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§ 

s
r 

F
r
o
h
n
d
e
n
.

か
ら
大
要
次
の
よ
ぅ
な
抜
窣
を
掲
げ
て
い
る
。

「

最
後
に
、
賦

役(die Frohnden)
，
(Hofedienst, Herrendienst, Robot, 

scharwerk)

が
問
題
と
な
る
。
：

.之
等

は

ま

ず

第

一.

に

役

畜

奉

仕(Gespanndienst
)

と
手
の
奉
仕(Ha- 

nddienst)

に
分
か
れ
る
。

前
者
は
通
常
も
と
も
と
役
畜
を
保
持
す
る
に
充
分 

大
き
な
農
家
敷
か
ら
し
か
給
付
さ
れ
な
い
。
.後
者
は
、(

役
畜
を
保
持
す
る
に) 

充
分
で
な
い
か
、
.も
と
も
と
役
畜
が
存
在
し
な
い
小
さ
な
農
家
か
ら
給
付
さ
れ 

る

矿
者
は
普
通
農
民
と
云
わ
れ
る
、
そ
し
て
更
に
そ
れ
は
四
頭
の
馬
を
以
で 

奉
仕
す
る
完
全
瞥
展
と
ニ
頭

1

一
頭
の
馬
を
以
て
*

仕
す
る
半
農
民
に
区
別 

さ
れ
る
。

手

を

，
以

て

奉

仕

す

る

者

は

、

小

百

姓

(KOSS

{»:ten)

.又

.は
小

舎

住

.農

(

0
t
- 

ner
>
.

.と
呼
は
れ
る
し
か
し
手
の
奉
仕
は
、

耕
地
を
も
た
ず
、

家
や
庭
や
放 

牧

地

ズviehweide
)：

し

か

も

た

.な

い

小

舎

住

農

(gdner, 

n

 
or

Frohnden

に

つ

い

て

rtnem, 

Einliegem, 

Insten

等)

.と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
者
達
か
ら
も
給
付 

ざ
れ
る
。

.第
一
一
に
、
測
定
さ
れ
た
奉
仕
と
不
測
定
の
奉
仕
に
区
別
さ
れ
る
。

測
定
さ
れ
た
奉
仕
は
、
普
通
日
数
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
年 

間

の一

.定
数
の
賦
役
日

.

(Hofetagen)

.が
、
給
付
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
年 

間
の

.こ
の(

賦
役)

日
時
の
選
定
は
、
.稀
に
グ
ー
ッ
へ
ル
に
依
存
す
る
、
然
ら 

ざ
れ
ば
各
農
業
季
節
の
各
週
に
定
め
ら
れ
る
。

そ

の

際

当

該(

賦
役)

日
の
一
定
量
の
各
種
労
働
が
規
定
さ
れ
る
か
又
は
規 

定
さ
れ
て
い
な
い

.場
合

と

，が

あ

る

。

最

後

の

場

合

に

は

、

そ

の

.
賦

役

は

権

利

者
 

達
に
と
っ
て
通
常
き
わ
め
て
価
値
が
少
い
か
又
は
廃
止
さ
れ
た
農
奴
制
や
臣
従 

.制
度
、
さ
ら
に
廃
止
さ
れ
た
：領
主
载
判
制
度
の

.場
合
の
よ
う

.に
、
.そ
こ
で
即
座 

''に.•肉
体
的
強
制
手
段
が
役
立
ち
得
な

1'
場
合
に
は
ザ
そ
の

li
:
:̂
の
M
値
は
無
に 

低
下
し
て
し
ま
：う
。

之
等
の
無
限
定
の
賦
役
は
義
務
農
民
自
身
に
上
っ
て
も
一
般
の
上
級
農
民
に 

と
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
外
の
奉
仕
種
類
よ
り
不
利
と
な
る
。

つ
ま
り
そ

れ

.は
韋 

惰
、

.無
関
心
、
故
意
な

^
完
全
な

.や
り
方
や
惡
意
の
反
抗
を
誘
発
し
、
そ

れ

に

.

六
五
：(

四

1
S

)



よ

.っ
て
道
徳
が
破
壊
さ
れ
，
文
多
く
の
時
間
と
労
働
力
が
完
全
に
浪
費
さ
れ
て 

し
ま
う
。

隸

農

(
K
n
e
c
h
t
)

や
農
民
の
息
子
は
、
そ
の
雇
主
や
父
か
ら
、
怠
惰
で
、
な 

げ
や
り
で
、
陰
険
で
あ
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
。
隸
農
は
グ
ー
ッ
へ
ル
を
う
ら 

ぎ

るこ
：：

と

を

名

誉

と

し

、

怠

惰

'に
な

れ

、

雇

主

や

父

を

あ

ざ

：む

.き
、
最
後
に
彼 

が
為
し
得
た
労
働
に

.つ
い
て
、
.自
分
自
身
を
あ
ざ
む
い
た
。

そ

れ
故一

般
に
怠
惰
な
人
々
は
、
と
く
に
こ
の
よ
う
な
賦
役
が
行
わ
れ
る
所 

で
み
う
け
ら
れ
る
。

そ

し

て

全

下

僕(
G
e
s
i
n
d
e
)

は

(

賦

役)

.
奉

仕

者

の

怠
 

惰
や
惡

♦た
く
み
を
ま
ね
る
。
そ
れ
ゆ
え
毎
日
の
労
働
量
が
き
め
ら
れ
て
い
る
奉 

の
方
が
ず
っ
と
よ
い
し
、
ま
た
も
し
こ
の
規
定
が
達
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
奉
仕 

日
を
若
干
緩
和
す
る
方
が
う
ま
く
ゆ
く
。

し
か
し
ま
た
時
に
は
日
時
を
全
く
顧
慮
せ
ず
に

.一
定

種

類

.
の

一

定

量

の

労

働
 

が
規
定
さ
れ
て

.い
た
。
こ
の
場
合
、
労
働
は
い
そ
い
で
、
し
か
し
ま
す
ま
す
劣 

惡
に
は
た
さ
れ
る
。

全
体
の
耕
地
又
は
そ
の
一
部
が
こ

0
種
の
賦
役
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
る
場
合 

は
、
之
は
農
民
の
耕
地
に
対
比
し
て
劣
惡
な
成
果
に
よCV

て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
 

ま
た
屢
々
か
な
り
の
十
分
の
一
税
や
さ
ら
に
牧
養
権(

又
は
伐
採
権)

の
利
益 

の
あ
る
場
合
に
さ
え
、
ま
っ
た
く
ひ
ど
い
収
益
を
与
え
る

。
.

そ
の
よ
う
な
地
方
で
は
、
賦
役
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
る
耕
地
は
、
自
己
の
役
畜 

に
よ
っ
て
耕
さ
れ
る
耕
地
か
ら
も
は
や
遠
く
及
ば
ぬ
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て 

い
る
。
そ
し
て
そ
の
収
益
の
差
は
、
明
ら
か
に
奉
仕
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
労
働 

の
価
値
以
上
の
額
に
の
ぼ
る
。

そ
れ
故
労
働
の
量
が
、
日
数
に
よ
つ
て
又
一
般
的
に
確
定
さ
れ
る
場
合
、
次

六

六

(

四
一
六)

の
よ
う
な
労
働
を
え
ら
ぶ
の
が
最
善
で
あ
る
、
そ
の
さ
い
そ
の(

労
働
の)

遂 

■行
が
何
等
著
し
い
区
別
を
な
し
得
な
い
、

つ
ま
り
可
能
な
場
合
に
は
、
そ
の
貴 

«
.の
履
行
が
殆
ん
ど
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
い
る
運
に
向
う
。

:

不
測

！
の̂
奉
仕
は
、
農
民
の
境
遇
と
し
か
.一
致
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

そ
の
咨
い
そ
の
農
民
の
家
ノ
家
敷
及
び
家
畜
は
、
も
と
も
と
グ
ー
ッ
へ
ル
に
脔 

し
、
グ
ー
ッ
へ
ル
ド
は
ま
た
農
民
に
之
等
の
も
の
を
篆
ね
る
か
又
は
と
り
あ
げ
る 

権
利
を
も
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
農
民
は
賃
銀
や
生
活
費
の
代
り
に
之
等
の
家
敷 

の
用
益
を
も
つ
隸
農
と
み
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
主
人
が
も
し
そ
の
所
有
地
を 

荒
廃
さ
せ
ま
い
と
思
え
ば
隸
農
.や
そ
の
家
畜
を
作
業
さ
せ
ぬ
だ
ろ
う
。

G 
の
制
度
は
臣
従
や
：隸

従

(
u
n
t
e
s
n
i
g
k
e
i
t

 

u
n
d

 

Leibeigenschaft) 

な
し
に
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
臣
従
や
隸
従
が
な
く
と
も
、
お
そ
ら
く
そ
の 

よ
う
な
も
の
.を
も
.っ
て
す
る
よ
り
、
よ
り
う
ま
く
少
く
であ

,..o

う
。

そ
の
さ
い
両
方
が
互
に
不
満
足
の
場
合
に
は
、
お
互
に
拒
否
で
き
る
。
だ

が

\ 

こ
の
制
度
は
農
民
が
そ
の
農
家
敷
の
実
際
の
所
有
者
で
あ
.る
若
干
の
場
所
で
も 

存
続
す
る
。
こ
こ
で
は
農
民
が
彼
自
身
の
耕
地
の
耕
作
や
そ
の
経
済
の
遂
行
に 

必
要
な
だ
け
の
時
間
を
の
こ
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て 

不
合
理
な
要
求
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
定
は
、
異
常
に
複 

雑

な

の

で

V
わ
ゆ
る
不
能
の
審

a-
.と
無
限
の
不
和
が
そ
こ
か
ら

^
ず
る
、

つ 

ま
り
そ
こ
か
ら
期
待
す
ベ
き
奉
仕
は
殆
ん
ど
価
値
が
な
い
。

手
の
奉
仕
は
、

一
部
分
日
数
に
従
い
、

ー
部
分
ー
定
の
労
働
贤
に
従
っ
て
定 

め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
耕
地
の
耕
転
奉
仕
や
収
獲
奉
仕
は
後
の
奉
仕
に
属
し
、
 

そ
こ
で
は
そ
れ
に
有
能
な
人
物
が
一
定
量
の
労
働
を
采
た
す
に
そ
う
い
な
い
。

日
奉
仕
の
さ
い
に
は
、
男
子
か
女
子
か
、
強
い
者
か
、
弱
い
者
が
そ
の
た
め
に

た
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
多
く
の
場
合
不
確
定
で
あ
る
。
賦
役
が 

大
部
分
農
家
敷
の
普
通
の
手
当
を
も
ち
、
従
っ
て
農
家
敷
に
依
存
し
て
い
る
よ 

う
な
人
々
、

つ
ま
り
賦
役
に
よ
つ
て
家
賃
を
支
払
う
借
家
人(Hgusler)

か 

ら
行
わ
れ
る
場
合
、
事
情
に
よ
っ
て
は
役
畜
奉
仕
よ
り
も

一

そ
う
そ
れ
を
期
持 

す
る
に
そ
う
い
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を

一

般
に
女
子
の
日
雇
労
務
者
と
同
じ 

に
評
価
す
る
。
之
等
の
手
の
賦
役
は
奉
仕
者
に
は
あ
ま
り
不
利
で
は
な
い
。

之
等
の
人
々
か
ら
と
り
入
れ
の
仕
那
が
全
部
は
た
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
 

之
等
の
人
々
が
一
定
の
朿
の
穀
物
と
打
穀
の
さ
い
に
さ
ら
に
一
定
の
打
穀
穀
物 

量

(Dreschersche

tfeel)

を
う
け
と
る
制
度
が
あ
ち
こ
ち
で
み
う
け
ら

Iル
る
。

こ
の
制
度
は
し
ば
し
ば
便
利
に
み
え
る
が
、

ニ
ー
ダ
ー
シ
レ
ジ
ァ
で
は
そ
の 

不
利
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
之
等
の
人
々
に
要
求
す
る
著
し
い
貢
納
の 

た
め
で
も
、
そ
の
収
獲
が
そ
れ
に
よ
づ
て
完
遂
さ
れ
る
無
秩
序
と
不
法
の
た
め 

で
も
な
い
。

之
等
の

1L
襲

^
な

I
わ

ゆ

.る

打

穀

賃

雇

農

夫

(Dreschgsrtner)

は
■今

や
 

I

般
に
農
地
の
負
担
と
み
な
さ
れ
る
。

奉
仕
、
と
く
に
役
畜
の
奉
仕
の
評
価
の
さ
い
に
は
農
民
の
状
態
及
び
そ
の
牽 

畜

(zugvieh)

の
状
態
が
顧
慮
さ
れ
る
。

之
等
が
り
っ
ぱ
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、.：
た
し
か
に
よ
り
よ
い
、
よ
り
多 

く
の

^

を̂
之
等
の
人
々
か

^
期
待
で
き
る
、
そ
し

-て
ま

た

適

当

な

方

法

.で

要 

求
で
き
る
。
し
か
し
農
民
が
全
く
劣
惡
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
之
等
の
農 

民
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
価
値
を
失
い
，
時
に
は
土
地
の
真
の
負
担

.に
な
る
、

つ 

t-
り
た
い
て
い
の
地
方
で
は
、
地

主

(Gutsbesitzer)

が
農
民
を
維
持
し
、
 

国
家
へ
の
奉
仕
の
た
め
に

.

(

農
民
に)

代
っ
て
服
務
し
、
あ
れ
た
農
家
敷
を
修 

F
r
o
h
n
d
e
n

に

.つ

い

て

復
す
る
義
務
が
あ
っ
た

0
ま
た
奉
仕
の
無
用
が

.感
ぜ
ら
れ
る
場
合
、
富
裕
な
農 

民
は
、
全
く
貧
困

.に
沈
ん
だ
人

.々
が
、
そ
れ
を
し
よ
う
と
思
い
又
な
し
う
る
よ 

り
も
ず
っ
と
以

.前
に
、
貨
幣
や
穀
物
の
適
当
な
対
価

.を
了
承
し
、
ま
た
そ
の
よ 

う
な
も
の
を
適
当
に
支
払
う
で
あ
ろ
う
。

こ
の
顧
慮
は
、
命
令
は
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
規
制
が
、
適
当
な 

代
替
に
対
す
る
賦
役
の
廃
止
を
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
促
進
し
た
の
で
ま
す
ま
す
重 

要
と
な
る
、
そ
れ
故
一
般
に
"
今
や
殆
ん
ど
眠
っ
て
い
た
大
量
の
労
働
力
が
そ 

れ
に
よ
っ
て
眼
を
さ
ま
し
，
国
家
の
た
め
に
.活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が 

認
め
ら
れ
る

。
.

.

五
口
々
が
認
め
る
よ
う
に
、
た
と
え
賦
役
の
廃
止
が
、
個
々
の
場
合
に
、
権
利 

者
に
対
し
て
も
、
奉
仕
者
に
対
し
て
も
払
わ
る
べ
き
対
価
を
考
慮
し
て
、
得
で 

な
い
に
相
違
な
い
と
し
て
も
、
若
し
双
方
が
便
宜
上
一
定
の
期
間
に
相
殺
で
き 

る
場
合
に
は
奉
仕
の
給
付

.が
一
定
量
の
小
作
料
、
永
代
借
地
料
又
は
借
地
料 

(Mefergef

t»:llen)

の
，
労

働

に

よ

る

弁

済

と

み

な

.さ
れ
、

計
算
さ
れ
る
以
上
、
 

い
た
る
と
こ
ろ
双
方
に
現
実
に
有
利
な
処
置
が
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

.農
民
や
役
畜
の
種
々
.な
状
態
に
従
っ
て
、
奉
仕
は
色

1々
.に
評
{!
1
1
1
さ
れ
る
。

ニ
頭
の
馬
を
も

.っ
て
す
る

.役
畜
奉
仕
は
、

日
々
ニ 

•三
.グ
.
Pシ
-ェ
ン(

»-
« 

GroschenH12. pfennig
)：

か
ら
八
グ
ロ
シ
ェ
ン
、
稀
に
は
十
二
グ
ロ
シh

ン 

で
ゼ
手
の
奉
仕
は
、贞
一

. 
ー
72
か
ち

.三
グ
ロ
シ
ヱ
レ

^
計
算
さ
れ
る
、
そ
し
て 

平
均
し
て
、
ニ
頭
の
奉
仕
役
畜e

i
i
t
g
e
s
p
a
n
n
e
)

の
労

働

は—-
•
頭

の

農

家
 

役

畜(Hofgespann)

の
労
働
に
等
し
く
、
三
人
の
手
の
奉
仕
の
労
働
は
、
同 

種
の

.ニ
人
の
日
雇
労
務
者
の
労
働
に
等
し
い
と
認
め
ら
れ
る
。
、
 

,前
者
は
よ

.い
奉
仕
役
畜
の
さ
い

.に
の
み
採
用
さ
れ
得
る
、
そ
し
て
経
験
は
、

六

七

(

四
一
七)

_



.1.
頭
の
農
家
役
畜
が
し
ば
し
ば
四
又
は
3£
頭
の
奉
仕
役
畜
以
上
に
働
く
と
と
を 

教
え
る
。
.
：
：

.

.

.

 

.
：

.

そ
し
て
ま
た
貨
幣
や
現
物
で
の
，奉
仕
の
さ
.い
に
は
、
人
々
に
そ
の
若
千
が
与 

え
ら
れ
る
か
ま
た
は
牽
畜
に
放
牧
場
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
い
.
 

ず
れ
0
場
合
に
.も
'こ
れ
は
奉
仕
の
評
価
か
ら
さ
ら
.降
差
引
ぐ
：べ
き
で
あ
る
。…

•
 
••-•

-

 .

.

.

.

以

上
の
ょ
う
にA

l
b
r
e
c
h
t

 

T
h
a
e
r

 
(
1
7
5
2
—

1

002
8
)

は
?'
そ
の
主
家
の 

w
i
l
h
i

 

l
y
v
v
o
n

 

H
a
n
n
o
v
e
r

 

の

，，V
e
r
o
r
d
n
u
n
g

 

iiber 

die 

A
b
l
6
l
g

 

d
e
r

 

g
r
u
n
d
-
u
n
d

 

g
u
t
s
h
e
r
r
l
i
c
h
e
n

 .
L
a
s
t
e
n

 u
n
d

 R
e
g
u
l
i
e
r
u
n
g

^

4 

b
Jt
t
.
-
u
e
r
-

 

lichen 

V
e
r
M
l
t
n
i
s
s
e
,

 

v
o
m

 

1
0,

 

N
o
v
e
m
b
e
r

 

100
3
1:
に
先
行
す
る
賦
役
の 

実
態
を
眼
前
に
し
な
が
ら
精
細
な
観
察
を
行
っ
て
‘い
る
。.
そ
の
ょ
う
な
テ
ー
ャ 

の
I®
：'
役
に
対
す
る
史
的
評
価
が
、
プ
ロ
シ
ャ
農
民
解
放
も
し
く
は
農
業
改
革
の 

歴
史
の
中
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な 

■
テ

ー

ャ

が

賦

役

の

ニ

つ

の

ヵ

テ

ゴ

リ

ー

と

し

て

あ

げ

て

い

る

，，G
e
s
p
a
n
n
d
i
_

 
e
n
s
l

と

，，H
a
n
d
d
i
e
n
s
t
s

は
、
ド
ィ
ツ
だ
け
で
は
な
く
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン 

ス
.で

も，，l
a
b
o
u
r
e
u
r
s

^
co
 ̂

b
o
e
u
f
s
:

の
区
別
が
あ 

っ
た
。

し

力

し

l<t
>
げ
g
M
s
i
e
r

 

(
l
a
b
o
u
r
e
u
r
s

 

d
e

 

b
r
a
s
)

は

l
a
b
o
u
r
e
u
r

 

(la- 

b
o
u
r
e
u
r
s

 d
e

 b
o
e
u
f
s
)

か
ら
区
別
さ
れ
、
農
業
へ
の
資
本
関
係
の
侵
入
と
と
も 

に
、
十
八
世
紀
以
降
フ
ェ
ル
ミ
X
と
ラ
ブ
ル
ー
ル
は
殆
ん
ど
同
義
語
と
な
り
、
 

新
た
な
農
民
層
の
.展
開
に
す
す
む
。
し
か
し
賦
役
に
.基

づ

く

之#'
の

労

働

慣

行
 

は
、
そ
の
歴
史
的
な
起
原
を
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
ま
で
遡
り
う
る
。

フ
ラ
ン
ク
時
代
、

と
く
に
ヴ
イ
ラ
制
度
が
展
開
し
；た

カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の

六

八

(

四
一
八)

L
r
o
a
r

 

の
牛
で
、
ノ，m

a
m

 

inge
n
u
a
l
i
s
, i m

a
n
s
u
s

 : servilis, 

(
m
a
n
s
u
s

 

'ieallls' m
ansu

w
i
n
t
e
g
i
e
r
,
.
. m

a
n
s
u
s
-

 p
l
e
m
l
s
,
r
v
m
a
n
s
u
s

 
.a.
o
s
-B.
o

p

K

M
3
P
I
 

nsus. d
i
m
i
d
i
u
s
, 

m
a
n
s
u
a
r
i
u

al-) 

provendarii.s.

..等
々
が
み
う
け
ら
れ
る
。
 

...

「

十
八
世
紀
の
農
業
労
働
慣
行
に
於
て.provendariis..

は
既
に
歴
史
的
に
そ 

の
生
命
を
お
え
て
お
り
、十
一
世
紀
初
頭
に
i

べ
進
化
じ
た
と
思
わ
れ
ぬ)

。

従
っ
て
こ
こ
で
•は
、m

a
n
s
u
s

 

i
n
g
e

目a
l
l
s

と

m
a
n
s
u
s

 

s
e
r
v
i
l
i
s

の
系
譜 

が
主
と
し
て
問
題
と
な
る
が
、
之

等

は

元

来
s-
g
e目u

s

と

s
e
m
i
s

の

S
?

 

n
d
e

に
よ
っ
て
そ
の
保
有
す
るm

a
n
s
u
s

が
区
別
さ
れ
た
の
が
、

次
第
に
そ 

の
農
家
敷
の
領
主
へ
：の
奉
仕
条
件
の
区
別
に
転
化
し
、
そ
の
人
格
的
な
主
体
性 

が
で
む
し
ろ
従
属
的
.な
も
の
と
な
り
、d

i
w
g
l
i
c
h

な
過
程
を
た
ど
っ
た
と
お 

も
わ
れ
る
。
.

.
マ
ル
タ
.•
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
大
要
次
の
よ
う
に
述

べ

て

い 

る
。九

世
紀
か
ら
十
二
世
紀
の
あ
い
だ
に
、
領
主
制
の
古
い
組
織
体
が
こ
う
む
っ 

た
大
き
な
転
換
办
本
質
は
農
業
賦
役
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な

お

一
層 

は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
.で
あ
ろ
う
。
正
確
な
比
較
の
時
点
を
と
っ

て

み

よ 

う
。

パ
リ
南

方

の

テ
ィ
エ
ス
村
は
、

少
く
も
シ
ャ
ル
.ル
マ
ー
ニ
ュ
の
治
世
以 

来
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
い
た
る
ま
で
サ
ン
•
ジ

ヱ

ル

，マ
ン.
.デ

•
プ
レ
修
道 

院
の
修
道
士
達
に
ぞ
く
し
て
い
た
。

シ
ャ
ル
ル
.マ
ー
ニ
ュ
の
も
と
で
大
部
分
の 

m
a
n
s
u
s

 

i
n
g
e
n
u
i
l
e
s

 

(

自

由

マ
ン
ス)

は
週
三
日
の
労
働(

そ
の
う
ち
二
日 

は
、

必
要
が
あ
れ
ば
耕
作
に
、

他
の
一
日
は
手
仕
事
に(

u
n

 

p b
r
a
s
)

あ
て 

ら
れ
た)

、
そ
の
ほ
か
に
、
.
か
れ
ら
の
全
責
任
の
も
と
で
、

領
主
地
の
冬
麦
畑 

の
四
ペ
ル
シ
ュ
平
方(
十
三
か
ら
十
四
ア
ー
ル)

、

三

月

(
t
r
4
m
o
i
s
)

麦
畑
の

二
べ
ル
シ
ュ
平
方
を
耕
作
す
る
こ
と
、
さ
い
ご
に
領
主
の
命
令
で
車
に
よ
る
'® 

搬
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
外
の
い
く
つ
か
の
マ
：

> 

ス
で
は
、
手
仕
事
の
期
間 

は

r
主
に
よ
っ
て
勝
手
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。3

a
n
s
u
s

 

seMyiles 

(

非
自 

由
マ
ン
ス)

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ン
ス
は
、
修
道
士
の
葡
萄
園
の
四 

ァ
ル
.パ

ン

(

三
五
か
ら
三
六
ァ
ー
ル)

を
耕
作
し
、「

命
令
を
受
取
っ
た
と
き 

に
、」

耕
作
お
よ
び
手
仕
事
を
行
な
.っ
た
。

一
ニ
五
〇
年
に
ま
さ
に
同
也
方
W 

農
奴
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
そ
の
さ
い
、
諸
負
担
に
つ
い
て
の
.一
般
的
な
規
則 

を
み
と
め
た
特
許
状
が
授
与
さ
れ
た
。
禁
止
さ
れ
た
の
は
農
奴
的
義
務
だ
け
で 

あ

っ

た

'
 
そ
.の
他
の
も
の
は
古
く
か
ら
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
.
最
も
お
く
れ 

て
こ
の
世
紀
の
初
め
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
は
ず
で
あ
っ
た
慣
習
に
合
致
す
る
よ
う 

に
、
た
だ
明
文
化
さ
れ
た
だ
.け
で
あ
っ
た
。

.

地
：片
の
耕
作
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
痕
跡
が
み
ら
れ
な
い
。
す
べ
て
の
保
有 

農
は
修
道
院
に
た
い
し
て
草
刈
り
の
た
.め
に
一
年
に
一
日
を
提
供
し
、
ま
た
、
 

速
畜
.を
も
つ
と
き
は
、
九
日
間
の
耕
作
を
^
な
っ
た
。

■そ

れ

故

も

っ

，と

も

負

担

の

多

い

者

も

、

.

.一

年

に

十

日

-
(
Q

賦
^)

で

あ
.っ
.
 

た

。

以

前

は

、

領

主

の

恣

意

か

ら

最

も

保

護

さ

れ

て

い

た

者

も

——
*
五

六
日
を
負 

担
し
た
。
実
際
は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
の
あ
ら
わ
し
方
は
、
完
全
に
正
し
い
も 

の
で
は
な
い
。

:

.

.マ
ン
-.ス
■は
い
く
ク
か
，の
m
帯

..(focus 
u
'
mg'
a
g
e

)

，：

を

ふ

-

み

う

る

も

の

で 

あ
っ
七
。

一

二

五

.
〇

年
に
は
、
こ
れ
と
反

対
に
、
賦
役
は
明
ら
か
.に
各
家
長
に 

デ

->
し
て
^
求

さ

れ

九

し

力
し
マ
ン
ス
ご
と
に
一
'
.
.
一.家
族
と
.い
う
実
際
と
は
ち
.
 

が
う
平
；̂

を
仮
定
す
る
と
き
で
す
ら
、
.そ
の
.差
は
な
お
い
ぜ
ん
と
し
て
大
き 

い
で
あ
ろ
う
。

F
r
o
h
n
d
e
n

に

つ

い

，‘
て

マ
ル
ク
•
ブ

ロ
ツ
ク
は
な
お
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

な
お 

一
ニ
〇
〇
年
頃
に
到
達
さ
れ
た
こ
の
段
階
は
、
や
が
て
ほ
と
ん
ど
決
定 

的
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
.う

.0

フ
ィ
リ
ッ
プ
•
オ
ー
ギ
ュ
ス

ト

(

^
00
0丨

^
2
3

)

の
治
下
で
の
通
常
の
賦
役 

制
度
は
こ
う
し
た
，も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
体
に
お
-1
'
て
、

ル
イ
十
六
世 

(
1
7
7
4
1
1
7
9
2
)

の
，治
下
で
も
か
わ
る
こ
と
が
な
か
&
5 5
。

し
か
し
グ
ー
ツ
へ
ル=

バ
ゥ
.エ
ル
ン
関
係
か
ら
ユ
ン
ヵ
ー
経
営
へ
の
展
開
を 

示
•す
フ 

ロ 

シ
ャ
社
会
で
は
' Schollenpflichtigkeit 

(
g
l
ebae a

d
s
c
r
i
p
t
i
o
)

や 

L
e
i
b
e
i
g
e
n
s
c
h
a
f

 t

に
よ
っ
て
賦
役
の
源
泉
を
確
保
し
、

グ
ー
ッ
ヘ
ル
“

、

'

ハ
ゥ 

エ
ル
ン
関
係
の
廃
止
後
は(

す
で
に
十
五
世
紀
初
頭
に
始
ま
る)

G
e
s
i
n
d
e
o
r
d
-

 

n
u
n
g

に
よ
っ
て
労
働
力
を
確
保
し
た
。

'

尤
も
プ
■ロ
イ
セ
ン
社
会
で
も
そ
の
よ
う
な
事
態
に
急
速
に
展
開
し
た
の
は
近
.
 

世
以
降
の
こ
と
で
あ
.る
。

た
と
え
：ば

L
a
h
n

河

上

流

のE
r
d
e
h
e

附
近
で
は
、(

八
二
三
年
後
.の
も
の 

と
思
わ
れ
る)

ロ
ル
シ
十
聖
堂
の
フ
ー
フ
ヱ
.
リ
ス
テ
の
中
で
、，
次
の
よ
う
な 

賦
役
.の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

エ
ル
ダ
で
は
三
：七
め
完
全
フ
ー
フ
ヱ
及
び
週
に
三
日
作
業
す
る
他

の

一
七
の 

フ
1
.フ
.买
：が

あ

る

ぐ

•
.

'
:
.
f

ヴ

エ

レ

ン©
フ

ー

フ

，ェ
。
编

、
ヴ

ヴ

ェ

レ

ン

に

は

三

八

の

完

全

フ

ー

フ

H. 

と
週
に
三
.日
働
く
半
フ
—
フ
.ェ
が
あ
.る
。

.ホ
ル
ツ
ハ
..イ
ム
に
は
五
フ
ー
フ
H
i
同
様
に
作
業
す
る
他
の
十
五
フ
I
フ
ェ 

及
び
聖
堂
，i

宇
あ
り
。
：

ク
ル
フ
.テ
ラ
に
は
'八
フ
：丨
フH

A
J

週
に
三
日
作
業
す
る
他
の
.ニ

-:
フ
ー
フH

六

九

(

四
一
九)



力
あ
る

オ
I
バ
Iホ

-
-

ヴ
ェ
に
は
同
様
■に
作
業
す
る
一
九
.

(

フ
ー
フ
ェ)

.
んi

s
。

：

こ
れ
ら
の
賦
役
は
、
ブ

•ロ
ッ
ク
の
引
用
し
た
ほ
ぼ
同
年
代(

八
ニ
三
丨
八
ニ 

i 
ノ
年)

の 

p
o
l
y
p
t
y
c
u
m

 

i
r
m
i
n
o
n
i
s

 

abbatis. 

(

p

a

r

s

w
.

 

G
^
r
a
r
d
.
)

の 

X
I
V
.

 

B
r
e
v
e

 

d
e

 

T
h
e
o
d
a
x
i

p:'

と
ほ
ぼ
同
様
の
%.
の
で
；あ
%-
'-
.

.
そ
'の
第
三
項
に
、「G

i
r
o
l
d
u
s

コ
ロ
ス
ス
と
そ
の
妻
コ
ロ
ナ
、

名

は

.
&
{a
r 

.
g
e
r
a

サ
ン
.
.ニ
ゾ.H

ル
マ
.ン
'の
家
人.

.
(
h
o
m
i
n
e
s
)

は
自
由
マ
ン
.ス
..一
つ
半
を
も 

つ 

f 
地
を
十
四 

b
u
n
u
a
r
i
a

 

(1.b
u
n
u
a
r
i
a
=
1
2
0
1
1
3
0

 

a
r
e
s
)

保
有
し
、
 

葡
萄
畑
五
ア
ル
パ
ゾ

P

弓
P
gtj
c+
H
CO
Oa

c
r
e
s
)

半
と
草
地
十
一
ア
ル
パ
ン
を 

保
持
す
る
。…

…

賦
役
は
各
週
二
日
、

手
の
.，奉

仕

一

日

、

鶏

三

羽

、

卵

十

五 

箇
。
彼
に
課
さ
れ
る
审
奉
仕
、'
又
.葡
萄
.畑
一
ア
ル
。ハ
ン
を
耕
す
。

.

(

な
お
冬
麦 

畑
：四
。へ
ル
シ
ュ
と
三
月
麦
畑
一

一。

へ
ル
シ
ュ
を
耕
作
す
る
。)」

と
記
し
て
あ
る
。

さ
ら
.に
第
二
ニ
項
で
は
、

「A
d
a
l
r
i
c
u
s

コ
ロ
ヌ
ス
と
そ
の
妻
コ
.ロ
ナ
、
.
名 

は

Elieldis、

サ
ン
•
ジ
ヱ
ル
マ
ン
の
家
人
は
唐
分
と
一
緒
に
.息
子
主
人
と
娘 

1

人
を
も
つO

A
d
a
l
f
r
e
d
'
a
s

コ
ロ
ヌ
ス
と
そ
の
妻n 

ロ
ナ
、
名

はT
e
u
t
i
i
n
d
i
s
、 

サ
ン
‘
ジ

H

ル
マ
ン
の
家
人
は
自
分
と
一
緒
に
幼
子
四
人
を
も
.つ
。
之
等
の
ニ 

(

世
帯)

は
：

S

由
マ
ン
ス
一
を
保
有
し
、
十
三. b

u
n
u
a
r
i
a

の
耕
地
、
六
ア
ル
パ 

ン
.の
葡
萄
畑
、
七
ア
ル
パ
ン
半
の
草
地
を
も
つ
。•
復
活
祭
に
葡
萄
酒
三
モ
デ
心 

ゥ
ス
を
納
め
る
。
.
役

馬

役

(
p
a
r
y
e
r
e
t
u
m
)
(

も
行
ぅ
。)

.冬
麦
，畑
の
四
■ペ

ル

-
 

シ
ュ
、
三
月
麦
畑
の
一
一
。へ
ル
シ
ュ
を
耕
作
す
る
。
各
週
三
日
の
賦
役
.(c

u
r
v
a

丨
 

t
a
s
)

を
行
ぅ
。
雞
三
羽
、
卵

十

五

箇(

納
め
る
。)」

と
見
え
る
。

(

な
お
こ
の 

こ
と
か
ら
、

マ
シ
ス
は
時
に
二
世
帯
で
保
有
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。)

七
〇

S
 
ニ
〇)

.し

か

しA
lbrecht T

h
a
e
r

は
、
'
そ

の

よ

う

な

封

建

的

な

慣

行

.に

よ

る

よ

り 

も
、
合
理
的
な
農
業
経
営
に
徹
す
る
方
が
よ
り
経
済
的
で
高
収
益
性
を
あ
げ
う 

る
と
の
ベ
.て

い

る

。

従

つ

て

封

建

的

な

賦

役

慣

行

が

全

く

そ

の

.経

済

的

価

値

を 

失
.い
、
む
し
ろ
土
地
の
負
担
に
転
化
し
、

文
字
通
りR

e
a
l
l
a
s
t
e
n

と
し
て
消 

却
さ
る
べ
き
事
態
を
的
確
に
-指

摘

し

て

い

る

。
，
し
Cか
，し
そ
の
た
め
の
条
件
と
し 

て
農
玲
的
貨
幣
流
通
丨
農
民
的
商
品
市
場
丨
労
働
カ
の
貯
蔵
庫
の
存
在
が
前
提 

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

.

G
e
s
i
n
d
h
i
e
r
a
r
c
M
e

か

ら

のD
i
e
n
s
t
z
^
a
n
g

の
て
こ
と
し
て
の
、
.
、，
わ
ゆ 

る

G
e
s
i
n
d
e
o
r
d
n
u
n
g

や

o
s'
a
g
^̂
fi
.

は
そ
の
た
め
の
過
渡
的
な
間
资
を
み 

た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。メ

プ
ロ
シ
ャ
で
も
分
割
地
農
民
や
自
由
な
独
立
自
営
農
民
、
そ
し
て
農
村
の
1IE
I

 

凼
な
商
品
流
通
が
全
く
存
在
し
な
か
つ
た
訳
で
は
な
い
.。

s

s
 

»<D

p
r
o
t
e
s
t
a
n
i
s
c
h
e

 

E
t
h
i
k

 

u
n
d

 

d
e
r

 

G
e
i
s
t

 

d
e
s 

K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
.
)

し

か

し

農

民

的

土

地

所

有

，に

も

と

づ

く

農

民

的

商

品

経

済

を

完

全

に

展

開

す 

る
に
，
は
、

あ

ま

り

に

も

w
i
t
t
e
r
=
G
u
t
s
h
e
r
r

に
よ
る
隣
接
の
農
民
村
落
の 

B
a
u
e
r
n
l
e
g
e
n
、

農
作
物
の
規
制
、

又
は
ユ
ン
ヵ
ー
へ
の
国
家
的
保
護
等
農
民 

の
犠
牲
が
大
き
す
ぎ
た
。

労
働
が
時
空
間
的
に
解
放
さ
れ
、
零
細
な
分
有
地
に
し
ろ
、
又
は
現
物
賃
金 

に
し
ろ
労
働
の
報
酬
が
'与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
農
民
の
所
得
配
分
に
変
化
を
き 

た
し
又
新
し
い
経
済
機
構
の
も
と
で
の
三
分

制

(tri-partite 

division) 

0
:
1
ぢ̂
1;迕
0
1
1

)
文

は

そ

の

亚

種(
u
n
t
e
r
a
r
t
)

の
土
台
を
創
出
す
る
こ
と
に 

な
る
。(Gutsbesitzer-Meier-Arbeiter) 

(Junker-Arbeiter)

こ
こ
で
は
し
か
し
資
本
形
成
.の
主
体
性
又
は
起
厚
の
問
題
よ
り
は
、
封
建
制

か
ら
の
離
陸(

t
a
k
e
-
d
f
)

の
史
的
方
向
が
問
題
で
あ
る
。

つ
ま
り
農
民
的
な 

方
向
で
改
革
が
fr
,わ

れ
る
か
、ま
た
は
農
民
を
ぎ
せ
い
に
し
た
領
主
fi
^
J力
向
で 

改
革
が
行
わ
れ
る
か
？

更
に
そ
こ
か
ら
生
成
し
た
ユ
ン
力
ー
が
»
目
江
$

の 

よ
ぅ
に
寄
生
地
主
化
す
る
か
が
.問
題
と
な
る
。

ユ
ン
ヵ
ー
が
直
接
農
場
経
営
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
農
業
労
働
者
が
、
資
本 

主
^
的
に
純
化
す
る
場
合
、
農
民
の
多
大
の
ぎ
甘
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
資
本
主 

義
化
の
路
は
な
お
開
か
れ
る
。

だ

が

そ

の

際

プ

ロ

シ

ャ

社

会

の

よ

ぅ

な

事

情

の

も

と

で

は

、

資

本

主

義

^-
な 

諸
制
度
は
一
.き
ょ
.に
発
生
し
得
ず
、
賦
役
制
は
な
お
広
汎
に
残
存
し
、
そ
の
進 

化
の
■可
能
性
は
之
等
の
過
渡
的
な
段
階
を
必
要
と
し
た
。
.

フ
ラ
ン
ケ
ン
の
西
南
部H

o
h
e
n
l
o
h
e

侯
国
に
お
け
る
農
民
解
放
は
、
.
そ
の 

事
例
の
一
つ
と
な
ろ
ぅ
。

こ
の
領
域
に
つ
い
て
.の
主
要
な
研
究
対
象
は
、
当

面

o:h
r
i
n
g
e
n
,

 

G
n
a
d
e
n
-

{
9
}

thal, 

K
u
p
f
e
r
z
e
l
l
,

 

F
o
r
c
h
t
e
n
b
e
r
g

の
四
辺
形
に
お
か
れ
て
い
る
。

そ
の
領 

域
は
と
り
わ
け 

N
e
u
e
n
s
t
e
i
n
,

 

W
a
l
d
e
n
b
u
r
g
,

 

s
n
z
e
l
s
a
u
,

 

I
n
g
e
l

thn
g
e
n

の
諸
都
市
を
含
ん
で
い
る
。

一
八
〇
六

年

にJJ &
g
p
J
c
h
e

侯
国
は
、
合

併

の

結

果(
im 

V
e
r
l
a
u
f

 der 

Mediatisierung) 

K!

o;nigreich 

W
U
r
t
t
e
m
b
e
r
g

 

(

ゥ
ユ
ル
テ
ン
べ
ル
^

王 

領)

に
#

合
さ
れ
た
-。

そ

し

^

ゥ

ュ

ル

テ
ン
べ
ル
タ
王
領
の
県
区
劃
内
で
は 

Jagatkreis 

(

ャ
I
ダ
ス
ト
県)

に
属
し
、
.ャ

ー

グ

ス

ト

県

内

で

は

、
.
行

政

区

劃 

(
o
b
e
r
a
m
t
s
e
i
n
t
e
i
l
u
n
g
)

に
従
っ

て
、ま
た
所
有
の
主
要
な
量
か
ら
も

g :
&

— 

gen, 

Kiinzelsau 

及
び 

G
A
r
a
b
r
o
n
n

 

o
o
b
e
r
p:
m
t
e
r
n 
に
属
す
る
。

従
っ 

て
そ
の
逭
点
は
、

合
併
後
の
之
等
の
三
つ
のo

b
e
r

p:m
t
e
r
n

に
お
か
れ
る
。
 

F
r
o
h
n
^
n

に

つ

い

て

こ
こ
で
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
転
換
期
を
め
ぐ
る
ホ
ー
へ
ン
ロ
ー 

エ
の
農
民
の
社
会
経
済
状
態
の
研
究
を
も
っ
て
始
ま
り
、
：
ほ
ぼ
一
八

七

四

年

頃
 

の
農
民
解
放
の
遂
行
の
結
末
を
も
っ
て
お
i
?>
L

。

右

の

o
h
r
i
n
g
e
n
,

 

K
i
i
n
z
e
l
s
a
u

 

及
び 

G
e
r
a
b
r
o
n
n

 

等
の 

O
b
e
r
a
m
t

 

に
つ 

V
て
，の
地
史
的
な
記
述
は
い
ず
れ
も
上
述
の
.H

a
n
d
b
u
c
h

 

d
e
r

 
hisiorischen 

s
t

srt
e
n

 

D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
s
.

に
き
わ
め
て
簡
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。

例

え

ば「G
e
r
a
b
r
o
n
n
.

 

(Kr. 

c
r
a
i
l
s
h
e
i
m
)

今
日
の
名
は
、

十
八
世
紀
に 

は
じ
め
.て
あ
ら
わ
れ
る
。
'
 
中
世
に
は
..、.
.

G
e
r
h
i
l
t
e
b
r
u
n
n
P
2
2
6
,

 

1
3
0
0.

)
ま 

た

G
e
r
h
a
r
d
s
b
n
m
n

等
の
場
所
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
前
は
囲
、
堀 

及

び

二

つ

の

門

塔(
T
o
r
t
u
r
m
)
(

十
五
世
紀
に
た
て
ら
れ
、J

七
三
一
年
に 

修

理

さ

れ

た

の

門

塔

が

維

持

さ

れ

て

い

る

。
上
の
塔
は
一
八
三 

九
年
に
と
り
お
ろ
さ
れ
た)

に
ょ
っ
て
か
た
め
ら
れ
た
場
所
に
、

一
ニ
ニ
六
年 

に
、

L
a
n
g
e
n
b
u
r
g
,

の
領
主
が
所
領
及
び
権
利
を
も
っ
て
い
た
。

そ
し
て 

H
o
h
e
n
l
o
h
e
-
B
r
a
u
n
e
c
k

家
が 

一
二
八
七
年
に
、

ゥ
ユ
ル
ッ
ブ
ル
ク
の
レ
ー
ン 

.

(

知
行)

.と

し

て

持

分

を

所

有

し

た

.0
一
 

三
九
九
年
にG

e
r
a
b
r
o
n
n

は

琴

er— 

d
e
c
k

 

の
領
主
権
と
と
も
に 

B
u
r
g
g
r
a
f

 

v
o
n

 

N
i
i
r
n
b
e
r
g
,

後
の 

M
a
r
k
g
r
a
f

 

v
o
n

 

B
r
a
n
d
e
n
b
u
r
g
-
A
n
s
b
a
c
h

の
も
の
と
な
る
。

一

四

j

九

-
-

•四
六
年
に
、
 

B
e
r
l
i
c
h
i
n
g
e
n

家
べ
、

一
 

'四
.六
三
年
に
、

W
e
r
d
e
c
k

と
と
も
に
'K

e
c
h
b
e
r
g

 

.家
べ
賢
入
れ
さ
れ
.た
。.一

四
六
九
年
に
、V

e
l
l
b
e
r
g

家
.が
、、

G
e
r
a
b
r
o
n
n

を 

W
e
r
d
e
c
k

の
領
主
権
と
と
も
に
買
い
と
っ
た
、
だ
‘が
..

B
r
a
n
d
e
n
b
u
r
g
-
A
n
s
b
a
c
i
i

 

が
、

一

五
三
〇
年
の
買
い
戾
し
ま
で
高
権
を
自
ら
保
留
し
て
い
た
。

一
四
ニ
ー 

年

に

、
.こ

の

場

所

は

一
つ
の
年

市

(
J
a
^
r
m
a
r
k
t
)

と
一
つ
.の

週

市x
w
o
c
h
e
n
-

 

m
a
r
k
t
)

の
権
利
を
受
け
取
っ
て
い
る
。G

e
r
a
b
r
o
n
n

は
、

都
市
類
似
の
制

七

1
(

四
ニ
ー)



度
を
も
づ
た

:'
そ
し
てT

三
六
九
年
に
す
で
に
一
度
都
市(

s
t
a
d
t
)
.

と
呼
'.
は 

れ

，
た

。

す

で

に

ホ

ー

へ

.ン

.ロ
：

—

エ
時
代
に
裁
判
所(

f
 e

h
t
l
z
)

が
あ
り
、
 

十
五
世
紀
の
終
り
以
^f

，
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
の

I

I

 
.所
領
の
中
心
点
、

つ

.
ま

り

.

一

四
プ
三
年
に
.

w
a
s
t
e
n
a
m
^
(
K
a
s
t
n
e
r
=
A
m
t
m

p>:
n
n
e
r
.

.
領
地
財

政
主
務
官)

一
五
3:
〇
年
に
へ
.
^
a
m姿

の

y
o
g
t
e
i

 

(

フ
：ォ
':ク
ト^

=

守
f

.職)
F
r
a
i
s
c
h
a
m
t

 

(
G
e
r
i
c
h
t
a
m
t
"

裁
判
所)

は
、B

u
r
g

 w
e
r
d
e
c
k
'
?

H

ル
デ
ッ
ク
市)

か

ら

0

^
ぼ
|

へ
移
さ
れ
た
。

G

i

r

l
の
上
級
裁

半

^
'We

r
d
e
c
k

 

と 

B
e
m
b
e
r
g

 
(Blaufelden 

を
除
く)

管
区
の
権
限
に 

属
し
、K

a
s
t
n
e
r

の
、
後
に
は
？

1
1|

ぎ
の
都
市
フ
ォ
ク
ト(

ぎ

&

|
け) 

■.の
裁
判
長
の
.も
と
で
行
わ
れ
た
.。

1

，四
—*
一
三
年
にB

e
r
l
i
c
h
i
n
g
e
n

家
か
ら
寄
進
さ
れ
た
.聖
ぺ
テ
.ロ
と
聖
パ
ゥ 

ロ
め
聖
堂
は
.

一
五
广
‘
ー

年

に

荒

野

で

ノ

の

g

s-h
e
l
b
a
c
h

教
区
か
ら
区
分
さ 

れ
ま
た
独
立
の
教
区
へ
ひ
き
.あ
げ
ら
れ
：た
。G

e
r
a
b
r
o
n
n

..は
、
.

.

H

.-H
-f
L 

年
に
、
都

市

戦

争

(

cot
s
d
t
e
k
r
i
e
g
)

中
に
ハ
ル
レ
の
市
民
か
ら
焼
き
は
ら
b 

れ
た
。

一
八
〇
六
年
丨i

〇
年
に
バ
ィ
エ
ル
ン
の
.行

政

区

：で
.あ

っ

た

、が
、
 

G
e
r
a
b
r
o
n
n

 

.は
，
.
一
八
.一
.〇
年
に
、
ゥ
ュ
ル
テ
ン
■ベ
.ル
ク
.の
も
の
と
な
.っ
た
.。
 

そ
れ
は
一
八
一
一
年
に
2

九
三
八
年
に
廃
止
さ
れ
た)

行

政

区

劃

O
^
H 

o
b
e
g
l
t
)

の
中
心
地
と
な
り
、

ま
た 

一
A
八

五

年

に

都

市(

g
^
&)

に
上 

昇
し
た
。」

と
い
う
ょ
う
な
ぐ
あ
い
に
、
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。

そ

の

ょ

う

な

地

史(

又
は
伝
領
関
係)

.
の
も

と

で

のoie 

F
r
o
n
e
n

 

u
n
d

 

d
a
s
D
i
i
t
g
e
l
d

 

(

賦
役
と
奉
仕
金)

に
つ
い
て
追
究
さ
れ%

)
。

賦
役
は
、

(

賦
役)

義
務
者
が
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
盡
賃
金
な
し
に 

又
は
異
常
に
少
V

報
酬
で
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
奉
仕
の
給
付
と
解
さ
れ
て
い

:

七
ニ 

.
0ニ
ニ)

る
。
.
'
V

と
の
さ
い
ド
イ
ッ
で1

般

に

そ

の

時

期

に

.
普

通

の

労

働

給

付

が

問

題

に

な
 

.る

.

.
^
.が
そ
れ
ら
の
労
働
給
付
は
ホ
ー
へ
ン
.ロ
ー
工
の
手
本
に
は
.な
ら
な
、'*

.

:
賦
役
権
者
の
差
異
に
従
っ
て
、
之
等
の
奉
仕
は
、
次
の
よ
ぅ
に
分
か
れ
る
。

-■
:。
：
ラ

：
ゾ

デ

ス

へ

ル

^

領
邦
君
主)

“
の
賦
役
、

'
グ

ル

ン

ト

べ

，
ル
：

(

領
主)

，
の

賦

役、：
-

 

'
.ゲ
リ
ヒ
ト
へ
ル(

裁
判
領
主)

.の
賦
役
、

.

.

‘
ラ
イ
プ
へ
ル(

隸
奴
主)

の

賦

役

及

び

■

ゲ

マ
イ

ン

デ(

共
同
体)

の
賦
役
。

，

：
■:
'

'

と
こ
で
前
景
.に
立
.た
ね
ば
な
ら
な
い
奉
仕
は
グ
ル
ン
ト
へ
ル
の
賦
役
で
あ 

る
。
し
か
し
そ
の
さ
い
ラ
ン
ト
の
領
主
：

ク
ル
ン
ト
へ
ル
、
裁
判
領
主
及
び
時 

.に
は
ラ
イ
プ
へ
ル
の
す
で
に
く
り
か
え
し
述
べ
ら
れ
た
人
的
結
合
に
よ
っ
て
ホ 

丨
へ
ン
ロ
/I
H
で
の
.こ
の
よ
ぅ
な
区
分
は
.、
重
要
で
も
ま
た
つ
ね
に
可
能
で
も 

.な
か
っ
た
。
.義

務

者

は

、

時

間

の

経

過

で

最

早

や

人

が

そ

れ

を

認

め

ず

、

そ

.の 

特
性
の
何
れ
か
で
、

伯
又
は
君
主
が
そ
れ
を
要
求
し
た
唯
.一
の
支
配
的(

.ぼ
7 

r
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
)

な
.

. ^
賦
役」

<
G
e
s
a
m
t
f
r
o
n
>

 

を
給
付
せ
ね
、尤
な
ら 

k

^

o

 

た
0
_
 

.

'

:

.一
層
の
区
分
基
準
は
、(

賦
役)

：
義
務
^
た̂
ち
の
差
異
で
あ
る
。

,
そ
こ
で
は
、

転
々
と
す
る
賦
役
は
、

定
着
す
る
賦
役
か
ら
区
別
さ
れ

る
。
 

W
a
l
z
e
n
d
e

 
F

r
i

n

と
は
土
地
に
附
着
し
た
そ
し
.

て
か
か
る
も
の
と
し

て
、
 

.つ

ま

り

地

代

が

、

小

作

地

及

び

永

代

小

作

地

の

.所

有

者

か

ら

要
求
さ
れ
る
人
 々

の

奉

仕

で

あ

る

之

に

反

し

てs
e

tph
a
f
t
e

 

F
r
o
n
e
n

は
、

あ
る
場
所
へ
の
定 

住
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
そ
し
て
土
地
を
も
た
な
い
家
族
及

び

市

民

権

が

k
く

保
護
を
う
け
る
住
民
か
ら
は
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
.

:
賦

役

が

馬

革(
F
u
h
r
w
e
r
k
e
)

で

行

な

わ

れ

.る

.場
合
、

s
p
a
n
n
f
r
i
n

 

(
M
k
h
n
)

と
呼
は
れ
手
で
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、.
.

w
a
n
d
f
r
o
n
e
n

と
呼
ば 

れ
た
。

一.六
〇
九
年
ま
で
、

こ
の
奉
仕
は
、

無
限
定
の
範
四
で
、

労
働
賦
役 

C
N
a
t
u
r
a
l
f
r
o
n
e
n
)

と
し
て
果
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
^

っ
た
。
 

■

無
限
定
又
は
不
測
定
と
は
、
あ
だ
か
も
主
人
が
完
全
に
恣
意
的
に
奉
仕
義
務 

を
か
え
、
.
ま
た
要
求
し
得
た
と
理
解
さ
れ
て
.は

な

ら

ず

、

.
不

測

定

と

は

単

に 

賦
役
給
付
の
場
所
も
、
労
働
の
.質
や
量
も
、
...文

書

の

契

約

，
に

ょ

っ

て
定
め
ら
れ 

ず
、
主
人
の
伝
来
の
償
習
や
伝
来
の
必
要
に
従
0
て
^
#
の
範
囲
が
定
め
ら
れ 

る
■こ
と
を
意
味
す
る
。

奉

仕

金(
D
i
i
t
g
e
l
d
)

 

：

は
、

十
七
世
紀
の
最
初
の
数
年
間
に
労
働
賦
役
の 

大
部
分
を
消
却
し
た
。

労
働
賦
役
の
貨
幣
給
付
へ
の
転
換
は
、

H
o
h
e
n
l
o
h
e
-

 

N
e
u
e
n
s
t
e
i
n

と

H
o
h
e
n
j
o
h
e
-
w
a
l
d
e
n
b
u
r
g
.

の
両
地
方
部
分
で
別
々
に
完
成 

さ
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
わ
け
て
叙
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
，

.

.

.

. 

-
 

.
 

»

H
o
h
e
n
l
o
h
e
-
N
e
u
e
n
s
t
e
i
n

 

の
奉
仕
金
。

士
ハ
世
紀
の
末
ご
ろ
す
で
に
、
当
時
の
伯
た
ち
は
‘

(

賦
役)

.
義
務
者
た
ち 

か

ら

労

働

奉

仕

の

代

り

に

.貨

幣

貢

納

を

要

求

す

る

方

が

経

済

的

で

は

な
い
か
ど 

う
か
を
聚
考
し
た
。
伯
達
は
、
そ
の
さ
い
疑
い
も
な
く
賦
役
労
働
が
、
，給
付
の 

質
に
お
い
.て
.そ
れ
を
望
む
余
地
が
あ
る
か
と
い
う
経
験
的
な
事
実
か
ら
出
発
す
.
 

る
。強

制
さ
れ
た
労
働
は
、
‘
一
般
に
自
由
意
思
め
及
び
有
償
の
奉
仕
ょ
り
ず
っ
と 

劣
恕
に
し
か
果
た
さ
れ
な
い
9

F
r
o
h
n
d
e
n

に

つ

い

て

そ
の
転
換
の
さ
い
に
、
伯
達
は
何
等
明
確
な
領
主
制
農
場
経
済(Gutswir- 

tschaft).

を
行
な
っ
て
お
ら
ず
、
彼
等
は
、
そ
こ
.に
帰
園
す
る
普
通
の
農
業
労 

働
を
有
給
0 .
隸

農

(
K
n
e
c
h
t
)

や

日

雇

賃

労

働

者(
T
a
&
h
n
e
r
)

に
よ
っ
て 

よ
り
す
み
や
か
に
又
よ
り
よ
く
遂
行
で
き
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
以
上
、
赋
役 

人
夫
に
ど
う
し
て
•葡
?i
酒
や
。ハ.
ン
：
、

又

は

す

ベ

て

の

食

事

が

与

え

ら

れ

ね

ば

な 

ら
ぬ
か
に

つ
い
て
は
考
え
な
い
と
云
う
事
情
が
同
時
に
作
用
し
て
い
た
。

領
主
た
ち
は
、
さ

ら

に

農
民
が
、
彼
等
に
免
除
さ
れ
た
賦
役
奉
仕
の
時
間
を 

農
民
自
身
の
土
地
の
耕
作
に
使
用
し
、
こ
の
こ
と
は
農
民
の
耕
地
の
収
獲
収
入 

の
.向
上
、
最
後
に
ま
た
領
主
の
十
分
の一.

収
入
の
上
昇
へ
み
ち
び
き
う
る
と
望 

ん
だ
ノ 

ノ 

.

だ
が
、
さ
し
あ
た
り
農
民
は
決
し
て
こ
の
.変
化
を
喜
ん
.で
い
な
か
っ
た
。
賦 

役
は
、
伝
来
の
給
付
と
し
て
知
ら
れ
、
人
々
は
そ
れ
に
な
じ
ん
で
い
た
。
そ
し 

て
一
日
の
労
働
給
付
は
.当
面
お
そ
ら
く
貨
幣
額
の
引
き
渡
し
よ
り
ず
っ
と
ら
く 

に
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

労
働
賦
役
の
貨
幣
故
付
へ
の
転
換
の
最
初
の
試
各
は
、

一
五
八
三
年
に 

W
o
l
f
g
a
n
g

伯
ー
一
.世
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
，
臣
下
の
そ
'の
た
め
に
高
ま
っ
た 

非
常
な
悲
歎
の
た
め
に
失
敗
し
た
。

一
六
〇
九
年
に
は
じ
め
て
ゥ
ォ
ル
フ
ガ
ン 

♦ク
.伯
と
そ
の
息
子
及
び
臣
下
の
代
表
の
間
で
協
定
に
達
し
た
、
そ
れ
に
よ
る
と 

こ
■れ
迄
不
測
定
の
奉
仕
給
付
の
測
定
さ
れ
た
貨
幣
！

K

納
及
び
：若
干
の
わ
ず
か
に 

沏
矩
さ
.れ

た

い

わ

ゆ

.る

予

備

賦

役

(reservierte 

F
r
o
n
e
n
)
.

に
変
え
ら
れ
た
。
.

こ
の
協
定
は
、

一
六
〇
三
年
の
保
証
条
約'

(
A
s
s
e
c
u
r
a
t
i
o
n
s
-
R
e
c
s
s
)

に 

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
、
..労
働
奉
仕
の
給
付
は
、
予
備
賦
役
の
例
外
を
も
っ
て
、
奉
仕
金
の
支
払

七

三

(

四
ニ
三)



i

.

'で

廃

止

さ

れ

る

.
。
.
ノ

ノ

予
備
賦
役
の
も
と
で
次
の
こ
と
が
、理
解
さ
る
べ
.き
で
あ
る
。.：

「

薪
の
連
^
、
 

薪
つ
く
り
及
び
薪
の
整
頓
、

つ
い
で
狩
狐
奉
仕
及
び
抓
具
の
運
搬
や
家
畜
の
厩 

舎
へ
の
誘
導

、
.布
や
糸
の
乾
燥
、
捕
獲
し
た
狐
獣
の
領
主
の
館
へ
の
運
搬
、
な 

お
抓
に
属
す
る
そ
の
ょ
う
な
も
の
と
.い
っ
た
ぐ
あ
い
の
も
の」

で
あ
る
。
..

.
ニ
、
臣
下
ぱ

、
.V,
J
れ
ま
.で
の
国
税
や
地
方
税
か
ら
保
護
さ
れ
、
同
様
に
特
別 

税
か
ら
も
保
護
さ
れ
た
、
し
が
し
，、
そ
の
か
わ
り
に
年
々
の
テ
ン
ト
税
あ
る
い 

は
課
税
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
：か
っ
た
。

.

奉
仕
金
の
高
は
、
そ
の
等
級
別
が
同
時
に
ホ
I

へ
ン
口
ー
二
の
人
口
の
社
会 

的
な
三
つ
の
構
成
を
反
映
し
、
次
の
額
に
達
す
る
。..

.
農

民

(
B
a
u
e
r
)
(

い
ず
れ
も
奉
仕
馬
賦
役)
年
に
五
フロ

リ
ン 

土
地
な
し
農
民
@

げ
£

:

.
 

V
.

年
-に
三
フ
.ロ
リ
ン
： 

部

屋

住

み

人(
H
a
u
s
g
e
n
o
s
s
e
n
)

.
:年
に
ニ
フ
ロ
リ
ン 

B
a
u
e
r

や

K
5
b
l
e
r

が
そ
の
土
地
を
相
続
人
に
委
譲
し
た
場
合
、
旧
所
有
者 

は

H
a
u
s
g
e
n
o
s
s
e
n

の
地
位
を
う
け
と
り
、

部
屋
住
み
人
の
奉
仕
金
を
支
払 

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
義
務
は
時
々
家
長
に
か
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
老
農
民
で
'あ
れ
、■

老
土
地
な
じ
農
民
で
あ
れ
、
あ
る
い 

は
部
屋
住
み
人
で
あ
れ
、
夫
が
死
亡
す
る
と
生
き
残
づ
た
妻
が
、
部
屋
住
み
人 

の
資
任
を
ひ
き
う
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
.そ

の

さ

い(

一
フ
ロ
リ
ン
三
〇
ク 

ロ
ィ
ッ
に
等
し
い)

ニ
五
％
に
減
少
し
た
。

賦
役
義
務
者
に
は
、
奉
仕
金
を
五
％

の
利
率
で
資
本
化
し
、
こ
の
額
の
支
払. 

で
全
く
奉
仕
金
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
.が
ひ
ら
か
れ
て
い
た
。
だ
が 

農
民
が
そ
れ
を
利
用
し
た
こ
と
は
ど
こ
に
も
報
告
さ
れ
て
い
な

、-o

七

四

(

四
ニ
四)

H
o
h
e
r
l
o
h
e
-
W
a
l
d
e
n
b
u
r
g

 

で
の
奉
±'
金
。

こ

れ

ま

で

奉

仕

金

に

つ

い

て

の

べ

た

こ

と

ば

の

奉

仕

金

に
 

も
妥
当
す
る
。N

e
u
e
n
s
t
e
i
n

に
対
す
る
最
も
明
瞭
な
差
異
は
、

⑷
手
賦
役
及 

び
牽
畜
賦
役
の
貨
幣
給
付
べ
の
転
換
が
、

ー
七
0
四
年
に
は
じ
め
て
.お
こ
な
わ 

れ

つ

い

で

一

七
ニ
四
年
か
ら
一
七
ニ
九
年
に
遂
行
さ
れ
た
こ
と
と
；

g

 

w
a
u
-

 

s
g
e
n
o
s
s
e
n

が

D
i
e
l
g
e
l
d

の
が
如
り
に
保
護
税(

s
c
h
u
t
z
g
e
l
d
)

を
支
払
わ

ね
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

も
っ
と
仔
細
に
注
視
す
る
とW

K
l
d
e
n
b
u
r
g

の
部
族
地
方
で
の
奉
仕
金
義 

務

は

N
e
u
e
n
s
t
e
i
n

の
系
統
に
お
け
る
ょ
0'
.も

ず

0 .
と

正

確

こ(

碑
役)

義
、 

者
の
給
付
能
力
.に
適
合
さ
れ
て
い
た
。

一
方N

e
u
e
n
s
t
e
i
n

で
は
.、
そ
の
グ
ル 

丨
フ
内
の
す
べ
て
のK

5
b
l
e
r

や

w
i
g
e
n
o
s
s
e
n

は
そ
の
能
カ
を
顧
'1
诠
ず 

に
お
な
じ
高
さ
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
、
そ
し
て
ま
た
農
民
の
義
務
は
、
■奉
仕
の 

馬
に
従
っ
て
大
ま
か
な
区
分
に
し
か
服
さ
な
か
っ
た
。H

o
h
l
h
e
-
w
a
l
d
e
n
-

 

I
m
r
g

で
は
奉
仕
金
の
高
さ
は
、
.

(

賦
役)

義
務
渚
の
そ
の
と
き
ど
き
の
資
産
状 

態
に
し
た
が
っ
て
き
わ
め
て
せ
ん
さ
い
に
段
階
づ
け
ら
れ
、
ま
た
ず
っ
と
公
平 

で
も
あ
っ
た
。

:

免
除
さ
れ
た
賦
役
奉
仕
の
た
め
に
、
年
々
次
の
ょ
ぅ
な
奉
仕
金
が
支
払
わ
れ 

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

e
i
n

 
B
a
u
e
r
、

一
 

〇
〇
フ
ロ
リ
ン
の
課
税
查
定
額
ご
士
に
、

ニ
フ
ロ
リ
ン
'

.ein 

K
a
b
l
e
r
、

一
 

〇
〇
フ

ロ

リ

ン(

の
財
産)

を
越
え
る
と
同
時
に
課
税
さ 

れ
、

一
0
0.
フ
ロ
リ
ン
の
課
税
査
定
額
ご
と
に
、1

フ
ロ
リ
ン
三
0

ク
卩
イ
ツ

一
〇
〇
フ
ロ
リ
ン
及
び
そ
れ
以
下
で
課
税
さ
れ
る
と
き
、

一
フ
ロ
リ
ン
三
〇
ク
ロ
イ
ツ

ein 

B
l
o
s
M
u
s
i
e
r

 

(

土
地
な
し
の
小
屋
住
農)

、一
フ
ロ
リ
ン

ein 

H
i
g
e
i
s
e

は
一
般
に
奉
仕
金
を
支
.払
わ
ず
、

保

護

税(schutz- 

g
e
l
d
)

を
支
払
っ
た 

H
o
h
e
n
l
o
h
e
l
w
a
l
d
e
n
b
u
r
g

 

で
の
..Hausgenossen 

は
、
一
部S

c
h
u
t
z
v
e
r
w
a
n
d
t
e

 

(

保
護
縁
者)

と
呼
ば
れ
、

五
つ
の
貢
納
階 

級
に
細
分
さ
れ
て
い
た
。

S
c
h
u
t
z
v
e
r
w
a
n
d
t
e

 

(

他
の
領
主
の
も
と
か
ら
ひ
き
こ
ま
れ
た
も

の)

、

1

フ
ロ
リ
ン
のSchutzgeld

及

び

一

フ

ロ

リ

ン

三

〇

ク
ロ
イ
ツ

の 

Dienstgeld

A
u
s
g
e
d
i
n
g
e
r

 

(

隠
居) 

一

フ
ロ
リ
ン
三
〇

ク

ロ
イ
ツ

の 

Schutzgeld 

結

婚
し

たV
n
t
e
r
t
a
n
e
n

 

(

そ
の
両
親
の
も
と
で
家
こ
_ft 

ん
で
い
る
も
の)

ご 

一
フ
ロ
リ
ン
のSchutzgeld

及
.び

一

フ
ロ
リ
ン
.三
0

ク

P
イ
ツ

の 

Dienstgeld 

結
婚
し
た
女
，及
び
隠
居
し
て
暮
ら
し
て
い
る
女
、

, 

一
フ
ロ 
リ
ン
の 

Schutzgeld 

独
身
で
一
人
で
暮
ら
し
て
い
る
女
、

.

三
〇
ク
ロ
イ
ツ
の
.OQ
c
h
u
t
z
-O
Q
e
l
d

右
の
ょ
ぅ
な
奉
仕
金
の
導
入
直
後
、H

o
h
e
n
l
o
h
e
-
N
e
u
e
l
i
n

の
系
統
が 

F
r
o
h
n
d
e
n

に

つ

い

て

予
備
賦
役
で
姐
理
し
た
ょ
う
な
な
お
給
付
さ
る
べ
き
労
働
賦
役
に
つ
い
て
の
明 

確
な
規
制
を
臣
下
に
行
う
こ
と
を
領
主
が
な
お
ざ
り
に
し
た
こ
.と

が

知

ら

れ 

る

そ

れ

ゆ

え1

七
三
六
年
に
、
領

主

(
H
e
r
r
s
c
h
a
f
t
)

は
、

こ
れ
迄
の
高
さ 

に
^ -
i f
±
金
を
持
続
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
附
加
的
な
、
無
報
酬
の
、
自 

由
意
心
の
賦
役
の
給
付
を
臣
下
か
ら
要
求
し
た
。

賦

役

奉

仕(
F
r
o
n
d
i
e
n
s
t
)

ば
、

十
八
及
び
十
九
世
紀
に
お
け
.る
奉
仕
金
の 

導
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
こ
の
賦
役
奉
仕
の
解
消
ま
で
著
し
い
範
囲
に 

わ
た
っ
て
存
続
し
た
。
.賦
役
奉
仕
の
内
部
で
、
狩
狐
賦
役
、木
材
運
搬
、木
材
蒐 

集
の
賦
役
が
、
そ
の
範
囲
の
上
か
ら
云
っ
て
、
広
汎
に
前
而
に
た
'っ
て
い
た
。

次
.に
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
賦
役
、
十
分
の
一
税
輸
送
賦
役
及
び
地
租
輸 

送
賦
役
は
、
.狩
獄
奉
仕
義
務
か
ら
み
て
ほ
ん
の
一
部
分
に
し
か
あ
た
ら
な
か
っ 

た
。こ

の

外

にP
Y
O
n
g
e
l
d

と

f
Y
o
n
s
u
r
r
o
g
a
t
g
e
l
d

が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
 

F
r
o
n

&q'
e
l
d

は
、
領

主

がD
i
e
n
s
t
g
e
l
d

の
導
入
後
そ
の
給
付
を
自
分
に
留
保
し 

た
賦
役
に
対
す
る
貨
幣
に
ょ
る
代
替
給
付
で
あ
り
、
そ
の
支
.払
は
、
労
働
奉
仕 

(
N
a
t
u
r
a
l
d
i
e
n
s
t
)

に
対
し
て
賦
役
義
務
者
に
選
択
的
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
。

賦

役

の

消

却(
F
r
e
i
k
a
u
f
)

は
薪
の
運
搬
、
薪
つ
く
り
、
薪
の
倉
庫
へ
の
搬 

入
に
関
す
る
限
り
で
の
み
可
能
で
あ
ら
た
が
、
狩
狐
賦
役
の
さ
い
に
は
不
可
能 

で
あ
0
た
0

F
r
o
n
g
e
l
d

は
、

各
奉
仕
馬
農
民
の
さ
い
に
は
年
に
四
フ
ロ
リ
ン
、

0
^
 

の
場
合
に
は
統
一
的
に
年
に
一
フ
ロ
リ
ン
三
〇

ク
ロ
ィ
ッ
で
あ
っ
た
。

F
r
o
n
s
u
r
r
o
g
a
t
g
e
l
d

は

F
r
o
n
g
e
l
d

と
同
一
の
性
格
を
も
っ
て
.い
た
。

Friedrich Liitge

教
授
の
指
導
の
も
と
で
行
わ
れ
た
こ
の
研
究
は
、す
ぐ
れ

七

五

(

四
ニ
五)



て
実
証
的
な
資
料
を
提
供
.し

：
て

，
い

る

。

当

然

の

こ

.と
乍
ら
著
者
は
.ド
イ
ツ
の
伝 

統
に
従
つ
て
こ
れ
をS

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

の
構
成
を
解
明
す
る
作
業
の
部
と 

し
て
I
る
。
し
か
し
リ
ュ
ト
ゲ
教
授
め
序
文
に
ょ
せ
た
文
中
に
み
る
ょ
ぅ
に
西 

南
ド
イ
ツ
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
進
化
の
研
究
と
し
て
、
 

d
e
n
b
e
r
g

 

の
改
革
を
経
て
、
テ 

I
ヤ
0 

G
r
g
l
t
z
e

 

d
e
r

 rationellen L
a
n
d
-

 

w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
,

 

100
4
7
.に
い
た
る
.史
的
前
提
で
あ
り
、

一
八
四
八
年
の
三
月
革 

命
が
そ
の
史
的
な
成
果
と
し
て
農
民
賦
役
の
基
盤
の
市
民
的
解
消=

ド
イ
ツ
封 

建
制

か

ら

の

.離

脱

を

行

ぅ
こ
と
.に
な
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r
h

s-toire 

r
u
r
a
l
e 

f
r
a
l
i
s
e
,

 

1
9
52, 

pp. 

1
9
7
-
1
9
9
.
(

尚
、
河
野
健
ニ
、
飯
沼
ニ
郎
訳
書
、

ニ
六
一
.一
頁
以
下
参
照
。)

. 

. .

：

：

(

3) 

P
h
i
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i
p
p
e

 

D
o
l
l
i
n

oqer, 

L
w
v

o.lution 

d
e
s
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rurales. 

e
n

 

B
a
v
i

かre. 

p. 

489.

(

4) 

M
.

 

Bloch, 

ibid., 

pp. 

9
7

—

9
00
.
.

(

邦
訳
、
.
一
三
七—

一
三
八
頁
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(

5) 

M
.

 

Bloch, 

ibid., 

p. 

900
.
.

〈

邦

訳
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一
一
一
一
九
頁
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(

6) 

C
o
d
e
x

 

L
a
u
r
e
s
h
a
m
e
n
s
i
s
,

 

M
a
n
n
h
e
m
i
i

 

T
y
p
i
s
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(Nr.. 
3
600
3
.)， 

ss. 

2
20 0
丨

229.

七

六(

四

ニ

六

)

，

?

)

-
尤

も

こ

れ

に
.は

一

切

の

非

自

由

身

分

((Leib-) 

E
i
g
e
n
l
a
f
t
)

を
 

■
否

定

し

た

(

第

三

.
卷

第

四

十

ニ

章

)

..ザ

ク

ゼ

ン

シ

ユ

ピ

ー

ゲ

ル
3
著
者
、
 

E
i
k
e

 

v
o
n

 

R
e
p
g
o
^

に
始
ま
る
自
律
的
な
ド
イ
ツ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と

宗

教

改

革

p

マ
法
の
継
受
、.
都

市

の

.自

治

制

等

ド

イ

ッ
市
民
社
会
の 

進

化

の

一

連

の

史

的

前

提

が
あ
る
。

.し
か
し
同
じ
よ
ぅ
な
西
欧
市
民
社
会
の
進
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ギ
リ 

ス
で
は

OQentry, 

squire 

や 

y
e
o
m
a
n
,

.
 h

u
s
b
a
n
d
m
a
n

 
等
の
パ
ラ
レ
ル 

な
発
展
、が
み
ら
れ
、
農
民
舉
命
を
経
過
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
分
割
地
農
民
が 

保
守
的
な
ボ
ナ
。ハ
ル
テ
イ
ス
>
に
.み
ら
れ
る
ょ
ぅ
な
他
律
的
な
進
展
を
と 

げ
た
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ッ
の
ユ
ン
カ
ー
は
、
プ
ロ
シ
ヤ
の
官
僚
制

、
軍 

国
主
義
及
び
民
族
主
義
に
支
え
ら
れ
た
プ
ロ
シ
，ャ

的

簾

囊

の

支

柱

と
 

な
る
。

,
3
.
 

w
c
k
a
r
t

 

s
c
h
r
i
m
e
r
,

 ..Die 
.
 B

a
u
e
r
n
b
e
f
r
e
i
u
n
g

 

in 

Hohenlohe. 

1
9
6
3.

(

.9) 

H
a
n
d
K
c
h

 der 

historischen 

s
s
t
e
n

 Deutschlands. 

B
a
d
e
n
-

 

w-iirttemberg.

(

i°o
b
e
r
a
m
t

 =

も
七
ゥ
ユ
ル
テ
ン
べ

ル

ク
で
お
こ
な
わ
れ
た
行
政
区

W
0

(
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E
c
k
a
r
t

 

S
c
h
r
e
m
m
e
r
,

 

ebenda, 

SS. 

2
1
3
.

(

12) 

H
a
n
d
b
u
c
h

 

der historischen 

s
s
t
e
n

 Deutschlands. B
a
d
e
n
-

 

Wiirttemberg, 

s
’ 

2
0
7
_.

(

13) 

E. 

Scliremmer, 

ebenda, 

s. 

7
0 

ff.

B
a
u
e
r
n
l
e
g
e
n

 

が 
Enclosure 

だ
と
す
る
と
 

D
i
e
n
s
f
l
d

 

は

、c
o
m
-

m
u
t
a
t
i
o
n

 

(
c
o
m
m
u
t
a
t
i
o
)

に
あ
た
る
こ
と
に
な
ろ
ぅ
。

(

W)

賦
役
が
、

公

共

の

奉

仕(

軍
役
又
は
：公
道
の
修
理
等)

'

つ
ま
り
.
 

害

只

の
た
め
の

ダ
7
e
又
は
■宗

教

的

なL
i
t
u
r

orq
i
e

か
ら
発
し
た
と
し 

て
も
経
済
外
^
な
強
権
に
基
つ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
.freiwilli

o qe
n

 

F
r
o
n
e
n

と
い
ぅ
こ
と
は
こ
と
ば
の
矛
盾
で
あ
る
が
封
建
的
な
強
権
の
停 

止
後
に
な
お
存
続
し
たD

i
e
n
s
t
=
F
r
o
n
e
n
.

つ
ま
り
経
済
的
な
利
益
貞 

求
の
原
理
に
支
配
さ
れ
ぬ
社
会
経
済
行
動(

又
は
慣
行〉

と

考

え

ら

.，れ 

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
歴
史
的
に
は
過
渡
的
な
性
格
を
お
び
る
。
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勿
論
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果
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