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書

評

宮
下

孝
告

著
『

西

洋

古

代

•
中

世

経

済

史

』

■

'宇

尾

野

久

堅
実
な
学
風
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
宮
下
教
授
の「

西
洋
古
代.

中
世
経 

済
史J

.

が
版
を
新
た
に
し
て
ミ
ネ
ル
バ
書
房
ょ
り
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
土
会 

経
济
史
の
学
界
に
と
っ
て
誠
に
幸
な
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

著
表
は
序
文
で
、

「

先
史
時
代
か
ら
の
一
直
線
的
な
進
歩
発
達
で
は
な
く
、
 

.多
秫
多
様
な
発
展
を
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

. 

と
く
に
、

古
代
な
ら
び
に
中
世
の
経
済
発
展
を
過
度
に
堆
純
化
し
て
、

「

原
始 

化」

し
た
り
、
そ

の

逆

に「

現
代
化」

す
る
こ
と
を
自
ら
に
戒
し
め
た
。
.本
書 

は

I1
?
代

•
中
世
を
取
扱
い
近
世
を
対
象
と
し
て
は
い
な
い
が
、
近
世
へ
の
い
と 

ぐ
ち
は
随
所
に
示
し
て
お
い
た
。

」

と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。(

は
し
が
き)

第

一

編

古

代

は

、
第
一
章
欧
州
文
化
の
成
立
、
第
一
一
章
古
代
東
方
諸
国 

第
三
窜
ギ
リ
シ
ァ
.
ロ
ー
マ
の
社
会
経
済
第
四
章
ゲ
ル
マ
ン
人
の
社
会
経
済 

の
形
で
叙
述
さ
れ
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。

現
在
我
_
の
研
究
が
す
で
に
、
オ
リH

ン
ト
学
会
や
西
洋
古
代
学
会
で
そ
れ 

ぞ
れ
の
独
^

の
®
究
分
野
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
編
成
さ
れ
た

ニ

ニ

六

£

@
ハ)

の

で

あ

ろ

う

が

供

え

は

、J.G.D. 

C
l
a
r
k
,

 

Prehistoric 

E
u
r
o
p
e
,

 

1952. 

L
o
n
d
o
n
,

や W
a
l
t
e
r

 Otto, R
e
i
n
h
a
r
d

 H
e
r
b
i
g
,

 H
a
n
d
b
u
c
h

 d
e
r

 A
r
c
M
o
l
o
-

 

gie, 

M
l
i
n
c
h
e
n
,

 

1
9
5
0
.

等
と
対
照
し
乍
ら
読
み
進
む
と
き
、

先
史
時
代
又
文 

古
代
の
扱
い
が
極
め
て
む
ず
か
し
い
こ
と
が
解
る
。
た
と
え
ば
現
在^

{
i
n
c
h
e
n

 

の

F
.

 L
i
i
t
g
e

教
授
の
よ
う
に
中
部
独
乙
の
研
究
を
氷
河
期
か
ら
始
め
る
や
り 

方
と
ユ
I
ラ
シ
ア
文
化
の
よ
う
な
一
つ
の
文
化
圈
と
し
て
古
代
を
扱
う
方
法
y 

あ
り
古
代
社
会
の
時
空
間
を
ど
の
よ
う
な
形
で
セ
ッ
ト
す
る
か
に
著
し
く

 ̂

難
を
感
ず
る
.。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
歴
史
又
は
経
済
史
が
一
般
的
又
は
総
論
的 

な
も
の
と
し
てK

o:t
z
s
c
h
k
e

 P
w

や

K
u
l
i
s
c
h
e
r

の
よ
う
に
現
時
点
で
そ
の
友 

果
を
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
云
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

た
だ
こ
こ
で
ゲ
ル
マ
ン
人
の
社
会
が
古
代(

又
は
古
代
学
の
対
象)

と
し
て
扱 

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

一
般
の
古
代
学
の
惯
例
を
ぬ
け
出
る
も
の
と
し
て
注
3 

さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

特
に
ゲ
ル
マ
ン
社
会
で
以
前
か
らw.TVIiihrer. 

H
o
o
p
s

等
に
よ
っ
て
§
?

題 

に
さ
れ
て
き
た
*

ゲ
ル
マ
ー
ネ
ン
が
農
地
の
'単

独

所

有(

私
有)

を
す

で
に
知 

っ
て
い
た
か
又
は
総
有
f

 a
l
g
e
n
t
i
)

或

い

は「

総
共
有」

(Gemeinei, 

g
e
n
t
u
m
,

 K
o
l
l
e
k
t
i
v
e
i
g
e
n
t
u
m
)

の
中
に
埋
没
し
て
い
た
か
と
云
っ
た
問
題
を
扱 

う
に
あ
/L
っ
て
.
更

に

土

地

の「

公
有」

，

(6

H5entliches 

G
r
u
n
d
e
i

的en
t
u
m
)

つ 

ま
り
公
^
な
国
家
的
な
土
地
所
有
の
も
と
で
の
土
地
.の
私
経
済
の
原
則
に
従
う 

管
理
運
営
と
云
っ
た
部
族
社
会
の
経
済
構
成
を
指
摘
し
て
居

ら

れ

る(

一
一
五

s

oゲ
ル
マ
ン
人
のG

e
w
e
r
e

や
ア
ン
ダ
.リ
ー•

サ
ク
ソ
I
ネ
ス
の
3
2 .
g5*
a

の

概
念
に
は
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
所
有(

上
級)

と

占

有(

下
級)

又
は
公
有

と
私
有
の
共
存
の
可
能
性
と
史
的
な
現
実
性
が
存
在
し
た
。

こ
の
ょ
ぅ
な
土
地
所
有
又
は
占
有
の
問
題
は
従
来
力
工

サ
ル
や

.タ

キ

ト
ゥ
ス 

(

ロ
ー
マ
人)

の
生
活
感
觉
に
従
っ
て
居
住
様
式(

g
i
a
^
p
OQ)

と
関
速
し
て
取 

扱
わ
れ
て
き
た
が
、
箸
者
が
伤
居
構
造
と
区
別
し
て
扱
わ
れ
た
こ

と
に
注
目
す 

べ
き
点
が
み
ら
れ
る
。

.つ
づ
い
て
第
二
編
中
世
が
始
ま
る
。

私
は

こ
こ
で
ョ
.

丨
ロ
ッ

パ
経
済
の
起
原
に
，つ
い
て
書
か
れ
た
標
準
的
な
作
ロp i 

で
あ
る 

Robert Latouche, Les. orlgines .de 

r

s'onomie occidentals, 

1956, 

P
a
r
i
s
.

と
対
照
し
乍
ら
書
評
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
著
作
と 

呀
贤
灼
な
地
位
を
占
め
る 

Friedrich 

L
u
t
g
e
'
D
e
u
t
s
c
h
e

 

Sozial-und 

Wlrtschaftsgeschichte, 

Dritte A
u
A
a
g
e
,

 

1
9
6
6
.

と
■の
両
極
か
ら
そ
の
距 

離
を
照
射
す
る
こ
と
が
、
最
も
正
確
を
期
す
る
こ
と
に
も
な

ろ
ぅ
。

H
.

 

Pirenne, A, Dopsch 
か
ら Heinrich Dannenbauer, Die Entste— 

h
u
n
g

 

w
g
o
p
a
s
. 

I u. 

K
. B

a
n
d
.

に
至
る
ま
で
古
代
か
ら
中
世
へ
の
文
化
速 

統
性
と
断
絶
性
の
問
題
は
、

ョ
ー
口
ッ
パ
世
界
の
誕
生
に
と
っ
て
極
め
て
大
き 

な
地
位
を
占
め
て
い
る

。

’
 

■
.

•
著
者
は
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
先
に
示
し
た
土
地
所
有
の
問
題
の
中
で
す
で 

に
示
唆
深
い
発
言
を

.し
て
居
ら
れ
る
。「

所
有
権
概
念
が
何
時
生
じ
た
か
と
い 

W
問
題
と
、
個
人
の
私
有
財
産
殊
に
土
地
私
有(

権)

の
事
実
が
何
時
生
じ
た 

か
と
い
ぅ
問
题
と
は
崚
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

」
(

一
一
五
贾)

と
い
っ
た
こ
と
は
、
 

中
世
世
界
の
成
立
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
著

者

は「

古
代
学
は
三
世
紀
を
以 

っ
て
说
代
か
ら
中
世
へ
の
内
面
的
な
組
み
か
ぇ
の
ー
つ
の
時
代
だ
と
見
、
従
っ 

て

,诉
典
時
代
お
よ
び
プ
リ
ン
キ
パ
ー
ト(

元
#
制)

に
訣
れ
を
告
げ
る
も
の

と
.し
て
い
る
。

中
世
の
側
か
ら
す
る
と
古
代
末
期
は
七
世
紀
に
次
第
に
消
え 

て
、
中
世
的
な
諸
制
度
は
八
世
紀
に
完
成
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
確
定
さ
れ 

た
。

」
(

一
五
四
頁)

こ
‘

C
で
著
者
は
い
わ
ゆ
る
中
世
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
通
説
を
紹
介
し
乍 

ら
、
一
紀
元
ニ
五
〇
年
か
ら
便
宜
的
な
四
七
六
年
ま
で
の
第
一
様
相
の
特
徴
は
、
 

古
代
か
ら
中
世
へ
の
収
歛
運
動
、
ゲ
ル
マ
ン
人
と
ロ
ー
マ
人
と
の
並
行
的
相
互 

関
係
で
あ
り
、
四
七
六
年
か
ら
六
五
〇
年
頃
ま
で
の
第
二
様
相
は
ゲ
ル
マ
ン
人 

と
ロ
ー
マ
人
と
の
和
協
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ゲ
ル 

マ
ン
人
と
！！
 

I
マ
人
と
の
融
合
.の
経
過
中
に
、
中
世
的
な
文
化
の
蓝
礎
が
作
ら 

れ
た
。
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
り
吹
き
を
指
し
示
す
諸
現
象
の
う
ち
で
逭
要
な 

の
は
、
ギ
リ
シ
ア
.
ロ
ー
マ
人
の
社
会
の
内

，的
変
化
と
く
に
荘
園
お
よ
び
そ
れ 

に
随
伴
す
る
一
切
の
現
象
の
登
場
で
あ
る
。

(

こ
の
点
ラ
ト
ゥ
シ
ュ
の

見
解
は
全 

く
特
徴
的
で
あ
る
。——

評
者)

古
代
末
期
と
呼
ば
れ
る
時
代
は
、

別
の
観
点 

か
ら
す
れ
ば
民
族
移
動
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
全
性
格
は
、
世
界
史
的
展 

望
の
も
と
で
は
、

危
機
に
屈
服
し
た
古
い
地
中
海
諸
民
族
に
よ
っ
て
だ
け
で 

は
な
く
、
ゲ
ル
マ
ン
人
と
云
う
将
来
を
担
う
若
い
民
族
に
よ
っ
て
も
決
定
さ
れ 

て
い
る
。
従
っ
て
中
世
社
会
経
済
史
の
叙
述
は
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
変
質
と
ゲ
ル 

マ
ン
民
族
の
移
動
と
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

」
(

一
五
五
頁)

と
述 

ベ
て
い
る
。

D
o
m
i
n
a
t
u
s

 

(

口
ー
マ
帝
国
後
期
の
萆
主
制
-

-
w

i
cr
g
^
F 

.Geschichte des

S

^=t
r
5
mischen 

Keichs.,.; 

1
9
2
00)

(

一
一 

五
_

「

5
の
も
と
で
の
軍
政
税
细
経
済 

制
度(Colonatus)

等
'の
克
明
な
解
明
か
ら
民
族
移
動
に
至
る
叙
述
は
新
旧
ニ
つ 

の
此
界
若
し
く
は
沐
制
の
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
。



そ
の
よ
う
な
ヵ
オ
八
の
中
で
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
キ
リ
.ス
ト
教
化(

一
九 

一
5
 

は
、

ョ
ー
.ロ
ッ
パ
初
期
中
仳
社
会
へ
の
曙
光
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

、
 

.第
二
編
第
二
章
中
世
前
期
の
社
会
経
済
は
、
第

一

節

■
レ
丨
ン
制(「

狭
義 

の
ー
評
渚
I

J封
速
制)

を
以
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
プ
レ
ヵ
リ
ア
か
ら
ベ
ネ
フ 

ィ
キ
ゥ
ム
レ
ー
ン
制
へ
，

.の
展
開
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の 

よ
5
な
法
制
上
の
封
建
制Q

理
解
と
.並
ん
で
社
会
経
済
の
実
体
は
、
む
し
ろ
第 

ニ

節

の「

莊
園」

’の
変
容
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
著
者
は
>
そ
l
eが 

必
ず
し
も
一
様
で
な
く
、

ノ
ィ
ス
ト
リ
ア
地
方
や
ア
ゥ
ス
ト
ラ
シ
ア
肩
方
で
の 

そ
.の
発
展
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
仔
細
に
考
究
さ
れ
て
い
る
。

，
 

そ
し
て
第
三
節
農
村
の
領
域
で
は
、莊
園
の
み
で
な
く
自
主
地(

a
l
i
o
d
i
f

 

a
n
a
,

 

a
l
l
s
)

が
各
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は 

た
し
か
に
ヮ
サ
ル
に
よ
る
レ
ー
ン
の
さ
ん
だ
つ
や
開
懇
等
に
よ
っ
て
も
拡
大
さ 

れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

叙
述
は
^
ャ
の
居
住
形
態
と
ホ
ー
フ(

農
屋
敷■

==

耕
地
、
.嫌
林
、
牧
草
地)

の 

r
成

フ

ー

フ

H 

(

ぉ
地)

淑
度
、

農

村

の

作

薬

秩

序(
w
e
i
s
t
i
i
m
e
r

に
よ
る 

成
文
化)

例

え

ばF
i
u
r
z
w
a
n
g

 

A
l
l
m
e
n
d
e

等
に
及
ん
で
い
る
。(
ニ
三
〇
頁
ノ 

つ
-
>で
手
エ
業
.(

農
村
手
エ
業
と
莊
園
手
エ
業)

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の 

よ
う
な
手
の
労
働
に
対
す
る
考
え
方
が(

例
え
ぱ
シ
ト
ー
教
団
の
よ
う
な)

聖
瞵 

者
の
修
道
の
過
程
で
、+:!

代
の
労
働
観
を
改
変
し
、

つ
い
で
修
道
院
.や
教
会
の 

経
済
へ
の
影
#
に
つ
い
て
の
ベ
て
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
、
聖
堂
の
思
想
が
経 

済
に
対
し
て
無
カ
で
あ
っ
た
と
す
る
ラ
ト
ゥ
シ
ユ
と
全
く
対
爵
内
^
あ
る
。

へ 

シ
オ
ド
ス
の
穷
働
観
が
古
代
の
労
働
観
に
さ
か
ら
う
も
の
で
あ
っ
た
ょ
ぅ
に
経 

済
力
本
来
賤
民
的
な
物
欲
の
対
象
と
考
え
ら
れ
る
聖
界
の
観
念
か
ら
す
る
と
b

一
三
八

(

ニ
四
八)

産
活
f
が
た
ま
た
ま
修
道
士
の
修
道
の
典
と
/i
:
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は

W
然
な 

も
の
で
あ
り
、
労
働
の
祌
聖
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
観
ぜ
ら
れ
る
の
は
，
む
し 

ろ
近
世
の
宗
教
改
革
以
後
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。(

ニ
三
五
頁)

し
か
1>
?者
者
の
.商
業
に
関
す
る
叙
述
は
き
わ
め
て
精
細
で
あ
り
、
物
肺
、
t
 

幣
鋳
造
、
市
場
、
商
品
、
質
易
、
商
人
等
商
業
活
動
の
条
件
が
こ
こ
で
あ
げ
ら 

れ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
も
ド
イ
ツ
で
は
商
品
が
出
ま
わ
り
又
都
市
が
形
成
さ
れ 

た
が
、
貨
幣
、
金
融
等
中
世
の
商
業
活
動
の
条
件
が
そ
ろ
わ
ぬ
た
め
に
南
欧
の 

よ
う
な
発
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
ラ
ト
ゥ

シ

：
ュ

に

対

し

て

印

象

的

で

あ
 

る
。

'

著
者
の
叙
述
は
経
済
史
研
究
者
へ
の
配
虛
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
精
細
な
実
証 

的
叙
述
に
み
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
天
.馬
空
を
ゆ
く
ド
イ
ツ
史
学
の
理
念
的
構 

想
例
え
ば

ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
と
か
ド
プ
シ

ユ
、
リ

H

ト
ゲ
の
よ
う
な
人
々
t
よ
っ 

て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
社
会
経
済
史
学
.の
他
の
反
面
で
あ
る
構
造
的
転
移
に
つ
い 

て
は
直
接
触
れ
て
居
ら
れ
な
い
。
し
か
し
多
元
的
な
史
的
要
素
と
複
雑
な
出
来 

市
の
中
で
的
確
に
、
調
和
を
も

■
.

っ
て

'
社

会

経

済

史

像

を

描

き

あ

げ

る

か
ど
う
か 

と 
一_ム
う
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
著
渚
の
行
間
か
ら
充
分

察
知
で
き 

る
。第

三
章
中
世
中
期
お
よ
び
後
期
の
経
.済
発
展
は
、
第
一
節
政
治
的
発
展
の 

概
要
を
も
っ
て
始
ま
る
。
 

.

ョ
ー
ロ
ツ
パ
史
の
中
で
主
要
な
地
位
を
し
め
る
ド
イ
ツ
経
済
史
又
は
経
済
制 

度
史
は
、
国
制
史(verfassungsgeschichte)

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

こ
の 

こ
と
は
封
建
制
度
、
領
主
制
度
、
等
族
国
家
、
絶
対
主
義
国
家
等
の
経
済
制
度 

を
扱
う
場
合
不
可
避
的
に
こ
の
問
題
に
つ
き
あ
た
る
こ
と
で
証
明
さ
れ
よ
う
。

中
世
に
国
家
が
存
在
し
た
か
否
か
？

に
っ
い
て
は

p

B
e
l
o
w

以
来 

.論
議
さ
れ
て
き
た
が
、

こ
こ
で
は
中
世
ヒ
お
け
る
領
土
国
家(FHChenstaat) 

や
南
欧
の
ポ
デ
ス
タ(podes s

や
シ
ニ
ョ
リ
ア

(
signoria)

に
よ
る
都
市
国 

家
の
変
遷
が
北
欧
の
都
市
同
盟(

ハ
ン
ザ
同
盟)

や
フ
ラ
ン
ド
ル
の
政
治
形
態 

又
は
ス
イ
ス
の
そ
れ
と
対
照
的
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
社
会
に
対
応
し
て
、
第
二
節
で
は
農
民
社
会
の
十
二 

.
三 

世
紀
に
お
け
る
展
開
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
封
建
体
制
の
西
編
成
の
.時
期 

に
お
い
て
の
政
治
権
力
の
国
家
の
上
部
へ
の
集
中
と
経
済
的
諸
権
利
の
下
部
へ 

の
定
着
は
、

い
わ
ば
近
世
へ
の
ニ
ュ
ー
•
フ
ュ
ゥ
ダ
リ
ズ
ム
の
序
^1
で
あ
り
、
 

領
主
制
の
改
変
が
始
ま
る
。
著
者
はH

ル
べ
以
東
の
グ
ー
ッ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を 

そ
の
よ
う
な
も
の
.と
し
.て
扱
わ
れ
て
い
る
。

第

三
節

の

都

市(

中
世
都
市)

は
い
わ
ば
著
者
の
最
も
ア
ッ
ト
•
ホ
ー
ム
な 

(

上
原
瑪
禄
先
生
は
中
世
社
会
に
っ
い
て
語
ら
れ
る

時
よ
く
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ 

る)

論
述
の
場
で
あ
る

。

.

著
者
が
、.
.マ
ッ
ク
ス
•
ゥ
ヱ
ー
バー

が
主
張
し
た
よ
う
に
都
市
の
普
遍
妥
当 

な

「

理
^
M」

は
存
在
し
な
い
と
云
わ
れ
る
時

'
か
つ
で
ナ
ル
フ
オ
ン
ス
.
.
ド 

丨
プ
シ
ユ
が
、

.マ
ッ
ク
ス
，
ゥ
ヱ
ー
バ
ー
や
ト

ー

ニ

ィ
に
対
し
て
、'「(

中
世
の) 

計
贵
的
経
済
精
神
は
マ
ッ
ク
：ス

.
ゥ
ヱ
ー
バ
ー
が
か
っ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
漸 

く
宗
教
改
革
の
と
き
に
、そ
れ
も
特
に
ヵ
ル
ヴ
ィ
ン
め
教
義
に
よ
っ
て
、十
六
世 

紀
に
新
し
く
成
立
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
し
か
に
十 

I
十
三
世
紀
に
あ
た
っ
て
ド
イ
ッ
に
存
在
し
て
お
り
、
か
っ
明
ら
か
.に
全
経
済 

遂
行
を
決

^
的
に
規
定
し
て
い
た

。

」
(Alfcus Dopsch, Herrschaft, u

n
d wauer 

in der deutschen Kaiserzeit. s. 207

丨20
8
)

.

(

上
原
#
禄

「

ド
イ
ツ
中
世
に
お

書

評

け
る
経
済
構
造
変
化
の
問
題
と
ド
ー
ブ
シ
ュ
教
授
の
問
題
意
識」

、

一
七
六
頁
。)

と
述
べ
た
よ
う
に
実
証
史
家
と
し
て
の
著
者
の
面
0
が
躍
如
と
し
て
い
る
。

iFluchtburg 

(

y
oR5

^
ロ 

、oauburg, 

H
e
r
r
e
n
b
u
r
g

 

(Dynastenburg) 

か
ら
商
工
業
都
市
に
至
る
ま
で
、
軍
政
と
経
済
及
び
ゥ
.ェ
ー
バ
ー
の
述
べ
る
よ 

う
な
西
涕
以
外
に
存
在
し
な
い
自
治
団
体(Gemeindeverband)

と
し
て
の

都 

市
の
特
徴
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
なselbstverwaltun

oq 

は

a
o
a
g
i
g
B-
fx
e
に
も
存
在
し
て
い
た(

ロ

ユ

迢
れ
ユ
awader, Dorfgeno- 

ssenschaft 

und 

Dorfgemei.nde, 

1962. S. 363.)

.と

す

る

と

荀
市
の
史
的
な 

デ
ィ
ナ
ミ
ズ
ム
ス
を
支
え
る
も
の
が
何
か
が
問
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ー 

-一，
ッ
ッ
の
述
べ
る
よ
う
な
中
世
商
人
の
冒
険
的
且
つ
革
命
的
な
史
的
な
役
割
や 

ッ
シ
フ
ト
闘
学
、

コ
ム
ー
ネ
運
動
の
中
で
の
経
済
飛
躍
が
都
市
の
自
治
に
与
え 

る
影
響
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
箸
で
あ
る
。

著
者
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
第
四
節
で
商
人
、
ギ
ル
ド
、
商
人
ギ
ル
ド
、
 

都

市

共

同

体(

三
◦
ニ
頁
以
下)

に
つ
い
て
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

.
第
五
節
の
商
業
圏
は
、
.そ
の
よ
う
な
形
で
第
六
節
の
商
業
の
意
義
を
規
定 

し
、
第
七
節
工
業
お
よ
び

ッ
ン
フ
ト
と
い
っ

た
商
品
生
産
の
実
質
的
な
ト
レ 

丨

ガー

の
描
写
が
与
え
ら
れ
石
。
‘そ
し
て
第
八
節
の
都
市
経
済
政
策
の
問
題
に 

進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は s

t
a
p
o

tre
cllt,

CQt
r
a
s
s
e
n
z
w
a
n
g
,

 

B
a
n
n
m
e
i
l
— 

r
e
c
h
t

 

.の
よ
う
な
封
建
的
.ッ
.ヮ
ン
ク
や
バ
ン
が

.論
せ
ら
れ
る
と
同
的
に
.
1
r
1i
: 

経
済
の
.ア
ゥ
タ
ル
キ

I
を
め
ぐ
っ
て
、
近
地
商
業
に
重
点
を
お
く
自
給
岛
足
的 

な

「

手

工

業

都
市」

と

「

輸

出

エ

業
.
遠

地

|^
業
都
市」

の
よ
う
に
自
由
な
都 

市
流
通
経
済
が
，実
現
し
て
行
く
。
著
者
は
近
世
に
お
け
る
マー

ヵ
ン
テ
ィ
リ
ズ 

ム
を

都

市

を

本

®.
、

.，周
域
の
農
村
を
植
民
地
に
み
た
て
る
と
原
理
的
に
は
中
世

ニ

ー

一

九

(

ニ

四

九

)



都
市
爵
政
策
に
等
し
い
と

述
べ
て
.い
ら
れ
る
。

(

三
八 
一
S
 

第
四
章
に

資
本
唐

が

.あ
て
ら
れ
て
い
る
。

本

書

が「

西
洋
古
代
•
中
世

経 

済
史J
と
云
う
題

名

で

.
あ

る
こ
と
か
ら
す
る
と
読
者
は
そ
の
理
解
に
と
ま
ど
う 

力
も
知
れ
な
い
。

だ
が
古
代•

中
世
社
会
の
経
済
を
現
代
か
ら
識
別
し
、
.そ
の 

.
発

展

.
性

を

確

か

め

る

意

味

で

も

資

本

主

義

を

論

ず

る

こ
と
は
こ
の
著

者

に

と

っ
 

て
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

■

'.第
一

節

資

本

主

義

の

概

念

に
っ
い
て

著
者
は
、
思
想
の
盲
点
に
っ
い
て
ゥ 

コ
丨
ハ
丨
批
羽
を
の
べ
て
い
ら
れ
る
。
思
想
家
は
屢
々
自
己
を
対
象
外
に
お
き 

立
論
す
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
経
済
学
と
は
経
済
学
者
に
だ
ま
さ
れ
ぬ
よ
う 

に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
提
言
者
は
自
己
が
だ
ま
す
侧
に
t
な 

い
と
云
う
立
場
に
立
っ
て
発
言
し
て
い
る
の
で
あ

る

。

ず
本
の
生
成
が
参
元
的
で
あ
る
よ
う
に
歴
史
的
に
は
資
本
主
義

(

経
済
制
度) 

も
ま
た
多
元
的
で
あ
る
。

_

ン

農
村
社
佘
で
は
子
を
生
む

「

元」

ま
た
は

「

■」

と
い
う
観
念
が
資
本
概
念 

の

源

で

あ

っ

た

と

著

者

は

の

ベ

て

い

ら

れ

る

。

へ
ー
ー
ー
八
宄
頁

)

こ
の
よ
う
な
形
で
資
本
主
義
の
主
体
的
条
件
と
し
て
の
資
本
主
義
精
神
と
客 

体
的
条
件
と
し
て
の
資
本
主
義
的
技
術
に
つ
い
て
著
者
は
言
及
し
て
い
る
。

+
U代
の
資
本
主
義
中
世
の
資
本
主
義
を
観
念
的
に
扱
う

こ
と
に
っ
き
、
第 

ニ

節

公

正

{|
1
格
、
徴
利
禁
止
の
経
済
性
を
論
じ
て
い
ら
れ
る
。
っ
ま
り
経
済 

が
倫
理
や
.価
格
の
抑
制
に
よ
っ
て
は
統
御
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
し
た
が

っ
.て
第 

ニ
ー
が
貨
胳
を
媒
介
と

し
て
経

済

が

-^
し
す
す
め
ら
れ
て

き
た

こ
と
に
，つ
い
て 

の
へ
て
I
る
。
第
四
節
の
資
本
家
に

つ
い
て
吾

々

は

W
I
一 

i
 

IP n
ature 

P
u

 

c
o
m
m
e
r
c
e

 

e
n

 

I

E
 1

7
5
5
.

の
著
者 

R
i
chard 

Cantillon 

女
史
の

一
四
o 

(

ニ
五
〇)

E
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r

 

(p. 

300
00)

を
想
起
す
る
。

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

フ
ッ
ガ 

丨
や
メ
チ
チ
を
あ
げ
、

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
広
義
の
怪
済
、 

と
し
て
い
わ
ゆ
る
資
本
家
の
源
流
に
入
れ
て
お
ら
れ
る
。

之
は
ま

さ

し

く

ゥ

X 

ベ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
な
げ
か
わ
し
い
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
歴
史
主
義 

と
は
そ
の
よ
う
な
形
で
非
歴
史
的
、
社
会
学
的
批
判
の
も
と
で
泡
己
展
開
を
と 

げ
る
運
命
に
お
か
れ
て
い
る
。
. 

.

.

‘最
後
に
こ
の
書Q

ぶ
ざ
つ
な
書
評
を
終
る
に
あ
た
っ
て
、
ラ
ト
ゥ
シ
ュ
や
リ 

ュ
ト
ゲ
教
授
が
そ
れ
ぞ
れ
の
創
意
を
示
し
乍
ら
も
、

フ
ラ
ン
ス
や
ド
ィ
ッ
の
そ 

れ
ぞ
れ
の
.学
界
の
研
究
史
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
西
洋
逄
済 

史
研
^
も
独
自
の
0-
究
方
向
ガ
こ
の
よ
う
な
著
作
に
よ
.っ
て
オ
リ
ユ
ン
テ
ィ
ー 

レ
ン
さ
れ
る
こ
と
を
祈
づ
て
や
ま
な
い
。

,
著
者
の
御
好
意
に
甘
え
、
暴
言
を
心
か
ら
お
わ
び
す
る
。

,
I1

九
六
七
年
十
二
月
八
日—

 

(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
.
<
|
5
.
四
三
七
頁
.
一
八
〇
〇
円)

徳
永
31

良
著

『

イ
ギ
リ
ス
.

賃

労

働

史

の

研

究
ノ

——

帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
展
開
I

』

飯

田

 

鼎

本
書
は
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
で
，あ
る
。
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
点 

の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
対
象
が
、
ィ
ギ
リ
ス
機
械
工
業
を
中
心
と
す
る
資
本
と
賃 

労
働
と
の
関
係
の
分
析
に
そ
の
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二 

に
、
そ
れ
は
、
そ
の
副
題
に
み
ら
れ
る
ょ
う
に
、
帝
国
主
義
段
階
、
す
な
わ
ち
、
 

一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
九
ー
〇
年
代
に
か
け
て
の
複
雜
多
岐
な
労
働
問
題
を
、
 

著
者
独
自
の
視
点
か
ら
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
•

，

従
来
、
外
国
の
労
働
問
題
の
研
究
と
い
え
ば
、
大
体
に
お
い
て
、
労
働
組
合 

な
い
し
労
働
運
動
の
歴
史
的
記
述
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
ゥ
ュ
ッ
ブ
夫
妻
や 

コ
-丨
ル
等
の
歴
史
的
研
究
の
上
に
侬
拠
し
て
き
た
わ
が
_
の
研
究
水
準
の
制
約 

が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
、
.そ
の
ょ
う
な
制
約
を
打
破
し
、

ま
.さ
し 

く

「

帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
展
開」

(

傍
点
筆
者)

と
し
て
、
運 

動
の
蓝
抵
を
な
す
労
資
関
係
労
衝
市
場
質
金
構
造
と
そ
れ
と
の
関
係
に
つ 

い
て
、
機
械
工
業
を
中
心
と
し
て
分
析
を
試
み
て
い
る
。
読
者
の
便
宜
上
、

つ 

ぎ
に
主
要
な
S
次
を
か
か
げ
て
お
こ
う
。

序
章
自
凼
主
義
段
階
の
労
資
関
係

書

評

，

■
第
二
章
帝
国
主
義
段
階
の
労
資
関
係

(

概
説)

第
三
章
熟
練
の
変
質
と
労
務
管
理 

第
四
葷
労
働
市
場
と
賃
金
水
準 

第

五

章

質

金
構
造 

第

六

章

貨

金

形

態 

第
七
章
労
働
組
合
琿
動

.

■

第
八
章
結
論

本
書
の
内
容
を
以
上
の
よ
う
な
特
異
な
も
の
た
ら
し
め
た
契
機
に
つ
い
て
、
 

著
者
は
、

「

は
し
が
き」

に
お
い
て
の
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
な
か
な
か
示
唆 

に
富
み
、

い
わ
ば
本
書
の
成
立
の
動
機
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

著
者
は
ま 

ず
、

そ
の
労
働
問
題
研
究
へ
の
志
向
を
、

か

の

「

社
会
政
策
論
爭」

に
見
出 

し
、

そ
の
後
の
こ
の
論
#

の
発
展
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た「

出
稼
ぎ
型」

論
、
 

「

半
農
半
エ
型」

論
、.「

日
本
賃
労
働
史
論」

、

京

浜

工

業

地

帯

の「

労
働
市
場 

の
模
型」

等
の
実
証
的
•
理
論
的
研
究
に
刺
戟
さ
れ
な
が
ら
、

一
方
に
お
い
て
、
 

わ
が
国
労
働
問
題
研
究
に
固
定
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る「

型」

の
論
理
と
、
他 

方
に
お
い
て
根
強
い
政
治
至
上
主
義
的
な
労
働
問
題
研
究
の
態
度
に
た
い
し
て 

批
判
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
見
出
し
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
ま 

ず
笫
ー
に
、
B

一
 

国
の
労
働
運
動
に
は
そ
れ
特
有
の
性
格
が
あ
り
、
そ
の
国
の 

資
本
主
義
の
発
展
と
か
か
わ
っ
て
お
り
、
先
進
国
ィ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と
し
、
 

他
国
の
現
状
を
そ
れ
か
ら
の
偏
差
と
し
把
え
る
の
は
JE
し
く
な
い
。
㈡
帝
国
主 

義
段
階
の
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
問
題
を
、
理
論
を
ふ
ま 

え
て
ひ
と
ま
ず
-ti
l：
界
史
の
発
展
傾
向
を
つ
、き
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の 

地
位
を
確
定
す
る
こ
<と
の
觅
要
性
。

こ
の
二
つ
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
、

「

5J
V

一

四

一(

ニ
五
一)


