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中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
学
識
法
曹

{法ぴ〉クレオ ル〉と主体的法形成の柿究へのアプロ ヂ(， ) 

は
じ
め
に

中
世
・
近
世
ト
イ
ツ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
口
!
?
法
の
継
会
」
は
、

歴
史
卜
の
法
耕
一
主
現
象
の
う
ち
ご
肢
も
よ
く
研
究
さ
れ
て
き
た
も
の
の
一

一
つ
で
あ
る
。
現
代
世
界
に
お
け
る
法
の
相
句
作
用
や
法
の
溶
融
現
象
を
、

「
継
受
」
と
い
う
狭
い
枠
に
限
山
せ
ず
に
与
え
る
際
に
も
、
こ
の
肘
史
的

事
象
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
多
く
あ
る
と
忠
わ
れ
る
c

「口

1
7
法
の
継
受
」
研
先
白
休
が
、
政
に
し
ば
ら
く
削
か
ら
こ
の
現
象

を
法
と
そ
の
担
い
手
の
「
学
問
化
」
の
侃
点
か
ら
と
ら
え
、
ル
ル
命
題
の
受

存
に
と
と
ま
ら
な
い
幅
広
い
変
化
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
ど

、
え
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

従
来
中
川
末
期
す
な
わ
ち
一
ー
カ
世
紀
彼
半
か
ら
本
格
化
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
「
口

1
7
法
の
粧
受
」
現
象
が
、
実
は
既
に
中
世
中
期
以
来
弘
一

出

正

f事I

日

行

L
ド
イ
ソ
の
法
牛
前
に
現
実
的
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
際

に
救
会
法
と
教
会
組
織
が
大
き
な
役
剖
を
果
た
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点

3
一

の
確
認
は
一
口
世
紀
後
半
の
継
受
研
究
の
重
臣
な
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
応
し
て
、
今
や
事
態
は
「
口

l
マ
誌
の
継
受
一
で
は
な
く
、
教
会
法

も
合
め
た
「
学
説
法
の
継
受
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
適
切
と
な
ワ
た
じ
こ
の

「
学
識
法
の
紋
受
」
へ
の
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
そ
の
人
的
側
而

と
し
て
の
学
識
法
自
に
つ
い
て
、
ド
イ

y
に
お
け
る
最
近
の
研
究
成
果
を

伴
認
す
る
の
が
、
こ
の
小
一
仙
の

H
的
で
あ
る
じ

そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
な
か
ん
ず
く
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
近
年
進
反
し
て

き
た
中
世
大
学
に
関
す
る
社
会
史
的
附
究
を
多
く
求
。
冊
、
し
て
、
そ
こ
か
ら

Af 

学
識
法
曲
川
の
存
存
形
態
に
つ
い
て
情
報
を
得
る
こ
と
と
す
る

7
説
法
は
、

基
本
的
に
は
大
学
で
教
え
ら
れ
学
ば
れ
る
法
で
あ
り
、
ザ
識
は
背
の
歴
史

は
大
学
の
歴
史
と
切
り
離
し
え
な
い
c

大
学
史
は
多
く
創
v

止
何
同
年
な
ど
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叶究ノ ト

の
記
念
ー
や
コ
仙
念
れ
事
を
き
っ
か
け
に
古
か
れ
る
た
め
、
か
つ
て
の
大
F
J子

史
叙
述
は
、
往
々
に
し
て
当
該
大
川
了
の
過
士
を
美
化
す
る
こ
と
に
何
玉
、

ま
た
個
別
の
大
学
だ
け
の
観
察
に
終
始
し
て
他
大
学
と
の
比
較
や
諸
大
学

全
休
に
か
か
わ
る
大
き
な
配
置
に
は
、
正
豆
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ

た
。
泣
刊
の
社
会
史
的
ト
入
学
史
研
究
は
こ
う
し
た
欠
凸
の
比
服
に
努
め
て

い
る
つ
ま
た
、
そ
れ
ら
の
新

ν

い
研
究
は
、
方
法
的
に
は
プ
ロ
ノ
ポ
グ
ラ

フ
ィ

1
(人
物
史
)
の
手
法
を
多
〈
肘
い
、
日
了
拾
登
録
簿
云
与
コ
す
-
な

と
を
史
料
と
し
て
、
学
生
や
教
師
の
山
由
門
家
族
親
族
関
係
、
勉
学
、

学
位
、
役
職
履
附
な
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
そ
う
し
た
デ

1
タ
が
、

学
識
法
古
門
の
十
行
夜
形
態
を
解
明
す
る
際
に
も
市
要
で
あ
る
こ
と
は
=
ロ
う
ま

で
も
な
い
。
ど
ん
な
人
が
、
と
こ
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
の
数
、
ど
の
よ
う
な

大
学
で
法
学
を
学
ん
で
い
た
の
か
。
そ
し
て
大
学
を
去
っ
た
絞
、
と
こ
へ

向
か
い
、
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を
粁
験
し
、
と
の
よ
う
な
ぬ
で
と
の
よ

う
な
日
動
を
し
て
い
る
の
か
c

こ
う
し
た
問
い
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
か
ら
百
え
る
の
は
ど
こ
ま
で
か
。
本
稿
は
、
学
識
法
継
受
研
究
の
基

礎
作
業
と
し
て
、
ま
ず
そ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

な
お
、
本
一
悩
は
同
期
的
に
は
一
一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
末
ま
で
の

中
位
校
期
を
中
心
と
す
る
つ
ま
た
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
ド
イ

y
」
は
、

基
本
的
に
神
聖
ロ

l
マ
帯
同
の
ア
ル
プ
ス
以
北
部
を
巳
味
し
、
今
円
の
ド

イ
ツ
連
邦
共
和
回
以
外
に
、
オ

l
ス
!
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
チ
ェ
コ
、
オ
ラ

ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
な
と
を
も
含
む
。

ItiJと58(3・286)1352 

ド
イ
ツ
外
の
大
学
と
ド
イ
ツ
出
身
学
生

一
二
世
紀
以
後
、
教
師
や
学
生
の
川
体
と
し
て
の
K
U
J
と
い
う
シ
ス
テ

ム
が
丙
，
小
川
界
に
な
場
し
、
ボ
ロ

i
ニ
ャ
や
パ
リ
と
い
っ
た
最
十
川
の
大
学

に
続
い
て
、
多
く
の
地
内
で
大
学
が
誕
牛
し
た
の
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
す

べ
て
南
欧
や
西
欧
に
げ
地
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
学
的
設
ウ
は

一
一
川
八
年
の
プ
ラ
ハ
ト
入
学
創
設
を
刊
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
以
前
か
ら
、
多
く
の
ド
イ
ツ
山
身
の
学
ぺ
が
ド
イ

y
外
の

大
学
へ
赴
き
、
そ
こ
で
勉
学
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
c

も
っ
と

も
、
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の
諸
大
学
に
つ
い
て
は
、
中
世
の
、
ι子
籍
九
伝
説

簿
が
ほ
と
ん
ど
伝
存
し
て
お
ら
ず
、
ブ
ロ
ソ
戸
グ
ラ
フ
ィ
!
の

T
法
を
用

い
た
研
究
に
は
困
輸
が
伴
う
c

こ
こ
で
は
、
他
と
比
較
し
て
例
外
的
に
史

料
状
況
の
よ
い
ボ
ロ

1
ニ
ャ
大
学
法
学
部
に
つ
い
て
、
段
近
の
ン
ュ
ム
ソ

バ一

ツ
の
研
究
に
よ
り
つ
つ
、
概
観
す
る
。

ポ
ロ
ニ
ャ
ト
八
千
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
同
郷
阿

E
E
の
史
料
が
よ

く
残
っ
て
い
る
た
め
、
既
に
以
前
か
ら
詳
し
い
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
ン
ユ
ム

y
ツ
は
、
一
六
五
年
か
ら
一
川
一
五
年
ー
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
、
ボ
口

l
ニ

7
巾
(
コ
ム

l
ネ
)
関
係
の
史
料
な
ど
も
あ
わ
せ
て



用
い
亡
、
更
に
多
く
の
ド
ィ
ソ
人

7
生
を
検
山
し
た
の
す
な
わ
ち
、
彼
は

ド
イ
ツ
川
郷
同
の
記
録
か
ら
加
ら
れ
る
宇
例
の
約
一
五
倍
、
総
数
二
一
ー
ハ

ロ
一
人
の
学
刊
を
同
定
し
た
の
で
あ
る
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
阿
郷
同

に
加
入
登
録
し
て
い
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
人
学
生
が
多
数
十
行
十
忙
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
。

{法ぴ〉クレオ ル〉と主体的法形成の柿究へのアプロ ヂ(， ) 

学
牛
の
出
身
地
は
、
九
体
の
二
分
の
一
の
学
牛
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
の

同
定
が
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
明
ら
か
に
な
る
の
は
山
生
地
で
は
な

く
、
教
会
の
聖
職
拡
を
得
て
い
た
地
内
で
あ
る
、
と
い
う
ケ

l
ス
も
多
い

が
、
学
説
法
曹
の
広
が
り
を
与
え
る
場
合
に
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
社
会
的

山
身
地
の
方
が
よ
り
重
臣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
具
体
的
な
山
身
地
点

と
し
て
は
、
司
教
都
市
ゃ
ん
き
な
委
事
会
教
会
山
市
民
共

5
Z
の
所
社
地

な
い
し
そ
の
周
辺
が
多
く
、
特
に
一
一
村
紀
の
聞
は
そ
の
傾
同
が
顕
昔
で

あ
る
の
一
阿
世
紀
以
後
に
な
る
と
他
の
地
点
も
多
く
登
場
し
て
く
る
が
、

そ
れ
で
も
司
教
都
巾
な
と
の
重
要
性
は
持
続
す
る
c

地
域
的
に
見
れ
ば
、

一
一
世
紀
に
は
、
ト
ラ
イ
ン
、
中
ラ
イ
ン
、
下
ラ
イ
ン
と
い
日
た
ラ
イ
シ

川
沿
岸
地
方
か
ら
、
多
く
の
学
生
が
や
っ
て
点
て
お
り
、
そ
れ
も
ラ
イ
〆

左
岸
の
後
述
の
い
わ
ゆ
る
「
引
長
の
ヨ
口

y
パ
」
出
身
長
が
多
数
見
ら

れ
る
っ
こ
れ
に
対
し
て
、
凶
刊
紀
以
徒
に
な
る
と
平
は
り
広
く
ド
イ

y

全
体
に
地
域
的
山
身
が
拡
大
す
る
。
そ
し
て
一
川
世
紀
後
半
と
一
カ
世
紀

初
め
に
は
、
ト
ラ
イ
ン
、
中
ラ
イ
ン
地
方
的
山
身
者
が
む
し
ろ
後
退
す
る
c

こ
れ
ら
の
地
内
の
苧
月
は
ボ
ロ

1
ニ
ャ
で
な
く
、
こ
の
間
設
守
さ
れ
た
ド

イ
ソ
の
諸
大
川
了
な
と
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

h

初
期
に
お
け

る
司
教
都
巾
の
重
要
性
が
一
ボ
す
よ
う
に
、
山
身
地
に
閉
し
て
は
権
力
所
す

地
と
の
結
び
つ
き
が
兄
ら
れ
、
こ
れ
は
他
vJ
子
市
の
学
生
と
比
べ
て
特
徴
的

で
み
の
る
c

学
牛
の
社
会
的
出
白
は
、
七
六
三
人
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
の
制
定
が
可

能
で
あ
る
J
っ
ち
一
凶
七
%
が
卜
級
貴
族
、
石
九
三
%
が
下
級
貴
族
、

あ
わ
せ
て
じ
凶
出
が
貴
族
身
分
に
同
す
る
c

同
定
可
能
な
人
聞
の
数
が
ん
中

体
の
小
で
少
な
い
こ
と
、
お
よ
び
当
校
な
が
ら
身
分
が
伺
い
方
が
制
定
し

や
す
い
こ
と
を
考
置
し
て
も
、
貴
族
の
数
が
多
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

残
る
二
ハ
出
は
市
民
身
分
出
身
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
支
配
占
や
買
肢

の
刊
界
と
援
{
を
持
つ
よ
う
な
卜
暦
巾
民
が
大
き
な
割
か
け
を
ト
門
め
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
全
体
の
傾
山
と
し
て
、
も
と
も
と
身
分
が
は
問
く
、
持

h
h使
の
中
心
に
近
い
よ
う
な
人
間
が
、
学
生
と
し
て
ポ
ロ

l
ニ
ャ
に
来

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る

と
こ
ろ
で
以
上
の
山
生
階
層
に
よ
る

R
別
と
は
別
に
聖
戦
者
か
俗
人
か

と
い
う
区
別
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
c

こ
の
内
…
が
刊
明
す
る
約
一
七

0
0

人
り
っ
ち
、
実
に
九
九
%
は
広
い
意
味
で
の
単
職
者
で
あ
り
、
俗
人
は
わ

ず
か
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
も
巳
ろ
ん
こ
こ
で
い
う
ぷ
い
玄
味
で
の
型

峨
者
は
、
伝
者
の
ケ
ア
や
宗
教
儀
式
に
と
し
て
心
を
向
け
る
占
た
ち
ば

北法58(3.287) 1353 
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か
り
で
は
な
い
υ

特
に
貴
族
山
身
者
を
中

L
に
、
世
和
的
心
性
を
持
ち
続

け
た
者
も
多
か
っ
た
。
ま
た
低
位
の
叙
階
し
か
受
け
な
か
っ
た
省
は
還
俗

も
可
能
で
あ
り
、
家
門
的
事
情
な
と
を
珂
白
に
実
際
に
理
俗
す
る
ケ
ー
ス

も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
絞
山
川
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会

P
E
E三
王
や

共
住
参
事
会
教
会

R
E
r
m
E門

2
5
の
メ
ン
バ
ー
に
は
こ
の
神
的
聖
職
告

が
数
多
く
九
円
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
っ
こ
う
し
た
聖
職
者
宇
生
は
ポ

口
1
ニ
ヤ
ヘ
来
る
前
、
あ
る
い
は
ボ
ロ

1
ニ
ャ
出
存
中
に
救
会
聖
職
椋
を

獲
得
す
る
骨
が
多
か
っ
た
聖
職
禄
で
学
費
や
市
化
合
を
ま
か
な
う
の
は
、

中
山
大
学
に
お
い
て
出
く
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
ワ
た
。
こ
の
よ
う
に

ド
イ
ツ
山
身
守
生
の
場
合
、
広
義
の
申
職
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
い

う
状
況
は
、
既
に
以
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
シ
ユ

ム
y
ツ
の
研
究
は
拡
大
さ
れ
た
史
料
的
基
礎
の
L
L

に
そ
れ
を
改
め
て
確
認

し
た
の
で
あ
る
。

次
に
ボ
ロ

l
ニ
ャ
を
訪
れ
た
ト
イ
ツ
出
身
学
牛
数
の
変
遷
に
つ
い
て
、

ン
ュ
ム
ソ
ツ
は
一
一
六
青
年
か
ら
八
八
年
、
一
一
八
九
年
か
ら
一

五
カ
午
、
二
一
立
六
A
ー
か
ら
一
阿
一
立
年
の
一
つ
の
期
間
に
分
け
て
考
察

す
る
。
第
一
期
は
学
一
川
数
の
お

J

き
に
よ
っ
て
特
霞
づ
け
ら
れ
、
第
一
期
の

初
め
に
来
訪

7
生
数
は
同
点
に
注
す
る
そ
の
佐
一
阿
世
紀
の
半
ば
に
近

づ
く
に
つ
れ
て
減
少
傾
F

川
が
顕
著
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
第
一
期
は
全
体

と
し
て
は
ド
イ
ソ
出
身
学
牛
の
米
訪
の
点
で
大
学
の
成
功
と
繁
栄
の
時
期

ー
と
し
亡
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
υ

そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
期
は
、
第

一
則
後
半
の
減
少
傾
向
を
引
き
継
い
で
、
い
わ
ば
依
位
交
ハ
疋
の
時
別
で
あ

る
〕
イ
タ
リ
ア
の
他
大
学
と
の
故
中
や
、
こ
の
時
期
T

イ
ツ
で
設
i

止
さ
れ

た
卜
入
学
と
の
関
係
で
、
ポ
ロ

1
ニ
ャ
大
学
で
の
法
学
学
則
自
は
、
先
わ
す
る

時
期
に
持
っ
て
い
た
よ
う
な
魅
力
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
じ
し
か
し
、
学
牛
殺
は
凶

0
0年
ご
ろ
に
底
を
打
っ
た
筏
、
一
甘
世

紀
前
半
に
は
や
や
凶
復
す
る
。
こ
れ
は
、
イ
タ
リ
ア
諸
大
学
に
お
け
る
人

丈
土
表
的
教
育
の
魅
ル
と
と
も
に
、
法
学
学
習
の
而
で
従
心
不
ζ

は
追
っ
た

学
習
コ

1
ス
が
取
ら
れ
始
め
た
こ
と
を
示
略
す
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ

y
に

ItiJと58(3・288)1354 

お
け
る
諸
大
?
の
存
存
を
前
提
に
、
ド
イ
ツ
で
自
市
川
学
長
の
勉
f
J

子
や
法
学

的
途
中
ま
で
の
勉
学
を
す
ま
せ
た
後
、
ボ
口
ニ
ャ
な
ど
イ
タ
リ
ア
町
大

学
で
法
、
子
学
省
を
完

f
し
て

F

干
位
を
取
得
す
る
、
と
い
う
コ
ー
ス
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ト
イ

y
に
多
く
の
大
学
が
で
き
た
後
で
も

イ
タ
リ
ア
で
の
勉
学
は
な
お
意
味
を
失
わ
な
か
っ
た
と
与
え
ら
れ
る
の
で

あ
るト

入
学
に
お
け
る
勉
f
j

子
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
学
位
取
得
に
つ
い
て
の

シ
ユ
ム
ッ
ツ
の
両
者
結
果
を
紺
介
し
よ
う
c

法
学
部
の
T
K
式
的
最
終
宇
佐

は
博
上

E
E
)円
で
あ
る
が
、
博
士
号
の
取
得
の
た
め
に
は
、
「
数
料
や

儀
式
費
用
な
ど
で
取
得
者
が
多
額
の
負
担
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
博
上
号
と
同
様
に
万
同
教
授
資
格
を
得
ら
れ
る
一
5
2
t
2
5
の
取
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得
に
と
と
め
る
首
が
数
多
く
存
在
し
た
り
こ
こ
で
は
州
者
を
ま
と
め
て
扱

う
と
、
全
体
で
一
六

O
一
人
的
学
ぺ
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
平
位
を
取
得
し

た
こ
と
が
判
明
す
る
の
は
一

O
人
で
、
全
体
の
わ
ず
か
一
・
五
%
に
す

ぎ
な
い
、
す
べ
て
の
学
位
取
得
者
を
把
揮
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を

肋
案
し
て
も
、
こ
れ
は
非
常
に
低
い
比
半
で
あ
る
c

し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
状
況
は
後
出
の
ド
イ
ツ
品
大
学
に
お
い
て
も
共
通
で
、
中
川
刊
の
ト
八
学
に

お
い
と
は
広
〈
見
、
り
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
c

中
世
大
学
で
は
、
き
わ
め
て

多
く
の
学
生
が
学
位
を
符
ず
に
大
川
了
か
ら
去
を
消
し
て
お
り
、
そ
、
つ
し
た

学
位
を
得
な
い
学
生
の
方
が
殺
の
で
は
か
え
っ
て
多
数
を
山
め
て
い
た

の
で
あ
る
n

そ
れ
で
も
大
学
へ
引
く
こ
と
に
は
体
ど
ん
な
窓
味
が
あ
る

の
か
、
一
つ
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
ポ
ロ
ニ
ャ
の
ケ
ス
で
見
て

も
、
品
J

位
も
取
得
せ
ず
、
あ
る
い
は
法
学
干
習
を
最
後
の
過
程
ま
で
進
め

な
く
と
も
、
何
ら
か
の
昼
休
は
あ
っ
た
ら
し
い
の
そ
う
で
な
い
と
多
〈
の

学
生
が
ボ
ロ

l
ニ
ャ
を
訪
れ
た
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
法
り
ヂ

学
習
の
中
途
ま
で
の
知
識
で
も
、
行
政
や
統
治
の
領
域
に
お
い
て
他
か
ら

際
立
つ
よ
う
な
活
動
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

学
作
の
分
野
に
つ
い
て
見
る
と
、
教
会
法
が
約
八
一
%
、
口

1
7
法
が

約
一
八
お
で
あ
る
(
両
法
の
、
子
位
を
得
た
者
が
川
人
、
主
体
の
三
%
い
る

が
、
ン
ユ
ム
ッ
ツ
は
教
会
以

U

!

?
法
以
ん
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
)
。

学
生
の
大
半
卜
が
広
い
意
味
で
の
県
職
者
で
あ
2

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ

の
結
果
は
あ
る
と
旦
味
で
F

川
然
で
あ
る
υ

ま
た
、
村
公
的
山
川
山
と
の
関
係
で

は
、
宇
佐
取
得
長
の
う
ち
で
貴
族
的
占
め
る
割
合
が
、

ωJ生
全
体
に
比
べ

る
と
低
く
な
り
、
非
貴
族
の
制
合
が
高
く
な
る
こ
の
所
見
は
、
身
分
の

両
い
人
山
は
い
J

了
位
取
得
に
そ
れ
ほ
と
重
き
を
聞
い
て
い
な
い
こ
と
を
一
出
す

も
の
と
し
て
お
そ
ら
く
僻
釈
で
き
る
も
の
で
あ
る
c

以
卜
の
よ
う
な
、
ン
ユ
ム

y

y
の
研
究
結
果
は
、
九
平
林
と
)
て
、
こ
れ
ま

で
既
に
知
ら
れ
て
い
た
特
徴
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
従
点
よ
り

払
ト
八
さ
れ
た
史
料
的
基
盤
と
新
し
い
大
学
史
附
究
の
問
地
思
議
に
よ
っ

て
、
ボ
ロ

l
ニ
ャ
大
学
法
学
部
に
リ
了
ん
だ
ド
イ
ツ
人
学
ぺ
に
つ
い
て
、
知

見
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
、

シ
ュ
ム

y
ツ
が
扱
一
っ
た
矧
川
よ
り
後
町
時
期
に
つ
い
て
は
、
一
回
二
ハ

刊
か
ら
一
石
じ
丘
午
ま
で
を
対
象
に
、
総
数
六
川
口
人
の
現
在
の
オ
ラ
ン

ダ
山
身
学
生
の
イ
タ
リ
ア
諸
大
学
に
お
け
る
勉
学
と
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア

を
調
音
し
た
、
一
ア
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
の
附
究
が
あ
る
c

一一地

h
同
身
の
学
生

に
限
定
さ
れ
た
検
討
で
あ
り
、
同
期
的
に
も
我
々
が
対
象
と
す
る
時
代
を

越
え
て
一
六
世
紀
に
入
り
こ
む
も
の
で
あ
る
う
え
、
ル
ル
ザ
以
外
の
学
牛
を

も
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
シ
コ
ム

y
y
の
研
究
と
の
比
較
は
縦
し
い

曲
が
あ
る
が
、
法
w円
J

、
子
生
に
、
げ
は

H
し
つ
つ
以
下
で
概
観
す
る

イ
タ
リ
ア
ぷ
卜
人
宇
の
史
料
か
ら
検
出
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
山
身
学
生
は
、

イ
タ
リ
ア
の
大
，
ヂ
の
う
ち
で
は
、
特
に
パ
ド
ヴ
ァ
、
ボ
口

l
ニ
守
、
ブ
ェ

北法58(3-28:>)1355
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ラ
1
ラ
、
シ
エ
ナ
の
凶
卜
入
学
を
多
く
訪
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア

以
外
に
も

f
イ
ツ
、
次
い
で
そ
れ
よ
り
数
は
少
な
い
が
フ
ラ
ン
ス
の
諸
大

学
を
も
訪
れ
て
お
り
、
中
で
も
地
理
的
に
近
い
ル

l
ヴ
ァ
ン
、
ケ
ル
ン
の

両
卜
入
学
で
も
勉
v平
し
て
い
る
学
生
が
多
く
、
こ
れ
ら
州
大
v平
で
学
ん
だ
筏

に
イ
タ
リ
ア
の
諸

k
学
へ
現
れ
る
ケ
ー
ス
が
数
多
く
見
ら
れ
る
υ

こ
れ
は
、

ン
ユ
ム
ッ
ツ
が
一
石
世
紀
初
め
に
つ
い
て
指
摘
し
た
傾
向
が
そ
の
後
も
持

続
し
と
い
る
こ
と
を
一
不
す
も
の
で
あ
ろ
う
c

検
討
対
象
と
な
る
学
生
総
数

の
う
ち
、
一
一
括
は
何
を
学
ん
だ
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
あ
と
は
、
法
学

が
約
冗
一
%
、
医
学
が
約
三
一
%
、
山
山
学
会
が
一
%
、
村
学
は
約
二
%

で
あ
る
、
学
ぺ
の
地
冗
に
近
い
ア
ル
プ
ス
以
北
の
諸
卜
八
日
J

了
の
場
九
門
は
自
由

学
会
的
平
生
が
ト
八
千
を
1
U
め
て
い
た
こ
と
と
比
蚊
す
れ
ば
、
ト
級
学
部
、

そ
れ
も
法
学
と
医
学
の
数
の
多
さ
が
明
ら
か
で
あ
る
ハ
ボ
ロ
ニ
ャ
大
F

干

法
学
部
に
お
い
て
は
、
一
五
世
紀
末
に
多
く
の
苧
川
が
訪
れ
て
お
り
、
全

般
に
も
は
川
じ
時
期
に
法
学
学
刊
の
増
加
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
法
学

の
学
件
取
得
の
而
で
は
、
五
刊
紀
が
進
む
に
つ
れ
て
、
救
会
法
単
独
の

学
位
を
取
得
す
る
う

I
ス
が
次
第
に
減
生
し
て
い
き
、
立
一
五
年
以
後

に
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
す
る
。
対
出
し
て
一
五
位
紀
中
は
口

1
7
法
単
独
の

学
位
を
山
収
得
す
る
者
が
附
加
す
る
が
、
一
ハ
位
紀
に
は
両
法
の
平
位
を
山
収

得
す
る
学
生
が
忽
憎
し
、
五
一
五
年
以
後
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
ケ
ー
ス

と
な
る
c

全
体
と
し
て
は
口

1
7
法
リ
ヂ
習
の
比
重
が
増
大
し
て
い
く
こ
と

を
不
す
デ
ー
タ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
υ

ItiJと58(3・2以))13引1

学
作
取
得
平
は
全
体
で
約
五
八
出
に
遣
し
、
ン
ュ
ム
ッ
ツ
の
附
究
と
の

比
較
で
は
注
目
に
値
す
る
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
タ
リ
ア
諸
大
学
で
は

多
く
の
場
合
、
ま
さ
に
学
位
取
得
者
の
リ
ス
ト
が
。
フ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

の
唯
の
史
料
で
あ
る
、
と
い
う
事
情
が
影
響
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か

ν

ド
イ
ツ
同
郷
川
関
係
の
史
料
が
残
る
ポ
ロ

l
ニ
ャ
大
学
法
学
部
で
も
学

位
取
得
率
は
五
一
%
に
も
淫
す
る
。
一
ア
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
は
、
慎
重
な
態
度

を
維
持
し
つ
う
も
、
こ
の
時
期
の
イ
タ
リ
ア
諸
大
学
で
は
ア
ル
プ
ス
ロ
北

の
諸
大
学
と
比
べ
て
学
位
取
得
半
が
高
く
、
法
学
の
場
行
上
述
の
よ
う
に

ほ
と
ん
ど
五
つ
%
に
も
達
し
た
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
υ

時
期
的
に

は
一
六
世
紀
に
は
一
五
世
紀
と
比
べ
て
学
位
取
得
古
ー
が
1
昇
す
る

n

こ
う

し
た
所
見
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
大
F

干
を
訪
れ
る
こ
と
と
、
子
位
取
得

と
の
関
係
が
今
刊
の
感
覚
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

ン
ュ
ム
ッ
ツ
の
附
究
が
指
一
泊
し
た
よ
う
な
中
目
的
特
徴
を
逆
に
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
も
の
ト
y

二
百
え
よ
う
な
お
、
法
宇
の
学
位
に
お
い
て
は
、

--2コ
宮
古
切
の
重
要
性
が
次
第
に
減
少
し
て
、
そ
れ
で
は
も
は
や

l
分
と

は
見
な
さ
れ
な
く
な
り
、
多
く
の
場
合
号
2
2
タ
イ
ト
ル
を
取
得
す
る

よ
う
に
な
っ
一
た
。

学
ヰ
の
詳
し
い
山
川
身
地
に
つ
い
て
の
罰
金
は
、
都
内
化
の
進
ん
だ
ホ
ラ

ン
ト
伯
領
や
中
心
都
市
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
持
つ
ユ
ト
レ
ヒ
ト
川
教
領
南
部
か
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ン地〆西伯ゆら
ス方ス行]S 領る多
よかの問なゃく
りらオ身どかの
イはルでオな学
タ法レ法ラ if !] 

リ学ア学ンのが
アをンをダ畑出
を学大学西悶て
好ぷ学ぼ古]S がお
ん二学へうか認、り
だ":'!I 向とらめ

がかすはらま
多うる医れた
くの首学る都
出にはをこ巾
ておIイ学との
おしタぷをサ
t) 亡リ学不イ
、 、 ア !I す 4 ズ

*オょが、と
部ラ f) 多ま J了

山ンもくた生
身ダむ出、数
省東して 7トの
は filjろおラ開
プグ) 7 りンに
ラ言昔ラ 、 l も

学
中
の
社
会
的
北
円
以
尽
に
つ
い
て
、
一
ア
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
は
、
ま
ず
ト
八
学
関

係
史
料
の
川
山
法
か
ら
、
全
体
を
貴
校

EE--目
、
「
宮
田
仲
間
者
」
丘
〈

3
、
「
貧

附
者
」
三
三
》
雪
の
今
一
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
、
期
間
全
体
に
つ
い
て
の
制

白

人
円
は
そ
れ

F
れ
、
約
一
一
括
、
約
八
口
出
、
約
九
出
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

貴
族
の
数
は
ハ
刊
紀
に
か
け
て
培
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
彼
ら
の
ほ
と

ん
ど
(
約
八
六
%
)
は
法
学
を
学
ん
だ
が
、
学
位
取
得
本
は
対
象
学
ヰ
全

体
と
大
差
な
く
、
や
は
り
一
六
世
紀
に
半
が
上
吋
す
る
一
方
「
貧
困
者

一お

の
数
は
ア
ル
プ
ス
以
北
の
品
大
学
と
比
べ
て
少
な
い
更
に
、
社
会
断
層

に
よ
る
同
八
刀
と
し
て
、
貴
族
、
巾
い
町
、
そ
の
他
の

V
民
と
い
う
灰
分
が
な

さ
れ
、
市
民
は
更
に
都
市
貴
族
、
ト
層
巾
氏
、
下
回
市
民
に
一
パ
刀
さ
れ
る
c

こ
の

F
分
に
よ
り
川
出
を
同
定
で
き
る
の
は
、
主
体
の
約
丘
O
w
m
で
あ
る

が
、
法
学
を
ザ
ぶ
の
は
身
分
の
古
い
学
生
が
多
〈
、
貴
族
と
都
市
貴
族
で

法
学
同
了
刊
の
約
四
阿
%
を
占
め
る
。
ま
た
学
生
全
体
の
少
な
く
と
も
約
一

一
括
が
申
職
者
で
あ

以
L
L

の
所
見
は
、
員
旅
の
割
合
の
少
な
さ
、

聖
職
者
の
割
ム
い
の
少
な
き
な
ど
の
点
で
ン
ユ
ム
ソ
ツ
の
研
究
結
果
と
相
違

す
る
が
、
こ
れ
は
一
つ
に
は
テ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
が
オ
ラ
ン
ダ
諸
地
方
の
地

点
山
ん
史
料
か
ら
数
多
く
の
巾
民
出
身
学
牛
を
同
定
し
え
た
こ
と
に
よ
る
も

の
と
恩
わ
れ
る
c

対
象
、
と
す
る
川
代
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
、
っ
。

以
卜
の
よ
う
な
テ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
の
研
究
は
、
地
域
が
限
定
さ
れ
ど
お

り
、
そ
れ
も
後
述
す
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
最
も
先
進
的
な
地
ん
に
胤
寸

る
低
地
地
方
を
刈
象
と
し
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
で
も
一
五
世
紀
以
後
に
お
け
る
パ
チ
牛
の
イ
タ
リ
ア
で
の
勉
学
に
つ
い

て
多
く
の
情
報
を
り
え
、
シ
ユ
ム

y
ツ
が
扱
っ
た
時
代
以
後
の
発
展
傾
向

を
指
し
示
す
も
の
と
芹
え
よ
う

ド
イ
ツ
の
諸
大
学
で
の
勉
学

前
述
の
よ
う
に
、
南
欧
西
欧
に
比
し
て
ド
イ
ツ
で
は
大
学
の
成
す
が

握
れ
、
よ
う
や
く
一
一
四
八
引
に
ブ
ラ
ハ
に
大
学
が
設
守
さ
れ
た
ハ
ベ
ー

タ
1
・
モ
ラ
フ
は
、
南
欧
・
内
欧
を
「
年
以
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
、
中
欧
・

東
欧
・
北
欧
を
「
午
少
の
ヨ

I
ロ
ソ
パ
」
と
呼
ん
で
区
別
し
、
大
学
は
当

初
「
年
長
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
の
み
成
長
し
え
た
、
と
す
る
、
大
学
と
い

北法S8(3.291)13Si
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一
疋
の
社
会
的
・
主
化
的
出
境
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の

い
口
で
二
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
一
五
心
年
以
上
の
格
式
が
存
在
し
た
の
で

あ

る

ド

イ

y
に
お
け
る
大
学
の
歴
史
の
中
で
、
時
代
を
幽
し
た
干
要
な

事
件
は
、
二
一
七
八

1
に
勃
発
し
た
カ

1
リ
ッ
ク
教
会
的
大
分
裂
(
シ
ス

マ
)
で
あ
っ
た
ひ
そ
れ
以
前
に
は
、
「
年
少
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
の
諸
ト
入
学

は
必
ず

ν
も
順
調
に
発
反
し
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
一
二
ハ
丘
年
に
創
守
さ

れ
た
ヴ
ィ

1
ン
ト
入
学
は
、
そ
の
刊
慨
す
ぐ
に
い
わ
ば
休
肌
状
態
に
陥
っ
て
い

た
、
こ
れ
に
対
し
て
、
二
二
ー
仁
八
年
以
後
、
一
方
で
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
教

皇
を
支
持
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
諸
大
学
か
ら
教
師
と
学
生
が
ド
イ
ツ
ヘ
民

り
、
他
卜
々
で
、
支
持
者
処
得
の
必
要
に
氾
ら
れ
た
ロ

l
マ
と
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ

ン
の
両
教
皇
は
、
従
前
よ
り
存
易
に
よ
学
技
止
の
た
め
の
特
許
状
を
ι
J
え

る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
、
凶
刊
紀
上
小
か
ら
一
計
世

紀
初
め
に
か
け
て
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
(
一
一
八
五
す
て
ケ
ル
ン
二

一
一
八
八
引
)
、
エ
ア
フ
ル
T

二
三
九
一
年
)
、
ラ
イ
ブ
ソ
ィ
ヒ
二
川
口

九
年
)
、
ロ
ス
ト
ソ
ク
(
一
凶
一
九
刊
)
、
ル

1
ヴ
7

ン
(
一
同
一
青
年
)

の
諸
大
学
が
創
設
さ
れ
、
ヴ
ィ

l
〆
大
学
も
門
出
性
化
す
る
υ

史
に
そ
の

後
、
一
五
位
紀
後
半
に
な
っ
て
、
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ア
ル
ト
(
一
同
五
ハ
年
)
、

う
制
民
は
、

プ
ラ
イ
ブ
ル
ク
二
凶
計
七
刊
)
、
ハ

1
ゼ
ル
(
四
万
九
年
)
、
イ
ン
ゴ

ル
シ
ユ
タ
y
卜

二

凶

七

二

1
1
ト
り

l
ア
(
四
七
一
年
)
、

y
(
一
凶
ヒ
六
年
)
、
一
ア
ュ

l
ピ
ン
ゲ
ン

マ
イ
シ

(
四
七

t
年
)

の
諸
大
学
が

一
ハ
位
紀
初
頭
成
斗
の
ヴ
イ

y
テ
ン
ベ
ル
ク
(
一
五
つ
一
宇
)

と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
戸
オ
ー
ダ
ー
)
二
引
の
六
年
)
を
加
え
て
、
宗
救

改
革
前
の
T

イ
ツ
は
一
合
以
上
の
大
学
を
耕
し
た
の
で
あ
る

こ
れ
ら
ド
イ
ツ
の
大
学
は
組
織
形
態
と
し
て
は
、
神
学
、
法
"7、
医
V
J

了、

白
山
学
芸
の
凶
つ
の
宇
部
を
す
べ
て
備
え
た
四
学
部
剖
で
あ
っ
た

n

こ
れ

は
、
法
d

子
市
を
中
心
と
す
る
ボ
口

i
ニ
ャ
型
と
白
内
学
芸
お
よ
び
神
学
を

中
心
と
す
る
パ
リ
型
と
い
う
先
れ
す
る
一
つ
の
異
な
る
タ
イ
プ
を
融
合
さ

せ
た
も
の
で
あ
る
c

大
川
了
ζ

い
う
、
「
年
長
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
で
発
達
し

た
シ
ス
テ
ム
が
、
遅
れ
た
「
刊
少
の
ヨ

l
ロ
ソ
パ
」
へ
移
植
さ
れ
る
に
際

し
て
、
新
し
い
タ
イ
プ
が
牛
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
以

辺一

後
向
洋
の
ト
八
叫
J

組
織
に
ト
八
き
な
影
響
を
及
ば
す
こ
と
に
な
っ
た
c

も
っ
と

ItiJと58(3・292)135月

成
斗

L
、

も
、
そ
れ

F
れ
紅
会
的
背
景
を
宍
に
す
る
一
つ
の
型
を
細
み
合
わ
せ
る
の

は
作
易
で
な
く
、
同
学
部
型
が
定
着
し
た
後
も
大
学
内
部
に
は
強
い
緊
張

関
係
が
存
在
し
た
、
初
山
則
的
プ
一
フ
ハ
ト
八
学
に
関
す
る
モ

l
ラ
フ
の
議
論
は

込

こ
う
し
た
状
況
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
モ

1
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、
初
期

の
プ
ラ
ハ
大
学
は
確
か
に
一
つ
の
旨
】
己
ヨ
ヨ
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は

一
ワ
の
大
学

E-22Zω
が
存
在
し
た
。
発
足
当
初
は
法
制
大
学
だ
け

が
保
也
し
、
を
の
絞
法
科
大

F

干
と
自
同
学
芸
・
神
、
干
の
大
r
干
(
医
学
の
教

師
目
学
生
は
ブ
ラ
ハ
で
も
他
の
ド
イ

y
の
諸
l

入
学
で
も
ご
く
少
な
か
っ

た
)
の
一
平
構
造
が
現
出
す
る
、
両
者
は
、

一
三
六
心
作
以
前
に
は
そ
れ
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一
一
ハ

0
1以
後
は
一

1

U
に
交
り
に
人
的
学
頭
を
選
出
す
る
よ
う
に
な
る
そ
し
て
、
二
ニ
ー
ハ

八
年
ご
ろ
の
大
学
児
約
か
ら
は
、
単
一
の
大
学
を
創
出
し
、
法
科
ト
入
学
を

凶
学
部
の
ひ
と
つ
に
「
格
下
げ
」
し
よ
う
と
す
る
構
想
が
う
か
が
わ
れ
る

へ川一

が
、
こ
れ
は
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
c

す
な
わ
ち
、
二
一
七
一
刊
に
は
法

律
家
た
ち
が
分
離
し
、
こ
の
刊
か
ら
法
学
部
の
学
籍
登
録
簿
が
伝
存
し
て

お
り
、
お
よ
そ
完
全
に
残
っ
て
い
る
ヨ

1
口
y
パ
最
古
の
学
拾
の
笠
鋸
簿
と

し
て
、
ト
イ
ソ
ζ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
史
の
最
も
貴
平
な
史
料
の
一
?
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
〕
こ
う
し
た
が
梓
は
、
法
律
家
と
山
山
リ
干
芸
品
J

部

な
ど
と
の
社
会
的
背
肢
の
相
違
を
如
実
に
一
不
す
も
の
で
あ
る
υ

つ
ま
り
、

法
学
部
の
学

q
・
教
師
の
朴
会
的
問

U
は
、
一
日
出
ま
ム
の
学
生
な
と
と
比

較
し
て
は
る
か
に
口
く
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
川
出
、
子
会
学
部
出
身
の
品
J
M

を
い
た
だ
く
こ
と
は
お
よ
そ
耐
え
難
い
事
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
両
省

は
そ
も
そ
も
件

t
川
界
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た

こ
の
よ
う
な
、
大
リ
子
内
部
に
お
け
る
法
律
家
と
司
法
律
家
の
対
i

止
は
、

他
の
大
r与
で
も
見
ら
れ
た
の
ケ
ル
〆
大
学
で
は
、
そ
の
草
創
期
に
、
法
律

問

家
た
ち
と
他
の
一
今
学
部
が
大
学
規
約
を
め
ぐ
っ
て
対
止
し
た
。
ま
た
学
籍

登
録
の
際
の
で
約
の
丈
百
を
め
ぐ
っ
て
も
、
法
律
家
は
、
今
絞
い
か
な
る

身
分
に
達
し
た
と
し
て
も
大
学
の
ぷ
特
権
、
規
約
、
慣
留
な
ど
を
尊
重
す

る
旨
の
丈
百
を
人
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
抵
抗
し
た
パ

l
ゼ
ル
大
学
に

ぞ
れ
が
件
了
頭

2
♀

3
1を
選
出
し
亡
い
た
が

お
い
ご
も
、
法
律
家
は
、
法
学
部
州
心
で
法
学
学
止
か
ら
rj子
一
聞
を
選
ぶ
イ

タ
リ
ア
型
的
大
平
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
大
学
組
織
的
改
組
を
要
求
し
、
分

離
を
も
辞
き
な
い
態
度
を
一
ボ
し
た
コ
も
ワ
と
も
、
結
局
州
大
学
に
お
い
て
、

法
律
家
の
ギ
張
は
貫
徹
せ
ず
、
大
学
組
織
は
一
体
性
を
維
持
し
た
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
凶
学
部
型
的
ド
イ
ソ
の
諸
六
千
で
、
法

学
徒
と
他
の
成
員
の
川
に
存
ず
し
た
、
強
い
緊
螺
悶
係
を
証
言
す
る
も
の

で
あ
り
、

U
律
家
の
社
会
的
背
景
と
他
の
学
生
た
ち
の
社
会
的
環
境
の
必

差
を
一
ボ
す
も
の
で
あ
っ
た

き
て
、
こ
れ
ら
ド
イ
ツ
の
大
学
と
そ
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
学
籍
辛
料

簿
を
史
料
と
し
た
シ
ユ
ヴ
ィ
〆
ゲ
ス
の
包
析
的
な
削
究
が
あ
る
、
彼
は
、

一
一
一
八
五
年
か
ら
一
五

C
T
A
A川
ま
で
の
則
聞
を
対
象
に
、
学
籍
登
録
簿
が

残

る

三

の

大
r
干
に
つ
い
て
調
存
し
た
L
い
で
、
特
に
ケ
ル
イ
火
、
子
を
取
り

上
げ
と
詳
細
な
枚
討
を
加
え
た
り
こ
こ
で
は
、
そ
の
成
果
だ
け
で
な
く
他

の
研
究
を
も
ふ
ま
え
た
、
彼
の
一

C
C
一
引
に
公
表
き
れ
た
論
文
に
よ
り

つ
つ
、
概
観
す
る

シ
ユ
ヴ
イ
〆
ゲ
ス
は
、
プ
ラ
ハ
大
学
創
設
か
ら
一
五
一
口
年
ま
で
の
川

に
ド
イ

y
の
諸
ん
予
で
一

π万
以
!
の
学
川
登
録
が
れ
わ
れ
、
一
回
ヒ
ロ

刊
代
以
筏
は
多
い
午
に
は
年
に
三

0
0
0
の
引
規
笠
録
が
ノ
汀
わ
れ
と
し
、

一
カ

0
0年
頃
に
は
イ
ツ
令
体
で
約
一
万
の
μ了
止
が
存
十
忙
し
た
で
あ
ろ

日一

う
と
折
定
し
て
い
る
c

こ
う
し
た
数
怖
を
、
学
籍
登
録
簿
が
ド
イ

y
の
よ

北法58(3.29:;) 1359 
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う
に
よ
く
残
っ
て
い
な
い
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
な
と
と
比
較
し
て
と
の

よ
う
に
評
価
す
る
か
は
縦
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
ン
ユ
ヴ
ィ
ン
ゲ
ス
自
身

は
凶
作
史
的
浅
い
ド
イ

y
の
諸
大
学
が
よ
く
利
用
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い

る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
五
世
紀
末
に
は
、
大
学
経
験
者
の

「
供
給
過
剰
一
が
生
じ
た
と
惣
U

心
す
る
。
職
を
得
る
見
込
み
の
同
い
北
西

部
の
大
千
へ
の
学
生
の
集
中
傾
向
な
と
が
そ
の
兆
候
で
あ
る
と
凡
な
さ
れ

る
。
こ
の
仇
給
過
刺
は
、
宗
教
改
品
後
に
大
学
を
訪
れ
る
学
生
の
数
が
劇

的
に
減
少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
解
消
さ
れ
た
ζ

い

う

ン

ユ

ヴ
ィ
ン
ゲ
ス
は
こ
の
供
給
過
剰
圧
心
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
け
る
♂
干

問
化
」
の
動
力
視
と
し
て
想
J

疋
し
て
い
る
が
、
こ
の
推
測
の
当
芹
お
よ
び

学
識
法
帯
受
と
の
関
係
は
今
後
の
謀
担
で
あ
ろ
う
c

ト
と
こ
ろ
で
以
上
の
数
値
は
す
べ
て
の
学
部
の
苧
刊
を
介
算
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
学
部
別
に
見
る
と
、
全
体
の
七
り
か
ら
八
口
%
が
向
由
学
H

ムの

学
生
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
一
心
か
ら
五
%
が
法
学
、
残
り
が

神
学
で
、
医
川
了
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
学
部
に
よ
っ
て
学
川
の
貨
に

大
き
な
差
が
あ
り
、
特
に
向
由
パ
チ
H

ム
と
法
学
は
い
わ
ば
別
世
界
で
あ
っ
た
。

堂
録
的
際
に
守
録
料
を
免
除
さ
れ
る
よ
う
な
貧
困
千
生
は
ほ
と
ん
と
自
由

学
会
の
、
子
生
で
あ
日
た
じ
ん
、
法
学
の
学
生
の
多
く
は
「
既
に
何
者
か

で
あ
る
」
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
り
、
貴
族
な
ど
身
分
の
両
い
者
が
、
前
山

の
ボ
ロ

l
一
ャ
の
場
企
ほ
と
で
は
な
い
に
せ
よ
、
や
は
り
多
く
見
ら
れ
た
c

こ
れ
ら
の

7
生
た
ち
の
非
常
に
多
く
は
F
J

子
位
を
得
ず
に
卜
入
学
か
ら
姿
を

消
し
て
い
っ
た
c

学
作
の
う
ち
で
は
最

l
位
に
あ
た
る
自
問
学
芸
の

5
2己
主
E
5
で
さ
え
、
初
期
に
は
全
体
的
一
心
か
ら
一
心
%
の
学
刊
し

か
取
得
し
て
お
ら
ず
、
一
五
世
紀
末
に
は
よ
う
や
く
取
得
率
が
今
一
む
か
ら

凶
む
叫
に
卜
井
し
、
最
も
進
ん
だ
ケ
ル
ン
大
学
で
五
つ
出
く
ら
い
に
淫
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
ポ
ロ

l
ニ
ャ
大
学
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ

ItiJと58(3・294)13似)

で
あ
る
c

も
そ
も
rハ
子
位
を
目
指
さ
な
い
と
い
う
勉
学
パ
タ
ー
ン
が
出
く
見
ら
れ
た
の

我
々
の
関
心
刈
象
で
あ
る
法
学
に
つ
い
て

I
イ
ツ
の

A
L入
学
の
状
況
を

見
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
法
学
部
は
、
イ
タ
リ
ア
諸
大
学
の
山
休
日
了
部
よ
り
も
ず
っ

と
小
規
世
間
で
、
法
学
教
師
を
イ
タ
リ
ア
か
ら
招
い
て
も
講
義
が
成
立
せ
ず
、

教
師
が
す
ぐ
に
し
入
学
を
去
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
当
初
、
法

学
の
講
座
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
教
会
法
の
市
川
町
で
、
甲
く
か
ら
口
!
?
法

の
講
座
を
有
し
た
ケ
ル
ン
大
り
ヂ
は
例
外
的
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
こ
の
大
り
ヂ

が
立
地
す
る
卜
ラ
イ
シ
、
特
に
ラ
イ
ン
左
岸
の
下
ラ
イ
ン
が
当
時
の
ド
イ

ツ
で
肢
も
先
昌
一
的
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
以
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
、

削
述
し
た
イ
タ
リ
ア
の
諸
大
学
で
の
動
同
と
同
様
、
ド
イ
ツ
で
も
、
五

ロ
!
?
法
の

7
位
取
得
者
が
徐
々
に
附
加
し
て
い
っ

世
紀
の
が
過
小
に
、

た
の
で
あ



大
争
後
の
キ
ャ
リ
ア
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こ
う
し
た
ド
イ
ツ
内
外
の
大
学
を
訪
れ
た
学
牛
た
ち
は
、
大
り
ヂ
を
去
っ

た
後
、
ど
の
よ
う
な
坊
で
川
勤
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
n

こ
れ
は
多
く
の
佃

別
研
究
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
り
、
研
究
の
今
後
の
晶
一
反
に
よ
っ
て
更

に
mm明
が
進
む
も
の
と
問
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
学
の
学
生
に
つ
い
て
、

今
の
と
こ
ろ
分
か
っ
て
い
る
大
ま
か
な
傾
向
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
凶
γ
工
円
廷
に
現
れ
る
学
識
法
告
に
つ
い
て
は
、
モ

l
ラ
フ
の
附

一日

先

が

あ

る

モ

1
ラ
プ
は
一
じ
三
年
か
ら
一
川
九
二
咋
ま
で
の
刷
問
に

つ
い
て
、
合
計
三
つ
人
の
凶
上
宮
廷
に
ιい
え
た
学
識
法
古
川
を
検
出
し
た

日一

が
、
そ
の
う
ち
ハ
つ
%
は
凶
一
心
年
以
後
の
時
期
に
取
れ
る
υ

ド
イ
ツ

王
権
は
既
に
一
刊
紀
後

T
か
ら
、
少
数
と
は
い
え
学
識
法
曹
を
刑
い
て

お
り
、
そ
の
数
は
一
凶
世
紀
半
ば
以
後
一
段
飛
雌
し
、
史
に
一
五
世
紀
、

と
り
わ
け
そ
の
後
半
卜
を
I
U
め
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
人
前
世
に
一
層
増
加

す
る

ああの宮
2 つ活廷肖
たた動的廷
とがも法に
考 、 見 学 お
え杓j らイヒけ
ら期れのる
オL"に高七中彼
る I は υ'L' ら

と更での
更 I1 にあ 1円
にら F立つ動

け I台売 lそ

四誓外そま
乏父オL -， 

0 1 交と書
年 主 渉 平 記
代ど に行 財
t1 :x:おしか
後法けて
はがる阿始
、主活王ま
ド要勤顧1 )
イなも問
ッ任:1Ti-とこ
内務要しこ
音日ででてカf

人て諸で
i去、侯の
律裁、政
家制l有治
が分力的
用野な交
いへ都渉
らの市で
れ学も法
た誠ま律
問 ;1、た家
王曹、が
ジのこ川
ギ i量的い
ス山動ら
ムはきオL
J を、

I 例と土
の外も権
治的にだ
111 に t け
を多るで
~Ij < 戸な
とのこく
すイれ選
れタに挙
ば引)対仏:

ア L

一
ー
カ
世
紀
後
半
の
フ
リ
ー
ド
リ
ビ
一
一
世
の
治
世
に
な
っ
て
は
じ
め
て
大
孟

に
見
ら
れ
る
。
回
カ
ン
マ

l
裁
判
所
の
裁
判
官
に
数
多
く
の
千
識
法
曹

が
立
場
す
る
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
ん
き
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
汁
怠
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、

K
A了
で
学
ん
だ
法
律
家
た
ち

は
、
五
刊
紀
に
な
っ
て
も
、
決
し
て
同
廷
メ
ン
バ
ー
の
中
で
優
越
的
い

わ
ん
や
独
卜
門
的
な
地
位
を
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

法
伴
家
た
ち
は
、
同
王
山
廷
で
、
サ
ま
れ
と
家
柄
に
よ
っ
て
向
い
地
併
を

占
め
て
い
る
百
校
た
ち
と
出
会
日
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
h

休
と
し
て
彼

ら
貴
族
た
ち
の
ん
が
宮
廷
で
大
き
な
影
響
力
を
保
っ
た
の
で
あ
っ
た
の
学

識
法
曹
の

E
五
を
考
え
る
際
に
は
、
こ
の
↑
口
も
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
史

rω
一

が
あ
る
。
学
識
法
曹
白
身
、
多
く
は
申
職
者
で
あ
り
、
俗
人
の
数
は
増
加

し
て
い
く
も
の
の
、
そ
の
べ

I
ス
は
ご
く
ゆ
っ
く
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
中
川
後
矧
の
ト
イ
ツ
王
権
の
統
治
の
市
心
が
南
ド
イ
ツ
に
あ
っ
た

こ
と
と
対
応
し
て
、
凶
ド
エ
宮
廷
の
法
律
家
の
山
山
身
地
は
南
部
に
偏
っ
て
お

り
、
北

f
y山
身
長
は
ほ
と
ん
と
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
学
識
法
背

は
、
全
体
社
会
と
し
て
の
ド
イ
ツ
千
回
(
ラ
イ
ヒ
)
が
現
実
に
成
立
す
る

北法58(3-29;))1361
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前
か
ら
、
既
に
そ
れ
を
前
提
ー
と
し
て
忠
考

L
h勤
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
学
訟
法
告
の
存

ιと
活
動
は
、
従
点
一
μ
わ
れ
て
き
た
よ
、
つ
に
領

邦
権
力
の
確
立
に
資
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ラ
イ
ヒ
の
分
裂
を
促
進
し
た
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
ラ
イ
ヒ
の
統
行
を
引
り
山

L
、
古
め
る
役
割
を
果
た

し

た

の

で

あ

っ

こ

う

し

た

そ

l
ラ
フ
の
研
究
は
、
巾
世
後
期
ド
イ
ツ

の
半
惟
が
、
西
欧
・
南
欧
の
君
主
と
比
較
す
れ
ば
、
量
的
に
も
少
な
く
時

期
も
遅
れ
る
と
は
い
え
、
大
学
で
日
了
ん
だ
法
律
家
を
さ
ま
さ
ま
な
形
で
利

用
し
て
い
た
こ
ζ

を
改
め
て

M
ら
せ
る
も
の
と
一
μ
え
る

領
邦
者
ヱ
に
仕
え
る
学
説
法
由
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
ま
で
伺
野
に

入
れ
て
傾

FMを
論
じ
る
に
は
、
な
お
州
究
の
進
展
を
待
つ
必
要
が
あ
る
、

こ
こ
む
は
若
ギ
の
山
廷
に
現
れ
る
法
律
家
に
つ
い
て
一
般
的
向
向
を
見
れ

ば
、
大
き
な
領
邦
の
ん
が
小
さ
な
領
邦
よ
り
早
く
か
っ
多
く
の
法
律
家
が

刑
判
れ
、
ま
た
西
部
目
南
部
の
領
邦
の
ん
が
東
部
・
北
部
の
領
邦
よ
り
も
什
十

く
か
っ
多
く
の
法
律
家
が
舟
場
す
る
c

後
者
の
地
理
的
傾
向
は
、
ー
イ

y

内
部
の
発
展
の
必
芹
を
以
映
す
る
も
の
で
あ
る
絞
述
す
る
よ
う
に
苧
説

法
曽
の
活
動
分
対
の
一
つ
で
あ
っ
た
教
会
裁
判
所
に
闘
し
て
も
、
司
教
代

理
裁
判
官
の
出
現
に
は
、
や
は
り
同
様
な
落
差
が
兄
り
れ
る
。
ま
た
、
ド

イ
ツ
の
山
げ
で
は
、
下
ラ
イ
ン
・
低
地
地
方
が
景
も
先
進
的
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
口

I
マ
法
の
勉
学
が
甲
く
か
ら

G
味
を
持
ち
、

L
L
出
市
民
か
ら
多
く

の
法
律
家
が
山
山
山
し
、
俗
人
法
伴
家
の
登
場
も
甲
い

こ
れ
に
対
し
て
、
量
的
に
見
て
最
卜
ん
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
進
路
は
教

会
分
野
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
学
ヰ
や

法
律
家
の
多
く
が
聖
職
者
で
あ
日
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
る
意

一切

味
で
自
伏
な
現
象
で
あ
る
の
例
え
ば
、
一
今
一
八
六
ー
か
ら
一
同
今
ヱ
ハ
干
の

川
叫
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
ト
入
学
法
学
部
で

--Zロ
E
E
ω
な
い
し

E
2
2
の

ItiJと58(3・296)1362 

タ
イ
ト
ル
を
獲
得
し
た
六
三
人
を
剥
査
し
た
、
ヴ
ィ
ロ
ヴ
7

イ
ト
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
通
'
門
山
は
申
職
者
で
、
可
教
座
早
世
参
事
会
や
参
事
公

教
会
に
ポ
ス
ト
を
得
ょ
、

?ζ
努
め
て
い
た
c

こ
れ
に
対
し
て
、
世
俗
省
主

一泊

へ
の
奉
仕
は
そ
う
多
く
な
く
、
都
市
へ
の
半
仕
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
こ

う
し
た
ヰ
ャ
リ
ア
状
況
か
ら
す
る
と
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
創
ぷ
に

つ
い
て
は
、
よ
く
一
百
わ
れ
る
よ
う
な
制
邦
官
僚
長
成
の
た
め
と
い
う
理
市
川

は
あ
て
は
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
凶

L
に
同
航
す
る
よ
う
な
支
配
要
求
の
現
れ

と
し
と
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
が
釦
邦
一
同
僚
養
成
を
主

似
と
す
る
「
領
邦
大
り
ヂ
一
化
し
て
い
く
の
は
、
五
川
紀
後
干
以
後
の
こ

と
で
あ
る
そ
し
て
、
救
会
の
中
で
の
出
動
一
分
野
を
見
れ
ば
、
司
教
代
理

裁
判

H
G
E
N
E
-
な
ど
の
法
律
家
的
な
職
務
は
下
忽
ほ
ど
多
く
は
な
く
、

む
し
ろ
前
述
の
よ
う
な
司
教
座
骨
堂
参
事
会
や
参
事
会
教
会
的
顕
職
に
多

く
の
者
が
就
任
し
て
い
る
つ
こ
う
し
た
傾
向
は
、

M
じ
ヴ
ィ
ロ
ヴ
ア
イ
ト

の
ヴ
ュ
ル

y
ブ
ル
ク
副
教
院
の
学
識
法
官
を
詞
斎
し
た
研
究
に
よ
っ
て
も

伴
忍
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
c

す
な
わ
ち
、
大
学
で
学
ん
だ
法
律
家
は
、



キ
に
教
公
分
野
、
そ
れ
も
司
教
悼
聖
五
参
事
会
や
参
事
会
教
会
に
見
附
さ

れ
る
。
教
会
的
法
学
化
日
体
は
ゆ
っ
く
り
と
進
み
、
一
五
世
紀
に
入
っ
て

よ
う
や
く
加
辿
し
酌
め
る
司
教
代
理
裁
判
刊
の
職
に
し
て
も
、
一
川
世

紀
に
は
な
お
非
法
律
家
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
例
が
あ
っ
た
が
、
一
五
世

紀
に
な
る
と
ほ
ぼ
す
べ
て
法
律
ゑ
に
よ
っ
て
山
め
ら
れ
る
c

こ
う
し
た
推

{法ぴ〉クレオ ル〉と主体的法形成の柿究へのアプロ ヂ(， ) 

移
に
は
一
二
七
八
年
の
シ
ス
7

に
よ
っ
て
刺
激
を
与
え
ら
れ
た
、
ド
イ
フ

に
お
け
る
大
川
了
設
立
の
波
も
影
響
を
与
え
た
と
里
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
特
い
二
川
世
紀
の
聞
は
、
学
識
法
自
は
救
会
分
野
に
お

い
て
裁
判
関
係
の
ポ
ス

1
に
の
み
就
任
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
数
の
上
で
は
、
司
救
出
町
聖
堂
参
事
会
や
共
住
参
事
会
教
会
な
と
、
朴
公

的
成
じ
が
古
く
収
入
も
多
い
教
会
で
ポ
ス
ト
を
得
る
、
と
い
う
ケ
ス
が

多
か
っ
た
ハ
ボ
ロ
ニ
ャ
の
ケ
ー
ス
で
見
た
よ
う
に
、
法
r
干
学
川
は
も
と

も
と
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
を
持
つ
と
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
て
、
そ

の
場
合
は
、
冗
の
環
境
へ

一一
反
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
そ
う
し
た
計
た
ち

は
、
そ
こ
で
特
に
裁
判
に
限
ら
れ
た
職
務
で
な
く
、
広
い
亘
味
で
の
統
治

と
れ
政
に
ほ
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
国
宮
廷
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
た
こ
と
は
こ
の
分
野
に
も
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
市
要
な

教
会
の
ポ
ス
ト
は
学
説
法
曹
の
み
で
占
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は

り
家
柄
と
社
会
的
出
自
に
ょ
っ
と
役
臓
を
得
ご
い
る
者
が
多
数
い
た
の
こ

う
し
た
、
学
識
と
は
別
の
伽
情
本
準
の
存
抗
は
や
は
り
祉
視
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
法
学
学
止
の
場
合
、
も
と
の
身
分
が
高
い
こ
と
が
し

ば
し
ば
な
の
で
、
例
え
ば
司
救
出
聖
堂
参
事
会
に
ポ
ス
ト
を
得
た
と
い
う

場
合
、
そ
れ
が
法
学
識
平
学
位
の
ゆ
え
な
の
か
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
身

分
に
以
し
て
い
た
か
ら
な
の
か
、
判
扶
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ

で
法
学
識
が
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
ザ
情
動
の
具

体
例
を
検
討

v

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

教
会
分
灯
に
比
べ
る
と
、
都
内
に
仕
え
る
学
識
法
曹
の
例
は
ず
っ
と
紋

発
的
で
出
現
す
る
叫
期
も
か
な
り
遅
れ
る
、
と
い
、
つ
の
が
、
今
の
と
こ
ろ

の
研
ん
ん
所
見
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
よ
う
な
極
め

て
有
力
な
都
市
で
も
、
都
市
の
古
コ
叫
ー
と
し
て
学
識
法
官
が
は
じ
め
て
守
場

す
る
の
は
二
一
ハ

O
A川
代
む
あ
る
。
そ
し
て
一
石
世
紀
半
は
に
至
る
ま
で
、

制
巾
は
、
参
事
え
教
た
な
と
に
い
る
法
律
家
に
、
附
題
が
起
き
る
た
び
ご

と
に
鑑
定
志
見
な
ど
を
依
頼
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
り
立
川
紀
の
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
出
身
法
律
家
の
約
千
数
は
な
お
聖
職
占
で
あ
り
、
市
民
的
法

律
家
タ
イ
プ
の
成
長
は
ゆ
っ
く
り
し
た
も
の
で
あ

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

にク
ずよ

と小
少さ
ない
くフ
なラ
司 /fi
勾〆

バケ

/ 

0) 

中
小
部
巾

、
l土

守二

識
法
背
ぴ〉

事
例
l土
史

北法58(3.297) 1363 

北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ザ
都
市
に
お
い
て
も
、
事
情
は
大
き
く
は
変
わ
ら
な

い
。
ハ
ン
ザ
都
市
の
書
記
同
に
は
既
に
一
一
世
紀
か
ら
法
学
識
あ
る
音
が

現
れ
る
が
、
そ
う
し
た
初
期
の
例
は
す
べ
て
聖
職
占
で
あ
っ
た
c

|川

世
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勉でをこjこーは事らでが紀
学も有ば般、会は都、後
を部しに 的 へ外市子干
寸 I打 、始に凶の交顧つ以
る内市ま は 六 学 父 問 し 蒔 ;
よでt;っ、口議品、?た
う実のた法年省 fYETF j、
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なれ心紀。で参 1mんる

こ
の
よ
う
に
、
都
市
に
お
い
て
は
、
や
は
り
裁
判
な
ど
法
律
家
的
職
務

へ
の
苧
品
川
叫
曹
の
進
山
は
大
き
く
遅
れ
、
都
巾
統
治
の
実
権
を
握
る
参
事

会
も
、
法
伴
家
を
向
身
の
メ
ン
バ
ー
と
す
る
の
で
は
な
く
、
外
部
の
法
律

家
を
利
崩
す
る
と
い
う
実
行
を
長
く
続
け
た
の
で
あ
ワ
た
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
以
上
の
研
究
状
況
の
確
認
か
ら
、
小
世
後
期
ド
イ
ツ
の
苧
議

法
山
μ
を
与
え
る
上
で
所
H
E

す
べ
き
点
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
こ
う

に
確
認
し
た
い
の
は
、
大

7
tに
関
す
る
研
究
が
学
識
法
曲
の
研

究
に
と
三
I
L

も
、
多
く
の
知
凡
を
も
た
、
り
し
た
こ
と
で
あ
る
。
今
後
も
、

ItiJと58(3・298)1364

第
大
学
を
通
じ
て
宇
一
説
法
告
に
迫
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
有
効
で
あ
る

と
匹
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
凶
学
部
大
学
と
い
う
タ

イ
プ
の
成
立
や
、
本
稿
で
は
詳
し
く
抜
わ
な
か
っ
た
イ
タ
リ
ア
人
法
律
家

の
問
題
な
と
の
検
討
を
通

v

て
、
了
誠
法
曹
を
之
、
え
る
什
会
的
環
境
や
、

そ
の
点
で
の
イ
タ
リ
ア
と
ド
イ
ツ
の
格
だ
を
、
よ
り
詳
し
く
解
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

第
二
は
、
法
律
家
の
山
白
、
給
葉
、
勉
学
学
利
、
活
動
領
域
な
ど
の
内

で
、
教
会
の
意
義
が
、
特
に
一
五
世
紀
以
、
削
に
は
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と

で
あ
る
c

こ
の
特
徴
は
一
万
世
紀
の
経
過
中
に
よ
う
や
く
ゆ
っ
く
り
と
後

退
し
て
い
ワ
た
よ
う
に
見
え
る
中
世
絞
期
ド
イ

y
の
法
律
家
は
、
ま
ず
、

教
会
の
制
度
や
人
的
ス
タ
ッ
フ
、
教
会
史
上
の
議
事
件
と
の
関
連
の
小
で

と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
教
皇
庁
と
の

悶
係
な
ど
、
ド
イ
ツ
に
限
ら
れ
ず
カ
ト
リ
ソ
ク
教
会
全
体
の
構
造
を
視
野

に
お
さ
め
て
お
く
こ
と
を
も
以
話
す
る
υ

第
三
は
、
こ
の
同
期
の
学
識
法
曹
は
、
貴
族
的
政
治
構
造
お
よ
び
伽
伯

尚
と
の
悶
係
の
中
で
、
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

学
識
法
古
川
は
、
そ
の
活
動
の
先
々
で
貴
族
だ
ち
と
山
会
い
、
彼
ら
と
と
き

に
協
働
L
、
と
き
に
競
い
つ
つ
、
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
彼
ら
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白
身
、
し
ば
し
ば
貴
放
の
州
で
あ
り
、
大
学
の
仰
な
と
で
は
貴
核
的
側
伯

仰
に
沿
っ
て
行
動
し
た
の
で
あ
る
。
健
か
に
、
五
川
紀
が
進
む
に
つ
れ

て
、
市
川
目
的
な
タ
イ
プ
の
円
以
律

J

本
も
現
れ
る
も
の
の
、
申
H
技
的
世
界
と
の

悶
辿
は
全
体
と
し
て
能
川
河
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
υ

第
刊
に
、
法
律
家
た
ち
の
情
動
領
域
は
、
今
日
通
7

日
見
ら
れ
る
よ
う
な

裁
判
関
係
に
限
ら
れ
て
い
な
か
ワ
た
こ
と
に
、
改
め
て
、
汁
忘
す
る
べ
き
で

あ
る
の
丈
古
作
成
や
と
り
わ
け
政
治
的
外
父
的
交
渉
が
、
法
律
家
の
重

更
な
仔
務
を
な
し
て
い
た
そ
こ
に
お
け
る
、
法
学
識
の
立
味
や
法
律
家

の
有
用
性
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
〕

こ
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
学
説
法
曹
は
、
多
く
の
点
で
今
日

次
々
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
法
律
家
像
と
は
異
な
る
料
慨
を
拘
し
て
い
た
。
人
7

徒
、
本
格
で
多
く
紹
介
し
た
よ
う
な
プ
ロ
ソ

rグ
ラ
フ
ィ

1
研
先
の
成
来

を
ふ
ま
え
て
、
桐
別
法
律
家
の
活
動
事
例
を
貝
体
的
に
分
析
し
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
ノ
ぐ
う
し
た
特
慣
の
舟
山
味
を
更
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
よ
う
c

そ
し
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
花
々
は
、
中
世
後
期
ト
イ

y
に

お
け
る
学
識
法
継
受
を
、
よ
り
厚
み
の
あ
る
形
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
わ
れ
る
c

-
)
研
究
の
現
泌
に
ワ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
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六
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年
創
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凶
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q
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3
1
回
目
巳
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戸
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込
叶
竺
一
正
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J
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ロ
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H
お
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戸
国
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王
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2
-
ま
ω
の
み
を
、
代
表
的
な
研
光
と

)
て
あ
げ
て
お
く
)

(
4
)
近
干
の
大
学
史
研
究
全
体
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
ι

析
を
改
め
て

整
珂
す
る
立
公
が
あ
る
、
本
稿
で
は
、
宇
品
川
出
官
に
関
係
す
る
限

り
で
、
大
市
J

史
研
先
の
成
巣
を
参
照
す
る
に
す
き
な
い
。

(
5
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L
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同峠4ミ<5'11司ロト三「制 V-'G~三斗:Fæ~ 1 l' E;-;<、H卜やさI

c ~r < 1111号 3トサ制攻込書量隠れJ長 崎。1)Ef~ S 
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(事) [)，附 Professionalisierung邑 478

(局)Eb，、nda，S. 479f 
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(~) Frank REXROTH， Finis scicnlic noslrc csl r叫 crc.NOl 

menkonflikte zwischen Ju了istenund ¥ichtjlll-iぉtenan den 

spaLll1iUclallcrlichcn Univcrsilalcn Koln Llnd Bascl， in 

Zeit以 hriftfUl-IIistorische [<orsehung 21 (199'0， S. ;11~ 

344， S. 3221 

(会)Ebcnd人 S.:J24日

(~) Ebenda， S. 33Gff 

(ご;) Raincr Chrislυph SCHWl肌叫， Dcl1lschc Uni刊 rsilalsbcsllchcr

im 1-1. llnd 15. Jahrhundert. Stlldien ZUl" Sozialgeschichtぞ

dcs allcn Rcichcs， Slult只arl1986 
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l'atigkeit im deutschen Sputmittelalter. in : lLB刊 JCK1，[A河h
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(さ) P. f..-Icw .. ¥¥v， Gelehrte Juristen (と~~) ， S. 144 

(~) Eb(、nd人 S.141 

(f.6) Ebenda，S.I--16f 

(さ)lngrid ::-v1ANドL，Gclchnc J山 istcnim Dicnsl dcr dCllLs 
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1440)， in: H. 1300じlOL¥.¥N(h只J，a. a. O. (王戸人 S.180 

198， S， 196 ス九弐士γ 1 1 凶ロヶ会&1 回巨ロヶε~
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Roman SCH:'jUl¥ (hg.)， Dic Rollc dcr Jurislcn bci clcr Enl 

只tehllngdeぉ1TlodernenStaλtes. Dp了in198fi. S. 77.1-17 

Paul.Joachim HUNIG， Gelehrte Juristen im Dienst der 
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11.KoOCK/>.f..-¥，{N (hg.). a. a. 0.. (記→JS. 16718') .，;0剣士全斗J

....l ¥J eドー!ト hb選ヨJ44堅三印設陪....l¥Jユ均一

(;1) 1-'. [I，."!ORA¥V， a. a. 0.. S. 1"13. -I-!'v.-.J'" 干えト P ト〈f三正主)ぷ

当泣三341ま手担干J持'"バ

(:~) Ebend九日 1 ) ) 

(吉)ιbenda，S. 91 

(巴)Ehcnda， S. 115L， 144f制{.!' 13cLlina KOCll. R江lcλuf

deutschぞnI~eichs\' ぞ rsammlungen. i:llr 1七nh、icklungdぞI

polilischcn FunklionscliLc im 15. Jahrhllndcn， Frank[urt 

a. t.'1. u. a. 1999-rlJ総監c

(巴)Ebcnda， S. 107H 

(合) Ehend九日 121 L 1 :lRf 
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rvl(}I¥，-¥¥v. Lber貯 lehneJuristen (巳00)， S. 138. 4、経f ム4

J会寝4ミ品是正1主為市当品主却下J*!やや。

(巳) ]). ¥Vn.Ww町 T，Jllristen. S. 259ff. iJ r-'I弐λて三ミホC'2主'"

対:.10二い当 H.Bo()じK¥lA¥N.Gclchrtc Jurislcn im 

おputmi ttelal terl ic hゼnNurnberg， in : [)ERS.， (hg.l， a， a. 0 

(創刊 S.199-214叫ヰ私自

(ie) Ebfそnd人 S.262f 

(に) Klaus \Vl~1 川 rr ， Burgertulll unc¥ Studiulll in Nordc¥euts 

cblanr1 wahγcnr1 dcぉSpalmillclallcrお in: J. fRIED (hg:.)λ 

a. O. (日r_)，日 187-52;)，S. 50日11 [)πRS.. Gelehrte in 

Gcscl1schafしKirchcund Vcrw乱llun只norddculschcr

Studte， in: h'. Ch. SCllWJNt;ES (hg.l， Gelehrte im h'eich (:う日

早)， S. 437-452， S. 440， 447f 

(乏) K. ¥¥'町EDT.D山 gelehrtePerson九1io der Verwaltung 

unc¥ Diplomatie c¥er Hansestadte. in Hansische 

GcおじhicblsblaLlじr96 (1978)， S. 1:"i ;-)7. S. 29. DERS， 

Gelehlte. S. .H2f 

(;2.:) DERS.， Burgcrlu11l， S. 501[[ 柄引 K.¥Vli.IED工

Studienfunlerung und Studienstiftung in norddゼutschゼn

Stadtcn (14. -16. Jahrhllnclcn)， in: DEl¥s.， Schulc llncl 

lJnivprsit九t日ildllngSvPl-h九ltnisspin norddpl1ts仁11<'n

邑u'tdtendes Spatmittelaters， Leiden / Boston 2005， S 

uミ)Dietmar ¥VILU川 EIT.D出 Jllrl坑 l出 heStudium in IIpi【jpl

berg llncl die Lizentiaten der JuristenfaklllU'tt von 1386 

hiメ 14:-lG，in: ¥Vilhclm DOERR (h)5.)， ScmpclλpcrlllS 

Sechshundert Jahre I?up!"echt-Karls-Universitat IIeidぞl

bcr只 1:-lRG.19RG，Bd. 1， Bcrlin 11. 8. 19R5， S. R5-1日5，日
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267， S. 2:J211 
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12:1.147.，;:>;1防空、。

(宰)己benda，S. 512ff 

( "，)霊，'"'包 R.GRA.¥ISCH 礼辻 O.(:正;;)，s. :1同9[[， ~'刈

トト会占-，<ùトヨごF宕時v宕止ト穏当卸~' ま正訓七4♂昨"4出穏

や!担蚕-"制"言語〈何事己c主主主押...¥I_'¥-，報c:n士e記官L!霊童

ユぃ:;イ..!'J 司令い草~~~ド エ 時。

(b:!) J Sc叫 IUT、乞， Jurislcllin dcr Pra五is.Ein Pladoycr for 

i n t~ rd i szip lin ärt' Grllndlagenarbeit. in : Christian IIESSE 

u. a. (hg.)， Geschichte der Personen. Studien zur 

KrClJlllIgs.， Sozial-， unn Bildungs伊沢chichlc.rC$L~もc h rifl 

fOr Rainer Christoph Schwinges zum 60. Gebnrtstag 

Bas(;] 21l1l:1， S. :11l日:-n5w'部三仕掛..;.!.".0宮町並雲泥議官
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!VIONi¥W. Ubcr昨 IchrlcJ urislcn (沼 X)，S. 128 -Q)~，裂。
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