
一
四
世
紀
ケ
ル
ン
大
司
教
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に
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け
る
ア
ム
ト
の
質
入
れ
と
領
域
政
策
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宮

坂

康

寿

【
要
約
】
　
中
世
ド
イ
ツ
の
領
邦
国
家
に
お
い
て
、
主
君
と
家
臣
と
の
個
人
的
契
約
に
基
づ
く
従
来
の
レ
！
エ
ン
制
の
ほ
か
に
、
～
四
世
紀
に
入
る
と
「
領

域
的
な
行
政
管
区
（
ア
ム
ト
）
」
と
「
宮
僚
制
」
を
双
翼
と
す
る
ア
ム
ト
制
が
新
た
な
支
配
原
理
と
し
て
登
場
す
る
。
本
稿
は
中
世
ド
イ
ツ
経
済
の
先
進

地
域
で
あ
る
ケ
ル
ン
大
司
教
領
を
考
察
対
象
と
し
、
領
邦
国
家
の
形
成
・
発
展
に
対
し
て
ア
ム
ト
制
が
果
た
し
た
役
割
を
探
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
さ
い

領
邦
国
家
の
統
治
基
盤
と
し
て
登
場
し
た
ア
ム
ト
が
、
領
域
政
策
の
た
め
に
領
邦
君
主
で
あ
る
大
司
教
に
よ
っ
て
質
入
れ
さ
れ
る
と
い
う
領
邦
国
家
の
存

立
を
危
う
く
し
か
ね
な
い
現
象
に
着
課
し
、
こ
の
ア
ム
ト
の
質
入
れ
が
大
司
教
の
領
域
政
策
の
中
で
果
た
し
た
役
割
を
具
体
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
ょ

う
と
し
た
。
本
稿
の
考
察
か
ら
、
絶
え
ず
質
流
れ
の
危
険
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
領
域
政
策
の
＝
疋
の
目
論
み
の
も
と
に
大
司
教
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
ア

ム
ト
の
質
入
れ
の
経
緯
と
様
相
が
浮
か
び
上
が
り
、
同
時
に
ア
ム
ト
制
が
、
ア
ム
ト
の
質
入
れ
と
い
う
方
策
を
通
じ
て
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
領
域
的
整
備

に
寄
与
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
ア
ム
ト
の
質
入
れ
が
大
司
教
の
領
域
政
策
の
手
立
て
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
背
後
に
、

大
司
教
領
が
ラ
イ
ン
関
税
収
入
を
柱
と
す
る
独
自
の
財
政
構
造
を
も
ち
、
領
域
獲
得
に
伴
な
う
負
債
の
償
却
を
側
面
か
ら
支
え
る
財
源
が
確
保
さ
れ
て
い

た
点
に
も
注
目
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
五
巻
四
号
　
二
〇
〇
二
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
世
ド
イ
ツ
の
領
邦
国
家
の
形
成
と
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
、
一
四
世
紀
は
封
建
社
会
の
伝
統
的
な
支
配
原
理
に
加
え
、
近
代
的
な
支
配
原
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理
が
顕
在
化
し
て
き
た
時
代
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
主
君
と
家
臣
と
の
個
人
的
契
約
に
基
づ
く
従
来
の
レ
ー
エ
ン
制
の
ほ
か
に
、
「
領
域
的
な
行

政
管
区
（
ア
ム
ト
）
」
と
「
宮
僚
制
」
を
双
翼
と
す
る
ア
ム
ト
湖
が
薪
た
に
領
邦
国
家
の
支
配
原
理
と
し
て
登
場
し
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
～

四
世
紀
は
領
邦
国
家
が
従
来
の
人
的
結
合
国
家
体
制
に
加
え
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
し
い
領
域
国
家
の
稽
貌
を
示
し
始
め
た
時
代
で
あ

る
。
W
・
ヤ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
レ
二
戸
ン
制
の
弊
害
と
し
て
生
じ
た
領
土
君
主
の
諸
権
利
の
流
出
と
社
会
的
諸
関
係
の
稠
密
化
を
克
服
し
、

領
域
内
の
住
民
に
対
し
て
均
質
的
に
権
力
を
行
使
し
う
る
統
治
組
織
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
が
ア
ム
ト
制
で
あ
り
、
こ
の
ア
ム
ト
制
こ
そ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

領
邦
国
家
が
領
域
的
な
近
代
国
家
へ
と
発
展
し
て
い
く
た
め
の
基
盤
で
あ
っ
た
。

　
領
邦
国
家
に
お
け
る
支
配
原
理
の
転
換
は
、
も
ち
ろ
ん
単
純
な
図
式
化
で
捉
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
レ
！
エ
ン
制
が
ア
ム
ト
制
と
と
も

に
一
八
世
紀
末
ま
で
存
続
し
、
ア
ム
ト
の
統
治
者
で
あ
る
ア
ム
ト
マ
ン
が
主
に
領
会
君
主
の
封
臣
団
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
事
実
に
鑑
み
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

き
、
レ
！
エ
ン
制
を
無
視
し
て
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
領
邦
国
家
の
発
展
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
支
配
体
制
の
持
続

力
・
安
定
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
中
世
後
期
に
お
い
て
領
域
国
家
体
制
を
志
向
す
る
領
邦
国
家
の
支
配
原
理
と
し
て
は
、
ア
ム
ト
制

の
方
が
よ
り
適
合
性
が
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
中
世
後
期
に
お
け
る
領
邦
国
家
の
統
治
基
盤
と
し
て
の
適
性

を
も
つ
ア
ム
ト
制
が
、
さ
ら
に
領
邦
国
家
の
領
域
的
整
備
に
も
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
考
察
対
象
は
ケ
ル
ン
大
司

教
領
で
あ
る
。
ケ
ル
ン
大
司
教
領
は
、
中
世
に
お
い
て
早
く
か
ら
貨
幣
経
済
の
浸
透
し
た
ラ
イ
ン
地
方
の
中
で
も
と
り
わ
け
経
済
的
先
進
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

高
く
、
加
え
て
聖
界
領
邦
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
研
究
対
象
と
し
て
興
味
深
い
。
次
章
で
は
ケ
ル
ン
大
公
話
芸
を
考
察
対
象
と
す
る
本
稿
の

具
体
的
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
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巳
a
Φ
q
冨
巨
。
。
9
窪
日
①
判
門
ぎ
話
昌
ぎ
ω
冨
〔
欝
欝
『
一
§
．
．
w
墜
家
§
§
ぎ

　
壽
ミ
恥
書
》
諺
い
§
馬
§
罐
b
O
O
O
－
ω
．
一
ト
⊃
刈
塗

②
領
邦
国
家
に
お
け
る
レ
ー
エ
ン
制
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に

　
H
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
と
0
・
ブ
ル
ソ
ナ
ー
の
論
争
以
来
多
く
の
議
論
が
あ
り
、
近
年

　
で
は
中
世
後
期
、
近
世
に
お
い
て
も
レ
ー
エ
ン
制
が
領
邦
国
家
の
発
展
に
寄
与
し

　
た
役
割
を
高
く
評
価
す
る
傾
向
に
あ
る
。
主
な
研
究
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。

　
臣
窃
邑
ζ
ヨ
ワ
じ
d
．
：
“
り
Φ
ぎ
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8
算
二
子
ω
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①
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ω
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．
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＝
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｝
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3
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↓
ρ

　
U
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ω
‘
b
ミ
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越
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ミ
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、
Q
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§
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ミ
這
■
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Q
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隷
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ミ
馬
ミ
ミ
ミ
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§
§
§
》
§

　
卜
S
ミ
㎡
S
童
註
忍
跨
§
夏
越
里
子
嵩
置
、
出
器
職
ミ
慈
越
ミ
塵
世
§
跨
S
ミ
ミ
画
§
塾

　
防
ぎ
§
寄
き
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ぎ
韓
ミ
袋
餐
N
弘
⑩
＄
…
円
冨
話
【
ξ
負
P
り
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§
軋
§
概
卜
S
誠
起
禽
§

　
§
ミ
N
《
穿
警
ミ
N
動
§
番
匠
§
雲
叢
田
醤
b
さ
ミ
壽
N
ミ
惑
さ
鈎
§
茜
§
き
ミ

　
論
誉
ミ
誠
ミ
§
駄
き
ミ
ミ
ミ
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更
譜
畏
跨
9
§
卜
黙
ミ
ミ
賞
お
9
　
ω
豆
㊦
し
。
。
。
Ψ

　
〆
㍉
頃
G
卜
簿
謹
ミ
ら
鳶
卜
§
§
N
賊
幕
§
職
卜
簿
浅
竃
、
遷
ミ
§
晦
譜
、
曇
N
憲
ド

　
ミ
沁
建
試
§
憩
ミ
ミ
欝
ミ
鷺
♪
一
竃
○
。
．
日
本
に
お
け
る
領
邦
史
研
究
で
は
、
か

　
つ
て
山
田
欣
吾
氏
が
中
世
後
期
の
領
邦
国
家
に
お
け
る
レ
ー
エ
ン
制
の
果
た
し
た

　
役
割
に
つ
い
て
消
極
的
な
評
価
を
与
え
た
が
、
櫻
井
利
夫
氏
は
中
世
後
期
に
お
い

　
て
も
な
お
レ
ー
エ
ン
制
を
領
邦
形
成
の
本
質
的
推
進
力
と
み
な
し
て
い
る
。
山
田

　
欣
吾
「
唖
聾
国
家
と
レ
ー
エ
ン
制
」
『
社
会
経
済
史
学
㎞
、
　
二
〇
巻
添
・
四
合
併
号
、

　
一
九
六
〇
年
、
後
に
同
噸
国
家
そ
し
て
社
会
－
地
域
史
の
視
点
i
㎞
、
創
文
社
、

　
一
九
九
二
年
に
所
収
、
櫻
井
利
夫
魍
中
世
ド
イ
ツ
の
領
邦
国
家
と
城
塞
』
、
創
文

　
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
し
か
し
レ
ー
エ
ン
制
は
封
主
・
封
臣
問
の
目
的
関
係
に
基
づ

　
く
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
レ
ー
エ
ン
制
的
秩
序
の
形
成
・
維
持
は
領
邦
君
主
の
政

　
治
的
手
腕
・
財
力
・
軍
多
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
レ
ー
エ
ン

　
制
的
秩
序
は
、
後
継
の
領
邦
君
主
の
実
力
如
何
に
よ
っ
て
は
短
期
間
に
瓦
解
す
る

　
危
険
性
を
常
に
内
包
し
て
お
り
、
レ
！
エ
ン
制
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
統
治
原
理

　
で
あ
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

③
　
日
本
に
お
け
る
領
邦
史
研
究
は
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
中
部
・
東
部
の
世
俗
領
邦
を

　
中
心
に
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
ラ
イ
ン
地
方
を
中
心
と
す
る
ド
イ
ツ
西
部
の
領
邦

　
に
つ
い
て
の
研
究
は
少
な
い
。

112 （544）

第
一
章
　
問
題
の
所
在
と
先
行
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
い
て
ア
ム
ト
制
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ケ
ル
ン
大
司
教
に
よ
る
領
邦
国
家
の
形
成
は
、

～
二
世
紀
半
ば
以
降
大
司
教
に
よ
る
諸
権
限
の
集
中
的
掌
握
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
が
、
当
初
国
家
形
成
の
基
本
原
理
と
し
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
の
が
レ
ー
エ
ン
制
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
レ
ー
エ
ン
制
は
、
す
で
に
＝
二
世
紀
半
ば
に
は
封
臣
で
あ
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の

自
立
化
に
よ
っ
て
形
骸
化
し
、
大
司
教
の
有
す
る
諸
権
限
が
そ
の
手
か
ら
失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
危
機
的
状
況
が
生
じ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
よ

う
な
領
邦
国
家
と
し
て
の
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
空
洞
化
が
進
行
す
る
と
同
時
に
、
大
司
教
の
直
轄
支
配
領
域
に
お
い
て
も
、
レ
ー
エ
ン
制
と
荘
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園
の
分
散
化
の
弊
害
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
的
結
合
や
権
利
関
係
が
錯
綜
し
、
社
会
的
諸
関
係
は
息
詰
ま
る
よ
う
な
稠
密
化
の
様
相
を
呈
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
大
司
教
は
強
力
な
権
力
に
よ
っ
て
広
大
な
地
域
を
統
一
的
に
組
織
し
、
階
層
化
さ
れ

た
人
的
結
合
や
権
利
関
係
を
均
一
化
す
る
た
め
の
新
た
な
統
治
機
構
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
結
果
導
入
さ
れ
た
の
が
ア
ム
ト
と
ア
ム
ト
マ
ン
を

　
　
　
　
　
　
　
②

柱
と
す
る
ア
ム
ト
制
で
あ
っ
た
。

　
中
世
後
期
に
お
い
て
、
レ
三
五
ン
制
の
形
骸
化
に
直
面
し
た
大
司
教
が
国
家
形
成
に
あ
た
っ
て
拠
り
所
と
し
た
の
は
、
も
は
や
独
自
の
法
的

地
位
を
強
力
に
主
張
す
る
封
臣
で
は
な
く
、
自
己
の
指
示
に
従
い
、
任
意
に
罷
免
し
う
る
役
人
ア
ム
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
司
教
が
強

固
な
領
邦
国
家
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
も
う
　
つ
の
前
提
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
グ
ラ
ー
フ

や
フ
ォ
ー
ク
ト
と
い
っ
た
大
司
教
の
権
利
基
盤
の
性
質
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
空
間
的
な
統
治
組
織
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
広
大
な
領
域
は
地
方
統
治
組
織
の
単
位
で
あ
る
ア
ム
ト
に
分
筆
さ
れ
た
が
、
こ
の
ア
ム
ト
は
中
世
後
期
に
お
け
る
領
邦
国
家
の
細
胞
と
も

言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ム
ト
は
大
司
教
の
荘
園
を
中
核
と
し
て
、
領
邦
君
主
で
あ
る
大
司
教
が
裁
判
権
を
一
円
的
に
掌
握
し
て
い
く
こ

と
で
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
。
ア
ム
ト
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
大
司
教
の
城
塞
あ
る
い
は
都
市
で
あ
る
。
こ
の
城
塞
あ
る
い
は
都
市
を
拠
点
と
し

て
、
高
級
・
下
級
裁
判
権
等
が
大
司
教
の
任
命
す
る
役
人
を
通
し
て
行
使
さ
れ
た
。
こ
の
ア
ム
ト
が
、
領
邦
国
家
の
行
政
や
徴
税
の
単
位
と
さ

　
　
　
　
　
③

れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ム
ト
制
は
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
い
て
は
一
三
世
紀
後
半
か
ら
形
成
さ
れ
始
め
、
一
四
世
紀
に
か
け
て
そ
の
整
備
が
進
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

実
質
的
に
は
～
四
世
紀
の
半
ば
頃
ほ
ぼ
完
成
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
ア
ム
ト
制
の
形
成
と
並
行
し
て
、
ラ
イ
ン
地
方
で
は
す
で
に
一
二
世
紀
後
半
か
ら
、
貨
幣
経
済
の
社
会
へ
の
浸
透
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

よ
っ
て
支
配
者
に
よ
る
支
配
権
の
動
産
化
鷺
。
ぴ
田
ω
沖
費
暮
σ
q
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
領
野
君
主
を
は
じ
め
と
す
る
支
配
者
た

ち
は
、
都
市
・
城
塞
を
含
む
諸
権
利
を
売
却
・
質
入
れ
し
て
貨
幣
に
変
換
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
領
邦
国
家
の
財
政
の
立
て
直
し
を
図
る
と
と
も

に
、
新
た
な
政
策
に
投
入
す
る
た
め
の
資
金
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
＝
一
世
紀
後
半
に
大
司
教
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
ス

ベ
ル
ク
が
貨
幣
投
入
に
よ
っ
て
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
お
け
る
権
力
強
化
を
試
み
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
＝
二
世
紀
以
降
、
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⑥

貨
幣
投
入
は
領
邦
国
家
の
形
成
・
拡
大
の
た
め
の
伝
統
的
な
常
套
手
段
と
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ム
ト
制
の
整
備
が
進
む
一
面
世
紀
に
は
、
ア
ム
ト
が
動
産
化
の
主
た
る
対
象
と
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
大
司
教
は
ア
ム
ト
を
有
力
な
騎
士
や
伯
に
質
と
し
て
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
貨
幣
を
戦
争
遂
行
や
新
た
な
領
域
獲
得
の
た
め
の

資
金
に
充
当
し
た
。
ま
た
大
司
教
は
債
権
者
で
あ
る
騎
士
や
伯
を
、
質
と
し
て
与
え
た
ア
ム
ト
の
長
官
（
ア
ム
ト
マ
ン
）
に
任
命
し
、
彼
ら
に

ア
ム
ト
の
統
治
を
委
ね
る
と
同
時
に
、
ア
ム
ト
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
の
一
部
あ
る
い
は
す
べ
て
を
負
債
が
償
却
さ
れ
る
ま
で
の
利
子
と
し
て
与

　
⑦

え
た
。

　
大
司
教
は
ア
ム
ト
を
質
入
れ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
新
た
な
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
の
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

し
か
し
負
債
の
返
済
が
不
可
能
な
場
合
に
は
大
司
教
は
そ
の
ア
ム
ト
を
手
放
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
大
司
教
に
と
っ
て
、
領
邦
統
治
の
基
盤

を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
由
々
し
い
事
態
を
ま
ね
く
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
危
険
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
五
世
紀
に
は
、
大
司
教
は
慢
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

的
な
財
政
破
綻
か
ら
ア
ム
ト
の
質
入
れ
を
乱
用
す
る
こ
と
に
な
る
（
表
参
照
）
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
に
加
え
て
、
ア
ム
ト
制
が
一
六
世
紀
以
降
も
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
行
政
単
位
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ

る
と
き
、
こ
の
ア
ム
ト
の
質
入
れ
と
い
う
視
点
か
ら
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
い
て
ア
ム
ト
制
の
果
た
し
た
役
割
を
照
射
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て

重
要
で
あ
る
。

　
中
世
に
お
け
る
ア
ム
ト
を
含
め
た
諸
権
利
の
動
産
化
に
関
す
る
研
究
は
、
帝
国
レ
ヴ
ェ
ル
と
領
邦
レ
ヴ
ェ
ル
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
が
、
と

く
に
後
者
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
乏
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
領
邦
君
主
に
よ
る
諸
権
利
の
動
産
化
は
お
し
な
べ
て
頻
度
が
著
し
く
、
加
え
て

領
邦
の
地
域
的
特
性
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
行
政
、
財
政
、
そ
の
他
の
領
域
政
策
と
の
密
接
な
関
連
の
も
と
で
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
う
複
雑
多
岐
な
問
題
性
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
申
で
、
国
王
や
領
邦
君
主
に
よ
る
諸
権
利
の
動
産
化
を
積
極
的
に
評
価
し
た
の
が
G
・
ラ
ン
ト
ヴ
ェ
ー
ア
で
あ
る
。

彼
は
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
領
に
お
け
る
動
産
化
政
策
を
検
討
し
、
一
四
世
紀
以
降
と
く
に
ア
ム
ト
の
質
入
れ
が
領
過
形
成
を
推
進
す
る
た
め
の
諸
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一四世紀ケルン大司教領におけるアムトの質入れと領域政策（宮坂）

【表】歴i代ケルン大司教によるアムトの質入れ

ケルン大司教 質入れ行為 質入れ数 在位年数

ハインリヒ・フォン・ヴィルネブルク（ユ306－1332） 6 6 26

ヴァルラーム・フォン・ユーリヒ　（1332－1349） 13 23 17

ヴィルヘルム・フォン・ゲネップ（1349－1362） 15 16 13

アードルフ・フォン・デア・マルクG363－1364） 2 2 1

エンゲルベルト・フォン・デア・マルク（1364－1368） 6 12 4

クーノー・フォン・ファルケンシュタイン（1368一ユ370） 9 12 2

フリードリヒ・フォン・ザールヴェルデン（1370－1414） 25 39 44

ディートリヒ・フォン・メルス（1414－1463） 118 129 49

Tewes，　L，，　Die　Amts一　und　PfandPolitik　der　Erxbischbfe　von　Kb’ln　im　Spdtmittelalter　（1806－1463），

1987，S．55，82，103，107，122，140，167，191より作成。ただし大司教ハインリヒの時代に

ついては筆者の調査に基づいて作成。

政
策
の
資
金
調
達
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
ラ
ン
ト

ヴ
ェ
ー
ア
は
フ
ァ
ル
ツ
伯
が
支
配
権
を
質
に
入
れ
た
債
権
者
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
債
権
者
の
多
く
が
フ
ァ
ル
ツ
伯
の
側
近
・
近
縁
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の

よ
う
な
債
権
者
を
繰
り
返
し
輩
出
す
る
特
定
の
家
系
が
複
数
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
ラ
ン

ト
ヴ
ェ
ー
ア
の
言
う
こ
の
よ
う
な
事
態
は
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
つ
い
て
も
確
認
さ
れ
、
債

権
者
を
含
め
ア
ム
ト
マ
ン
は
主
に
大
司
教
と
レ
ー
エ
ン
関
係
を
結
ん
で
い
る
騎
士
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
騎
士
見
習
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
る
。

　
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
け
る
ア
ム
ト
の
質
入
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
研
究
を
行
な
っ
て

い
る
の
は
、
L
・
テ
ー
ヴ
ェ
ス
で
あ
る
。
テ
ー
ヴ
ェ
ス
は
一
四
世
紀
初
頭
か
ら
一
五
世
紀

半
ば
に
か
け
て
の
歴
代
ケ
ル
ン
大
司
教
に
よ
る
ア
ム
ト
の
質
入
れ
に
関
し
て
実
証
的
な
研

　
　
　
　
　
⑫

究
を
行
な
っ
た
。
こ
の
中
で
テ
！
ヴ
ェ
ス
は
個
々
の
質
入
れ
を
逐
｝
列
挙
し
、
全
体
と
し

て
ア
ム
ト
の
質
入
れ
が
、
大
司
教
に
よ
る
戦
争
遂
行
や
新
た
な
領
域
獲
得
の
た
め
の
資
金

調
達
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
テ
ー
ヴ
ェ
ス
の
研
究
で
は
そ
の

網
羅
性
の
ゆ
え
に
、
個
々
の
質
入
れ
を
取
り
上
げ
る
さ
い
に
、
大
司
教
と
債
権
者
と
の
関

係
お
よ
び
質
に
出
さ
れ
る
ア
ム
ト
周
辺
の
政
治
的
状
況
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

個
々
の
質
入
れ
が
も
つ
政
策
上
の
意
味
付
け
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

ま
た
ア
ム
ト
の
質
入
れ
に
伴
な
う
危
険
性
に
つ
い
て
も
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
テ
ー
ヴ
ェ
ス
は
ア
ム
ト
の
質
入
れ
を
受
け
入
れ
る

債
権
者
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
利
子
徴
収
を
強
調
す
る
が
、
債
権
者
側
の
意
図
に
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つ
い
て
さ
ら
に
目
配
り
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ン
ト
ヴ
ェ
ー
ア
と
テ
ー
ヴ
ェ
ス
の
研
究
は
、
ア
ム
ト
の
質
入
れ
が
領
邦
国
家
の

形
成
・
発
展
に
重
要
な
関
わ
り
を
も
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
テ
ー
ヴ
ェ
ス
の
研
究
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い

て
は
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
以
上
の
論
述
内
容
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
け
る
ア
ム
ト
制
の
果
た
し
た
役
翻
を
、
領
域
政
策
に
お
け
る
ア
ム
ト
の

質
入
れ
と
い
う
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
論
究
の
中
心
は
ア
ム
ト
制
が
ほ
ぼ
全
容
を
顕
に
す
る
～
四
世
紀
で
あ
る
。
こ
の
一
四
世
紀
は
、
そ

れ
以
降
の
大
司
教
領
の
領
域
的
骨
格
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
時
代
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ケ
ル
ン
大
司
教
の
領
域
政
策
が
領
邦
形
成
に
と
っ
て
枢

要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。

①
　
は
じ
め
に
註
①
参
照
。

②
ア
ム
ト
制
一
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は
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息
急
欝
§
き
S
§
嵩
s
ミ
N
斡
霧
窪
§
N
《
§
》
き
§
譜
き
一
⑩
○
。
α
巳
ω
．

　
一
一
瞥

⑥
幻
Φ
8
ぽ
具
m
■
鋤
．
○
．
▼
ω
．
b
。
O
メ

⑦
↓
①
蓄
9
麟
．
騨
b
‘
ω
．
ω
ω
．
大
司
教
に
よ
る
ア
ム
ト
マ
ン
の
任
命
に
は
、
通
常
の

　
任
命
と
質
入
れ
に
伴
な
う
任
命
の
二
通
り
あ
る
こ
と
に
な
る
。
爺
者
の
場
合
、
在

　
任
期
問
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
だ
い
た
い
～
年
か
ら

　
五
年
く
ら
い
で
あ
る
。
後
者
で
は
、
負
債
が
返
済
さ
れ
次
第
ア
ム
ト
マ
ン
職
を
解

　
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
当
該
ア
ム
ト
マ
ン
の
生
存
中
に
返
済
が
間
に
合

　
わ
な
い
場
合
は
、
同
一
家
系
内
で
代
々
ア
ム
ト
マ
ン
職
が
受
け
継
が
れ
、
二
〇
年

　
～
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
当
該
ア
ム
ト
を
保
有
す
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

　
当
該
ア
ム
ト
内
に
大
司
教
か
ら
封
土
を
授
封
さ
れ
て
い
る
者
は
一
時
的
に
大
司
教

　
と
の
レ
ー
エ
ン
関
係
を
解
消
し
、
債
権
者
で
あ
る
ア
ム
ト
マ
ン
と
レ
ー
エ
ン
関
係

　
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

⑧
大
司
教
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
メ
ル
ス
（
在
位
～
四
～
四
－
六
三
年
）
は

　
財
政
破
綻
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ア
ム
ト
を
質
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
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↓
①
≦
Φ
ρ
，
。
斡
O
‘
ω
．
c
。
．
し
か
し
後
任
の
大
司
教
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
フ
ォ
ン
・
デ

　
ア
・
フ
ァ
ル
ツ
（
在
位
一
四
六
三
…
八
○
年
）
は
債
権
者
た
ち
を
強
引
に
大
司
教

　
領
か
ら
追
放
し
、
質
入
れ
し
た
ア
ム
ト
の
大
半
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
U
房
§
・

　
毒
巴
9
国
‘
蓉
艦
ミ
O
跨
匙
§
厳
寒
、
二
見
駐
S
慧
§
蹴
さ
魯
韓
§
q
§
寮
ミ

　
禽
軌
－
N
o
Q
ミ
レ
ー
⑩
刈
♪
ω
．
一
Q
o
鯨
．

⑨
↓
o
蓄
ω
》
田
軌
9
ω
．
卜
。
｛
門

⑩
い
巨
多
Φ
貰
O
．
ニ
リ
】
）
δ
b
d
Φ
島
Φ
艮
毒
σ
Q
山
①
【
菊
臥
。
夢
β
暮
色
①
邑
§
Σ
風
雷
畠
－

　
ω
o
訂
富
ロ
｛
母
住
2
》
若
げ
震
氏
霧
囚
ロ
愚
建
鉱
。
。
o
ぽ
p
円
①
二
陣
8
「
向
日
ω
．
．
」
只
ミ
㍗

　
ミ
N
ミ
誌
§
§
募
ミ
駐
急
§
壽
ミ
多
多
、
曇
澄
①
ρ
一
8
0
。
．

⑪
↓
霧
Φ
5
。
Ψ
劉
：
b
げ
⑦
＝
壁
α
Q
⑦
「
ま
。
。
蒜
Φ
》
日
g
き
霧
。
冨
｛
〔
象
ぎ
男
臼
ぎ
一
写

　
。
・
o
げ
魯
ど
。
ζ
｝
巴
邑
臥
ω
臼
建
け
同
8
餌
Φ
の
ω
窟
9
鐸
Φ
巨
尽
汽
し
・
帥
ヨ
労
冨
ぎ
．
、
甲
昇

　
沁
書
画
§
ぎ
ミ
ミ
贈
ミ
慧
越
辱
ミ
縣
暗
き
0
ρ
お
。
。
9
ω
9
し
。
ヨ
「
ま
た
、
W
・
－
R
・
ベ
ル

　
ン
ス
は
ト
リ
ー
ア
大
司
教
領
に
つ
い
て
同
様
の
結
果
を
確
認
し
た
上
で
、
レ
ー
エ

　
ン
関
係
を
大
司
教
と
ア
ム
ト
マ
ン
の
関
係
へ
の
保
障
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
み
な

　
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
ア
ム
ト
制
と
レ
ー
エ
ン
制
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
興

　
味
深
い
。
c
d
Φ
ヨ
醗
≦
．
・
菊
こ
b
づ
ミ
§
o
N
ミ
か
園
謡
駄
寒
、
恥
き
暮
譜
偽
晦
、
憩
ミ
恥
急
暮

　
し
口
織
ミ
ミ
苺
§
醤
竈
ミ
、
貸
c
Q
O
団
－
N
Q
Q
軌
患
一
〇
〇
◎
ρ
ψ
α
良
’

⑫
日
睾
①
ω
り
b
雀
踊
ミ
跨
－
§
駄
浮
嵩
懸
ミ
轟

第
二
章
　
＝
二
世
紀
末
ま
で
の
ケ
ル
ン
大
司
教
の
領
域
政
策
と
ア
ム
ト
制
の
形
成

　
こ
こ
で
は
と
く
に
注
目
す
べ
き
複
数
の
大
司
教
の
領
域
政
策
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
一
四
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ケ
ル
ン
大
司
教
領
を
と
り
ま
ぐ

領
域
的
状
況
の
前
段
階
を
明
ら
か
に
し
、
ア
ム
ト
制
の
形
成
と
の
関
連
を
示
し
た
い
。

　
時
代
は
遡
る
が
、
ケ
ル
ン
大
司
教
が
聖
賢
の
み
な
ら
ず
世
俗
に
お
い
て
も
最
有
力
な
支
配
者
と
し
て
初
め
て
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
大
司
教
ブ
ル
ー
ノ
ー
世
（
在
位
九
五
三
－
九
六
五
年
目
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ノ
は
ド
イ
ツ
国
王
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
弟
で
あ
り
、
兄
オ
ッ

ト
ー
の
帝
国
教
会
政
策
の
も
と
で
こ
の
オ
ッ
ト
ー
か
ら
ロ
ー
ト
リ
ン
デ
ン
大
公
位
を
授
与
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ケ
ル
ン
大
司
教
は
国
王
に

よ
る
帝
国
政
策
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
政
治
的
威
信
を
高
め
、
支
配
権
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
当
時
の
諸
侯
の
封
建
的
分

立
状
態
に
あ
っ
て
は
、
大
司
教
が
安
定
し
た
世
俗
権
力
を
獲
得
す
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
ケ
ル
ン
大
司
教
が
領
邦
君
主
へ
と
転
化
し
て
い
く

の
は
、
よ
う
や
く
｝
二
世
紀
前
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
転
化
の
礎
石
と
な
っ
た
の
が
、
　
一
五
　
年
に
国
王
コ
ン
ラ
ー
ト
三
世
か
ら

大
司
教
ア
ー
ノ
ル
ト
ニ
世
（
在
位
＝
五
～
一
五
六
年
）
に
与
え
ら
れ
た
リ
プ
ア
リ
ア
大
公
位
で
あ
っ
た
。
以
後
歴
代
の
大
司
教
は
こ
の
大
公
位

と
結
び
つ
い
た
高
級
裁
判
権
に
依
拠
し
て
、
ラ
ン
ト
平
和
を
実
現
す
べ
く
領
邦
形
成
を
押
し
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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本
格
的
に
領
邦
国
家
と
し
て
の
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
形
成
に
着
手
し
た
の
は
、
大
司
教
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
ス
ベ
ル
ク
（
在
位

一
一
六
七
…
九
一
年
）
で
あ
る
。
従
来
と
異
な
り
こ
の
ブ
イ
リ
ッ
プ
の
も
と
で
初
め
て
、
帝
国
政
策
よ
り
も
領
再
形
成
政
策
が
優
先
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
彼
は
莫
大
な
貨
幣
を
投
じ
て
城
塞
、
所
領
、
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
を
購
入
し
、
大
司
教
領
の
規
模
拡
大
を
図
っ
た
。
そ
の
さ
い
フ
ィ
リ

ッ
プ
は
購
入
し
た
城
塞
を
、
フ
ェ
ー
デ
勃
発
時
に
大
司
教
が
軍
事
拠
点
と
し
て
利
用
で
き
る
と
い
う
開
城
権
を
留
保
し
た
上
で
、
城
塞
の
売
却

者
で
あ
る
貴
族
に
レ
ー
エ
ン
と
し
て
授
与
し
、
い
わ
ゆ
る
レ
ー
エ
ン
宮
廷
を
組
織
し
て
、
領
置
国
家
と
し
て
の
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
基
盤
に
し

ょ
う
と
し
た
。
し
か
し
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
、
レ
ー
エ
ン
制
は
形
骸
化
の
傾
向
を
示
し
始
め
て
お
り
、
レ
ー
エ
ン
支
配
は
領
邦
形
成
の
た
め
の

手
段
と
し
て
は
実
質
的
な
機
能
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
後
継
の
大
司
教
た
ち
は
こ
の
ブ
イ
リ
ッ
プ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
レ
ー
エ
ン
支
配
に
基

づ
く
領
邦
形
成
の
路
線
を
踏
襲
し
よ
う
と
す
る
が
、
逆
に
さ
ま
ざ
ま
な
支
配
権
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
苦
渋
を
な
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
大
司
教
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
時
代
に
関
し
て
な
お
一
つ
注
目
す
べ
き
重
要
な
点
は
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
大
公
領
の
獲
得
で
あ
る
。
＝
八
○

年
は
周
知
の
よ
う
に
中
世
ド
イ
ツ
国
旗
史
に
お
い
て
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
と
な
っ
た
年
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
ザ
ク
セ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
両
大
公

領
を
合
わ
せ
も
ち
、
帝
国
北
東
部
に
お
い
て
強
大
な
地
位
を
得
て
い
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
獅
子
公
が
、
時
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ

に
よ
っ
て
失
脚
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
失
脚
と
と
も
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
所
有
し
て
い
た
帝
国
レ
ー
エ
ン
は
、
彼
に
敵
対
し
て
い
た
諸
侯
に
再
訂
封

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
ザ
ク
セ
ン
大
公
領
の
西
半
分
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
大
公
領
と
し
て
ケ
ル
ン
大
司
教
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
与
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
後
、
後
継
の
大
司
教
の
領
域
政
策
上
の
重
要
な
課
題
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
と
同
様
に
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン

大
公
領
に
お
い
て
も
同
盟
者
や
諸
所
の
権
利
を
増
大
さ
せ
、
双
方
の
地
域
を
結
合
し
て
、
領
域
的
に
完
結
し
た
領
邦
国
家
を
形
成
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

　
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
後
、
大
司
教
領
の
新
た
な
領
域
政
策
の
可
能
性
を
開
い
た
の
が
大
司
教
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
一
世
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
ク
（
在
位

＝
二
六
－
二
五
年
）
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
領
邦
形
成
も
大
き
な
進
展
を
み
せ
、
と
く
に
一
二
二
〇
年
以
後
国
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
並
の
後
見
人
・

帝
国
摂
政
と
い
う
地
位
を
利
用
し
て
領
邦
権
力
の
拡
大
に
努
め
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
や
リ
ン
ブ
ル
ク
大
公
ら
と
の
戦
い
で
幾
多
の
城
塞
を
獲
得
し
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た
ほ
か
、
さ
ら
に
都
市
の
建
設
や
都
市
へ
の
特
権
賦
与
を
積
極
的
に
押
し
進
め
た
。
ま
た
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
は
出
自
が
ベ
ル
ク
伯
領
で
あ
っ
た

た
め
、
ベ
ル
ク
伯
領
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
り
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
と
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
大
公
領
を
領
域
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

し
か
し
こ
の
領
域
政
策
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
が
ベ
ル
ク
斜
掛
そ
の
も
の
を
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
併
合
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

結
果
、
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
が
暗
殺
さ
れ
た
後
こ
の
二
領
域
の
架
橋
の
努
力
は
水
泡
に
帰
し
、
彼
の
意
思
に
反
し
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
大
公
領

と
の
領
域
的
結
合
は
一
時
的
な
も
の
に
終
わ
っ
た
。

　
　
三
世
紀
に
お
い
て
ケ
ル
ン
大
司
教
の
領
邦
君
主
権
力
が
絶
頂
を
迎
え
た
の
は
、
大
司
教
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
ホ
シ
ュ
タ
ー
デ
ン

（
在
位
＝
一
三
八
一
六
～
年
）
の
時
代
で
あ
る
。
コ
ン
ラ
ー
ト
の
時
代
は
一
二
五
四
年
か
ら
一
二
七
三
年
ま
で
続
く
大
空
位
時
代
と
も
一
部
重
な

っ
て
い
た
。
こ
の
帝
国
権
力
が
非
常
に
弱
体
化
し
た
大
空
位
時
代
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
五
郎
分
立
体
制
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
コ
ン

ラ
ー
ト
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
勢
力
拡
大
の
機
会
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
も
前
任
者
た
ち
と
同
様
、
戦
闘
に
よ
る

城
塞
の
獲
得
、
積
極
的
な
都
市
建
設
に
よ
っ
て
支
配
領
域
を
拡
大
し
た
が
、
な
か
で
も
自
己
の
出
身
家
系
で
あ
る
ホ
ー
ホ
シ
ュ
タ
ー
デ
ン
家
の

所
領
の
大
司
教
領
へ
の
併
合
と
、
購
入
に
よ
る
ザ
イ
ン
伯
領
の
多
地
域
の
獲
得
は
、
領
邦
国
家
と
し
て
の
大
司
教
領
を
決
定
的
に
強
化
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
コ
ン
ラ
ー
ト
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
強
大
な
ケ
ル
ン
大
司
教
の
領
邦
君
主
権
力
は
、
彼
の
死
後
ケ
ル
ン
市
や
隣
接
す
る
領
邦
君

主
な
ど
大
司
教
領
内
外
の
敵
対
勢
力
の
反
撃
に
よ
っ
て
大
幅
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ

ェ
ス
タ
ー
ブ
ル
ク
（
在
位
＝
毛
五
－
九
七
年
）
の
時
代
は
、
そ
の
後
の
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
命
運
を
大
き
く
変
え
る
転
換
点
と
な
っ
た
。
そ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
一
二
八
八
年
に
起
こ
っ
た
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
の
戦
闘
で
あ
る
。

　
争
い
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
り
ン
ブ
ル
ク
大
公
領
の
相
続
問
題
で
あ
っ
た
。
一
二
八
三
年
に
同
大
公
領
の
相
続
権
を
主
張
し
て
ゲ
ル
ダ
ー
ン

伯
ラ
イ
ナ
ル
ト
と
ブ
ラ
バ
ン
大
公
ヨ
ハ
ン
が
対
立
し
た
時
、
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
は
ブ
ラ
バ
ン
大
公
が
下
ラ
イ
ン
地
方
に
お
け
る
覇
権
を

掌
握
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
ゲ
ル
ダ
ー
ン
伯
を
支
持
し
た
。
し
か
し
こ
の
争
い
は
下
ラ
イ
ン
地
方
全
体
を
巻
き
込
む
も
の
へ
と
発
柔
し
、
五
年
後
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②

つ
い
に
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
に
お
い
て
雌
雄
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
は
大
司
教
が
加
担
し
た
ゲ
ル
ダ
ー
ン
幻
化
の
完
敗
に
終
わ
り
、
大

司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
は
ゲ
ル
ダ
ー
ン
伯
と
と
も
に
ブ
ラ
バ
ン
大
公
側
に
加
担
し
た
ベ
ル
ク
伯
に
捕
ら
え
ら
れ
、
一
年
以
上
も
の
間
拘
禁
さ
れ

た
後
、
ベ
ル
ク
伯
の
要
求
に
対
す
る
大
幅
な
譲
歩
と
引
き
替
え
に
釈
放
さ
れ
た
。
こ
の
戦
闘
の
結
果
、
大
司
教
は
ブ
ラ
バ
ン
大
公
や
近
隣
の
マ

ル
ク
伯
に
よ
っ
て
重
要
な
支
配
権
の
一
部
を
奪
わ
れ
た
ば
か
り
か
、
ケ
ル
ン
市
に
対
す
る
支
配
権
を
ほ
ぼ
完
全
に
喪
失
し
た
。
ケ
ル
ン
は
実
質

的
に
自
由
帝
国
都
市
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
、
大
司
教
権
力
の
影
響
下
か
ら
独
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
法
的
に
は
大
司
教
の
封
臣

と
し
て
こ
れ
ま
で
大
司
教
の
レ
ー
エ
ン
宮
廷
を
構
成
し
て
き
た
近
隣
の
ユ
ー
リ
ヒ
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
、
ベ
ル
ク
、
マ
ル
ク
伯
ら
が
大
司
教
の
支
配

か
ら
脱
し
、
自
立
的
な
領
邦
君
主
へ
と
昇
格
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
下
ラ
イ
ン
地
方
に
お
け
る
ケ
ル
ン
大
司
教
の
主
導
的
地
位
は
全
く
失
わ
れ
、

以
後
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
け
る
領
邦
形
成
は
以
前
よ
り
も
縮
小
さ
れ
た
規
模
で
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ま
で
ケ
ル
ン
大
司
教
を
中
心
と
し
て
い
た
下
ラ
イ
ン
流
域
に
お
け
る
政
治
権
力
構
造
は
、
＝
二
世
紀
後
半
以
降
一
層
モ
ザ

イ
ク
的
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
司
教
を
は
じ
め
と
す
る
諸
侯
た
ち
は
外
部
へ
の
領
域
拡
大
を
目
論
む
と
同
時
に
、
隣
接
事
由
君
主

に
対
す
る
自
領
域
の
防
衛
を
ま
す
ま
す
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
で
と
り
わ
け
領
域
的
散
在
性
の
強
い
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
と
っ
て
、

領
内
の
諸
権
利
と
所
領
の
再
編
・
強
化
が
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
。
レ
ー
エ
ン
制
の
形
骸
化
と
荘
園
所
領
の
分
散
化
の
克
服
を
契
機
と
す
る
ア

ム
ト
舗
の
導
入
は
全
事
忌
的
な
現
象
で
あ
る
が
、
下
ラ
イ
ン
地
方
の
諸
盟
邦
に
お
い
て
は
当
時
の
政
治
状
況
に
も
促
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
と
り

わ
け
＝
二
世
紀
末
以
降
軌
を
一
に
し
て
ア
ム
ト
綱
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
い
て
個
々
の
ア
ム
ト
の
存
在
が
確
認
さ
れ
始
め
る
の
は
一
二
六
〇
年
代
か
ら
で
あ
り
、
大
司
教
領
全
体
に
お
け
る
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ム
ト
の
形
成
は
一
四
世
紀
の
半
ば
ま
で
に
は
ほ
ぼ
完
了
す
る
。
地
域
的
に
見
れ
ば
、
ア
ム
ト
の
形
成
は
ま
ず
大
司
教
の
支
配
領
域
の
周
縁
部
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
始
ま
り
、
次
第
に
中
心
部
へ
と
進
行
し
て
い
っ
た
。
こ
の
進
行
過
程
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
辺
境
防
衛
の
重
要
性
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
の

さ
い
、
大
司
教
が
高
級
・
下
級
裁
判
権
を
行
使
し
う
る
領
域
が
ア
ム
ト
の
地
理
的
基
盤
と
な
っ
た
。
個
々
の
ア
ム
ト
の
規
模
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

っ
た
が
、
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
る
と
そ
の
境
界
は
維
持
さ
れ
、
外
形
的
に
安
定
し
た
領
域
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
ア
ム
ト
形

120 （552）



一一l世紀ケルン大司教領におけるアムトの質入れと領域政策（宮坂）

成
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
統
一
的
な
発
展
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
形
成
過

程
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
大
司
教
領
は
決
し
て
ア
ム
ト
の
網
の
目
に
よ
っ
て
隙
間
な
く
覆
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
い
て
い
の
ア
ム
ト

に
は
、
そ
の
境
界
に
接
し
て
ラ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る
領
域
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
自
立
的
な
貴
族
や
騎
士
が
自
ら
裁
判
君
主
と
し
て
下
級

裁
判
権
を
掌
握
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
高
級
裁
判
権
を
も
行
使
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ト
で
は
大
司
教
の
直
接
的
な
支
配
権

の
行
使
は
不
可
能
で
あ
り
、
大
司
教
は
レ
ー
エ
ン
関
係
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
貴
族
や
騎
士
と
の
関
係
を
維
持
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
支
配

地
域
は
二
〇
〇
以
上
に
の
ぼ
っ
た
。
司
教
座
聖
堂
参
事
会
や
他
の
有
力
な
修
道
院
の
も
つ
支
配
地
域
に
対
し
て
は
、
大
司
教
は
高
位
聖
職
者
と

し
て
の
保
護
機
能
に
由
来
す
る
緩
や
か
な
上
級
支
配
権
を
行
使
で
き
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
総
じ
て
ア
ム
ト
と
い
う
統
治
形
態
に
よ
っ
て
組
織

化
さ
れ
て
い
た
の
は
、
少
な
く
と
も
中
世
後
期
に
お
い
て
は
大
司
教
領
全
域
で
は
な
く
大
司
教
の
直
轄
領
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
ム
ト
は

ま
だ
大
司
教
領
の
中
の
一
定
区
域
を
占
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
ア
ム
ト
と
並
ん
で
ア
ム
ト
制
の
一
翼
を
担
う
ア
ム
ト
マ
ン
に
視
点
を
移
せ
ば
、
＝
一
四
〇
年
代
以
降
、
俸
給
を
得
る
役
人
の
存
在
が
史
料
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
四
世
紀
前
半
に
は
ア
ム
ト
マ
ン
の
存
在
が
頻
繁
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ア
ム
ト
の
統
治
機
構
の
頂
点

に
い
る
ア
ム
ト
マ
ン
の
任
務
は
、
ア
ム
ト
の
外
部
に
対
し
て
は
ア
ム
ト
の
住
昆
お
よ
び
領
邦
君
主
が
ア
ム
ト
内
に
も
つ
諸
権
利
を
軍
事
的
に
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
ム
ト
の
内
部
に
対
し
て
は
法
的
秩
序
と
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
ム
ト
マ
ン
は
基
本
的
に
は
管
区
城
塞

に
居
住
し
、
そ
こ
を
拠
点
に
任
務
を
遂
行
し
た
。
ア
ム
ト
マ
ン
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
任
務
を
さ
ら
に
下
級
の
ア
ム
ト
マ
ン
に
委
ね
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
ア
ム
ト
マ
ン
は
任
務
の
遂
行
に
あ
た
り
、
ア
ム
ト
か
ら
あ
が
る
大
司
教
の
収
入
の
中
か
ら
定
期
収
入
を
与
え
ら
れ
、
戦
時
に
は

さ
ら
に
そ
の
補
償
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
三
世
紀
に
お
い
て
は
、
な
お
ア
ム
ト
マ
ン
が
ア
ム
ト
に
お
け
る
通
常
の
裁
判
を
司
宰
し
て

い
た
が
、
や
が
て
ア
ム
ト
マ
ン
の
任
務
の
司
法
的
側
面
は
後
退
・
消
失
し
、
ア
ム
ト
内
の
裁
判
は
フ
ォ
ー
ク
ト
あ
る
い
は
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ど
の
大
司
教
が
任
命
し
た
裁
判
官
が
司
宰
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
四
世
紀
の
半
ば
か
ら
ア
ム
ト
の
統
治
機
構
の
中
に
財
務
官
と
し
て
の
性
格
を

も
つ
ケ
ル
ナ
ー
が
現
わ
れ
る
。
ケ
ル
ナ
ー
は
元
来
、
管
区
城
塞
の
居
住
者
の
給
養
に
対
し
て
の
み
権
限
を
も
っ
て
い
た
が
、
一
四
世
紀
半
ば
以
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降
ア
ム
ト
マ
ン
と
対
等
の
立
場
に
た
つ
役
人
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
な
か
で
も
読
み
書
き
に
通
じ
る
聖
職
者
が
任
命
さ
れ
た
。
ケ
ル
ナ
ー
に
は

ア
ム
ト
内
に
お
け
る
大
司
教
の
荘
園
か
ら
の
地
代
の
管
理
の
ほ
か
、
ア
ム
ト
内
の
住
民
に
課
さ
れ
る
租
税
、
内
陸
関
税
、
裁
判
収
入
、
十
分
の

一
税
の
徴
収
な
ど
の
財
政
的
権
限
が
す
べ
て
委
ね
ら
れ
た
。
ケ
ル
ナ
ー
は
ア
ム
ト
に
お
け
る
財
政
収
入
に
関
す
る
正
確
な
帳
簿
を
作
成
し
、
毎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

年
そ
れ
を
中
央
組
織
内
に
い
る
大
司
教
領
全
体
の
財
務
長
官
で
あ
る
レ
ン
ト
マ
イ
ス
タ
ー
に
提
出
し
て
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
章
で
は
＝
二
世
紀
末
に
お
け
る
大
司
教
領
を
と
り
ま
く
政
治
権
力
的
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
対
応
し

た
＝
二
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
ア
ム
ト
制
の
形
成
を
概
説
し
て
き
た
。
次
章
で
は
、
こ
の
新
た
に
形
成
さ
れ
て
き
た
ア
ム

ト
制
が
一
四
世
紀
に
お
け
る
大
司
教
の
領
域
政
策
の
中
で
果
た
し
た
役
割
を
、
ア
ム
ト
の
質
入
れ
と
い
う
側
面
か
ら
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。

①
以
下
の
叙
述
は
主
と
し
て
次
の
四
つ
の
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
。
∪
冨
け
Φ
学

　
惹
耳
窓
．
9
一
国
蒔
Φ
聲
頃
．
菊
．
F
山
霧
し
・
Φ
昌
w
≦
．
；
U
窃
守
艮
翫
弄
巳
口
ぎ

　
σ
Q
Φ
ω
o
聞
0
7
錘
。
げ
自
¢
ぴ
Φ
ひ
ば
。
犀
、
．
》
旦
さ
誌
q
ミ
ト
§
駄
§
辱
§
姿
ミ
§
砺
ミ
辞

　
一
⑩
o
。
①
　
冒
暴
器
戸
≦
‘
b
禽
吋
、
き
ぞ
細
動
ミ
§
寮
N
鳶
§
落
ミ
§
ミ
駐
ミ
ミ
、
置
ミ

　
睾
N
蟄
ト
一
8
黛
勺
簿
芦
閃
．
：
句
Φ
鼠
8
吋
芭
ぼ
匡
自
α
q
β
目
雪
隠
Φ
a
8
ユ
魁
ω
3
讐
畠
Φ
。
・

　
一
曲
智
聞
巨
巳
①
H
房
ぎ
賭
9
縣
芝
Φ
ω
痔
霊
導
．
．
曽
ぎ
”
b
ミ
譜
袋
§
書
頴
、
識
な
ぎ
謙
ミ
職
琳

　
賊
ミ
一
蒔
§
尊
詠
§
譜
註
切
臼
一
甲
ず
α
q
．
く
。
口
℃
舞
N
ρ
類
‘
曲
り
刈
ρ
ω
．
轟
O
陵
眺
．
ま
た
林
毅

　
氏
も
著
書
『
ド
イ
ツ
中
世
都
市
と
都
市
法
撫
、
創
文
社
、
一
九
八
○
年
、
五
一
～

　
六
五
頁
に
お
い
て
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
中
葉
ま
で
の
ケ
ル
ン
大
司
教

　
に
よ
る
領
邦
君
主
権
力
の
確
立
過
程
を
四
つ
の
疇
期
に
区
分
し
て
手
際
よ
く
ま
と

　
め
て
お
ら
れ
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

②
ゲ
ル
ダ
ー
ン
伯
に
は
ナ
ッ
サ
ウ
伯
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
、
ヘ
ネ
ガ
ウ
伯
、
リ
エ
ー

　
ジ
ユ
司
教
が
与
し
、
ブ
ラ
バ
ン
大
公
に
は
ユ
ー
リ
ッ
ヒ
伯
、
マ
ル
ク
伯
、
ベ
ル
ク

　
伯
、
ヴ
ィ
ン
デ
ッ
ク
伯
、
ホ
ラ
ン
ト
伯
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
市
、
ケ
ル
ン
市
が
加
担
し

　
た
。

③
冒
諺
ω
Φ
P
乏
．
＝
N
霞
く
①
暑
弾
巨
目
α
q
浄
。
。
図
α
ぎ
霞
即
N
巴
｛
鼠
．
甲
の
山
昏
。
．
史
料
に

　
認
め
ら
れ
る
ア
ム
ト
を
表
す
語
は
、
o
漆
。
ご
β
象
ω
臨
9
島
も
ヨ
冥
の
三
つ
で
あ

　
る
。
o
曄
。
冨
ヨ
は
本
来
役
人
の
権
利
と
義
務
の
総
体
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た

　
が
、
後
に
空
間
的
な
統
治
単
位
と
し
て
の
ア
ム
ト
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
一
三
世
紀
末
か
ら
　
四
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
、
こ
の
。
譲
。
ぼ
ヨ
が
明

　
確
に
後
者
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
象
。
・
賦
9
話
が
ア
ム

　
ト
を
指
す
言
葉
と
し
て
多
用
さ
れ
た
。
そ
の
後
大
司
教
ヴ
ァ
ル
ラ
ー
ム
の
時
代
に

　
入
っ
て
。
窪
。
ご
旨
が
岳
ω
ε
o
ε
ω
と
同
義
と
み
な
さ
れ
、
と
く
に
＝
二
四
〇
年

　
代
以
降
、
餌
日
窟
と
と
も
に
ア
ム
ト
マ
ン
の
地
方
管
轄
区
域
を
意
味
す
る
よ
う
に

　
な
っ
た
。
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①
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ρ
ω
』
駐
｛
．

⑤
冒
器
。
・
Φ
P
ゆ
．
p
ρ
ω
．
9
ア
ム
ト
マ
ン
を
意
味
す
る
。
誌
。
芭
r
。
。
。
Ψ
。
臨
9
巴
層

　
ρ
臼
鷲
日
雪
p
の
三
つ
の
名
称
は
、
一
四
世
紀
に
入
っ
て
そ
の
意
味
内
容
が
明
確
に

　
な
っ
て
く
る
。
ラ
テ
ン
語
の
。
臨
臨
既
の
P
o
窪
。
貯
甑
と
い
う
語
は
一
二
世
紀
以
降

　
の
史
料
に
登
場
す
る
が
、
当
初
は
大
罵
教
の
宮
廷
の
商
級
役
人
～
般
を
意
味
し
て

　
い
た
。
し
か
し
大
司
教
コ
ン
ラ
ー
ト
の
時
代
か
ら
、
o
臨
9
鉱
Φ
ω
は
宮
廷
外
で
活
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動
ず
る
役
人
を
愚
昧
す
る
よ
う
に
な
る
。
＝
二
世
紀
半
ば
か
ら
は
。
漆
。
一
群
①
し
・
と

　
並
ん
で
。
墜
9
窟
。
二
も
、
宮
廷
で
は
な
く
地
方
で
活
動
す
る
導
入
を
指
す
よ
う
に

　
な
り
、
両
者
は
後
の
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ネ
ブ
ル
ク
（
在
位

　
＝
こ
〇
六
1
＝
｝
二
年
）
の
時
代
に
は
地
方
役
入
を
指
す
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ

　
た
。
し
か
し
一
四
世
紀
前
半
の
大
司
教
ヴ
ァ
ル
ラ
ー
ム
の
時
代
に
入
る
と
、
o
黙
・

　
9
勘
窃
は
聖
職
者
に
対
す
る
教
会
裁
判
官
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
世
俗
の
統

　
治
の
領
域
か
ら
は
消
滅
す
る
。
そ
れ
以
後
、
o
黙
9
巴
が
低
地
ド
イ
ツ
語
の

　
弾
封
建
ヨ
p
弓
と
と
も
に
地
方
に
お
け
る
ア
ム
ト
マ
ン
を
意
味
し
、
と
く
に
「
三
四

　
〇
年
代
以
降
は
、
地
方
の
支
配
管
轄
区
で
あ
る
ア
ム
ト
に
お
け
る
領
邦
君
主
の
代

　
理
人
を
指
す
言
葉
と
な
っ
た
。
U
馨
し
・
こ
P
P
O
．
”
ω
・
①
｛
・

⑥
〉
置
2
犀
。
互
窓
b
‘
ω
』
劇
O
｛
．

⑦
そ
の
ほ
か
、
ア
ム
ト
マ
ン
に
は
守
衛
や
湖
沼
・
牧
草
地
の
管
理
者
な
ど
の
役
人

　
が
従
属
し
て
い
た
。

⑧
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
け
る
中
央
統
治
機
構
の
発
展
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す

　
る
な
ら
ば
、
大
司
教
領
に
お
け
る
地
方
統
治
機
構
（
ア
ム
ト
制
）
が
す
で
に
一
四

世
紀
の
間
に
最
終
的
な
形
を
整
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
央
統
治
機
構
の
組
織

化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
地
方
統
治
機
構
の
そ
れ
よ
り
も
お
よ
そ
三
世
紀
ほ
ど
遅
れ
て

い
た
。
大
司
教
は
中
央
に
お
い
て
す
べ
て
の
業
務
を
自
ら
の
手
中
に
掌
握
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
一
五
世
紀
半
ば
ま
で
統
治
機
構
と
し
て
若
干
の
機
関
を

補
助
的
に
用
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
機
関
は
す
べ
て
、
ほ
ぼ
従
来

の
宮
廷
役
人
、
封
臣
、
聖
堂
参
事
会
員
な
ど
か
ら
大
司
教
が
任
意
に
選
ん
だ
者
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
補
助
的
機
関
を
構
成
す
る
私
的
な
役
入
は
当

初
、
大
司
教
を
介
し
て
相
互
に
緩
や
か
な
結
合
関
係
に
あ
っ
た
が
、
「
四
世
紀
の

半
ば
以
降
統
～
的
な
役
人
団
を
形
成
し
、
大
司
教
の
影
響
下
で
統
治
業
務
を
行
な

っ
た
。
中
央
統
治
機
構
に
お
け
る
重
要
な
機
関
と
し
て
は
顧
問
官
、
財
務
長
官
、

書
記
局
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
整
備
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

ず
島
ω
窪
；
N
轟
く
Φ
ヨ
巴
樽
犀
口
α
q
傷
Φ
ω
囚
α
庁
2
国
嵩
ω
藻
富
、
、
’
ω
．
一
〇
昂
U
曽
。
・
・
；
U
冨

三
巴
賃
鴎
蝕
巳
。
。
o
蕃
p
6
2
「
搾
。
嵩
魯
。
、
”
ω
昌
ω
ω
｛
｛
　
〉
乙
Φ
ヨ
8
ダ
帥
．
即
O
こ
ω
．
潔
メ

コ
8
r
ω
‘
さ
暮
ミ
ミ
讐
註
誤
ミ
ぎ
裁
量
。
ミ
隷
職
§
沁
詠
晒
鯨
§
聴
、
き
賊
§
黙
q
§

象
ミ
§
辻
ぎ
賓
恥
ミ
心
念
総
懸
〇
刈
メ
ω
9
ω
一
。
。
跨

第
三
章
　
ケ
ル
ン
大
司
教
に
よ
る
領
域
獲
得
の
経
緯
と
そ
の
実
情

　
本
章
で
は
前
章
ま
で
の
論
述
を
踏
ま
え
て
、
ア
ム
ト
の
質
入
れ
・
請
け
戻
し
の
具
体
的
な
経
緯
と
そ
の
実
情
を
、
一
四
世
紀
に
大
司
教
に
よ

っ
て
実
際
に
遂
行
さ
れ
た
領
域
獲
得
の
二
つ
の
事
例
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
こ
で
二
つ
の
事
例
と
は
、
一
四
世
紀
前
半
の
大
司
教
ハ

イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ネ
ブ
ル
ク
に
よ
る
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
獲
得
と
同
世
紀
後
半
の
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ー

ル
ヴ
ェ
ル
デ
ン
に
よ
る
ア
ム
ト
・
リ
ン
の
獲
得
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
領
域
獲
得
は
、
歴
代
の
大
司
教
が
行
な
っ
た
領
域
獲
得
の
中
で
も
と
り

わ
け
大
司
教
領
に
と
っ
て
要
衝
を
占
め
る
地
域
に
関
わ
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
（
地
図
参
照
）
。
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□1332年のケルン大司教領
　　（ヒュルクラットも含まれる）

一d・・ ｻの他の領邦の境界

［］質入れしたアムト

一購入した領域

ライン河

Heyden，　G．，　Walram　von　Jalich，　ErxbiSchof　von　Ko’ln．　Reichs－und　Ten・itorialpolitik，1963所収の

地図をもとに作成。
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一一 ?ｑ世紀ケルン大司教領におけるアムトの質入れと領域政策（宮坂）

（一

j
　
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ネ
ブ
ル
ク

　
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
獲
得

（
在
位
＝
二
〇
六
一
瞥
三
庫
）
に
よ
る

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
二
世
紀
後
半
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
以
来
、
後
継
の
大
司
教
は
大
司
教
領
要
衝
周
辺
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
と
ヴ
ェ
ス
ト
フ

ァ
ー
レ
ン
に
お
け
る
支
配
地
域
を
そ
れ
ぞ
れ
強
化
・
拡
大
し
、
か
つ
両
者
を
結
合
し
て
領
域
的
に
完
結
し
た
大
司
教
領
を
形
成
す
る
こ
と
を
領

域
政
策
上
の
目
標
と
し
て
い
た
。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
の
戦
闘
で
の
敗
北
以
降
、
ケ
ル
ン
大
司
教
は
従
来
よ
り
も
縮
小
し
た
規

模
で
回
章
形
成
を
目
論
ま
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
一
四
世
紀
初
頭
に
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ

ン
・
ヴ
ィ
ル
ネ
ブ
ル
ク
（
以
下
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
略
す
）
に
よ
っ
て
企
図
さ
れ
た
当
初
の
領
域
政
策
上
の
課
題
の
う
ち
で
、
苦
難
の
末
唯
一
達
成
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
購
入
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
唯
　
実
現
し
た
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
購
入
・
獲
得
は
、

ラ
イ
ン
左
岸
に
お
け
る
大
司
教
領
の
空
白
地
帯
を
補
填
し
て
領
域
的
一
体
性
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
ケ
ル
ン
教
会
に
と
っ
て
は
元
来
保
有
し
て

い
た
グ
ラ
ー
フ
権
の
取
り
戻
し
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
領
域
政
策
上
の
際
立
っ
た
成
果
で
あ
っ
た
と
雷
え
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

領
の
獲
得
の
経
緯
と
そ
の
実
情
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
領
域
政
策
に
乗
り
出
し
た
当
時
、
こ
の
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
は
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
傍
系
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ル
ー
フ

三
世
・
フ
ォ
ン
・
ク
レ
ー
ヴ
ェ
（
以
下
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
と
略
す
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
彼
は
先
代
か
ら
の
政
策
を
継
承
し
て
ケ
ル
ン
大
司
教

と
の
友
好
関
係
を
保
持
し
た
。
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
オ
ッ
ト
ー
の
死
（
｝
三
一
〇
年
）
を
契
機
と
す
る
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
家
の
相
続
抗
争
で
は
、
デ

ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
オ
ッ
ト
ー
の
後
継
者
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
上
世
に
対
抗
し
て
相
続
権
を
主
張
し
、
復
帰
レ
ー
エ
ン
と
し
て
の
ク
レ
ー
ヴ
ェ
草
平
の
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

収
を
意
図
し
て
相
続
抗
争
に
関
与
す
る
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
与
し
た
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
と
の
間
に
和
議
が
成
立
し
た
と
き
、

将
来
い
か
な
る
と
き
も
ク
レ
！
ヴ
ェ
伯
に
敵
対
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
の
関
係
は
～
向
に
改
善
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
と
の
和
議
後
ほ
ど
な
く
デ
ィ
！
ト
リ
ヒ
は
、
あ
ら
た
に
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
レ
ー
エ
ン
契
約
を
締
結
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④

し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
専
属
老
臣
と
な
り
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
と
の
武
力
対
立
の
さ
い
に
は
大
司
教
側
に
立
つ
こ
と
ま
で
も
約
束
し
た
。

　
さ
て
ケ
ル
ン
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
よ
る
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
鎧
着
獲
得
の
企
図
が
最
初
に
明
示
さ
れ
た
の
は
、
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
と
交
わ
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
＝
二
＝
二
年
六
月
一
六
日
の
協
定
で
あ
る
。
こ
の
協
定
に
お
い
て
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
は
エ
ー
ト
の
城
塞
を
大
司
教
に
レ
ー
エ
ン
と
し
て
委
託
し
、

エ
ー
ト
近
傍
の
大
司
教
領
所
属
の
ア
ム
ト
・
ケ
ン
ペ
ン
の
防
衛
を
約
束
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
城
塞

の
防
衛
を
約
束
し
、
同
時
に
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
先
買
権
を
も
つ
こ
と
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
確
認
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
一

三
一
三
年
の
協
定
に
先
ん
じ
て
、
こ
の
協
定
の
布
石
と
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
協
定
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
と
の
間
に
締
結
し
て
い
た
。
そ
れ
は

大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
対
す
る
優
遇
措
置
と
も
言
え
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
大
司
教
が
二
つ
の
債
権
ー
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ

が
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
城
塞
を
修
復
す
る
た
め
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
借
り
入
れ
た
一
千
マ
ル
ク
と
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
一
部
を
質

入
れ
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
借
り
入
れ
た
負
債
1
を
放
棄
す
る
こ
と
、
ワ
イ
ン
と
ラ
イ
麦
の
納
入
を
免
除
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
デ
ィ
ー
ト
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ヒ
に
対
し
て
年
間
四
〇
〇
マ
ル
ク
を
貨
幣
封
と
し
て
供
与
す
る
こ
と
な
ど
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
協
定
か
ら
は
、
大

司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
獲
得
の
た
め
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
最
大
限
の
譲
歩
を
し
、
両
者
間
の
結
合
を
強
化
し
て
ヒ
ュ
ル
ク

ラ
ッ
ト
伯
領
獲
得
に
向
け
て
本
格
的
に
始
動
し
よ
う
と
す
る
大
司
教
側
の
意
図
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
く
し
て
一
年
後
の
；
二
四
年
六
月
一
二
日
に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
問
で
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
購
入
に
関
す
る
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

よ
う
な
内
容
を
柱
と
す
る
協
定
が
締
結
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

　
　
　
「
…
…
余
は
、
余
の
愛
す
る
血
縁
に
し
て
信
頼
す
べ
き
高
貴
な
る
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
・
ル
ー
フ
・
フ
ォ
ン
・
ク
レ
ー
ヴ
ェ
か
ら
、
余
と
余
の
ケ
ル
ン
教
会
よ

　
　
り
与
え
ら
れ
た
レ
ー
エ
ン
に
由
来
す
る
ヒ
ユ
ル
ク
ラ
ッ
ト
の
城
塞
と
伯
領
お
よ
び
そ
の
付
属
物
を
、
ニ
デ
ナ
リ
ウ
ス
を
三
ヘ
ラ
ー
に
換
算
す
る
三
四
マ
ル

　
　
ク
・
ケ
ル
ナ
ー
パ
ガ
メ
ン
ト
で
購
入
し
、
上
述
の
三
万
マ
ル
ク
の
た
め
に
ケ
ン
ペ
ン
に
お
け
る
都
市
と
余
の
ラ
ン
ト
（
。
覧
曾
ヨ
9
属
託
白
骨
。
ω
實
p
旨
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
閑
Φ
ヨ
需
器
）
を
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
に
質
と
し
て
与
え
た
。
」

さ
ら
に
こ
の
協
定
に
お
い
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
、
負
債
が
返
済
さ
れ
る
ま
で
（
ア
ム
ト
マ
ン
と
し
て
）
ア
ム
ト
・
ケ
ン
ペ
ン
に
お
い
て
ケ
ル
ン
大
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司
教
が
有
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
支
配
権
お
よ
び
す
べ
て
の
収
益
の
保
有
を
認
め
ら
れ
た
。
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領

は
ア
ム
ト
・
ケ
ン
ペ
ン
を
質
物
と
し
て
三
塁
マ
ル
ク
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
支
払
い
は
約
二
年
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

；
一
＝
ハ
年
二
月
二
日
ま
で
に
三
回
に
分
割
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
＝
一
二
四
年
の
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
三
十

の
購
入
に
関
す
る
史
料
は
二
種
類
存
在
す
る
。
先
に
引
用
し
た
史
料
で
は
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
購
入
金
額
は
三
万
マ
ル
ク
で
あ
る
が
、
別

の
史
料
で
は
一
万
五
千
マ
ル
ク
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
金
額
の
相
違
は
次
の
事
情
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
デ

ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
間
で
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
購
入
協
定
が
締
結
さ
れ
た
当
時
、
す
で
に
同
職
領
の
一
部
は
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
に
よ
っ
て
第
三
者

に
質
入
れ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
上
領
購
入
に
あ
た
り
、
直
領
そ
の
も
の
の
購
入
金
額
一
万
五
千
マ
ル
ク

に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
が
第
三
者
か
ら
伯
領
の
一
部
を
請
け
戻
す
た
め
の
金
額
一
万
五
千
マ
ル
ク
を
合
計
し
た
三
景
マ
ル
ク
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
記
載
金
額
の
相
違
は
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
購
入
金
額
に
つ
い
て
請
け
戻
し

金
を
含
め
る
か
否
か
と
い
う
史
料
作
成
者
の
認
識
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
が
大
司
教
ハ
イ
ン

リ
ヒ
に
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
を
売
却
し
た
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
一
万
五
千
マ
ル
ク
と
い
う
高
額
の
負
債
を
償
却
し
た
い
と
い
う
デ
ィ
ー
ト

リ
ヒ
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
に
よ
る
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
売
却
の
政
治
的
理
由
は
史
料
か
ら
は
判
然

と
し
な
い
。
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
は
当
時
ゲ
ル
ダ
ー
ン
伯
の
封
臣
で
も
あ
り
、
ケ
ン
ペ
ン
の
北
東
に
位
置
し
、
父
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
ニ
世
か
ら
受
け
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
だ
ケ
ル
ヴ
ェ
ン
ハ
イ
ム
を
中
心
と
す
る
領
域
を
ゲ
ル
ダ
ー
ン
伯
に
対
す
る
委
託
レ
！
エ
ン
と
し
て
所
有
し
て
い
た
。
ま
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は

ケ
ン
ペ
ン
の
西
部
に
隣
接
す
る
エ
ー
ト
に
居
城
を
構
え
、
領
域
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
領
域
統
合
の
観
点
か
ら
は
、
デ
ィ
ー
ト

リ
ヒ
は
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
を
失
う
代
償
と
し
て
自
領
域
に
近
い
ケ
ン
ペ
ン
を
望
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
後
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
負
債
の
償
却
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
で
さ
え
多
額
の
負
債
を
抱
え
て
い
た
大
司
教
に
と
っ
て
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ

ッ
ト
伯
領
購
入
の
た
め
の
三
法
マ
ル
ク
は
と
う
て
い
大
司
教
自
身
の
財
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
＝
二
～
四
年
六
月
二
八
日

に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
聖
堂
参
事
会
の
承
認
を
得
て
、
三
人
の
ロ
ン
バ
ル
ド
人
か
ら
合
計
二
上
九
二
二
五
マ
ル
ク
を
借
り
入
れ
、
彼
ら
に
は
負
債
が
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⑫

返
済
さ
れ
る
ま
で
の
保
証
と
し
て
、
毎
年
ボ
ン
と
ア
ン
ダ
ー
ナ
ハ
か
ら
あ
が
る
ラ
イ
ン
河
の
関
税
収
入
の
一
部
を
質
入
れ
し
た
。
し
か
し
こ
れ

で
も
他
の
負
債
償
却
に
加
え
て
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
購
入
の
た
め
の
当
面
の
支
払
い
分
を
満
た
す
に
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一

三
二
〇
年
一
二
月
二
一
一
日
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
質
入
れ
さ
れ
て
い
る
ケ
ン
ペ
ン
市
の
参
事
会
と
市
民
に
ま
で
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
十
二
の
購
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

金
の
支
払
い
と
質
物
請
け
戻
し
の
た
め
に
、
五
〇
〇
マ
ル
ク
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
支
払
う
こ
と
を
懇
請
し
た
。
さ
ら
に
＝
壬
二
年
七
月
二
九

日
に
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
大
司
教
区
と
ケ
ル
ン
市
の
す
べ
て
の
聖
職
者
に
対
し
、
ケ
ル
ン
教
会
の
財
産
が
多
数
存
在
す
る
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領

獲
得
の
重
要
性
を
訴
え
て
資
金
援
助
を
要
請
し
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
に
あ
る
聖
職
者
の
財
産
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
課
税
免
除
な
ど
特
権
の
賦
与
・
優
遇
を
行
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
負
債
の
返
済
は
遅
れ
る
一
方
で
あ
っ
た
。
す
で
に
協
定
に
よ
る
支
払
い
期
限
を
大
幅
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

過
ぎ
た
＝
一
三
一
年
＝
一
月
一
三
日
に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
残
り
の
負
債
の
返
済
に
つ
い
て
再
び
交
渉
を
行
な
っ
た
。
こ
こ
で

は
残
り
の
負
債
額
の
う
ち
、
さ
し
あ
た
り
二
千
マ
ル
ク
に
つ
い
て
翌
々
年
の
聖
霊
降
臨
祭
ま
で
に
三
回
に
分
け
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
取
り
決

め
ら
れ
た
が
、
一
回
目
の
支
払
い
が
期
限
通
り
に
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
所
有
権
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
移
行
し
、
期

限
ま
で
に
二
千
マ
ル
ク
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
自
身
が
当
該
伯
領
を
私
的
に
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に

こ
の
二
千
マ
ル
ク
の
支
払
い
が
完
了
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
同
協
定
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

　
　
　
「
…
…
す
で
に
文
書
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
の
城
塞
と
伯
領
の
購
入
金
額
の
う
ち
、
ま
だ
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
対
し
負
債
と
し
て
残

　
　
さ
れ
て
い
る
金
額
の
た
め
に
、
ア
ス
ペ
ル
の
城
塞
と
レ
ー
ス
、
ク
サ
ン
テ
ン
の
二
都
市
お
よ
び
そ
れ
ら
の
付
属
物
を
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
が
す
で
に
長
期
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
質
と
し
て
保
有
し
て
い
る
ケ
ン
ペ
ン
の
都
市
と
ラ
ン
ト
と
と
も
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
質
と
し
て
与
え
る
。
…
…
」

し
か
し
こ
の
ア
ス
ペ
ル
、
レ
ー
ス
、
ク
サ
ン
テ
ン
の
大
司
教
領
最
北
端
の
三
つ
の
ア
ム
ト
は
飛
び
領
地
と
し
て
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
の
中
心
部
に

位
置
し
て
お
り
、
歴
代
の
大
司
教
は
こ
れ
ら
の
ア
ム
ト
の
中
心
を
な
す
都
市
に
多
く
の
特
権
を
与
え
て
大
司
教
陣
営
に
引
き
付
け
て
き
た
。
し

た
が
っ
て
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ア
ム
ト
内
に
あ
る
城
塞
や
都
市
を
質
流
れ
の
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
は
、
辺
境
防
衛
の
観
点
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か
ら
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
側
の
要
求
に
も
当
然
、
こ
れ
ら
地
域
併
合
の
目
論
み
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
そ
の
後
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
こ
れ
ら
の
質
物
を
取
り
戻
す
た
め
に
懸
命
の
努
力
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
＝
二
二
二
年
四
月
二
六
日
に
両
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

あ
ら
た
め
て
現
時
点
で
の
残
り
の
負
債
額
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
る
。

　
　
　
「
…
…
余
は
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
と
彼
の
相
続
人
に
対
し
、
一
万
五
千
マ
ル
ク
の
う
ち
ま
だ
負
債
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
九
〇
三
〇
マ
ル
ク
の
支
払
い
へ
の
保

　
　
証
と
し
て
、
ア
ス
ペ
ル
の
城
塞
、
レ
ー
ス
と
ク
サ
ン
テ
ン
の
二
都
市
お
よ
び
ケ
ン
ペ
ン
の
都
市
と
ラ
ン
ト
を
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
、
封
臣
、
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
の
裁
判
権
、
住
民
、
そ
の
他
上
述
の
城
塞
と
都
市
に
付
属
す
る
す
べ
て
の
も
の
と
と
も
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
質
と
し
て
与
え
た
。
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
努
力
は
続
い
た
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
と
の
度
重
な
る
支
払
期
限
延
長
交
渉
の
後
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
＝
一
三
三
年
一
月
一
〇
日
に

聖
堂
参
事
会
の
承
認
を
得
て
、
城
塞
維
持
の
た
め
の
費
用
を
除
い
て
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
か
ら
得
ら
れ
る
全
収
入
を
負
債
の
償
却
に
用
い

　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
＝
二
二
六
年
掛
月
一
〇
日
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
に
嘆
願
し
て
、
ケ
ル
ン
教
会
の
負
債
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
大
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

教
区
の
す
べ
て
の
教
会
と
修
道
院
か
ら
二
年
間
の
巡
察
手
数
料
と
三
年
間
の
援
助
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
五
年
後
の
一
三

三
一
年
一
一
月
＝
ハ
日
、
残
さ
れ
て
い
た
九
〇
三
〇
マ
ル
ク
の
負
債
が
つ
い
に
完
済
さ
れ
、
質
物
で
あ
る
ア
ム
ト
・
ケ
ン
ペ
ン
、
ア
ス
ペ
ル
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

レ
ー
ス
、
ク
サ
ン
テ
ン
が
大
司
教
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
は
当
初
か
ら
、
こ
の
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
が
ケ
ル
ン
大
司
教
の
手
に
渡
る
こ
と
に
反
対
で
あ
っ
た
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
抗
議

を
も
っ
て
こ
の
取
引
を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
。
事
実
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
は
、
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
デ
ア
・
バ
イ
エ
ル
ン
と
近
隣
の
ラ
イ
ン
ラ
ン

ト
お
よ
び
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
諸
侯
に
支
持
を
求
め
、
さ
ら
に
は
教
皇
に
も
大
司
教
に
対
す
る
苦
情
を
訴
え
た
が
効
果
は
な
く
、
ハ
イ
ン

リ
ヒ
が
死
去
す
る
ま
で
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
と
ケ
ル
ン
大
司
教
の
間
に
は
緊
張
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
購
入
が
完
了
す
る
ま
で
一
七
年
も
の
歳
月
を
費
や
し
た
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
獲
得
は
、
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
行
な
っ
た
領
域
政
策
の

唯
一
最
大
の
成
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
獲
得
は
外
部
へ
の
領
域
拡
大
で
は
な
く
、
孤
立
す
る
複
数
の
自
照
を
結
合
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
一
体
化
し
、
大
司
教
領
を
内
部
か
ら
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
で
の
大
敗
以
来
、
隣
接
す
る
領
邦

君
主
の
勢
力
拡
大
に
よ
っ
て
ケ
ル
ン
大
司
教
に
は
も
は
や
外
部
へ
の
大
胆
な
領
域
拡
大
は
望
め
ず
、
そ
れ
ら
近
隣
の
領
邦
君
主
へ
の
対
抗
・
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

衛
と
い
う
観
点
か
ら
自
領
域
を
着
実
に
固
め
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
も
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
お

け
る
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
中
心
部
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の
領
域
が
他
の
領
邦
君
主
の
手
に
渡
っ
た
場
合
、
大
司
教
領
の
損
失
は
計
り
知
れ
な

い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
獲
得
は
と
り
わ
け
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（一

o）

@
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ー
ル
ヴ
エ
ル
デ
ン

　
ア
ム
ト
・
リ
ン
の
獲
得

（
在
位
一
三
七
〇
一
一
四
一
四
年
）
に
よ
る

　
一
三
世
紀
末
の
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
の
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
敗
北
の
結
果
、
大
司
教
の
領
域
政
策
は
以
前
に
比
べ
て
縮
小
し
た
規

模
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
「
四
世
紀
前
半
の
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ

た
が
、
～
四
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
ケ
ル
ン
大
司
教
は
領
域
政
策
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
隣
接
す
る
世
俗
諸
侯
と
の
軋
礫
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
な
か
で
も
恒
常
的
な
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
は
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
で
あ
る
。
こ
の
大
司
教
と
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
と
の
対
立
は
、
大
司
教
ハ
イ
ン

リ
と
が
復
帰
さ
れ
る
べ
き
レ
ー
エ
ン
と
し
て
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
の
大
司
教
領
へ
の
併
合
を
主
張
し
た
の
が
発
端
で
あ
る
。
こ
の
大
司
教
ハ
イ
ン

リ
ヒ
の
主
張
は
そ
の
後
も
幾
代
か
の
後
継
大
司
教
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
た
が
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
の
頑
強
な
抵
抗
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
な

く
両
者
間
に
緊
張
関
係
が
存
続
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
両
者
間
の
緊
張
状
態
の
真
っ
只
中
に
、
ケ
ル
ン
大
司
教
に
と
っ
て
さ
ら
に
不
都
合
な

事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
ヨ
ハ
ン
の
死
（
｝
三
六
八
年
）
に
よ
る
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
家
断
絶
の
結
果
、
大
司
教
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

し
ば
し
ば
対
立
関
係
に
あ
っ
た
マ
ル
ク
在
家
出
身
の
ア
ー
ド
ル
フ
が
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
ル

ン
大
司
教
領
が
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
と
マ
ル
ク
伯
の
連
合
勢
力
に
よ
っ
て
完
全
に
挟
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
後
大
司
教
と
ク
レ
ー
ヴ
ェ

伯
、
マ
ル
ク
伯
と
の
間
に
対
立
が
表
面
化
す
る
が
、
そ
の
最
大
の
原
因
は
大
司
教
が
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
、
マ
ル
ク
伯
領
内
に
所
有
す
る
飛
び
領
地
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⑳

で
あ
っ
た
。
新
た
な
領
域
獲
得
に
よ
っ
て
こ
の
飛
び
領
地
を
大
司
教
領
の
中
核
部
に
結
合
し
よ
う
と
す
る
大
司
教
側
の
思
惑
と
、
領
域
的
に
ま

と
ま
っ
た
伯
領
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
、
マ
ル
ク
伯
の
思
惑
が
真
っ
向
か
ら
衝
突
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
対
立
・

抗
争
の
中
か
ら
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ー
ル
ヴ
ェ
ル
デ
ン
（
以
下
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
と
略
す
）
の
時
代
に
お
け
る
最
も
重
要
な
領
域

政
策
上
の
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
後
に
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
ア
ム
ト
と
し
て
併
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
の
ア
ム

ト
・
リ
ン
の
獲
得
で
あ
る
。
リ
ン
は
ア
ム
ト
・
ケ
ン
ペ
ン
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
相
互
の
連
結
部
に
位
置
し
、
し
た
が
っ
て
大
司
教
領
に
と
っ
て

領
域
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
少
し
時
代
を
遡
っ
て
リ
ン
を
め
ぐ
る
経
緯
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
も
と
も
と
リ
ン
一
帯
の
支
配
領
域
は
か
つ
て
大
司
教
フ
ィ
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

プ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
ス
ベ
ル
ク
が
獲
得
し
た
領
域
で
あ
っ
た
が
、
＝
二
世
紀
後
半
に
レ
ー
エ
ン
と
し
て
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
後
＝
二
四
八
年
に
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
ヨ
ハ
ン
が
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ル
ダ
ー
ン
を
妻
に
迎
え
、
彼
女
に
ア
ム
ト
・
リ
ン
を
与
え
た
。

こ
の
こ
と
は
そ
の
後
マ
ル
ク
伯
家
出
身
の
ア
ー
ド
ル
フ
が
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
を
相
続
す
る
と
き
（
一
三
六
八
年
）
に
も
確
認
さ
れ
た
。
た
だ
し

実
際
に
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
リ
ン
の
支
配
権
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
リ
ン
か
ら
あ
が
る
収
益
の
一
部
を
年
金
と
し
て
保
有

す
る
権
利
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
来
ア
ム
ト
・
リ
ン
の
管
理
は
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
ア
ー
ド
ル
フ
が
任
命
し
た
ア
ム
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
は
規
定
を
無
視
し
て
自
ら
騎
士
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
テ
ユ
ル
ン
ケ
ー
デ
（
以
下
ハ
イ
ン

リ
ヒ
と
略
す
）
を
ア
ム
ト
マ
ン
に
任
命
し
、
リ
ン
の
管
理
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
。

　
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
策
に
お
い
て
初
め
て
リ
ン
が
登
場
す
る
の
は
＝
二
七
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
ラ
イ
ン
河
か
ら
マ
ー
ス
河

に
か
け
て
の
領
邦
君
主
と
貴
族
た
ち
は
、
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
の
任
命
し
た
ア
ム
ト
マ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
不
当
な
支
配
に
よ
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
リ
ン
周
辺
の
商
業
圏
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
挙
げ
て
ラ
ン
ト
平
和
同
盟
を
締
結
し
、
リ
ン
を
包
囲
し
よ
う
と
構
え
た
。
こ
の
同

盟
に
は
リ
ン
が
同
盟
側
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
場
合
、
リ
ン
は
大
司
教
か
ら
あ
ら
た
め
て
レ
ー
エ
ン
と
し
て
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
に
与
え
る
と
い
う

取
り
決
め
が
含
ま
れ
て
い
た
。
結
果
的
に
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
同
盟
者
の
問
で
協
定
が
結
ば
れ
リ
ン
の
包
囲
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
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し
て
も
こ
の
時
点
で
は
リ
ン
の
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
へ
の
帰
属
は
明
白
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
後
に
ア
ム
ト
・
リ
ン
が
大
司
教
領
に
併
合
さ
れ
る
間
接
的
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
ゲ
ル
ダ
ー
ン
伯
領
の
相
続
争
い
で
あ
っ
た
。

こ
の
抗
争
は
戦
争
に
ま
で
発
展
し
た
が
、
こ
れ
に
参
戦
し
た
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
は
資
金
不
足
か
ら
、
一
三
七
七
年
以
前
の
時
点
で
高
額
の
負
債
と

引
き
替
え
に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
リ
ン
、
オ
ル
ゾ
イ
、
お
よ
び
フ
リ
ー
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
を
質
に
入
れ
（
質
入
れ
額
不
明
）
、
＝
二

七
入
子
三
月
一
日
に
は
そ
の
負
債
額
を
六
千
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
に
引
き
上
げ
た
。
さ
ら
に
一
三
七
八
年
四
月
一
八
日
に
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
は
、
大
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
対
し
て
も
リ
ン
を
付
属
村
落
と
と
も
に
四
万
五
千
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
で
質
入
れ
し
て
い
る
。
し
か
し
リ
ン
は
依
然
と
し
て
メ

ヒ
ト
ヒ
ル
ト
配
下
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
か
ら
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
へ
の
質
入
れ
に

つ
い
て
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
す
で
に
＝
二
七
〇
年
代
末
に
リ
ン
の
獲
得
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
さ
て
大
司
教
に
よ
る
ア
ム
ト
・
リ
ン
獲
得
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
＝
二
八
三
年
の
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
の
死
で
あ
る
。
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯

ア
ー
ド
ル
フ
は
、
こ
の
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
の
死
に
よ
っ
て
、
＝
二
四
八
年
と
＝
二
六
八
年
に
彼
女
に
認
め
ら
れ
た
リ
ン
に
関
す
る
権
利
は
失
効
し

た
と
み
な
し
、
一
三
八
四
年
に
自
ら
リ
ン
の
ア
ム
ト
マ
ン
を
任
命
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
か
ら
与
え
ら
れ
た
債
権
を
も
つ
ハ

イ
ン
リ
ヒ
は
、
リ
ン
を
譲
渡
す
る
前
の
＝
二
八
○
年
に
メ
ヒ
ト
ヒ
ル
ト
に
よ
っ
て
六
万
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
負
債
の

償
却
を
要
求
し
、
こ
の
要
求
を
め
ぐ
っ
て
ア
ー
ド
ル
フ
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
間
に
対
立
が
生
じ
た
。
こ
の
対
立
・
抗
争
に
付
け
入
っ
た
の
が
大
司

教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
で
あ
る
。
彼
は
巧
み
な
策
動
に
よ
っ
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
結
び
つ
き
、
；
一
八
五
年
一
月
九
日
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
二
士
ゴ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ト
シ
ル
デ
で
リ
ン
と
オ
ル
ゾ
イ
を
購
入
す
る
契
約
を
取
り
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
は
さ
ら
に
二
千
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
の
年
金

が
与
え
ら
れ
た
。
大
司
教
は
購
入
金
二
万
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
の
う
ち
ま
ず
四
千
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
を
支
払
え
ば
、
自
ら
も
ア
ム
ト
マ
ン
を
任
命
し
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
共
に
リ
ン
の
共
同
管
理
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
＝
一
天
八
年
七
月
；
百
に
大
司
教
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
ア

ム
ト
・
リ
ー
ト
ベ
ル
ク
の
終
身
ア
ム
ト
マ
ン
に
任
命
し
て
、
二
千
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
の
年
金
収
入
を
与
え
、
す
で
に
四
千
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
を
支
払
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⑱

つ
た
残
り
の
一
万
六
千
ゴ
ル
ト
シ
ル
デ
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
ボ
ン
か
ら
あ
が
る
ラ
イ
ン
河
の
関
税
の
徴
収
権
を
与
え
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
リ
ン
を
実
質
的
に
自
ら
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
の
承
認
を

取
り
つ
け
て
い
な
い
た
め
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
る
リ
ン
の
所
有
は
法
的
基
盤
を
欠
い
て
お
り
、
以
後
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
こ
の
法
的
基
盤
を
作

り
出
す
べ
く
精
力
を
傾
注
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
さ
い
彼
は
、
＝
二
七
二
年
に
封
臣
と
の
間
で
レ
ー
エ
ン
相
続
に
関
す
る
争
い
が
生
じ
た
折

に
国
王
カ
ー
ル
四
世
か
ら
与
え
ら
れ
た
特
権
、
す
な
わ
ち
封
臣
が
男
子
の
相
続
人
を
残
さ
ず
死
去
し
た
場
合
、
そ
の
レ
ー
エ
ン
は
大
司
教
領
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

返
還
さ
れ
、
大
司
教
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
特
権
を
利
用
し
た
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
＝
二
七
七
年
の
ラ
ン
ト

平
和
同
盟
の
さ
い
に
認
め
た
り
ン
の
ク
レ
ー
ヴ
ェ
聖
君
へ
の
レ
ー
エ
ン
的
帰
属
を
拒
否
し
た
。
ま
た
前
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
ヨ
ハ
ン
が
男
子
相
続
人

を
残
す
こ
と
な
く
死
去
し
た
た
め
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
；
天
五
年
五
月
七
日
に
ア
ー
ド
ル
フ
と
の
ク
レ
ー
ヴ
ェ
聖
上
の
継
承
争
い
に
敗
れ
た

オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ケ
ル
に
あ
ら
た
め
て
リ
ン
を
除
く
ク
レ
ー
ヴ
ェ
薄
歯
に
存
在
す
る
ケ
ル
ン
教
会
の
レ
ー
エ
ン
を
与
え
、
オ
ル
ゾ
イ

は
放
棄
さ
せ
る
と
い
う
措
置
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
策
動
に
よ
っ
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
現
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
ア
ー
ド
ル
フ
に
対
抗
し

て
リ
ン
所
有
の
法
的
基
盤
を
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
最
終
的
な
決
着
は
両
者
間
の
緊
張
が
続
い
た
後
の
；
元
二
年
五
月
一
日
に
、
ケ

ル
ン
大
司
教
と
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
の
み
な
ら
ず
そ
の
後
マ
ル
ク
伯
領
を
も
相
続
し
た
ク
レ
ー
ヴ
ェ
闘
マ
ル
ク
伯
ア
ー
ド
ル
フ
と
の
間
で
締
結
さ

れ
た
協
定
ま
で
も
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
協
定
で
は
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
る
七
飯
グ
ル
デ
ン
の
支
払
い
と
引
き
替
え
に
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
鐸
マ
ル
ク
伯
ア
ー
ド
ル
フ
が
ア
ム

ト
・
リ
ン
に
対
す
る
支
配
権
を
放
棄
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
両
者
間
で
懸
案
に
な
っ
て
い
た
ア
ム
ト
・
ク
サ
ン
テ
ン
の
裁
判
区
、
フ
ォ
ー
ク
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

イ
お
よ
び
都
市
に
関
し
て
は
共
同
所
有
と
い
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
補
足
協
定
に
お
い
て
七
五
グ
ル
デ
ン
の
支
払
い
方
法
が
定
め
ら
れ

た
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
こ
の
七
万
グ
ル
デ
ン
の
う
ち
一
万
三
千
グ
ル
デ
ン
は
即
金
で
支
払
い
、
残
り
五
万
七
千
グ
ル
デ
ン
は
負
債
と
し
た
。

こ
の
負
債
の
た
め
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
ア
ー
ド
ル
フ
に
対
し
て
、
ア
ム
ト
・
ア
ス
ペ
ル
、
レ
ー
ス
、
さ
ら
に
ア
ム
ト
・
ボ
ー
フ
ム
に
お
け
る
裁

判
区
の
う
ち
ケ
ル
ン
大
司
教
が
所
有
す
る
部
分
と
ア
ム
ト
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
、
バ
ー
ゲ
ン
の
大
司
教
の
荘
園
を
質
入
れ
し
た
。
ま
た
こ
の
補
足
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協
定
で
は
、
こ
れ
ら
の
質
物
の
請
け
戻
し
に
つ
い
て
大
司
教
側
か
ら
の
慎
重
な
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
、
も
し
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
存
命
中

に
負
債
の
返
済
が
完
了
し
な
い
場
合
は
、
聖
堂
参
事
会
が
債
務
者
と
し
て
負
債
の
返
済
を
引
き
継
ぎ
、
そ
の
さ
い
ツ
ォ
ン
ス
か
ら
あ
が
る
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
河
の
関
税
収
入
を
負
債
の
返
済
に
あ
て
る
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
協
定
に
関
し
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
・
マ
ル
ク
伯
が
ケ
ル
ン
大
司
教
と
の
共
同
所
有
と
い
う
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

サ
ン
テ
ン
の
支
配
権
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ク
サ
ン
テ
ン
を
め
ぐ
る
両
者
の
争
い
は
＝
二
世
紀
に
ま
で
遡
る
。
ク
サ
ン
テ
ン
は

す
で
に
述
べ
た
ア
ス
ペ
ル
、
レ
ー
ス
と
と
も
に
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
内
に
ケ
ル
ン
大
司
教
が
所
有
す
る
飛
び
領
地
で
あ
っ
た
が
、
一
三
世
紀
の
末

に
ク
サ
ン
テ
ン
市
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
が
レ
ー
エ
ン
と
し
て
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
に
与
え
ら
れ
て
以
後
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
は
ク
サ
ン
テ
ン
市
へ

の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
大
司
教
は
確
か
に
ク
サ
ン
テ
ン
に
お
け
る
支
配
権
を
失
う
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
こ
の
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
に
対
す
る
大
司
教
の
譲
歩
は
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
に
ク
サ
ン
テ
ン
併
合
へ
の
足
掛
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
事
実
、
一
四
四
四
年
に
い
わ
ゆ
る
ゾ
ー
ス
タ
ー
フ
ェ
ー
デ
が
起
こ
っ
た
さ
い
に
、
ク
サ
ン
テ
ン
は
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
、

ケ
ル
ン
大
司
教
の
手
か
ら
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
注
目
す
べ
き
は
、
歴
代
ケ
ル
ン
大
司
教
の
行
な
っ
た
質
入
れ
に
お
い
て
、
複
数
の
質
物
が
同
時
に
出
さ
れ
る
場
合
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

と
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
ま
た
が
る
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
う
ち
必
ず
一
方
の
地
域
の
み
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
今
圏
は
双
方
の
領

域
の
中
か
ら
同
時
に
質
物
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
あ
る
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
と
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
あ
る
マ

ル
ク
首
領
を
結
合
し
、
両
地
域
を
同
時
に
視
野
に
入
れ
た
領
域
政
策
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
ク
レ
ー
ヴ
ェ
“
マ
ル
ク
伯
の
思
惑
と
関
わ
り
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
・
マ
ル
ク
伯
に
よ
る
ア
ス
ペ
ル
と
レ
ー
ス
の
要
求
は
、
こ
れ
ま
で
の
ク
レ
！
ヴ
ェ
伯
の
領
域
政
策
を
貫
徹
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ボ
ー
フ
ム
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
、
バ
ー
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
か
ら
マ
ル
ク
伯
領
内
に
お
い
て
ケ
ル
ン
大
司
教
と

競
合
し
て
い
た
権
利
の
獲
得
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ク
サ
ン
テ
ン
と
同
様
こ
れ
ら
の
質
物
も
、
そ
の
後
の
大
司
教
の
請
け
戻
し
の

努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
五
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
す
べ
て
大
司
教
の
手
か
ら
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
大
司
教
が
最
終
的
に
ク
レ
ー
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一四世紀ケルン大司教領におけるアムトの質入れと領域政策（宮坂）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヴ
ェ
伯
か
ら
獲
得
し
た
リ
ン
は
、
後
に
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
が
こ
の
売
却
に
異
議
を
唱
え
た
も
の
の
、
大
司
教
領
へ
の
帰
属
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
こ
の
；
一
九
二
年
の
協
定
は
ケ
ル
ン
大
司
教
領
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
目
マ
ル
ク
伯
領
双
方
に
お
け
る
そ
の
後
の
領

域
的
発
展
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
た
と
言
え
る
。
ケ
ル
ン
大
司
教
は
最
終
的
に
ア
ム
ト
・
ク
サ
ン
テ
ン
ほ
か
複
数
の
ア
ム
ト
を
失
う
こ

と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
大
司
教
領
の
辺
境
に
位
置
す
る
飛
び
領
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
ア
ム
ト
・
リ
ン
は
大
司
教
領
の
北
部
に
お
い

て
相
互
に
緩
や
か
な
結
合
共
同
関
係
に
あ
る
ア
ム
ト
内
の
中
心
に
位
置
し
て
お
り
、
リ
ン
の
獲
得
は
そ
の
結
合
共
同
陽
係
に
一
層
有
機
的
な
ま

と
ま
り
を
与
え
、
さ
ら
に
大
司
教
領
の
北
部
と
中
核
部
と
の
つ
な
が
り
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
大
司
教
に
と
っ
て
は
辺
境

防
衛
上
の
損
失
を
考
慮
し
て
も
、
上
述
の
ア
ム
ト
を
質
入
れ
し
た
代
償
は
十
分
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
”
マ
ル
ク
伯
に
と

っ
て
も
、
ア
ム
ト
・
リ
ン
、
す
な
わ
ち
ケ
ル
ン
大
司
教
領
内
に
あ
る
飛
び
領
地
を
失
う
こ
と
よ
り
も
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
R
マ
ル
ク
伯
領
内
の
空
洞

を
埋
め
る
支
配
権
を
獲
得
す
る
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
S
・
ピ
コ
ッ
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
＝
二
九
二
年
の
協
定
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

さ
に
領
域
交
換
に
よ
る
ケ
ル
ン
大
司
教
領
と
ク
レ
ー
ヴ
ェ
”
マ
ル
ク
梶
野
の
双
方
に
有
利
な
領
域
統
合
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
想
え
る
。

換
言
す
れ
ば
、
大
司
教
に
よ
る
ア
ム
ト
の
質
入
れ
の
背
後
に
は
、
自
領
域
の
配
置
に
関
わ
る
別
の
利
便
を
獲
得
す
る
と
い
う
計
画
性
が
看
取
さ

　
⑳

れ
る
。

　
こ
の
ア
ム
ト
・
リ
ン
の
獲
得
に
関
し
て
最
後
に
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
質
入
れ
さ
れ
た
ア
ム
ト
の
請
け
戻
し
の
た
め
に
ラ

イ
ン
河
の
関
税
収
入
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
ヒ
ユ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
獲
得
の
さ
い
に
も
三
人
の
ロ
ン
バ
ル
ド
人
に

対
し
て
負
債
の
返
済
の
た
め
に
ラ
イ
ン
河
の
関
税
徴
収
権
が
与
え
ら
れ
た
が
、
と
り
わ
け
一
四
世
紀
後
半
か
ら
負
債
が
高
額
の
場
合
に
は
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ム
ト
の
請
け
戻
し
の
た
め
に
ラ
イ
ン
河
の
関
税
徴
収
権
の
質
入
れ
が
負
債
償
却
の
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
と
の
関

連
で
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
財
政
構
造
で
あ
る
。
一
五
世
紀
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
財

政
な
ら
び
に
行
政
組
織
に
つ
い
て
包
括
的
な
研
究
を
行
な
っ
た
G
・
ド
レ
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ル
ン
大
司
教
の
収
入
源
は
大
別
し
て
次
の
四
つ

で
あ
っ
蜘
。
す
な
わ
ち
①
直
轄
領
（
ア
ム
ト
）
か
ら
の
収
入
、
②
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
（
国
王
か
ら
与
え
ら
れ
た
経
済
的
収
益
権
）
に
基
づ
く
収
入
、
③
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ラ
ン
ト
シ
ュ
テ
ン
デ
（
領
邦
等
族
）
の
支
払
う
租
税
、
④
宗
教
的
高
権
に
基
づ
く
収
入
の
四
つ
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
関
税
は
内
陸
関
税
、
貨
幣
鋳

造
税
、
ユ
ダ
ヤ
人
保
護
税
と
と
も
に
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
に
属
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
ラ
イ
ン
関
税
は
大
司
教
に
多
大
の
収
入
を
も
た
ら
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
ゆ
え
ラ
イ
ン
河
の
税
関
の
設
置
は
大
司
教
の
内
政
の
中
で
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
ド
レ
ー
ゲ
の
推
定
に
よ
れ
ば
一
五
世
紀
前
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
お
け
る
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
主
要
な
収
入
源
は
ラ
イ
ン
関
税
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
全
体
の
約
六
〇
％
を
占
め
て
い
た
。
こ
こ
で
重
要
な
こ

と
は
、
こ
の
ラ
イ
ン
関
税
収
入
を
支
柱
と
す
る
ケ
ル
ン
大
司
教
領
独
自
の
財
政
構
造
こ
そ
が
、
大
司
教
に
と
っ
て
ア
ム
ト
の
質
入
れ
に
よ
る
柔

軟
な
資
金
運
用
を
可
能
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
関
税
収
入
の
特
徴
は
恒
常
的
に
一
定
の
収
入
を
も
た
ら
す
点
に
あ
り
、
し
た

が
っ
て
長
期
的
に
ト
ー
タ
ル
で
は
多
額
の
収
入
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
領
域
獲
得
の
よ
う
な
短
期
間
に
ま
と
ま
っ
た
多
額
の
資
金

を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
不
向
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
関
税
収
入
は
期
間
に
猶
予
の
あ
る
負
債
の
返
済
に
こ
そ
威
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

他
の
領
邦
に
お
け
る
ア
ム
ト
の
質
入
れ
の
実
態
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
け
る
ア
ム
ト
の
質

入
れ
は
、
他
の
領
邦
に
比
し
て
中
世
後
期
を
通
じ
て
大
規
模
に
展
開
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
負
債
償
却
の
た
め
の

最
終
的
財
源
と
し
て
ラ
イ
ン
河
の
関
税
収
入
を
活
用
し
え
た
と
い
う
独
自
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

136 （568）

①
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
課
さ
れ
た
そ
の
他
の
具
体
的
な
企
図
的
課
題
と
し
て
は
次
の
四

　
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
大
司
教
に
復
帰
さ
れ
る
べ
き
レ
！
エ
ン
と
し
て
の
ク
レ
ー

　
ヴ
ェ
伯
領
の
回
収
、
②
エ
ッ
セ
ン
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
獲
得
、
③
ド
ル
ト

　
ム
ン
ト
市
お
よ
び
ブ
ラ
ッ
ケ
ル
、
エ
ル
メ
ン
ホ
ル
ス
ト
、
ヴ
ェ
ス
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン

　
に
お
け
る
帝
国
荘
園
の
大
司
教
領
へ
の
併
合
、
④
大
司
教
領
の
西
部
に
位
遣
す
る

　
ツ
ユ
ル
ピ
ッ
ピ
市
の
講
け
戻
し
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
課
題
は
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
、
マ

　
ル
ク
伯
、
ユ
ー
リ
ヒ
伯
ら
大
司
教
領
に
隣
接
す
る
領
邦
君
憲
の
抵
抗
に
よ
っ
て
実

　
現
し
な
か
っ
た
。
固
器
黛
N
ざ
日
捲
閃
ご
b
貯
寒
、
註
な
鶏
口
奪
。
ミ
隷
轟
漆
簿
ミ

　
肉
蕊
罫
暮
爵
建
ミ
凡
き
§
N
§
謡
鴨
寒
蒔
N
竃
？
舞
一
㊤
ω
ρ
ω
．
c
。
｛
｛
鐸
．
ω
』
農
’

②
　
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
購
入
に
つ
い
て
は
囚
お
段
N
惹
日
箕
P
騨
○
‘
ψ
卜
。
り
謙

　
お
よ
び
開
器
9
Φ
訓
U
‘
b
結
§
、
ミ
。
識
押
詰
。
ミ
隷
譜
擁
9
蟄
§
濤
奪
鼻
6
刈
ト
っ
響

　
ω
．
一
誌
塗
に
お
い
て
も
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
獲

　
得
の
方
針
は
す
で
に
前
任
の
大
司
教
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
テ
（
在
位

　
｝
二
九
七
－
一
三
〇
四
年
）
の
時
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
は
～
三
〇

　
三
年
に
～
七
〇
〇
マ
ル
ク
で
、
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
の
南
部
に
散
在
す
る
い
く

　
つ
か
の
所
領
を
デ
イ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ル
ー
フ
ニ
世
・
フ
ォ
ン
・
ク
レ
ー
ヴ
ェ
か
ら
、

　
六
年
以
内
で
あ
れ
ば
買
い
戻
し
の
権
利
を
与
え
る
と
い
う
留
保
付
で
譲
り
受
け
て

　
い
る
。
囚
話
鐸
N
閥
P
ヨ
葺
▼
卑
鉾
○
こ
ω
・
悼
O
｛
．

③
密
ω
g
g
器
b
‘
ω
．
＝
G
。
．

④
ク
レ
：
ヴ
ェ
伯
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
と
の
緊
張
関
係
は
＝
二
二
〇
年
代
に
徐
々
に
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緩
和
す
る
。
国
げ
鶏
群
’

⑤
b
骨
導
轟
§
§
譜
・
箏
凝
ミ
§
爵
q
§
§
奪
§
ミ
譜
ミ
韓
臣
．
禽
（
以
下

　
腰
輿
と
略
す
Y
率
鳥
O
①
．

⑥
肉
肉
心
し
d
餌
■
倉
写
■
♂
9

⑦
沁
肉
肉
し
u
臼
倉
率
．
。
。
G
。
ピ

⑧
冨
8
ヨ
窪
Φ
F
亭
こ
；
箏
詩
§
岱
ぎ
寒
S
蔵
、
§
Q
題
ら
§
ぎ
憂
ミ
§
彗
§
揖

　
ζ
d
卑
じ
。
曽
一
〇
①
ρ
客
H
．
蕊
鼻
．
史
料
で
は
門
ラ
ン
ト
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

　
る
が
ア
ム
ト
と
同
義
で
あ
る
。
「
ラ
ン
ト
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
』
帥
蕊
ω
Φ
P

　
．
ト
曽
鼠
⑦
路
①
門
島
。
ぎ
く
霞
芝
9
ぎ
轟
、
．
響
ω
」
O
。
。
h
を
参
照
。
な
お
ケ
ン
ペ
ン
は
す
で

　
に
一
二
六
〇
年
代
に
は
ア
ム
ト
と
し
て
の
実
質
を
備
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
ケ
ン

　
ペ
ン
は
、
ア
ム
ト
マ
ン
に
よ
る
統
治
の
も
と
で
領
内
の
住
民
に
統
一
的
な
租
税
が

　
課
さ
れ
る
地
理
的
に
完
結
し
た
領
域
単
位
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
ケ
ル
ン
大
司

　
教
領
に
お
け
る
ア
ム
ト
形
成
と
し
て
は
最
も
早
い
時
期
に
属
し
て
お
り
、
こ
の
こ

　
と
か
ら
ケ
ン
ペ
ン
が
大
司
教
領
の
辺
境
防
衛
上
き
わ
め
て
重
要
な
ア
ム
ト
で
あ
っ

　
た
こ
と
が
分
か
る
。
ア
ム
ト
・
ケ
ン
ペ
ン
の
形
成
に
つ
い
て
は
園
鉱
ω
衆
葭
．
－
≦
．
”

　
b
龍
浮
、
，
註
§
団
§
窯
§
昌
ぴ
q
註
譜
轟
俺
書
§
ミ
賜
奪
簿
ミ
ミ
鋳
き
§
臨
ミ
N
馬
ミ
漆
、
尋
§
》

　
O
衛
ミ
§
駄
錠
§
込
一
Φ
お
と
く
に
○
騒
．
り
甲
O
G
。
を
参
照
。
ま
た
一
四
世
紀
半
ば
頃
ま

　
で
の
ア
ム
ト
の
質
入
れ
に
関
す
る
史
料
で
は
ア
ム
ト
を
直
接
示
す
用
語
の
代
わ
り

　
に
、
「
都
市
・
城
塞
を
そ
の
付
属
物
と
と
も
に
」
と
い
う
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ

　
る
。
ア
ム
ト
を
直
接
示
す
用
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
主
に
｝
四
世
紀

　
の
後
半
以
降
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
司
教
領
に
お
け
る
ア
ム
ト
制
の
整
備
の
進
展

　
と
関
連
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

⑨
財
国
肉
ゆ
餌
．
♪
野
9
。
。
ω
O
．
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
さ
ら
に
支
配
権
は
確
保
し
た
上
で
ヒ

　
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
そ
の
も
の
を
も
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
質
と
し
て
与
え
た
。
そ
し

　
て
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
宰
領
に
お
け
る
両
者
の
ア
ム
ト
マ
ン
と
し
て
騎
士
ヤ
ー
コ

　
プ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ヘ
ル
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
同
意
の
も
と
デ
ィ
ー

　
ト
リ
ヒ
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
後
継
の
ア
ム
ト
マ
ン
は
ケ
ル
ン
教
会
の
ミ
ニ
ス
テ

　
リ
ア
ー
レ
ン
の
中
か
ら
の
み
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヒ
ユ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領

　
の
形
成
史
に
関
す
る
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
に
お

　
い
て
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
伯
領
は
ア
ム
ト
と
し
て
の
実
質
を
備
え
て
い
た
と
考
え
ら

　
れ
る
。

⑩
瞬
げ
⑦
邑
麟

⑪
諮
ω
ヨ
g
山
．
p
P
ψ
＝
。
。
｛
’

⑫
肉
輿
高
島
．
《
率
．
。
。
ω
9

⑬
肉
輿
送
9
《
写
」
b
。
類

⑭
沁
肉
因
b
d
叫
♪
率
」
b
。
罐
．

⑮
淘
輿
匿
．
《
子
．
這
裡
．

⑯
じ
鷲
。
鼠
落
無
山
．
山
．
O
‘
簿
．
一
。
。
。
。
．
な
お
ア
ス
ペ
ル
、
レ
ー
ス
、
ク
サ
ン
テ
ン
は

　
三
つ
ま
と
め
て
一
つ
の
ア
ム
ト
と
し
て
扱
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

⑰
肉
肉
因
じ
σ
阜
《
寄
「
葬
り
P
こ
こ
で
は
主
に
以
下
の
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認

　
さ
れ
て
い
る
。
①
残
り
の
負
債
が
返
済
さ
れ
れ
ば
た
だ
ち
に
質
物
は
ケ
ル
ン
教
会

　
に
返
還
さ
れ
る
、
②
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
あ
る
い
は
彼
の
相
続
人
は
質
入
れ
さ
れ
て
い

　
る
領
域
の
法
と
自
由
を
保
障
し
、
薪
た
な
課
税
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
③
聖

　
職
者
に
は
税
を
課
さ
な
い
、
④
質
物
を
さ
ら
に
第
三
者
に
売
却
し
な
い
、
⑤
残
り

　
の
負
債
額
を
引
き
上
げ
た
り
し
な
い
、
⑥
ブ
ル
ク
マ
ン
、
封
臣
、
ミ
ニ
ス
テ
リ

　
ア
ー
レ
ン
、
質
入
れ
さ
れ
た
領
域
内
に
居
住
す
る
者
は
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
忠
誠
を

　
誓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
⑦
大
司
教
は
残
り
の
負
債
額
と
は
別
に
、
質
物
の
維

　
持
・
管
理
の
た
め
に
ラ
イ
ン
ベ
ル
ク
の
ラ
イ
ン
関
税
収
入
の
中
か
ら
年
間
＝
エ
○

　
マ
ル
ク
を
与
え
る
、
⑧
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
レ
ー
ス
と
ク
サ
ン
テ
ン
の
都
市
か
ら
市

　
場
税
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
、
⑨
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
質
物
を
戦
争
に
巻
き
込
ん

　
で
は
な
ら
な
い
、
⑩
聖
職
者
に
対
す
る
裁
判
権
は
大
司
教
が
任
命
し
た
教
会
裁
判

　
官
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
、
⑪
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
大
司
教
の
封
臣
、
ミ
ニ
ス
テ
リ

（569）137



　
ア
ー
レ
ン
以
外
の
者
、
と
り
わ
け
大
司
教
に
敵
対
す
る
者
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
代

　
理
と
し
て
ア
ス
ペ
ル
の
ア
ム
ト
マ
ン
に
任
命
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
れ
に
付

　
随
し
て
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
か
つ
て
父
親
の
デ
イ
ー
ト
リ
ヒ
・
ル
ー
フ
ニ
世
が
大

　
司
教
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
に
質
入
れ
し
た
ヒ
ュ
ル
ク
ラ
ッ
ト
口
調
南
部
の
領
域
を
、
こ

　
の
購
入
に
お
い
て
合
わ
せ
て
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
売
却
す
る
こ
と
を
最
終
的
に

　
認
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
取
り
決
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
三
二
〇
年
に
は
デ

　
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
ケ
ン
ペ
ン
の
住
民
に
不
当
な
租
税
を
課
す
こ
と
を
企
て
る
が
、
ハ

　
イ
ン
リ
ヒ
は
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
以
上
の
税
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
支
払

　
わ
な
い
よ
う
ケ
ン
ペ
ン
の
住
斑
に
注
意
を
与
え
て
い
る
。
沁
輿
b
ヴ
山
．
♪
率
．

　
一
ゆ
O
野

⑱
9
8
導
瓢
⑦
r
器
b
．
ン
H
．
一
㊤
鱒
．

⑲
淘
輿
じ
d
9
《
寄
」
ω
罐
レ
ω
O
P

⑳
沁
輿
o
d
叫
♪
寄
．
お
①
G
。
．

⑳
肉
肉
因
b
d
偶
♪
寄
．
δ
ω
ρ
ヨ
認
闇
6
ド

⑫
沁
注
し
ご
山
・
♪
客
「
」
④
刈
。
。
．
こ
の
間
、
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
＝
二
三
〇
年
　

　
二
月
二
八
日
に
、
一
〇
年
前
に
ケ
ル
ン
市
内
の
ユ
ダ
ヤ
入
に
与
え
た
ユ
ダ
ヤ
人
保

　
護
の
特
権
を
さ
ら
．
に
　
○
年
間
延
長
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
ケ
ン
ペ
ン
、
ア
ス

　
ペ
ル
、
レ
ー
ス
、
ク
サ
ン
テ
ン
を
請
け
戻
す
た
め
に
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
八
千
マ
ル
ク

　
を
要
求
し
て
い
る
。
沁
自
肉
切
山
．
《
宰
’
一
⑩
さ
。
9

㊧
　
姻
器
3
Φ
門
b
．
p
O
‘
ω
．
一
一
メ

⑳
と
く
に
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
、
マ
ル
ク
伯
と
は
一
四
世
紀
を
通
じ
て
緊
張
関
係
が
生

　
じ
る
こ
と
に
な
る
。

⑳
空
8
ρ
山
．
p
O
こ
ω
．
O
ω
．

⑳
空
8
∬
き
．
P
ω
」
O
P

⑳
コ
8
漕
器
．
○
」
ω
．
感
b
、
．

⑬
　
潮
懸
ゆ
儒
．
Q
。
”
写
・
噂
ミ
．

⑳
空
8
三
塁
b
．
▼
ω
・
お
ω
捗

⑳
肉
池
肉
切
9
。
。
”
準
鎚
。
。
リ
ピ

⑳
空
8
計
慧
．
P
ω
」
卜
。
県

⑫
　
面
様
因
国
山
．
P
寄
．
O
G
。
膳
｛
．

⑳
　
肉
蟹
草
o
d
山
．
P
罫
．
δ
ω
O
｛
｛
．

⑭
　
い
鱒
8
ヨ
甦
Φ
四
日
ゲ
■
旨
‘
国
、
馬
賊
q
鳶
、
ミ
鴨
Q
§
ミ
忘
鷺
乱
数
≦
馬
譜
、
、
相
馬
註
し
d
9
♪

　
一
⑩
①
c
。
▼
ω
．
も
。
爵
｛
｛
．

⑮
沁
題
へ
じ
ご
鋤
．
昼
率
．
8
刈
．

⑳
　
肉
南
し
d
臼
同
ρ
罫
．
卜
。
潔
…
い
p
8
旨
瓢
。
∬
q
幕
袋
§
ぎ
腎
§
単
二
9
G
。
憎
ω
9
0
。
鐸

　
》
鄭
日
’
ω
．

⑳
　
図
霧
9
霞
ち
．
餌
．
ρ
甲
ψ
一
〇
。
｛
．

　
　
蒙
8
ρ
斜
効
b
こ
ω
．
憲
一
．

⑳
頂
8
∬
慧
b
．
－
ω
．
騰
。
。
．

⑳
国
げ
。
ゆ
巳
曽
．

⑪
　
こ
こ
で
ア
ム
ト
の
質
入
れ
に
伴
な
う
危
険
性
の
問
題
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く

　
な
ら
ば
、
ア
ム
ト
の
質
入
れ
に
お
い
て
は
、
質
入
れ
が
領
邦
内
の
貴
族
や
騎
士
に

　
対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
と
近
隣
の
領
邦
君
主
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
の
二
様
に

　
分
け
て
考
察
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
ア
ム
ト
を
質
流
れ
で
喪

　
失
す
る
危
険
性
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
の
危
険
性
は
高
い

　
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
ア
ム
ト
の
質
入
れ
の
事
例
で
は
、
債
権
者

　
は
い
ず
れ
も
大
司
教
領
外
の
有
力
者
な
い
し
は
領
邦
君
主
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に

　
大
司
教
に
よ
る
ア
ム
ト
の
質
入
れ
は
常
に
自
領
域
を
賭
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い

　
た
。
ま
た
、
ア
ム
ト
の
質
入
れ
は
必
ず
し
も
財
政
的
観
点
か
ら
の
み
行
な
わ
れ
た

　
訳
で
は
な
く
、
政
治
戦
略
的
意
図
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
す
な
わ

　
ち
隣
接
領
邦
君
主
に
対
す
る
防
衛
の
た
め
に
、
質
入
れ
と
い
う
か
た
ち
で
領
邦
内

　
の
有
力
貴
族
に
ア
ム
ト
の
統
治
を
一
定
期
間
委
ね
た
り
、
大
司
教
と
敵
対
関
係
に
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一四世紀ケルン大司教領におけるアムトの質入れと領域政策（宮坂）

　
あ
る
者
を
自
ら
の
陣
営
に
引
き
入
れ
る
た
め
に
、
一
時
的
に
債
権
者
と
し
て
ア
ム

　
ト
マ
ソ
に
任
命
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

⑫
　
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
こ
の
ア
ム
ト
・
リ
ン
の
獲
得
に
先
行
し
て
、
同
じ
く

　
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
か
ら
ア
ム
ト
・
ラ
イ
ン
ベ
ル
ク
を
請
け
畏
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に

　
お
い
て
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
に
ボ
ン
、
ツ
ォ
ン
ス
、
ラ
イ
ン
ベ

　
ル
ク
か
ら
あ
が
る
ラ
イ
ン
河
の
関
税
収
入
を
与
え
て
い
る
。

⑬
　
U
δ
㊥
α
q
ρ
穿
9
．
○
ご
ω
．
一
一
綬
｛
■
需
要
氏
も
ケ
ル
ン
大
司
教
の
収
入
源
に
つ
い
て

　
ド
レ
ー
ゲ
の
同
著
作
に
基
づ
き
、
前
掲
書
七
四
～
七
六
頁
に
お
い
て
簡
明
に
整
理

　
さ
れ
て
い
る
。

⑭
　
ラ
イ
ン
河
の
税
関
は
特
別
に
中
央
の
管
轄
下
に
遣
か
れ
、
申
央
独
自
の
役
人
に

　
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。
な
お
、
ケ
ル
ン
大
司
教
領
に
お
け
る
ラ
イ
ン
河
の
関
税
制

　
度
の
発
展
に
つ
い
て
は
U
δ
Φ
α
q
P
O
・
＝
b
ぼ
ざ
蒔
α
一
獣
。
。
畠
窪
田
ゲ
虫
壽
巳
庁
冒

　
ζ
一
9
Φ
一
魁
8
㌦
．
」
罠
臨
ミ
N
ミ
§
譜
賜
募
ミ
誌
ら
》
§
寄
、
，
§
罵
瀞
辱
，
§
ミ
鴨
島
、
・
、
ぎ
§

　
δ
。
。
〉
①
り
一
⑩
巽
を
参
照
。

　
　
　
　
㌧

⑮
U
δ
①
σ
Q
ρ
O
【
；
U
δ
｛
ぎ
舞
N
陣
①
＝
㊦
○
「
葛
仙
㌶
び
q
魯
熊
㊦
。
。
6
①
三
戸
9
麟
巨
鋤
器
ω
ヨ

　
≦
の
ω
掌
β
肖
仙
○
』
。
巳
⑦
鼠
ω
O
露
国
雌
鳥
帥
”
山
①
「
≦
①
ロ
α
㊦
く
O
ヨ
ζ
搾
冨
冨
聞
雲
N
霞
圏
O
午

　
N
①
搾
．
．
」
疑
ミ
鳴
、
ミ
寄
趣
越
題
簿
曇
鳶
、
、
象
熱
ミ
§
蹴
§
℃
・
嘗
》
ミ
蔓
鴇
ミ
臨
尉
㎝
ρ

　
一
㊤
①
ρ
ω
’
忘
Φ
h
｛
．

⑯
　
ち
な
み
に
、
内
陸
関
税
な
ど
他
の
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
に
基
づ
く
収
入
は
、
平
均
し

　
て
全
体
の
五
～
一
〇
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
に
次
ぐ
第
二
の
収
入

　
源
は
直
轄
領
か
ら
の
収
入
で
あ
る
。
直
轄
領
か
ら
の
収
入
は
、
地
方
に
お
い
て
必

　
要
と
さ
れ
る
費
用
を
除
い
た
残
余
が
中
央
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

お
　
わ
　
り
　
に

中
で
公
的
な
租
税
と
く
に
不
動
産
税
は
総
収
入
の
約
二
〇
％
を
占
め
た
。
こ
れ
に

対
し
大
司
教
の
荘
園
か
ら
の
収
入
は
全
体
の
二
～
五
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
ラ
ン
ト
シ
ュ
テ
ン
デ
の
支
払
う
租
税
が
定
期
収
入
と
し
て
大
司
教
領
の
主
要

な
収
入
と
な
る
の
は
、
　
一
五
世
紀
後
半
の
例
外
的
な
ケ
ー
ス
を
除
い
て
一
六
世
紀

以
降
で
あ
り
、
お
よ
そ
総
収
入
の
半
ば
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
一
五
世
紀
に
お

い
て
大
司
教
の
収
入
の
大
半
を
占
め
て
い
た
ラ
イ
ン
関
税
収
入
は
、
～
五
〇
〇
年

前
後
を
境
に
、
ラ
イ
ン
河
流
域
の
商
業
路
の
変
化
や
頻
繁
な
質
入
れ
に
よ
っ
て
伸

び
な
や
ん
だ
。
さ
ら
に
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
財
政
的
状
況
を
、
同
じ
く
ラ
イ
ン
下

流
域
に
位
置
す
る
ユ
ー
リ
ヒ
伯
領
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
｝
四
世
紀

末
の
ユ
ー
リ
ヒ
伯
領
に
お
け
る
総
収
入
の
内
訳
は
、
直
轄
領
か
ら
の
収
入
が
七

六
％
（
公
的
な
租
税
が
五
二
％
、
荘
園
か
ら
の
収
入
が
二
四
％
）
、
レ
ガ
ー
リ
エ

ン
か
ら
の
収
入
が
　
一
％
、
そ
の
他
の
収
入
が
＝
一
一
％
で
あ
る
。
U
δ
ω
α
q
P

舞
勲
○
‘
の
」
q
ピ
な
お
当
時
ユ
ー
リ
ヒ
伯
領
で
は
ラ
イ
ン
関
税
は
徴
収
さ
れ
て
い

な
い
。
ケ
ル
ン
大
司
教
領
の
北
に
位
概
す
る
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
で
は
、
ラ
イ
ン
関

税
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荘
園
収
入
は
総
収
入
の
三
目
に
も
お

よ
ん
で
い
た
。
国
げ
①
践
鉾
ケ
ル
ン
大
司
教
領
、
ユ
ー
リ
ヒ
口
写
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ

伯
領
各
々
の
総
収
入
を
比
較
す
る
の
は
貨
幣
単
位
の
問
題
も
あ
り
困
難
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
大
司
教
領
の
総
収
入
が
ユ
ー
リ
ヒ
伯
領
お
よ
び
ク
レ
ー
ヴ
ェ
伯
領
の

そ
れ
よ
り
も
下
回
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
は
、

い
か
に
大
司
教
が
ラ
イ
ン
河
か
ら
あ
が
る
貨
幣
収
入
を
掌
握
し
、
自
領
邦
の
主
要

財
源
と
し
て
い
た
か
が
看
取
さ
れ
る
。
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本
稿
の
目
的
は
、
中
世
後
期
に
顕
在
化
し
て
き
た
黒
質
国
家
の
支
配
原
理
の
転
換
に
着
目
し
、
こ
の
新
し
い
領
域
的
支
配
原
理
に
基
づ
く
ア
　
㎜



ム
ト
制
が
領
邦
国
家
の
形
成
・
発
展
に
対
し
て
担
っ
た
役
割
を
關
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
ケ
ル
ン
大
司
教
領
を
考
察
対
象
と
し
、

大
司
教
が
領
域
政
策
の
一
環
と
し
て
遂
行
し
た
ア
ム
ト
の
質
入
れ
と
い
う
側
面
か
ら
上
述
の
問
題
を
照
射
し
た
。
本
稿
の
考
察
か
ら
、
絶
え
ず

質
流
れ
の
危
険
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
領
域
政
策
の
＝
疋
の
目
論
み
の
も
と
に
大
司
教
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
ア
ム
ト
の
質
入
れ
の
経
緯
と
様
相

が
浮
か
び
上
が
り
、
同
時
に
ア
ム
ト
制
が
大
司
教
領
内
の
統
治
組
織
の
再
編
の
み
な
ら
ず
、
ア
ム
ト
の
質
入
れ
と
い
う
方
策
を
通
じ
て
ケ
ル
ン

大
司
教
領
の
領
域
的
整
備
に
も
寄
与
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
ア
ム
ト
の
質
入
れ
が
大
司
教
の
領
域
政
策
の
手
立
て
と
し
て
機
能

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
背
後
に
、
大
司
教
領
が
ラ
イ
ン
関
税
収
入
を
柱
と
す
る
独
自
の
財
政
構
造
を
も
ち
、
領
域
獲
得
に
伴
な
う
負
債
の

償
却
を
側
面
か
ら
支
え
る
財
源
が
確
保
さ
れ
て
い
た
点
に
も
注
際
し
た
。
ア
ム
ト
制
は
領
域
性
を
特
徴
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
人
的
支
配
を
本
質

と
す
る
セ
ー
エ
ン
制
に
比
べ
、
領
域
国
家
へ
の
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
中
世
後
期
の
領
邦
国
家
の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
応
え
う
る
役
割
を
果
た
し
た

と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
ア
ム
ト
の
質
入
れ
に
よ
る
資
金
調
達
そ
の
も
の
は
場
当
た
り
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ア
ム
ト
の
質
入
れ

は
総
じ
て
領
脚
国
家
の
中
央
集
権
的
財
政
が
未
発
達
の
時
代
に
有
効
な
資
金
調
達
法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
一
六
世
紀
以
降
、
ア
ム
ト

の
質
入
れ
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
領
邦
君
主
の
領
域
政
策
に
お
い
て
、
新
た
に
領
邦
国
家
の
統
治
基
盤
と
し
て
導
入
さ
れ
た
ア
ム
ト
は
、
い
わ
ば
「
駒
」
と
し
て
機
能
し
う
る

安
定
性
と
可
動
性
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
ア
ム
ト
の
も
つ
安
定
性
と
可
動
性
を
生
み
出
す
要
因
の
究
明
、
す
な
わ
ち
ア
ム
ト
の
質
入
れ
が
領
域

政
策
の
手
段
と
し
て
機
能
し
え
た
根
本
的
理
由
の
究
明
が
残
さ
れ
た
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
理
由
の
究
明
に
は
、
ア
ム
ト
の
構
造
、
ア
ム

ト
統
治
の
実
態
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
質
入
れ
を
可
能
に
し
た
理
由
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
後
期
の
領
邦

国
家
に
お
い
て
ア
ム
ト
が
統
治
基
盤
と
し
て
も
っ
た
意
義
お
よ
び
ア
ム
ト
制
と
レ
ー
エ
ン
制
の
並
存
関
係
の
具
体
的
様
相
を
解
き
明
か
す
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
詳
論
は
別
の
機
会
を
期
し
た
い
。

　
　
【
本
稿
は
平
成
一
三
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
】
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京
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学
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学
研
究
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京
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Amterverpfandungen　und　Territorialpolitik

　　　　in　Kurk61n　des　14．　Jahrhunderts

VOR

MIYASAKA　Yasutoshi

　　Uberblickt　man　die　Geschichte　der　Bildung　und　EntwickluRg　des

mittelalterlichen　Territorialstaates　in　Deutschland，　so　stellt　man　fest，　daB　im　14．

Jahrhundert　ein　modemes　Verwaltungsp血zip　neben　dem　tiberkommenen　der

feudalistischen　Gesellschaft　in　den　Vordergrund　trat．　Das　Amterwesen，　das　sich

auf　das　，，Amt“，　einen　territorialen　Verwaltungsdistnkt，　und　die　，，Beamtenschaft“

stUtzte，　erschien　als　ein　neues　Verwatungsprinzip　des　Territorialstaates　neben

dem　alten　Lehnswesen，　das　auf　einem　Vertrag　zwischen　dem　Lehnsherrn　und

einem　VasaHen　beruhte．

　　lm　vortiegenden　Aufsatz　so一　die　Rolle，　die　das　atrf　dem　FlacheRprinzip

basierende　Amterwesen　ftir　die　Bildung　und　Entwicklung　des　Tenitorialstaates　im

Sptitmittelalter　spielte，　tmter　Ber｛icksichtigung　der　Umwandlung　des

Verwa豆tungsp血zips　des　Territorialstaates　erheilt　werden．　Dies　wird　an　Hand　von

Kurk61n　beleuchtet，　indem　die　Amterverpftindungen，　die　die　aufeinander　folgenden

Erzbisch6fe　als　e面Element　der　Territoria正polit皿くausf醸ten，血Betracht　gezogen

werden．

　　Dabei　werden　die　Gebietserwerbungen　der　Grafschaft　Htilchrath　und　des　Amts

Lirm　herangezogen．　Bei　dieser　Betrachtung　stellt　sich　heraus，　mit　welchen

territorialpolitischen　Absichten　die　Erzbisch6fe　trotz　der　bestandigen　Gefahr　des

Pfandverlusts　den　benachbarten　Landeshenren　ihre　Amter　verpfAndeten　zugleich

wird　festgestellt，　daB　das　Arnterwesen　eine　Umorganisation　des

Verwaltungssystems　innerhalb　des　Erzstifts　erm6glichte　und　die
Amterverp蜘du皿gen　die　territoriale　Arrondierung　des　Erzsti丘s　zur　Folge　hatte鍛．

In　diesem　Zusammenhang　ist　auch　nicht　zu　tibersehen，　daB　hinter　der

Territorialpolitik　des　Erzbischofs　mittels　wiederholter　Arnterverpftindungen　die

Sachlage　stand，　daB　seine　Finanzen　zum　groBen　Teli　durch　die　Rheinz611e

unterstUtzt　und　n6tigenfads　die　Ein16stmg　der　verpftindeten　Amter　dadurch

sichergesteHt　war．

　　Bei　der　Untersuchung　der　Bildung　und　Entwicklung　des　Territorialstaates　im

SpAtmittelalter　ist　das　Lehnswesen　nicht　auBer　acht　zu　lassen，　was　bereits　aus　der
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Tatsache　zu　ersehen　ist，　dal］　auch　das　Lehnswesen　neben　dem　Amterwesen　bis

zum　Ende　des　18．　Jahrhunderts　fortbestand　und　Amtleute　vowtegend　aus　der

Vasailenschaft　gew麗t　wurden．　Es　laBt　sich　aber　nicht　bestre圭ten，　daB　im

Spatmittelalter，　in　dem　das　territoriaie　Herrschaftsproblem　mit　der　Zeit　immer

wichtiger　wurde，　das　auf　dem　Flachenprinzip　beruhende　Amterwesen　fur　den

Territorialstaat　ein　wichtigeres　Verwaltungsprinzip　war，　als　das　auf　dem

Personenp血zip　beruhende　Lehnswesen．
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