c
h
e

は
、
古
典
内
な
奴
隸 

制
に
基
づ
く villa

に
対
す
る
、
い
わ
ば
商
凼
村
落
と
し
て
のv

i
s
s

の
家
族
労
働
に
■
づ
く
農
民
の
生
活
単
位
と
し
て
のm

e
i
x
,

 m
a
s
,
c
o
l
o
n
g
e
s

 

等

に

！

n
a
n
s
u
s

 

•の
史
的
な
基
盤
を
お
い
て
い
^

注

(

1

;

R
o
b
e
r
t

t-atouche. 

L
e
w

 

o
r
i
g
i
n
s

&

s
o
o
n
o
m
i
e

 

occidentale. 

pp. 
7
0

—

7

L

(

2) 

Fustel de 

Coulanges, 

Histoire 

des Institution 

polityque de 

F
A
n
c
i
e
n
n
e

 

France.丨
！/ 

Alleu et 

le 

D
o
m
a
i
n
e

 

rural 

pendant 

r
e
i
u

ひ 

merovingienne. 

p. 

4
6
2
.
(

邦
訳
、
下
巻
、
二
三
六
頁
。)

(

3) 

Latouche, 

ibid., 

p. 

71.

(

4) 

Coulanges, 

ibid., I. 

3.

こ
こ
で
は
へ
レ
一
一
ズ
ム
時
代
の
巨
大
荘
園
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
は
な
い
ょ
ぅ
に
思
わ
れ
る
。

(

5) 

Coulanges, 

ibid., 

I. 

3.

.
(

6) 

A
n

 economic 

S
u
r
v
e
y

 of ancient 

R
o
m
e
,

 

v
o
l
.
n
l
.

 

p. 

440.

(

7) 

Coulanges, 

ibid., 

V
L

(

8) 

lordanis, 

R
o
m
a
n
i
a

 et -Getica. 

(M.G. 

a
u
c
t
o
r
u
m

 antiquissimorum 
tomi 

V

 

pars 

prior 
ノ

Kotzschke, 

K
a
r
l

 

der G
r
o
B
e

 

als 

Agrarpolitiker. 

S. 

100
6
.

(

10) 

R
obert Latouche, 

ibid., 

p. 

120.

(chelies, 

ville 

der 

depart, 

d.e 

s
e
l
-
e
t
-
M
a
r
n
e
,

 

C
a
n
t
o
n

 

de 

L
a
g
n
y
,

 a
m

 

de 

M
e
a
u
x
.
)

 
o
s
g
i
n
h
l
.

 

V
i
e

 

de 

c
h
a
r
l
i
g
n
e
,

 

par L, 

H
a
l
f

 

p. 

1
1
4.、

Chelles, 

Bonneville, 

V
i
t
r
y 

等
に
つ
い
て
は
、G

e
l
s

 

D
u
b
y
,

 

r

CD'conomie 

rurale 

et 

la 

vie 
des c

a
m
p
a
i
s

 

d
l r

l
d
e
n
t

 

m
a
f
a
l 

vol 

I. 

I
I
.

参
照
。

尚 Chelles 

(cala)
，
Seine-et-Marne, 

royal villa. B
e
r
n
y
K
i
v

{p;re 

(Brinnacus)，
royal villa. 

Rueil 

(Rotoialensis, 
Rigoialensis 

villa
)
， 

Vitray 

(victoriacus)，
royal villa.

に
つ
い
て
は
、s. 

G
r
e

-oqorii episcopi

c+
p:
J
.§
§g
s*historia f

r
a
n
c
o
r
u
m
,

参
照
。

(

■1
1)

こ

の

点

で

，，Elsewhere, 

 ̂Loviston in 
汁 he 

p
ps.
gtr
'

aHuish, 

w
e

 

llav

<p
to
O
T
i
c

 demesne 

w
o
r
k
e
d

 as a m
i
x
e
d

 f
a
r
m

 "by 
o
n
ocr
-
o
alB
l 

a
nd one 

slave 

(fo. 

3886. 

D
o
m
e
s
d
a
y

 Book.). W
.
G
.

 

Hoskins, 

provincial England, p. 

2
0
. 19

6
4
.
)

を

あ

げ

る

こ

と

が

で

き

る

。

(

12) 

J. 

w
.

 

Thompson, 

economic a
n
d

 social history of the middle ages. 

V
o
l
u
m
e

 I. 

pp. 

92—
93.1959.

(

13) 

Fr. 

JFUnck—Brentano, .The earliest time. 

:p. 
2
CO
1
.

(

14) 

Latouche, 

ibid., 

p. 

76.

(

15) 

J.p. 

Migne, 

tomus L
X
X
I
.

 

p. 

177. 

(Historia Francorum, 

I. 

(
X
X
X

 

1.))

(

16) 

J.p. 

Migne, 

ibid., 

p. 

486, 

p. 

4
900
.

(

17) 

T
h
e

 

history of the Franks, 

translated 

Iby 0. 

M
.

 

Dalton. 

I. 

vol., 

pp. 

161—
162.1972.

(

18)

尤

も

0. 

M
.

 D
a
l
t
o
n

は

、「

若

干

の

個

所

で

、
グ

レ

ゴ

リ

ウ

ス

の

言

葉

の

使

用

は

あ

い

ま

い

で

あ

る

。

グ

レ

ゴ

リ

ウ

ス

は

一
度
な
ら
ず
ヴ
ィ
ク
ス
を
ざ
名
！！
 

に
適

;|
]
し
て
い
る
。

し

ば

し

ば

グ

レ

ゴ

リ

ウ

ス

は

ヴ

ィ

ク

ス

の

代

り

忆

&
3
目

を

使

用

し

さ

え

'1
.て
い

る

。」

と

の

べ

て

い

る

。

(Dalton, ibid., 

tom. 

I. 

p
.
1
6
L

 

(note, 

2.))

(

Is) 

P
o
l
y
p
t
y
c
h
u
m

 irminonis, 

p. 

77.

Polyptyclium i
r

.Binonis, 

p. 

125.

Poly：ptyciium iminonis, 

p. 

131. 

.

Polypt. 

irmin., 

p. 

2
0
8
.

^ \

26 25 24 23 22 21 20   <* '—  ̂  ^

Folypt. 

imin., 

p. 

219. 

polypt. 

irmin., p. 

2
2
0. 

polypt. 

irmin., 

p. 

2
2
2. 

Folypt. 

irmin., 

2.27.

な

お

こ

こ

で

は

、Nunc, 

Opinor, 

la Kouvallerie, 

viculus, 

milliaribus 

X
I
I

 

a 

Sicca 

Valle, 

versus occasum 

aestivalem.
「

今

日

ラ

•
ル

ー

ヴ

ア

レ

リ

ー

と

云

わ

れ

る

と

推

測

さ

れ

る

v
i
s
l
u
s

が
、

シ

ツ

カ

.
ヴ

ア

レ

か

ら

十

二

マ

イ

ル

の

処

に

、

西

方

のCastra 

の
方

向

に

あ

る

。j

と

の

べ

ら

れ

て

い

る

、。

こ

の

R
o
m
a
n
i

 V
a
l
l
e

に

つ

い

て

森

林

の

記

述

が

み

え

る

。

(

27) 

polypt. 

imin., p. 233.,

ヴ

ィ

ク

ス

一

ヴ

ィ

ラ

の

転

換

に

つ

い

て
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28) 
p
o
l
y
p
t

 

i
r
m
F

 

p. 

241.
29) 

polypt. 

imin., 

p. 

245..

(

30) 

Polypt. 
i
m
F

 

p
.
-248’ 

.

，

な
お
こ
の 

B
r
e
v
e

 
de Bisconcella 

に
は
、B

i
s
c
o
l
a

 

に
関
連
し
て
、，，N

i

 

y
e
m
c
o
i
l
l
e

 

sive 

f

 

I

I

«-
l
.
u
x
t
a

 

Orgerus; 

vel, 

,
q
u
a

 

I

w placet, 
ipse 

Orgerus, 

v
i
l

 

sexto 

milliario 

p M
o
n
t
e

 

Forti Amalarici, 

inter 

septentrionem et occidentem.

今
t B

g'o
n
c
e
l
l
e

も

し
く
はB

fro
n
s
e
i
l

と
呼
ば
れ
て
，̂
る
が
そ
こ
に
は
土
地
財
産
が
あ
り
、O

r
g
e
n
i
s

の
近
く
に
あ
る
。
と
く
に
そ
れ
は
信
憑
性 

の
あ
る
こ
と
な
の
だ
が
、o

r
g

l

喜

、
つ
ま
り
こ
の
村
落
は
、
M

I

F

I
 

m

i
か
ら
六
マ
イ
ル
の
処
に
あ
り
、
北
と
西
の
間
に
位
置
す
る
。
，
 

と
云
ぅ
記
述
が
み
え
る
。(polypt. 

Irmin.,p. 

245.)

31) 

polypt. 

imin., 

p. 

262. 

.

32) 

polypt. 

imin., 

P..264.

な
お 

„Hodie 

vel Eglancourt. 

viculus, 
milliaribus X

V
I

 a

 Bisconcella, 

a
l
u
m

 

V
I
S
,

 

a
l
i
i
n
t
u
m

 a
d

 

occidentem 

v
e
r
g
l
,

 

v
e】 

quocrm
a
l
i
m
, 

Elancourt, 

vicus milliario 

X

I

«

a
b

 

eadeni, 

o
r
t
u
m

 

hibernalem 

spectans/* 

と
み
え
る
。

「

今
日
明
ら
か
にE

g
l
a
n
c
o
u
r
t

と
呼
ば
れ
て
い
る
小
村
落
は
、Bisconcella

か
ら
一
六
マ
イ
ル
の
所
に
あ
り
、
南
の
方
向
に
あ
た
る
が
、
西
方
へ
丈
か
な
り 

のM
s

に
位
置
す
る
じ
っ
さ
い
、
ょ
く
わ
か
ら
ぬ
が
、
今
日E

l
a
n
c
o
u
r
t

と
呼
ば
..れ
て
い
るv

i
c
u
s

は
、
同
所
か
ら一

三
マ
イ
ル
あ
り
、
東
方
のc

a
l

 

が
み
え
る
。」

(polypt. 

irmin., 

p. 

2
6
8.

)

，
 

一

こ
の 

Aglini 

Curte 

に
は
、
祭
壇
が
あ
る
。，，Alter est 

in Aglini 

c
u

r
t

e
r

'

(

33) 

P
o
l
y
p
t

 

imin., 

p 273. 

M
i
i
o
n
e
s
i
l
l
a

 

pagi 

Pinciacensis.

34) 

Polypt. 

imin., 

p. 

281.

(

35) 

p
 

A
p
p
e
n
d
i
x

 

II, 

6. 

(p. 

2
9

0
.

)
v
m
a
.
"

 

A
p
J
L

 

6, 

p. 

290. 
(index 

generalis.)

こ
こ
で
のecciesia

は
必
ず
し
も
領
主
のE

i
g
e
n
k
i
r
c
h
e
n

で
は
な
く
、
ヴ
ィ
ク
ス
の
住
人
に
ょ
っ
て
建
立
さ
\
た
。
 

.

36) 

W
.
G
.

 

Hoskins, 

Provincial 

England, 

p. 

68..

37) 

polypt. 

irmin., 

p. 

7
7

.

.

38) 

polypt. 

imin., 

p. 

228.

(
C
o
)

尤
も K. 

L
atouche 

は 

r c
h
r
o
n
i
f

 

des 

f
 ques d

u

 

M
a
n
s

 

(Actus 

p
o
n
s
c
u
m

 c
l
m
a
n
n
i
s

 

in 

urbe 

d
e
g
e
n
t
i
_
)

に
お
け
る 

v
i
i

の
存
在
を
確
証
し
、
そ
こ(

ヴ
ィ
ク
ス)

で
の
教
会
の
奉
献
と
司
祭
の
任
命
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

.

(

4 0) 

..Franz

cotein"bach, 

u
r
s
p
r
u
n

oq
pi
ts
p-^T-gggp

ĝ
J. Landgemeinde. 

s. 

253.

(

4 1) 

F. Steinbach, 

ibid., 

S. 

254.

4 2) 

F. 

Steinbacli, 

ibid., 

s. 

257.

(

43) 

F. 

Steinbach, 

ibid., s. 

258.

(

44) 

F
.

coteinbacll, 

is:
d
.
, 

s. 

276.

(

45) 

Mteinbacil, 

s. 

277.

46) 

F. 

Steinbach, 

ibid.., s. .287.

(

47)

w
.co
.
 

Bader, 

D
a
s

 mittelalterlicile. Dorf .als Friedensluna Redhtsbereich. 

S.. 52, f
f
.
1957. 

Dorfgenossenschaft u
n
d

 Dorfgemeinde. 

s. 

272. 

ff. 

1962. 

•

(

4 8) 

latouche, 

ibid., 

p
.

の1.

(

49) 

F. Steinbach, 

ibid., 

S. 

286.

(

50) 

Hans-Jiirgen Nitz, 

Regelm^ssige L
a
n

oqstreifensuren 

u
n
d

 fr

p:nkische TOtaatslkolonisation. 

s. 

357.

(

5 1) 

H
a
n
s
-
J

CJ:rgen 

N
i
t
z
,

CQiedlun 
的 sg
e
o
g
r
a
p
h
i
s
c
r

g

N

l

 Rrolilem 

<
ia>
r f

5:nldscllen

cotaatskolonisation i
m

 siiddeutschen 

K
a
u
m
.

s. 

38. 

.

(

5 2)

例
え
ばm

a
n
s
u
s

 

(meix, m
a
s
)

の
如
く
に
で
あ
る
。

(

53) 

A. Dopsh, 

Die w
i
r
t
schaftentwicMun

orq
d
e
r

 Karolingerzeit, I. 

Teil,

w
.K>
5
6
.
 

1962.

R

 Liitge, D
i
e

^

o

^

y
 的
^
M
f
rp:
:
h
e
n

 Mittelalters.

CQ
S
. 259

丨265.

(

54) 

Robert Latouche, L
e
s origines de r

fD'conomie occidentale, 

p
p
.

00
01

113.

ヴ
ィ
ク
スー

ヴ
ィ
ラ
の
転
換
に
つ
い
て 

四I 

(

九
五
一)


