
中
世
盛
期
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
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編
纂
と
都
市
の
法
文
化

図

而脅

宣

　
へ

巾
し

　
ノ

【
要
約
】
　
近
年
、
修
道
院
が
編
纂
し
た
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
関
す
る
研
究
は
隆
盛
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
都
市
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
扱
っ
た

研
究
は
少
な
い
。
本
稿
は
、
南
フ
ラ
ン
ス
都
市
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
対
象
と
し
て
、
都
市
に
よ
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
の
意
味
を
探
っ
て
い
く
。
公

証
人
の
登
場
と
文
書
愚
の
増
加
と
い
う
一
二
世
紀
以
来
の
流
れ
の
な
か
で
、
都
市
は
い
か
な
る
目
的
で
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
編
纂
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ

の
編
纂
作
業
を
担
っ
た
祇
会
集
団
の
活
動
は
、
都
布
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
点
の
検
討
か
ら
、
本
稿
で
は
以
下

の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
た
。
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
、
＝
二
世
紀
初
頭
の
都
市
と
周
辺
諸
勢
力
と
の
関
係
の
な
か
に
自
ら
を
位
置

づ
け
る
手
段
と
し
て
作
成
さ
れ
、
都
市
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
象
徴
す
る
書
冊
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
一
二
世
紀
後
半
以
降
の
都
市
に
お
け

る
公
証
人
に
よ
る
文
書
作
成
の
慣
行
が
背
景
に
あ
り
、
都
市
の
コ
ン
シ
ュ
ル
は
、
公
証
人
が
作
成
し
た
文
書
の
有
効
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
ト
ゥ
ー

ル
…
ズ
の
公
証
人
の
文
書
に
特
権
的
な
地
位
を
与
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
コ
ン
シ
ュ
ル
の
権
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
公
証
入
の
存
在
が
、
都
市
カ
ル
チ

ュ
レ
ー
ル
の
有
効
性
を
都
市
内
外
に
示
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
〇
巻
二
号
　
二
〇
〇
七
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

南
西
フ
ラ
ン
ス
に
位
置
す
る
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
、
一
三
世
紀
初
頭
に
都
市
の
諸
特
権
や
規
約
が
ま
と
め
ら
れ
、
二
部
の
記
録
簿
に
書

き
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
記
録
簿
は
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
市
政
役
人
（
コ
ン
シ
ュ
ル
）
が
公
証
人
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
た
都
市
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①

最
初
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
（
8
暑
巨
お
　
証
書
写
本
集
成
）
で
あ
る
。
公
証
人
の
登
場
と
文
書
量
の
増
加
と
い
う
一
一
一
世
紀
以
来
の
流
れ
の
な
か

で
、
南
フ
ラ
ン
ス
都
市
に
よ
る
こ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
顧
み
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
都
市
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
編
纂
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
編
纂
作
業
を
担
っ
た
社
会
集
団
匪
公
証
人
の
活
動
に

光
を
当
て
る
こ
と
で
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
法
文
化
の
実
態
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
現
在
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
自
治
都
市
と
し
て
の

姿
に
は
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
の
作
業
は
そ
う
し
た
都
市
像
の
読
み
替
え
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
の
姿
を
提
示
す
る
契
機
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
関
す
る
研
究
が
欠
如
す
る
現
状
に
お
い
て

②は
、
今
後
の
都
市
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
研
究
の
指
針
を
提
示
す
る
試
み
と
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
一
三
世
紀
初
頭
以
前
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
政
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
が
現
在
ま
で
に
紛
失
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の

カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
こ
れ
ま
で
に
も
貴
重
な
史
料
と
し
て
注
目
を
集
め
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
関
心
は
、
あ
く
ま
で
都
市
の
「
自
治
」
に
関
わ

る
特
権
文
書
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
E
・
ロ
シ
ヤ
i
、
R
・
リ
ム
ー
ザ
ン
・
ラ
モ
ー
ト
、
J
・
H
・
マ
ン
デ
イ
ら
多
く
の
研
究

者
は
、
コ
ン
シ
ュ
ル
に
よ
る
統
治
体
制
で
あ
る
コ
ン
シ
ュ
ラ
制
度
の
起
源
と
そ
れ
に
影
響
を
与
え
た
政
治
的
・
法
的
な
変
化
と
の
関
連
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
し
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
「
自
治
」
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
「
自
治
」
を
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
と
コ
ン
シ
ュ
ル
と
の
対
立

の
図
式
に
よ
っ
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
コ
ン
シ
ュ
ル
が
伯
と
の
闘
争
の
な
か
か
ら
裁
判
権
や
税
の
免
除
な
ど
の
諸
特
権
を
勝
ち
取
っ
て
い

き
、
「
自
由
と
自
治
」
を
享
受
し
た
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
他
都
市
を
は
る
か
に
凌

ぐ
諸
特
権
を
超
す
る
都
市
で
あ
り
一
二
世
紀
宋
か
ら
＝
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
う
ン
グ
ド
ッ
ク
地
域
の
主
要
都
市
の
な
か
で
唯
一
、
コ
ン
シ

ュ
ル
の
下
に
統
一
さ
れ
た
自
治
都
市
で
あ
る
と
看
倣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
従
来
は
、
主
に
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
含
ま
れ
た
文

書
群
か
ら
、
一
二
世
紀
後
半
以
降
に
次
第
に
「
自
治
」
を
獲
得
し
て
い
く
都
市
の
姿
が
確
認
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
研
究
対
象
と
し
て
都
市

を
特
権
的
に
重
要
視
す
る
こ
う
し
た
諸
研
究
は
、
分
析
の
対
象
を
も
っ
ぱ
ら
都
市
内
部
の
社
会
関
係
に
限
定
し
、
周
囲
と
対
立
す
る
閉
鎖
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

都
市
像
を
提
示
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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し
か
し
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
主
要
史
料
と
す
る
こ
う
し
た
自
治
都
市
論
は
一
九
七
〇
年
代
を
境
に
収
束
に
向
か
う
。
一
方
で
、
こ
こ
一
二
〇

年
来
の
中
世
南
フ
ラ
ン
ス
都
市
史
の
動
向
と
し
て
は
、
都
市
－
農
村
関
係
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
研
究
あ
る
い
は
領
主
制
や
集
村
化
に
関
す
る
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

究
な
ど
、
都
市
を
含
む
領
域
的
な
社
会
構
造
の
分
析
へ
と
対
象
が
シ
フ
ト
し
て
き
た
。
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
関
し
て
も
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯

に
よ
る
領
域
支
配
全
体
の
な
か
に
都
市
を
位
置
づ
け
て
理
解
す
る
と
い
う
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
都
市
が
捉

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
L
・
マ
セ
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
権
力
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
な
か
で
、
都
市
の
コ
ン
シ
ュ

ル
の
活
動
を
領
域
支
配
を
展
開
す
る
伯
行
政
の
枠
組
み
で
捉
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
都
市
「
自
治
」
の
観
点
は
後
退
し
、
都
市
行
政
を
担
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

勢
力
も
伯
の
家
臣
集
団
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
T
・
N
・
ビ
ッ
ソ
ン
は
、
近
年
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
一
二
世
紀
半
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
；
一
世
紀
初
頭
の
都
市
を
、
「
自
治
」
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
領
主
制
の
枠
組
み
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
～
二
世
紀
半

ば
以
降
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
権
力
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
従
来
は
伯
と
コ
ン
シ
ュ
ル
と
の
対
立
の
構
図
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
ビ

ッ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
都
市
の
権
力
は
依
然
と
し
て
伯
の
領
主
権
の
も
と
に
あ
り
、
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
の
授
与
も
こ
の
領
主
権
の
枠
内
で

捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
コ
ン
シ
ュ
ル
が
都
市
規
約
を
制
定
し
た
り
裁
判
権
を
行
使
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
権
限

は
伯
由
来
の
も
の
で
あ
り
、
コ
ン
シ
ュ
ル
と
伯
と
の
対
立
は
見
ら
れ
な
い
し
、
交
易
や
債
務
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
伯
と
コ
ン
シ
ュ
ル
と
の
協

同
と
い
う
側
面
が
強
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
「
自
治
」
の
観
点
で
は
、
都
市
の
役
人
（
コ
ン
シ
ュ
ル
）
や
そ
の
団
体
（
コ
ン
シ

ュ
ラ
）
が
伯
の
権
限
を
制
限
し
て
い
く
中
で
「
自
治
」
が
実
現
さ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
マ
セ
や
ビ
ッ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
都
市
の
代
表
と
伯

と
の
関
係
は
、
伯
・
家
臣
問
の
関
係
と
同
様
に
、
私
的
な
忠
誠
の
絆
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
都
市
内
部
に
視
点
を
限
定
す
る

傾
向
に
あ
っ
た
前
者
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
伯
の
領
域
支
配
の
展
開
と
い
う
視
野
の
も
と
で
伯
と
都
市
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、
ト

ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
居
住
す
る
都
市
貴
族
は
伯
の
家
臣
集
団
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
都
市
を
中
世
社
会
に
位
置
づ
け
な
お
す
上
で
非
常
に
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
、
領
主
制
的
な
枠
組
み
の

な
か
に
都
市
を
位
置
づ
け
て
捉
え
、
か
つ
て
の
自
治
的
な
都
市
像
を
過
度
に
解
体
し
て
い
く
あ
ま
り
、
都
市
の
「
共
同
体
」
と
し
て
の
姿
を
不
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明
瞭
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
領
主
制
的
な
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
な
お
都
市
を
五
号
た
ら
し
め
て
い
た
も
の
は
何

だ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
生
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
一
二
世
紀
半
ば
か
ら
＝
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

は
す
で
に
都
市
と
し
て
の
一
体
性
を
有
し
て
お
り
、
た
と
え
伯
と
コ
ン
シ
ュ
ル
の
協
働
性
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
一
体
性
が
存
在

し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
点
は
、
従
来
の
研
究
が
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
バ
ラ
バ
ラ
の
文
書
の
単
な

る
寄
せ
集
め
と
し
て
捉
え
て
き
た
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
雑
多
な
文
書
を
含
む
単
な
る
寄
せ

集
め
の
史
料
で
は
な
く
、
そ
の
史
料
全
体
が
あ
る
目
的
の
も
と
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
権
文
書
以
外
も
含
め
て
そ
の
総
体
を
分
析

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ビ
ッ
ソ
ン
も
、
都
市
の
特
権
文
書
の
読
み
替
え
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
は
い
る
も
の
の
、
カ
ル
チ
ュ

レ
ー
ル
編
纂
の
具
体
的
な
様
相
に
ま
で
は
迫
っ
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
、
単
な
る
コ
ピ
ー
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
史
料
と
し
て
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
へ
の
注
目
は
、
近

年
の
修
二
院
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
研
究
の
隆
盛
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
修
道
院
で
は
、
主
に
一
一
・
一
二

世
紀
以
降
に
、
建
立
以
来
発
給
さ
れ
た
文
書
群
が
冊
子
の
形
で
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
編
纂
さ
れ
る
。
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
編
纂
の
目
的
は
多
様
で

あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
修
道
院
は
周
辺
の
貴
族
や
教
会
と
い
っ
た
対
立
す
る
社
会
集
団
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
固
有
の
政
治
的
意
図
の
も
と

に
文
書
を
選
別
し
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
作
成
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
き
に
は
自
ら
の
立
場
に
不
利
な
文
書
を
破
棄
し
さ
え
し
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

記
憶
の
操
作
、
改
変
を
試
み
た
の
で
あ
り
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
に
は
修
道
院
の
政
治
的
意
図
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
う
し
た
修
道
院
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
雲
叢
が
か
な
り
の
蓄
積
を
見
せ
つ
つ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
研
究
は
い
ま

だ
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ビ
ッ
ソ
ン
ら
の
研
究
成
果
を
継
承
し
つ
つ
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
読
み
直
す
こ
と
で
、
都
市
像
の
読
み
替
え
を
も
試
み

る
。
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
総
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
が
領
主
で
あ
る
伯
に
限
定
さ
れ
な
い
よ
り
広
範

な
周
辺
諸
勢
力
と
関
係
を
も
ち
、
こ
れ
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
ま
と
ま
り
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を
も
っ
た
史
料
と
し
て
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
作
成
を
可
能
と
し
た
社
会
的
条
件
を
探
る
こ
と
で
、
都
市
固
有
の
法
文
化
の
存
在
が
明
ら
か
と

な
り
、
こ
れ
が
都
市
社
会
を
他
の
領
域
か
ら
弁
別
す
る
指
標
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
本

稿
が
主
に
対
象
と
す
る
都
市
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
く
。
つ
ぎ
に
第
二
章
で
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
内
容
を
読
み
解
き
な

が
ら
都
市
の
「
自
治
」
を
再
検
討
し
、
都
市
と
上
位
権
力
と
の
関
係
を
整
理
し
直
す
と
と
も
に
、
都
市
が
周
辺
領
域
の
諸
勢
力
と
の
あ
い
だ
に

ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
が
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
る
。
第
三
章
で
は
、
公
証
人
の
活
動
や
彼
ら
と
コ
ン
シ
ュ
ル
の
結
び
つ
き
に
注
目
し
、
こ
の
時
期
の
都
市
社
会
に
お
け
る
文
書
と
法

的
行
為
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
都
市
固
有
の
法
文
化
の
存
在
を
指
摘
し
、
都
市
を
他
の
社
会
組
織
か
ら
弁
別
す
る
指
標
を
提
示
し
て
み

た
い
。
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カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
と
は
、
「
特
定
の
個
人
、
組
織
の
必
要
性
に
よ
り
、
関
係
あ
る
証
書
ま
た
は
そ
の
梗
概
を
書
冊
の
形
に
編
纂
し
た
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
り
、
こ
の
編
纂
の
目
的
や
動
機
は
多
様
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
九
世
紀
初
頭
に
フ
ラ
ン
ス
東
部
に
現
れ
始
め
る
カ
ル
チ
ュ
レ
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ル
は
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②

一
・
一
二
世
紀
を
通
じ
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
教
会
ま
た
は
修
道
院
の
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
～
三
世
紀
に
な
る
と
俗
人
領
主
、
国
王
尚
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書
聖
、
大
学
、
都
市
、
特
定
個
人
に
よ
っ
て
も
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
コ
ピ
ー
の
集
成
と
い
う
共
通
の
特
徴
は
あ
る
も
の
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
文
書
史
料
の
、
選
択
的
か
網
羅
的
か
を
問
わ
な
い
、
組
織
的
な
あ
ら
ゆ
る
転
写
」
を
包
括
す
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
と
い
う
史
料
類
型
は
、
作

成
年
代
や
形
態
の
点
で
非
常
に
雑
多
な
史
料
群
を
含
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
一
二
〇
五
年
号
ら
翌
年
に
か
け
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
特
に
注
目
を
集
め
て
き
た
修
道
院
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
と
は
異
な
り
、
都
市
が
作
成
す
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
特
徴
は
一
般
に
は
、
実
務
的

な
目
的
に
沿
っ
た
記
録
の
保
存
と
い
う
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
、
単
な
る
実
務
的
な
台
帳
と
し

て
の
性
格
で
は
な
く
、
＝
二
世
紀
初
頭
の
都
市
社
会
に
お
け
る
法
文
化
の
あ
り
方
を
反
映
し
た
特
微
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
し

く
は
次
章
以
降
で
検
討
す
る
が
、
本
章
で
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
特
徴
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
き

た
い
。

　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ラ
が
作
成
し
た
最
初
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
で
あ
る
こ
の
記
録
簿
は
、
皿
二
世
紀
以
降
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
子
に

授
与
さ
れ
た
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
や
諸
特
権
の
最
古
の
証
書
集
成
で
あ
り
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
古
文
書
館
に
》
》
H
お
よ
び
〉
》
邸
の
分
類
番
号
で

　
　
　
　
　
　
④

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
一
三
世
紀
初
頭
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
シ
テ
9
＜
討
ω
と
プ
ー
ル
ω
暮
霞
び
貯
臼
と
い
う
二
元
構
造
を
も
つ
都
市
で
あ
り
、

コ
ン
シ
ュ
ル
も
シ
テ
と
プ
ー
ル
か
ら
同
数
選
出
さ
れ
、
市
政
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
の
状
況
を
反
映
し
て
シ
テ
と
プ
ー
ル
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ほ
ぼ

同
一
で
あ
る
二
部
門
記
録
簿
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
記
録
簿
は
後
世
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
プ
ー
ル
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー

ル
」
（
〉
〉
回
）
、
「
シ
テ
の
カ
ル
チ
ユ
レ
ー
ル
」
（
》
〉
卜
。
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
収
め
ら
れ
た
証
書
の
内
容
は
多
岐
に
渡
る
が
、
大
ま
か
に
分
け
る
と
、
伯
の
発
給
し
た
証
書
と
都
市
共
同
体
の
文
書
に

二
分
で
き
る
。
具
体
的
に
は
前
者
が
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
に
よ
る
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
や
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
（
勅
令
）
、
そ
し
て
後
者
が
、
都
市
規
約
、

コ
ン
シ
ュ
ラ
法
廷
の
判
決
記
録
、
周
辺
領
域
の
領
主
・
諸
集
落
の
代
表
者
と
の
和
解
協
定
、
都
市
に
よ
る
不
動
産
の
獲
得
を
記
し
た
文
書
な
ど

で
あ
る
。
も
っ
と
も
古
い
証
書
は
＝
二
〇
年
ご
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
＝
二
世
紀
初
頭
の
編
纂
作
業
の
あ
と
も
断
続
的
に
書
き
継
が
れ
て
い
っ

36　（274）



申世盛期トゥーールーズにおけるカルチュレールの編纂と都市の法文化（図師）

た
結
果
、
～
二
七
九
年
四
月
二
五
日
の
証
書
が
最
後
と
な
っ
て
い
る
。

　
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
一
通
か
ら
七
一
通
ま
で
は
、
公
証
人
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
転
写
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
。
転
写
作
業

は
一
二
〇
五
年
二
月
か
ら
～
二
〇
五
／
六
年
九
月
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
一
通
か
ら
五
四
通
ま
で
が
～
二
〇
五
年
二
月
か
ら
三
月
、

五
五
通
目
が
一
二
〇
五
年
五
月
、
五
六
通
か
ら
七
〇
通
が
一
二
〇
五
年
八
月
と
九
月
、
最
後
の
七
一
通
目
が
一
二
〇
五
／
六
年
九
月
に
転
写
さ

　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
て
い
る
。
七
一
通
ま
で
は
、
〉
〉
一
と
〉
》
N
に
相
違
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
意
図
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

同
一
の
記
録
簿
を
二
部
作
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
七
二
通
目
以
降
は
そ
の
後
、
別
の
公
証
人
に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
が
、
諺
》
一
と
》
》
卜
。
に
収
め
ら
れ
る
証
書
に
は
ズ
レ
が
生
じ
て
く
る
。
一
二
七
九
年
ま
で
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
》
〉
一
に
は
全

部
で
一
〇
四
通
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
諺
〉
黙
。
に
は
全
部
で
八
六
通
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
七
二
通
以
降
の
一
五
通
の
う
ち
一
一
通
は
、
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

番
ほ
異
な
る
も
の
の
跨
＞
H
に
あ
る
文
書
と
同
じ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
転
写
さ
れ
た
文
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
ほ
と
ん
ど
が
紛
失
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
リ
ム
ー
ザ
ン
・
ラ
モ
ー
ト
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
と
わ
ず
か
五
通
の
み
が
残
存
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
内
容
や
形
式
を
比
べ
る
と
、
ほ
ぼ
元
の
文
言
の
ま
ま
入
念
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
転
写
が
な
さ
れ
て
お
り
、
要
約
な
ど
の
処
理
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
詳
し
く
は
第
三
章
で
扱
う
が
、
都
市
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
、

各
証
書
を
一
言
一
句
違
わ
ず
コ
ピ
ー
し
た
文
書
の
集
成
と
い
う
点
を
特
徴
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
コ
ピ
ー
を
作
成
す
る
公
証
人
の
存

在
が
都
市
社
会
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
渡
辺
節
夫
編
『
歴
史
学
と
現
代
祉
会
ー
パ
リ
の
歴
史
家
た
ち
と
の
対
話
隔
山

　
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
六
頁
。

②
O
①
。
お
①
ω
U
Φ
。
ζ
β
6
嵩
σ
q
ご
勲
『
鋤
巳
○
鋤
き
巨
「
Φ
曽
↓
冨
9
α
q
勲
爵
慧
8

　
0
｛
》
8
謀
く
巴
竃
Φ
ヨ
。
蔓
（
賭
一
コ
酔
び
1
嗣
田
一
Φ
〈
Φ
⇒
浄
プ
　
（
W
①
口
樽
目
H
一
Φ
ω
）
、
」
翌
〆
自
㊦
凱
Φ
o
訂
び

　
①
倉
O
ぎ
試
ミ
響
4
℃
や
一
蒔
刈
∴
刈
ρ
ピ
p
貫
Φ
導
鎮
。
お
一
一
ρ
．
日
訂
客
㊦
雷
目
。
壱
7
0
し
・
一
ω

　
o
｛
円
ξ
㊦
㊦
鼠
。
ロ
節
ω
既
o
O
プ
践
冨
H
O
o
障
①
o
臨
。
昌
ω
ヨ
浮
r
り
国
吐
く
㊦
瓢
瞥
プ
O
Φ
緊
信
蔓

　
（
の
巴
p
T
》
ヨ
き
9
ω
蝕
艮
－
カ
一
ρ
¢
窪
窪
題
0
9
冨
コ
①
『
U
興
）
、
」
疑
廻
国
㊦
置
①
o
ぎ
Φ
訓

　
Φ
匹
‘
Q
曹
、
§
ピ
‘
唱
や
一
刈
一
一
も
σ
O
野

③
岡
崎
敦
前
掲
論
文
、
九
二
頁
。

④
＞
8
置
く
窃
日
信
巳
。
富
鉱
①
の
山
Φ
↓
。
巳
。
蕊
Q
＞
〉
押
〉
＞
P
こ
れ
ら
の
記
録
簿
は

　
次
の
文
献
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
幻
．
ピ
巨
。
護
陣
『
い
p
ヨ
。
段
ρ
卜
職
ら
§
Ψ

　
ミ
§
恥
譜
寄
袋
ご
§
9
：
な
お
、
〉
以
内
の
証
書
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
即
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幻
。
ω
o
訂
。
ダ
諭
鯉
§
§
越
譜
恥
ミ
6
》
貯
題
§
ミ
ミ
、
ミ
駐
§
融
、
龍
ミ
義
昏
N
遷
P
＜
o
ピ

　
一
》
（
6
0
三
〇
g
ρ
｝
o
。
㊤
一
γ

⑤
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
証
書
に
記
さ
れ
る
日
付
の
情
報
は
、
「
月
、
眺
⑦
同
貯
、
国
王
、

　
伯
、
司
教
、
年
」
で
あ
り
、
日
に
ち
を
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
、

　
七
一
人
目
の
証
書
の
年
号
は
ご
一
〇
六
年
で
あ
る
が
、
リ
ム
ー
ザ
ン
・
ラ
モ
ー
ト

　
は
年
号
の
ミ
ス
で
　
二
〇
五
年
の
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
即

　
ピ
ぎ
。
自
ぎ
－
い
p
ヨ
。
昆
P
卜
縞
8
ミ
ミ
§
恥
穗
§
疑
N
o
血
肥
：
も
7
溝
ム
。
月
．
と
こ
ろ
で
、

　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
一
二
世
紀
末
に
、
皿
年
の
始
ま
り
の
日
が
三
月
二
五
日
（
聖

　
母
マ
リ
ア
お
告
げ
の
祝
日
）
か
ら
四
月
～
日
に
変
更
さ
れ
て
お
り
、
他
都
市
に
は

　
見
ら
れ
な
い
日
付
の
計
算
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
○
『
螢
ぴ
q
o
舅
魯
．
ω
樽
鷲
Φ

　
曾
一
2
曽
≦
臨
画
日
〇
三
〇
彦
⑦
四
周
×
H
H
①
9
窪
×
H
譲
Φ
ω
δ
島
霧
、
u
出
§
ミ
禽
§

　
達
鳥
畠
（
一
り
ω
日
y
署
．
扇
刈
三
一
謡
…
｝
．
即
鎧
§
母
闇
匿
富
、
竜
霜
ミ
凄
ミ
§
N

　
ぎ
罎
ミ
ビ
．
も
唱
」
嵩
繧
一
一
メ

⑥
》
＞
H
と
》
器
で
p
9
①
り
と
云
為
O
の
順
番
が
逆
に
な
っ
て
い
る
点
と
、
転

　
写
し
た
日
付
に
ズ
レ
が
確
認
で
き
る
点
で
、
若
干
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
証
書

　
の
内
容
に
関
し
て
は
転
写
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
除
き
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

　
転
写
の
日
付
に
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
の
は
、
日
を
ま
た
い
で
転
写
の
作
業
が
進
め
ら

　
れ
て
い
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
こ
こ
で
は
文
沓
の
形
態
に
踏
み
込
む
余
裕
は
な
い
が
、
羊
皮
紙
、
字
体
、
罫
線
、

　
折
丁
、
余
白
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
両
者
で
は
同
様
の
体
裁
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
詳
し
く
は
、
幻
．
ピ
巨
2
賦
『
ピ
鋤
日
O
普
ρ
多
日
§
ミ
ミ
§
馬
誉
§
袋
ご
塞
魯
．
．
㍉
署
．
O
－

　
目
ω
．

⑧
》
諺
卜
。
鳥
①
気
メ
G
。
ρ
。
。
麟
は
》
と
に
は
な
い
。
以
下
で
は
特
に
断
り
の
な
い
限

　
り
〉
諺
一
の
番
号
で
示
す
。
な
お
、
七
二
通
目
以
降
の
文
書
に
は
転
写
の
言
及
が

　
な
い
証
書
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
果
た
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
転

　
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
判
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ

　
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
書
冊
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
直
接
書
き
込
ま
れ
た
可
能
性
も
あ

　
る
。
転
写
の
情
報
に
つ
い
て
は
第
三
章
を
参
照
。

⑨
》
と
6
㍉
卜
、
b
⊆
・
る
8
ω
O
．

⑩
即
じ
ぎ
。
巨
『
い
竃
。
野
P
卜
織
ら
§
ミ
§
Q
譜
§
ミ
。
器
頸
＝
も
サ
ミ
ふ
『
た
だ
、

　
不
注
意
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
綴
り
や
文
法
の
ミ
ス
は
あ
る
た
め
、
現
代
の
基
準
か

　
ら
す
れ
ば
完
全
な
る
コ
ピ
ー
と
は
到
底
言
え
な
い
代
物
で
は
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ィ

　
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て
同
時
に
書
か
れ
た
二
部
を
そ
れ
ぞ
れ
比

　
脅
し
て
み
る
と
、
縮
約
の
仕
方
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
固
有

　
名
詞
の
綴
り
も
し
ば
し
ば
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
固
有
名
詞
を
ラ
テ
ン
語

　
の
形
式
に
直
す
難
し
さ
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
転
写
者
が
転
写
鎖
時
の
常
用

　
の
形
式
に
近
づ
け
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
部
の
異
本
を
比
較
す
れ

　
ば
、
公
証
人
が
い
か
に
入
念
に
転
写
作
業
を
実
行
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
歴
然
と

　
し
て
い
る
。
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第
二
章
　
都
市
の
「
自
治
」
と
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂

都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
最
古
の
都
市
証
書
集
で
あ
る
こ
の
二
部
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
、
＝
二
世
紀
初
頭
以
前
の
都
市
行
政
を
知
る
上
で
非

常
に
貴
重
な
情
報
源
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
従
来
の
都
市
史
で
は
、
こ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
収
め
ら
れ
た
個
別
の
証
書
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か
ら
都
市
が
獲
得
し
た
諸
特
権
の
情
報
が
抽
出
さ
れ
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
「
自
治
」
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し

て
本
章
で
は
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
収
め
ら
れ
た
伯
発
給
の
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
以
外
の
文
書
に
も
目
を
向
け
て
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
全
体

的
な
構
成
を
検
討
し
た
上
で
、
都
市
を
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
自
治
」
の
証
拠
と
さ
れ
て
き
た

伯
か
ら
の
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
を
改
め
て
取
り
上
げ
て
再
検
討
し
、
都
市
と
上
位
権
力
と
の
関
係
を
整
理
し
直
す
。
つ
づ
い
て
、
フ
ラ
ン
シ
ー

ズ
文
書
以
外
の
文
書
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
都
市
と
周
辺
領
域
と
の
関
係
式
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考

察
す
る
。
そ
の
上
で
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
が
編
纂
さ
れ
た
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（【

j
　
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
「
自
治
」

　
南
フ
ラ
ン
ス
都
市
の
「
自
治
」
は
、
コ
ン
シ
ュ
ラ
と
の
結
び
つ
き
の
も
と
で
理
解
さ
れ
て
き
た
。
コ
ン
シ
ュ
ラ
o
o
蕊
画
配
霧
と
は
市
政
を

担
当
す
る
コ
ン
シ
ュ
ル
。
8
。
。
鳳
Φ
ω
と
呼
ば
れ
る
都
市
役
人
の
団
体
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
コ
ン
シ
ュ
ラ
の
出
現
が
南
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
運
動

　
　
　
　
　
　
　
①

を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
＝
一
世
紀
後
半
に
コ
ン
シ
ュ
ラ
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
に
は
良
識
者
℃
δ
甑
げ
。
臼
賦
Φ
ω
と
呼

ば
れ
る
貴
族
層
が
主
導
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
コ
ン
シ
ュ
ラ
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
諮
問
的
・
審
議
的
機
関
で
あ
る
共
同
評
議
会

8
筥
旨
暮
Φ
。
o
口
ω
一
一
ご
日
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
評
議
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
も
主
に
貴
族
層
の
人
々
で
あ
っ
た
。
一
一
五
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
証
書
で
は
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
シ
テ
と
プ
ー
ル
の
共
同
評
議
会
」
が
伯
の
同
意
の
も
と
で
都
市
規
約
を
制
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
カ
ピ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ウ
ル
。
巷
一
量
鼠
一
が
都
市
を
代
表
し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
コ
ン
シ
ュ
ル
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
勢
力
で
あ
る
。
も
と
も
と
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
は
都
市
領
主
で
あ
っ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
拠
点
で
あ
り
、
一
二
世
紀
半
ば
ま
で
都
市
は
伯
の
同
意
な
し
に
法
的
な
決
定
を
下
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
以
降
、
伯
は
折
に
触
れ
て
自
ら
の
権
利
の
一
部
を
都
市
に
譲
与
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
に
は
、
伯
の
上
級
裁
判
権

や
貢
租
徴
収
権
も
含
ま
れ
て
い
た
。
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
は
、
そ
う
し
た
伯
か
ら
の
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
市
民
が
税
の
免
除
や
裁
判
権
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
を
伯
か
ら
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
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④

ス
・
ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
、
＝
四
一
年
に
ワ
イ
ン
と
塩
に
関
し
て
税
の
免
除
を
行
な
い
、
一
～
四
七
年
に
は
直
接
税
の
一
種
ρ
話
ω
β
と
関
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

8
一
欝
、
お
よ
び
強
制
貸
付
鷺
Φ
の
欝
の
免
除
を
行
な
っ
て
い
る
。
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
二
八
九
年
に
伯
レ
ー
モ
ン
母
数
と
コ
ン
シ
ュ
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

問
で
交
わ
さ
れ
た
相
互
誓
約
に
お
い
て
、
伯
は
都
市
に
お
け
る
民
事
の
み
な
ら
ず
刑
事
の
裁
判
権
も
コ
ン
シ
ュ
ル
に
譲
与
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
は
伯
か
ら
諸
特
権
を
獲
得
し
た
証
拠
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
J
・
H
・
マ
ン
デ
イ
は
、
こ
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

一
八
九
年
の
裁
判
権
の
獲
得
を
も
っ
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
が
権
力
の
頂
点
を
迎
え
た
と
捉
え
て
い
る
。
マ
ン
デ
イ
の
図
式
に
従
え

ば
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
以
前
に
は
、
コ
ン
シ
ュ
ラ
制
を
基
盤
と
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
か
ら
大
幅
な
諸
特
権
を
獲

得
し
て
お
り
、
南
フ
ラ
ン
ス
で
は
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
伯
か
ら
の
自
立
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
享
受
し
て
い
た

「
自
由
と
自
治
」
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
で
の
敗
北
と
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
進
出
に
よ
り
～
三
世
紀
の
半
ば
に
は
失
わ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
．

に
な
っ
た
と
い
う
。
コ
三
世
紀
は
、
都
市
の
自
治
と
自
由
の
衰
退
お
よ
び
君
主
権
の
上
昇
を
目
撃
す
る
」
と
い
う
見
方
は
、
従
来
の
都
市
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
お
い
て
ほ
ぼ
共
有
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
先
述
の
と
お
り
、
上
位
権
力
か
ら
権
力
を
魚
膠
す
る
形
で
「
自
治
」
を
展
開
す
る
都
市
と
い
う
図
式
は
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

修
正
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
L
・
マ
セ
に
よ
る
と
、
レ
ー
モ
ン
煙
出
の
治
世
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
参
事
会
の
有
力
家
系
に
属
す
る
人
物

や
コ
ン
シ
ュ
ル
が
伯
の
取
り
巻
き
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
レ
ー
モ
ン
六
世
と
レ
ー
モ
ン
七
世
の
も
と
で
は
、
伯
法
廷
に
お
け
る
都
市
の
有
力

者
の
存
在
は
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
都
市
民
と
伯
の
つ
な
が
り
は
非
常
に
緊
密
で
あ
り
、
伯
は
さ
ま
ざ
ま
な
有
力
市
民
を
登
用
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

彼
ら
の
支
持
を
取
り
付
け
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
都
市
の
有
力
者
の
代
表
団
は
、
＝
四
九
年
五
月
に
レ
ー
モ
ン
五
世
に
随
行
し
て
ベ
ジ
ェ
に

赴
き
、
サ
ン
・
テ
オ
ダ
ー
ル
修
道
院
長
と
の
合
意
に
立
ち
会
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
コ
ン
シ
ュ
ル
を
鷺
出
す
る
家
系
に
属
す
る
四
名
が
伯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

誓
約
の
保
証
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
の
罪
責
の
一
一
＝
四
年
四
月
に
伯
の
居
城
で
あ
っ
た
ナ
ル
ポ
ネ
城
が
教
会
に

差
し
押
さ
え
ら
れ
た
際
に
、
レ
イ
モ
ン
六
世
と
息
子
お
よ
び
両
人
の
妻
は
、
す
ぐ
さ
ま
元
コ
ン
シ
ュ
ル
の
ダ
ウ
ィ
ド
・
ド
・
ロ
エ
の
邸
宅
に
身

を
落
ち
着
け
た
。
彼
ら
は
少
な
く
と
も
そ
こ
に
一
年
間
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
に
敗
北
し
た
レ
ー
モ
ン
七
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世
が
パ
リ
の
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
際
に
、
伯
に
付
き
随
っ
て
い
た
二
〇
名
の
人
質
は
ほ
ぼ
全
員
が
コ
ン
シ
ュ
ル
の
家
系
に
属
す
る
人
物
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
有
力
市
民
や
コ
ン
シ
ュ
ル
は
積
極
的
に
伯
行
政
に
参
加
し
、
か
な
り
の
程
度
、
伯
と
利
害
関
係
を
共

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
伯
は
家
臣
と
の
あ
い
だ
に
、
「
誠
実
ゆ
締
。
。
」
と
い
う
価
値
に
根
拠
を
置
く
私
的
な
結
び
つ
き
を
形
成
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、

伯
と
都
市
の
コ
ン
シ
ュ
ル
の
あ
い
だ
に
も
同
様
の
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
伯
の
第
～
の
美
徳
は
「
良
き
正
当
な
」
領

主
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
伯
に
よ
る
特
権
の
授
与
は
ま
さ
し
く
「
気
前
の
良
さ
」
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伯
に
よ
る
税
の
免
除

や
裁
判
権
の
譲
与
は
、
都
市
の
コ
ン
シ
ュ
ル
が
伯
と
の
対
立
の
な
か
で
勝
ち
取
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
伯
と
の
協
同
関
係
の
な

か
で
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
～
八
九
年
の
伯
と
コ
ン
シ
ュ
ル
と
の
相
互
誓
約
に
お
い
て
刑
事
・
民
事
の
裁
判
権

が
譲
与
き
れ
た
こ
と
は
、
マ
ン
デ
イ
に
は
コ
ン
シ
ュ
ル
の
権
力
が
頂
点
を
迎
え
る
事
件
と
映
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
伯
の
「
法
と
支
配
」

が
慎
重
に
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
殉
都
市
内
部
の
事
件
に
関
す
る
裁
判
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
関
し
て
・
伯
は
さ
し
て
問
題
恕
し
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
都
市
の
有
力
者
は
伯
の
家
臣
と
し
て
伯
と
個
人
的
で
親
密
な
関
係
を
築
い
て
お
り
、
都
市
に
与
え
ら
れ
た
諸

特
権
は
、
「
誠
実
」
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
伯
の
「
気
前
の
良
さ
」
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
先
行
研
究
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
伯
と
都
市
の
有
力
者
と
の
関
係
を
軸
に
「
自
治
」
を
捉
え
直
し
て
き
た
。
寡
頭
制
に
よ
り
都
市
統

治
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
都
市
の
有
力
者
は
、
一
方
で
、
伯
か
ら
恩
恵
を
受
け
、
伯
と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
も
い
た
。
「
自
治
」
論
で
は
都

市
の
有
力
者
は
「
伯
と
の
対
決
」
の
姿
勢
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
「
伯
と
の
協
調
」
の
姿
勢
を
と
っ
て

お
り
、
伯
と
コ
ン
シ
ュ
ル
と
は
「
私
的
な
忠
誠
の
絆
」
で
結
ば
れ
る
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
上
位
権
力
と
こ
う
し
た
関
係
を

結
ぶ
彼
ら
は
、
そ
の
一
方
で
都
市
の
周
辺
領
域
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
都
市
と
周
辺
領
域
と
の

関
係
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
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（
二
）
　
都
市
と
周
辺
領
域
と
の
関
係
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カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
は
、
上
位
権
力
と
の
関
係
を
示
す
伯
か
ら
の
権
利
証
書
の
ほ
か
に
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
周
辺
領
域
の
領
主
や
諸
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

落
と
結
ん
だ
和
解
協
定
の
証
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
一
二
〇
二
年
六
月
～
○
日
か
ら
一
二
〇
四
年
六
月
一
四
日
に
か
け
て
の
全
部

で
二
二
点
の
和
解
協
定
の
文
書
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
都
市
と
周
辺
領
域
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
都
布
を
同
時
代

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

　
こ
れ
ら
の
一
連
の
和
解
協
定
の
文
書
は
、
都
市
の
「
周
辺
領
域
に
対
す
る
征
服
」
活
動
の
証
拠
と
し
て
こ
れ
ま
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と

え
ば
、
J
・
H
・
マ
ン
デ
イ
は
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
近
隣
の
領
主
や
諸
集
落
に
対
す
る
「
軍
事
遠
征
」
を
行
な
っ
た
と
考
え
、
こ
の
「
軍

事
遠
征
」
を
、
こ
の
時
期
に
コ
ン
シ
ュ
ル
職
の
大
半
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
新
興
家
系
（
商
人
・
両
替
商
・
若
干
の
手
工
業
者
）
の
利
害
を
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

映
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
マ
ン
デ
イ
は
、
和
解
協
定
に
都
市
周
辺
領
域
に
お
け
る
通
行
税
の
確
認
・
軽
減
・
撤
廃
が
記
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
、
「
市
民
軍
。
o
臼
取
§
訪
Φ
×
巽
。
ぎ
ω
」
に
支
え
ら
れ
た
「
軍
事
制
圧
」
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
。

つ
ま
り
、
南
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
比
類
な
き
「
自
治
」
を
達
成
し
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
た
ち
が
そ
の
影
響
力
を
周
辺
領
域
に
ま
で

拡
大
し
て
い
く
過
程
と
し
て
、
こ
の
和
解
協
定
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
収
め
ら
れ
た
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
の
分
析
を

も
と
に
築
か
れ
た
自
治
的
で
周
囲
と
対
立
す
る
都
市
像
が
、
こ
れ
ら
和
解
文
書
の
分
析
の
前
提
と
も
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
他
の
研
究
者

の
見
解
も
、
こ
の
マ
ン
デ
イ
の
見
方
に
与
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
史
の
理
解
に
お
い
て
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字

軍
以
前
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に
比
肩
し
う
る
「
コ
ン
タ
ー
ド
」
支
配
を
展
開
し
て
お
り
、
雷
わ
ば
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

和
国
み
麗
露
一
ρ
話
8
巳
。
鮭
缶
ロ
」
と
で
も
呼
べ
る
状
況
が
実
現
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
コ
ン
シ
ュ
ラ
が
「
自
治
」
を
展
開
し
て
い
く
な
か

で
、
都
市
の
周
辺
領
域
へ
の
征
服
活
動
を
行
な
い
、
そ
れ
ら
の
地
域
を
支
配
下
に
お
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
和
解
協
定
か
ら
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
「
市
民
軍
」
に
よ
る
集
落
の
包
囲
あ
る
い
は
集
落
の
代
表
者
を
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
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⑲

の
コ
ン
シ
ュ
ラ
法
廷
に
召
喚
し
た
上
で
の
賠
償
の
約
束
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
マ
ン
デ
イ
の
言
う
周
辺
領
域
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

征
服
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
れ
ら
の
和
解
の
協
定
文
書

を
具
体
的
に
見
て
い
く
な
か
で
、
同
時
代
の
都
市
と
周
辺
領
域
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
一
二
〇
二
年
六
月
一
一
日
、
コ
ル
バ
リ
ュ
の
ラ
ム
ン
ド
ゥ
ス
・
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
ら
四
名
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
の
人
質
と
な
っ
た
。

そ
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
コ
ル
バ
リ
ュ
の
カ
ス
ト
ル
ム
の
領
主
や
騎
士
た
ち
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
に
対
し
て
行
な
っ
た
「
略
奪
・
侮
辱
・

不
正
」
で
あ
っ
た
。
品
名
は
「
コ
ル
バ
リ
ュ
の
カ
ス
ト
ル
ム
の
す
べ
て
の
領
主
・
騎
士
・
良
識
者
を
代
表
し
て
」
「
自
身
の
身
体
を
差
し
出
し

て
」
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
の
管
轄
の
も
と
に
入
り
、
人
質
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
法
に
服
す
る
こ
と
を

「
自
身
の
身
体
に
か
け
て
約
束
し
、
聖
な
る
福
音
書
に
触
れ
て
誓
約
し
た
」
。
こ
れ
に
続
い
て
、
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
デ
・
ト
ゥ
ッ
レ
ら
書
名
が
、

コ
ル
バ
リ
ュ
の
騎
士
の
懇
願
を
受
け
、
人
質
が
な
し
た
約
束
に
つ
い
て
の
保
証
人
と
な
っ
て
誓
っ
て
い
る
。
人
質
の
漢
名
は
コ
ン
シ
ュ
ル
の
審

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

問
に
服
し
、
賠
償
と
し
て
二
〇
〇
〇
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
・
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
支
払
い
が
定
め
ら
れ
た
。

　
同
じ
よ
う
な
事
例
は
、
一
二
〇
二
年
八
月
五
日
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
と
ヴ
ィ
ル
ミ
ュ
ル
の
領
主
た
ち
と
の
間
で
取
り
結
ば
れ
た

和
解
協
定
の
文
書
に
も
見
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ル
ミ
ュ
ル
の
ペ
ト
ル
ス
ら
芸
名
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
に
「
自
身
の
身
体
を
差
し
出
し

て
」
、
同
郷
の
ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
ゥ
ス
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
や
っ
て
く
る
ま
で
の
間
、
人
質
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
七
名
は
ベ
ル
ト
ラ

ン
ド
ゥ
ス
と
と
も
に
コ
ン
シ
ュ
ル
の
審
問
に
服
す
る
こ
と
を
誓
約
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ア
リ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
デ
イ
パ
ン
タ
レ
ら
五
名
が
保

証
人
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
到
着
し
た
ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
ゥ
ス
は
、
コ
ン
シ
ュ
ラ
法
廷
に
て
、
同
郷
の
人
々
が
こ
れ
ま
で
に
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
す
べ
て
の
罪
に
対
す
る
賠
償
を
約
束
し
、
そ
の
額
は
四
〇
〇
〇
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
・
ソ
リ
ド
ゥ
ス
と
決
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ヴ
ィ
ル

ミ
ュ
ル
の
件
で
は
、
賠
償
の
取
り
決
め
の
あ
と
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
ヴ
ィ
ル
ミ
ュ
ル
の
両
者
の
あ
い
だ
で
べ
つ
に
和
解
が
取
り
結
ば
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ル
ミ
ュ
ル
の
側
が
、
こ
れ
ま
で
に
蒙
っ
た
「
不
正
・
略
奪
・
侮
辱
・
復
讐
」
に
つ
い
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
側
に
こ
れ
以
上
の

要
求
を
放
棄
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
逆
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
側
も
同
様
の
約
束
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
お
互
い
が
こ
れ
ま
で
に
行
な
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っ
て
き
た
「
不
正
・
略
奪
・
侮
辱
・
復
讐
」
を
赦
免
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
周
辺
領
域
の
領
主
や
諸
集
落
の
代
表
者
と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
相
互
赦
免
は
、
他
の
和
解
協
定
に

　
　
　
　
　
　
⑳

も
見
受
け
ら
れ
る
。
一
二
〇
二
年
六
月
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
と
オ
ー
ビ
エ
領
主
オ
ド
・
デ
・
モ
ン
テ
・
ア
ル
ト
の
間
で
結
ば
れ
た

和
解
協
定
を
見
て
み
よ
う
。
オ
ド
は
「
自
ら
の
善
き
意
志
に
よ
っ
て
」
、
「
カ
ス
ト
ル
ム
の
す
べ
て
の
騎
士
と
す
べ
て
の
人
々
を
代
表
し
て
」
、

か
つ
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
シ
テ
と
プ
ー
ル
の
騎
士
や
人
々
が
オ
ド
な
ら
び
に
カ
ス
ト
ル
ム
の
騎
士
や
人
々
に
対
し
て
な
し
た
「
不
正
・
略
奪
・

侮
辱
・
復
讐
」
を
理
由
と
し
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
人
々
に
要
求
で
き
る
す
べ
て
の
こ
と
を
放
棄
す
る
と
約
束
し
た
。
そ
し
て
こ
の
あ
と
二
四

名
の
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
シ
テ
と
プ
ー
ル
の
コ
ン
シ
ユ
ル
」
が
、
「
協
議
を
行
な
っ
た
う
え
で
」
全
く
同
じ
内
容
を
逆
に
オ
ド
に
対
し
て
約
束

　
　
　
⑳

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
和
解
協
定
文
書
の
内
容
か
ら
・
ト
ゥ
　
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
．
ル
に
人
質
を
差
し
出
し
て
い
る
事
聾
賠
償
を
約
束
し
て
い
る
事

晦
、

　
　
　
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
周
辺
領
域
へ
の
征
服
」
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ト
ゥ
ー
ル
ー

一
汐
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ズ
と
周
辺
領
域
の
諸
勢
力
と
が
同
列
に
「
和
解
」
を
結
ん
で
い
る
多
く
の
事
例
か
ら
は
、
そ
う
し
た
「
軍
事
制
圧
」
以
外
の
要
素
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
優
位
に
た
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
は
い
え
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
周
辺
領
域
の
諸
勢
力
と
の
問

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
復
讐
の
連
鎖
を
食
い
止
め
る
た
め
に
和
解
協
定
が
結
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
債
務
・
物
々
交
換
・

保
証
・
封
」
な
ど
に
関
し
て
は
引
き
続
き
権
利
を
主
張
で
き
る
旨
、
留
保
の
条
件
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
と
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

辺
領
域
の
諸
勢
力
と
の
問
に
は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
さ
ま
ざ
ま
な
契
約
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
「
不
正
・
略
奪
・
侮
辱
・
復

讐
」
な
ど
を
理
由
と
し
た
フ
ェ
ー
デ
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
和
解
協
定
は
、
略
奪
行
為
や
復
讐
の
た
め
の
人
質
捕
縛
を
制
限
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
目
的
は
フ
ェ
ー
デ
等
に
よ
る
契
約
関
係
の
不
履
行
を
避
け
る
こ
と
に
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
、
こ
れ
ら
の
略
奪
行
為
や
「
復
讐
」
と
呼
ば
れ
る
行
為
に
関
す
る
都
市
規
約
を
定
め
て
き
た
。
都
市
と
周
辺

領
域
の
諸
勢
力
と
の
和
解
協
定
の
背
景
に
あ
っ
た
フ
ェ
ー
デ
慣
行
に
つ
い
て
、
都
市
が
い
か
な
る
規
定
を
な
し
て
い
た
の
か
、
次
に
見
て
い
こ
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う
。
一
一
五
二
年
の
都
市
規
約
に
は
、
市
民
が
何
ら
か
の
被
害
を
蒙
っ
た
場
合
、
加
害
者
と
同
郷
の
人
物
を
人
質
と
し
て
捕
縛
し
て
も
よ
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
う
、
「
復
讐
臼
費
β
工
費
。
訂
」
の
慣
行
に
関
す
る
規
定
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
は
大
略
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

地
方
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
人
々
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
シ
テ
と
プ
ー
ル
の
な
か
で
は
安
全
を
保
障
さ
れ
る
。
…
…
し
か
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

周
辺
地
域
の
あ
る
者
が
市
民
か
ら
あ
る
物
品
を
奪
い
、
市
民
に
悪
事
を
働
い
た
な
ら
ば
、
犯
人
の
出
身
の
カ
ス
ト
ル
ム
な
い
し
ヴ
ィ
ラ
の
領
主

に
〔
そ
の
旨
が
〕
通
告
さ
れ
る
。
同
領
主
が
〔
補
償
の
〕
要
求
を
拒
絶
し
た
場
合
、
被
害
者
〔
の
市
民
〕
は
当
該
カ
ス
ト
ル
ム
な
い
し
は
ヴ
ィ
ラ

の
住
民
を
誰
で
あ
れ
人
質
に
と
る
べ
し
。
…
…
然
る
の
ち
、
そ
の
者
を
自
ら
の
家
屋
に
連
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
途
中
、
誰
も
捕
縛
者
に
暴
力

を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
人
質
を
〔
犯
人
に
代
わ
る
〕
保
証
人
と
し
て
提
示
す
る
。
そ
の
後
、
捕
縛
者
の
安
全
は
充
分
に
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
件
の
人
質
に
代
わ
っ
て
保
証
人
と
な
る
こ
と
を
望
む
者
が
〔
他
に
〕
い
な
け
れ
ば
、
捕
縛
者
は
当
日
あ
る
い
は
翌
日

に
、
人
質
を
広
場
に
連
れ
出
し
、
良
識
者
の
審
判
に
委
ね
る
べ
し
。
良
識
者
の
審
判
に
よ
り
人
質
を
保
持
し
え
ぬ
こ
と
に
な
れ
ば
、
人
質
の
権

利
が
回
復
さ
れ
る
。
…
…
」
こ
の
よ
う
に
一
二
世
紀
半
ば
の
都
市
規
約
に
は
、
都
市
民
が
蒙
っ
た
被
害
の
補
償
を
引
き
出
す
た
め
に
人
質
を
と

る
行
為
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
一
二
〇
三
年
二
月
～
二
日
前
都
市
規
約
に
も
、
「
略
奪
轟
盲
嚢
」
に
対
す
る
補
償
を
引
き
出
す
た
め
の
人
質
捕
縛
の
規
定
が
見
ら
れ

　
　
⑳

る
た
め
、
蒙
っ
た
被
害
の
補
償
を
引
き
出
す
た
め
に
人
質
を
と
る
と
い
う
行
為
は
、
一
三
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
同
様
の
慣
行
と
し
て
続
い
・
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
規
約
で
は
さ
ら
に
、
略
奪
を
受
け
た
者
は
、
「
自
身
の
朋
友
あ
る
い
は
援
助
者
と
と
も
に
8
B
§
惹
ω
簿

9
岳
鷲
。
ユ
げ
話
。
・
巳
。
。
」
犯
人
の
出
身
の
カ
ス
ト
ル
ム
な
い
し
は
ヴ
ィ
ラ
に
騎
馬
で
赴
き
、
そ
こ
の
人
々
あ
る
い
は
家
畜
を
殺
害
し
た
り
、
略
奪

を
行
な
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
、
も
し
そ
の
と
き
に
自
身
あ
る
い
は
援
助
者
が
逆
に
殺
さ
れ
る
か
怪
我
を
負
う
な
ど
の
損
害
を
蒙
っ
た
場
合
に
は
、

か
つ
て
蒙
っ
た
す
べ
て
の
略
奪
行
為
と
合
わ
せ
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
都
市
は
周
辺
領
域
と
の
間
で
繰
り
返
さ
れ
る
人
質
捕
縛
あ
る
い
は
フ
ェ
ー
デ
的
な
慣
行
を
都
市
規
約
に
お
い
て
規
定
し
て
き

た
。
こ
れ
ら
の
都
市
規
約
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
側
か
ら
の
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
相
互
赦
免
の
和
解
協
定
の
存
在
か
ら
、
そ
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う
し
た
行
為
は
実
際
に
は
双
方
の
問
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
南
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
い
て
「
復
讐
」

の
慣
行
と
は
、
被
害
者
が
一
族
郎
党
と
と
も
に
加
害
者
に
対
し
て
行
な
う
フ
ェ
ー
デ
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
お
り
、
被
害
に
対
す
る
補
償
が

得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
人
質
を
捕
る
と
い
う
行
為
は
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
ル
ー
ル
化
さ
れ
た
「
復
讐
」
と
し
て
、
人
質
捕
縛
の

慣
行
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
連
の
和
解
協
定
の
文
書
は
「
周
辺
領
域
の
征
服
」
の
証
拠
で
は
な
く
、
度
重
な
る
フ
ェ
ー
デ
の

解
決
を
生
み
出
す
周
辺
領
域
と
の
交
渉
の
成
果
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
和
解
協
定
の
文
書
お
よ
び
都
市
規
約
を
検
討
し
て
き
た
。
都
市
規
約
に
は
、
都
市
と
周
辺
領
域
の
問
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
略
奪

行
為
や
補
償
を
引
き
出
す
た
め
の
人
質
捕
縛
の
慣
行
に
つ
い
て
の
規
定
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
二
世
紀
半
ば
か
ら
＝
二
世
紀
初
頭
に
か
け

て
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
、
周
辺
領
域
の
領
主
や
諸
集
落
と
の
間
に
結
ば
れ
る
関
係
に
高
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
連

の
和
解
協
定
の
文
書
は
、
そ
う
し
た
関
係
構
築
の
た
め
の
交
渉
の
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
伯
か
ら
の
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
と

と
も
に
こ
れ
ら
の
和
解
文
書
や
都
市
規
約
が
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
示
し
て
い
る
の
は
、
；
一
世
紀
初
頭
の
都

市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
、
伯
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
周
辺
領
域
の
諸
勢
力
と
の
関
係
も
重
要
だ
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
周
辺
諸
勢
力
と
の
関
係
構
築
が
要
求
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
一
二
世
紀
後
半
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
が
活
動
拠
点
を
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
か
ら
ロ
ー
ヌ
川
流
域
に
移
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
伯
の
不
在
が
、
そ
れ
ま
で
は
比
較
的
安
定
的
で
あ
っ
た
都
市
と
周
辺
勢
力
の

関
係
を
変
化
さ
せ
、
相
互
の
政
治
的
・
法
的
関
係
に
変
動
を
生
じ
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
外
部
と
の
法
的
関
係
が
曖

昧
に
な
っ
た
状
況
で
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
編
纂
の
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。
都
市
は
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
編
纂
に
よ
っ
て
、
外
部
勢
力
と
の
関
係

性
を
明
確
に
示
し
、
都
市
の
一
体
性
を
改
め
て
提
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
中
世
都
市
の
法
が
空
間
的
な
性
質
を
も
つ

と
い
う
C
・
ゴ
ヴ
ァ
ー
ル
の
指
摘
が
重
要
で
あ
る
。
都
市
政
府
が
い
か
な
る
地
域
に
裁
判
権
を
有
し
、
ど
の
よ
う
な
特
権
を
ど
の
地
域
で
有
し

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
周
辺
勢
力
と
い
か
な
る
法
的
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
都
市
空
間
と
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

規
定
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
都
市
法
は
空
間
的
な
性
質
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
カ
ル
チ
ュ
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中世盛期トゥールーズにおけるカルチュレ・・一ルの編纂と都市の法文化（図師）

レ
ー
ル
は
、
個
別
の
文
書
に
お
い
て
断
片
的
に
規
定
さ
れ
た
法
的
な
都
市
空
間
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
書
冊
の
な
か
に
象
徴
的
な
形
で
統

合
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
都
市
空
間
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
伯
の
不
在
の
な
か
、
そ
し
て
こ
れ
に
伴
い
周
辺
諸
勢
力
と
の
紛
争
が
頻
発
す

る
な
か
都
市
が
こ
れ
ら
周
辺
諸
勢
力
と
の
関
係
構
築
に
よ
る
自
己
規
定
を
迫
ら
れ
た
と
き
、
都
市
は
伯
の
み
な
ら
ず
周
辺
諸
勢
力
と
の
関
係
が

規
定
さ
れ
た
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
外
部
と
の
関
係
性
の
な
か
に
自
ら
を
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し

て
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
主
に
前
半
に
一
二
世
紀
に
獲
得
し
た
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
が
、
そ
し
て
主
に
後
半
に
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
作
成
と
同
時
代

の
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
関
係
の
文
書
が
収
め
ら
れ
た
結
果
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
そ
の
ま
ま
都
市
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現
す
る
も
の
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
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る
台
帳
で
は
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の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
で
あ
る
法
を
書
冊
の
形
に
凝
縮
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の
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れ
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第
三
章
　
公
証
人
・
文
書
・
権
力

⑭
　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
が
ど
こ
に
保
管
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る

　
が
、
一
般
に
申
世
都
市
で
は
最
重
．
要
文
沓
が
特
別
な
木
箱
に
納
め
ら
れ
都
市
の
象

徴
で
あ
る
鐘
楼
に
保
管
さ
れ
、
集
会
な
ど
の
場
で
都
市
民
に
提
示
さ
れ
て
い
た
。

　
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
二
二
世
紀
初
頭
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
は
、
伯
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
周
辺
領
域
の
諸
勢
力
と
の
関

係
調
整
も
重
要
な
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
た
と
え
都
市
を
取
り
巻
く
こ
う
し
た
状
況
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
都
市
内
部

で
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
作
成
を
可
能
に
す
る
社
会
的
条
件
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
個
別
の
文
書
が
冊
子
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
社
会
的
条
件
と
は
、
都
市
に
お
い
て
公
的
な
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
の
法
的
効
力
を
保
証
す
る
技
術
者
集
団
で
あ
る
公

証
入
と
、
彼
ら
を
管
轄
下
に
置
き
公
的
文
書
の
作
成
を
指
揮
し
た
コ
ン
シ
ュ
ル
の
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
修
道
院
と
異
な
り
大
半
の
者
が
文

字
を
知
ら
な
い
俗
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
、
文
書
に
効
力
を
与
え
る
霊
的
な
権
威
を
も
欠
く
都
市
社
会
で
は
、
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
法
的
効

力
を
付
与
す
る
公
証
人
・
コ
ン
シ
ュ
ル
の
存
在
な
く
し
て
は
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ

ン
シ
ュ
ル
の
存
在
、
そ
し
て
と
く
に
公
証
人
の
存
在
こ
そ
が
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
法
文
化
を
支
え
、
都
市
を
外
部
の
社
会
組
織
か
ら
区
分

す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
コ
ピ
ー
の
集
成
で
あ
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
法
的
な
有
効
性
に
つ

い
て
、
文
書
の
転
写
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
文
書
が
カ
ル
チ
ユ
レ
ー
ル
の
形
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
法
的
な
効
力

が
な
け
れ
ば
こ
れ
が
都
市
民
の
法
文
化
を
担
う
媒
体
と
は
な
り
え
な
い
。
公
証
人
に
よ
る
転
写
の
作
業
が
あ
っ
て
こ
そ
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は

法
的
生
命
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、
公
証
人
と
と
も
に
都
市
の
法
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
た
コ
ン
シ
ュ
ル
の
活
動
に
焦
点
を
合
わ

せ
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
が
編
纂
さ
れ
る
に
至
っ
た
法
的
な
下
地
が
ど
の
よ
う
に
整
え
ら
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
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オ
リ
ジ
ナ
ル
の
証
書
と
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
転
写
さ
れ
た
文
書
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
っ
た
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
へ
の
転
写
行
為

の
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
節
で
は
、
公
証
人
に
よ
る
文
書
の
転
写
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
転
写
し
た
文
書
、
つ
ま
り
コ
ピ
ー
の
集
成
で
あ
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
法
的
な
有
効
性
が
い

か
に
し
て
確
保
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
文
書
を
権
威
づ
け
る
た
め
に
権
力
者
に
よ
っ
て
添
付
さ
れ
る
印
璽
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
北
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
ず
南
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
も
、
印
璽
は
教
会
や
諸
侯
に
よ
っ
て
多
用
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
一
八
○
年
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
と
オ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
修
道
院
長

と
の
和
解
協
定
文
書
で
は
、
当
事
者
お
よ
び
証
人
で
あ
っ
た
司
教
二
人
の
計
四
望
が
「
我
々
の
印
璽
に
よ
る
防
御
で
も
っ
て
」
当
該
文
書
を
補

　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

強
し
て
い
る
。
ま
た
、
ベ
ズ
ィ
エ
翻
伯
の
文
書
に
も
頻
繁
に
印
璽
が
添
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
書
に
印
璽
を

付
す
慣
行
は
広
く
南
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
存
在
し
て
い
た
。
～
方
で
、
市
政
当
局
も
ま
た
独
自
の
印
璽
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
一
般
に
中

世
都
市
に
お
け
る
印
璽
の
登
場
は
、
都
市
共
同
体
が
法
人
格
を
備
え
る
に
い
た
っ
た
証
拠
と
さ
れ
、
市
庁
舎
の
塔
と
鐘
、
市
門
の
鍵
、
都
市
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

同
体
の
重
要
文
書
を
入
れ
る
櫃
な
ど
と
と
も
に
都
市
共
同
体
の
存
在
を
象
徴
す
る
も
の
と
準
縄
さ
れ
て
い
た
。
印
璽
は
南
フ
ラ
ン
ス
諸
都
市
に

と
っ
て
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
で
あ
り
、
君
主
や
他
の
共
同
体
と
対
等
に
交
渉
す
る
能
力
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
そ
れ
に
対
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
、
＝
二
世
紀
初
頭
に
は
印
璽
の
所
有
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
使
用
は
限
定
的
で
あ
り
、
そ
の
代

わ
り
に
、
公
証
人
が
文
書
の
権
威
づ
け
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
伯
か
ら
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
授
与
さ
れ
た
権
利
証
書
に
も
伯
の

印
璽
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
、
公
証
人
が
作
成
し
た
文
書
に
別
の
二
名
以
上
の
公
証
人
が
翻
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
文
書
の
法
的
効
力
を
確
保
す
る
と
い
う
手
段
が
と
ら
れ
て
お
り
、
権
力
者
の
印
璽
で
は
な
く
公
証
人
が
文
書
の
権
威
を
保
証
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
文
書
の
転
写
に
際
し
て
の
公
証
人
の
手
続
き
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
転
写
さ
れ
た
文
書
を
ま
と
め
た
カ
ル
チ
ュ
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レ
ー
ル
の
法
的
効
力
は
ど
の
よ
う
に
し
て
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
へ
の
転
写
作
業
に
つ
い
て
具

体
的
に
見
て
い
こ
う
。

　
公
証
人
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
転
写
し
た
七
～
通
の
文
書
は
す
べ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
証
書
を
転
写
し

た
あ
と
に
、
転
写
作
業
に
つ
い
て
の
情
報
を
書
き
込
む
と
い
う
同
じ
書
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
証
書
の
最
後
の
文
言
に
続
く

表
現
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
…
…
ペ
ト
ル
ス
・
サ
ン
キ
ウ
ス
が
こ
の
証
書
を
書
き
記
し
た
〔
こ
こ
ま
で
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
証
書
の
内
容
〕
。

　
　
　
（
し
か
し
）
ペ
ト
ル
ス
・
サ
ン
キ
ウ
ス
が
書
い
た
の
は
こ
の
証
書
で
は
な
く
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
分
け
隔
て
ら
れ
た
あ
の
文
書
〔
シ
ロ
グ
ラ
フ
〕
で

　
　
あ
る
。
そ
の
文
書
〔
シ
ロ
グ
ラ
フ
〕
か
ら
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
〔
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
〕
こ
の
文
書
を
同
じ
様
式
、
同
じ
書
画
で
書
き

　
　
写
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
ー
モ
ン
お
よ
び
司
教
レ
ー
モ
ン
の
治
世
、
主
の
受
肉
よ
り
～
二
〇
五
年
九
月
第
五
週
日
に
。

　
　
　
か
か
る
転
写
の
証
人
は
、
ペ
ト
ル
ス
・
サ
ン
キ
ウ
ス
、
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
デ
・
サ
ン
ク
ト
・
ペ
ト
ロ
、
ラ
ム
ン
ド
ゥ
ス
・
ア
ゴ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
ア
ル
ナ

　
　
ル
ド
ゥ
ス
・
バ
ッ
ラ
ウ
ス
で
、
彼
ら
は
公
証
人
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
く
公
証
人
で
あ
る
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
こ
れ
〔
こ
の
文
書
〕
を

　
　
書
き
記
し
た
。
扁

　
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
最
後
に
は
、
証
人
と
な
っ
た
ペ
ト
ル
ス
・
サ
ン
キ
ウ
ス
、
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
デ
・
サ
ン
ク
ト
・
ペ
ト
ロ
、
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ム
ン
ド
ゥ
ス
・
ア
ゴ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
ア
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
・
バ
ラ
ウ
ス
四
人
の
公
証
人
が
翻
署
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
副
署
は
字
体
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
各
自
の
自
署
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
公
証
人
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル

か
ら
の
転
写
行
為
を
目
撃
す
る
証
人
（
彼
ら
も
ま
た
公
証
人
で
あ
る
）
が
副
署
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ト

ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
忠
実
に
転
写
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
「
同
じ
様
式
、
同
じ
奮
葉
で
書
き
写
し

た
」
と
い
う
文
言
に
も
そ
れ
は
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
副
署
人
は
、
文
書
の
内
容
が
一
字
一
句
間
違
い
な
く
転
写
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
識
別
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
公
証
人
に
よ
る
転
写
作
業
の
証
人
と
し
て
、
転
写
さ
れ
た
文
書
の
内
容
を
保
証
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
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ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
示
す
特
徴
的
な
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
文
書
を
、
さ
ら
に
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

転
写
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
度
転
写
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
文
書
に
記
さ
れ
る
情
報
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
文
書
の
文
雷
、
第
一
の
転
写
の
情
報
、
第
二
の
転
写
の
情
報
と
い
う
三
つ
の
時
間
の
層
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
～
一
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

年
三
月
の
コ
ン
シ
ュ
ル
の
判
決
記
録
が
転
写
さ
れ
た
文
書
の
末
尾
部
分
（
エ
ス
カ
ト
コ
ル
）
は
次
の
よ
う
な
流
れ
で
記
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
①
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
の
法
的
行
為
に
関
す
る
日
付
、
証
人
の
列
挙
、
書
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
②
第
一
の
転
写
に
関
す
る
日
付
お
よ
び
転
写
し
た
公
証
人
と
そ
の
証
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
③
第
～
の
転
写
に
関
す
る
証
人
の
副
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
④
第
二
の
転
写
に
関
す
る
日
付
お
よ
び
転
写
し
た
公
証
人
と
そ
の
証
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
⑤
第
二
の
転
写
に
関
す
る
証
人
の
副
署

　
こ
こ
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
で
あ
れ
、
コ
ピ
ー
で
あ
れ
、
そ
の
文
書
が
手
元
に
到
達
す
る
ま
で
に
間
わ
っ
た
す
べ
て
の
関
係
者
が
文
書

に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
の
内
容
を
保
証
す
る
存
在
は
、
証
人
と
し
て
「
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
参
事
会
員
と
そ
の
他
多

く
の
良
識
者
」
お
よ
び
書
記
の
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
が
（
①
）
、
第
～
の
転
写
に
お
い
て
、
ギ
レ
ル
ム
ス
に
よ
っ
て
「
同
じ
言
葉
、
同
じ

様
式
で
」
転
写
さ
れ
た
文
書
の
内
容
を
保
証
し
て
い
る
の
は
、
転
写
者
で
あ
る
ギ
レ
ル
ム
ス
本
人
お
よ
び
証
人
と
な
っ
た
ペ
ト
ル
ス
・
ラ
イ
ム

ン
ド
ゥ
ス
・
デ
・
サ
マ
タ
ノ
と
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
・
ポ
ン
キ
ウ
ス
と
い
う
二
人
の
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
公
証
人
」
で
あ
り
（
②
）
、
二
人
は
副

署
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
確
実
な
も
の
と
し
て
い
る
（
③
）
。
同
様
に
第
二
の
転
写
で
は
、
転
写
者
で
あ
る
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス

お
よ
び
転
写
作
業
の
証
人
と
な
っ
た
四
人
の
公
証
人
ペ
ト
ル
ス
・
サ
ン
キ
ウ
ス
、
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
デ
・
サ
ン
ク
ト
・
ペ
ト
ロ
、
ラ
ム
ン
ド
ゥ

ス
・
ア
ゴ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
ア
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
・
バ
ラ
ウ
ス
が
文
書
の
真
正
性
を
保
証
す
る
存
在
で
あ
り
（
④
）
、
こ
こ
で
も
四
人
に
よ
る
副
署

が
行
な
わ
れ
て
い
る
（
⑤
）
。
こ
の
よ
う
に
、
転
写
ご
と
に
そ
の
内
容
を
保
証
す
る
人
物
を
列
挙
し
て
い
る
の
は
、
転
写
さ
れ
た
文
書
の
真
正

52　（290）



中世盛期トゥールーズにおけるカルチュレールの編纂と都市の法文化（図師）

性
が
、
文
面
そ
の
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
文
書
の
内
容
を
記
し
た
公
証
人
お
よ
び
そ
の
転
写
作
業
の
証
人
と
な
っ
た
翻
署
人
に
よ
っ

て
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
転
写
さ
れ
た
文
書
と
は
、
一
通
ご
と
に
公
証
人
に
よ

っ
て
真
正
性
が
保
証
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
印
璽
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
転
写
さ
れ
た
文
書
そ

れ
ぞ
れ
に
一
葉
の
「
公
正
証
書
」
の
作
成
と
同
じ
手
続
き
が
と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
印
璽
の
な
い
こ
と
が
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
が
単
な
る
コ

ピ
ー
で
法
的
価
値
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
と
は
、
各
文
書

を
転
写
し
た
公
証
人
と
そ
の
作
業
を
目
撃
し
た
四
名
の
公
証
人
に
よ
っ
て
一
通
ご
と
に
署
名
さ
れ
真
正
性
を
保
証
さ
れ
た
コ
ピ
ー
の
集
成
な
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
通
ご
と
に
真
正
性
を
保
証
さ
れ
た
コ
ピ
ー
を
集
め
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
、
本
稿
で
扱
っ
て
き
た
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
以

外
に
も
、
不
動
産
の
所
有
に
関
し
て
慣
例
的
な
文
書
作
成
の
あ
り
方
と
な
っ
て
い
く
。
不
動
産
の
譲
渡
の
際
に
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
オ
リ
ジ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ル
の
証
書
あ
る
い
は
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
か
ロ
ー
ル
δ
9
ご
ω
に
集
め
ら
れ
た
コ
ピ
ー
の
ど
ち
ら
か
を
伴
っ
て
委
譲
さ
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、

都
市
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
証
書
と
同
じ
効
力
を
も
つ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
的
な
権
利
や
財
産
に
関
す
る
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
も
と
も
と
は
教
会
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
～
二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
初
頭
の
都
市
社
会
に
お
い
て
ま
す
ま
す
公
証
人
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
一
三
世
紀
初
頭
の
都
市
社
会
に
お
け
る
文
書
の
権
威
は
、
公
証
人
に
由
来
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
カ

ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
各
文
書
の
エ
ス
カ
ト
コ
ル
に
は
転
写
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
人
物
が
書
き
記
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
形
式
か
ら

は
、
実
際
に
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
転
写
す
る
作
業
に
立
ち
会
い
、
証
人
と
し
て
文
書
の
内
容
を
す
べ
て
「
記
憶
」
す
る
公
証
人
の
存
在
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
公
証
人
は
単
な
る
書
記
で
は
な
く
、
法
的
行
為
の
す
べ
て
を
証
人
と
し
て
目
撃
し
「
記
憶
」
す
る
人

物
で
あ
り
、
そ
の
他
の
証
人
と
と
も
に
公
証
人
自
身
が
文
書
の
有
効
性
を
保
証
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
文
書
の
転
写
に
お
い
て
は
、

転
写
作
業
に
あ
た
っ
た
公
証
人
お
よ
び
そ
の
転
写
作
業
を
目
撃
し
副
署
す
る
公
証
人
に
よ
っ
て
文
書
の
真
正
性
が
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
、
そ
の
な
か
に
何
が
「
記
録
」
さ
れ
て
い
る
か
を
「
記
憶
」
し
て
い
る
人
々
（
こ
の
場
合
は
転
写
を
担
っ
た
公
証
人
と
そ
の
転

53 （291）



写
の
証
人
で
あ
る
公
証
人
）
が
居
る
限
り
、
有
効
な
法
的
根
拠
を
提
示
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
公
証
人
に

よ
る
公
式
の
転
写
作
業
を
経
た
コ
ピ
ー
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
じ
効
力
を
も
っ
て
お
り
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
そ
う
し
た
真
正
性
を
保
証
さ
れ
た

コ
ピ
ー
の
集
成
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
文
書
の
転
写
と
い
う
観
点
か
ら
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
法
的
な
有
効
性
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
し
か
し
、
以
上
の
分
析
で
は
、
公

証
人
が
都
市
社
会
で
担
っ
た
役
割
、
そ
し
て
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
を
決
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
コ
ン
シ
ュ
ル
と
公
証
人
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
こ
の
点
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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（
二
）
　
都
市
に
お
け
る
公
証
人
と
コ
ン
シ
ュ
ル

　
南
フ
ラ
ン
ス
諸
都
市
で
は
一
二
世
紀
以
降
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
て
、
都
市
規
約
が
公
布
さ
れ
コ
ン
シ
ュ
ラ
と
い
う
都
市
行
政
の
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
登
場
す
る
が
、
コ
ン
シ
ュ
ラ
の
発
展
と
並
ん
で
公
証
人
制
度
も
徐
々
に
形
を
整
え
て
い
く
。
専
門
的
な
技
能
を
駆
使
す
る
公
証
人
は
、
都
市

民
が
社
会
的
・
経
済
的
な
活
動
を
複
雑
化
さ
せ
て
い
く
に
つ
れ
て
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
き
、
都
市
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
文
書
の
作

成
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
結
婚
契
約
や
遺
言
書
、
紛
争
解
決
、
土
地
や
家
屋
、
ま
た
衣
服
、
食
料
、
ワ
イ
ン
と
い
っ
た
大
小
の
購
買
、

年
季
奉
公
、
代
表
者
の
任
命
、
負
債
の
期
日
な
ど
、
多
様
な
類
型
の
文
書
が
公
証
人
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
都
市
民
の
私
的
な

生
活
に
関
わ
る
こ
れ
ら
の
文
書
を
収
め
た
記
録
簿
は
、
＝
二
世
紀
半
ば
以
降
の
都
市
社
会
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
重
要
な
史
料
と
し
て
、
近

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

年
注
目
を
集
め
て
い
る
。
層
し
か
し
公
証
人
は
、
こ
れ
ら
の
私
的
な
記
録
簿
と
は
別
に
、
都
市
の
公
的
な
記
録
簿
の
作
成
に
も
あ
た
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

政
治
権
力
を
握
る
者
に
と
っ
て
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
公
証
人
の
公
的
な
側
面
で
あ
る
。
本
節
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
、
コ
ン
シ
ュ
ル
と
公
証
人
の
関
係
に
注
目
し
、
都
市
の
法
文
化
を
考
え
る
な
か
で
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
一
二
世
紀
以
来
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
公
証
人
が
有
効
な
証
書
を
作
成
し
て
お
り
、
公
証
人
が
作
成
し
た
文
書
は
「
公
正
証
書
窟
ぴ
一
一
象
ヨ

ぎ
鴎
岩
ヨ
Φ
馨
β
夢
p
¢
匪
①
異
国
〇
償
臼
獣
ω
霞
¢
ヨ
Φ
u
ε
日
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
公
証
人
は
、
当
初
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
書
記
と
し
て
文
書
作
成
に
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あ
た
る
人
物
で
あ
っ
た
が
、
伯
行
政
の
中
心
が
ロ
ー
ヌ
川
流
域
に
移
る
＝
一
世
紀
後
半
に
次
第
に
在
地
化
し
て
い
き
、
コ
ン
シ
ュ
ラ
の
管
轄
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
収
め
ら
れ
た
証
書
に
も
、
「
ペ
ト
ル
ス
・
サ
ン
キ
ウ
ス
は
（
こ
れ
ら
の
）
す
べ
て
の
事
柄

の
証
人
で
あ
り
、
コ
ン
シ
ュ
ル
の
懇
願
と
命
令
に
応
じ
て
こ
の
文
書
を
書
き
記
し
た
」
な
ど
、
公
証
人
の
文
書
作
成
と
コ
ン
シ
ュ
ル
と
の
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
き
を
示
す
く
だ
り
が
存
在
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
～
二
世
紀
か
ら
＝
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
文
書
作
成
の
主
体
は
伯
か
ら
コ
ン
シ
ュ
ル
に
移
っ
て
い
き
、
～
二
二
七
年
の
都
市

規
約
に
お
い
て
コ
ン
シ
ュ
ル
と
公
証
人
の
関
係
が
明
確
に
示
さ
れ
る
に
至
る
。
＝
一
二
七
年
の
都
市
規
約
に
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
シ
テ
と

プ
ー
ル
か
ら
二
名
ず
つ
計
四
名
の
公
証
人
が
コ
ン
シ
ュ
ラ
の
都
市
文
書
作
成
を
担
当
す
る
こ
と
、
公
証
人
の
選
出
に
あ
た
っ
て
は
、
毎
年
の
コ

ン
シ
ュ
ル
選
出
と
同
日
か
翌
日
に
退
任
者
が
後
任
を
選
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
拒
否
し
た
場
合
、
現
物
（
翼
壁
修
復
の
た
め
の
平
レ
ン
ガ
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

○
○
枚
）
で
の
罰
金
支
払
い
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
都
市
の
文
書
を
作
成
す
る
公
証
人
の
選
出
が
コ

ン
シ
ュ
ル
の
選
出
と
並
ん
で
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
公
証
人
が
都
市
行
政
に
お
い
て
占
め
て
い
た
重
要
な
位
置
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
都

市
に
お
い
て
文
書
を
作
成
す
る
立
場
に
あ
る
公
証
人
は
、
＝
二
世
紀
前
半
に
は
コ
ン
シ
ュ
ル
の
権
威
の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
公
証
人
が
作
成
す
る
文
書
に
は
、
二
名
以
上
の
他
の
公
証
人
に
よ
る
副
署
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
続
き
を
経
た
文
書
が
「
公
正
証
書
」

と
笹
子
さ
れ
、
法
的
効
力
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
文
書
作
成
の
主
体
で
あ
っ
た
コ
ン
シ
ュ
ル
は
、
「
公
正
証

書
」
と
そ
の
他
の
文
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
＝
九
三
／
四
年
三
月
の
証
書
を
見
て
み

よ
う
。
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
の
修
道
士
ロ
ゲ
リ
ウ
ス
が
書
い
た
証
書
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
真
正
な
る
文
書
と
は
看
倣
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の

文
書
の
内
容
を
証
明
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
証
書
の
証
人
三
名
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
公
証
人
三
聖
の
前
で
誓
約
を
行

な
っ
た
。
そ
の
後
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
の
真
正
な
コ
ピ
ー
が
公
証
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
こ
の
手
続
き
が
完
了
し
て
、
先
の
証
書
は
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ウ
ー
ル
ー
ズ
の
公
正
証
書
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
コ
ピ
ー
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
証
書
が
あ
っ
て
も
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
公
証
人
が
作
成
す
る
コ
ピ
ー
の
ほ
う
が
都
市
内
で
は
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
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も
し
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
公
証
人
の
文
書
と
他
の
教
会
組
織
等
の
書
記
の
文
書
の
間
に
対
立
が
生
じ
た
際
に
、
少
な
く
と
も
都
市
内
で
は
前
者
が

優
る
と
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
都
市
内
に
お
け
る
文
書
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
シ
ュ
ル
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
売
買
の
文
書
が
紛
失

し
た
と
き
の
処
置
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
＝
九
八
年
の
証
書
で
は
、
そ
の
売
買
の
当
事
者
と
証
人
お
よ
び
そ
の
文
書
を
作
成
し
た
公
証
人

の
三
者
が
宣
誓
証
言
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
失
し
た
文
書
を
再
度
作
成
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
コ
ン
シ
ュ
ル
が
許
可
を
出
し
て

　
⑳

い
る
。
ま
た
別
の
証
書
に
は
、
あ
る
公
証
人
が
死
に
際
し
て
、
あ
る
文
書
に
つ
い
て
の
覚
書
を
他
の
公
証
人
に
移
譲
す
る
こ
と
が
、
コ
ン
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ル
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
証
人
が
作
成
し
た
文
書
の
取
り
扱
い
方
は
コ
ン
シ
ュ
ル
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
て
お
り
、
コ
ン
シ
ュ
ル
は
公
証
人
が
死
亡
し
た
り
資
格
を
失
っ
た
り
し
た
際
に
、
そ
の
公
証
人
の
覚
書
や
資
料
を
別
の
公
証
人
に
譲
渡
す

る
権
限
を
＝
二
世
紀
初
頭
に
は
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の

公
証
人
が
適
正
な
書
式
に
従
っ
て
書
き
記
し
、
都
市
民
が
証
人
と
な
っ
た
文
書
に
法
的
効
力
を
認
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
コ
ン
シ
ュ
ル
は
公
証
人
作
成
の
文
書
の
有
効
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
公
証
人
の
文
書
に
特
権
的
な
地
位
を
与
え
て
い
た
。

つ
ま
り
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
有
効
な
文
書
と
は
、
何
よ
り
公
証
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
公
正
証
書
で
あ
り
、
そ
の
作
成
に
あ
た
っ
て

は
コ
ン
シ
ュ
ル
の
意
向
が
重
大
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
＝
二
世
紀
初
頭
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
は
、
公
証
人
は

コ
ン
シ
ュ
ル
の
権
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
存
在
で
あ
り
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
は
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

な
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
章
の
分
析
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
一
般
に
教
会
や
修
道
院
で
作
成
さ
れ
て
い
た
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
が
都
市
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
に
お
い
て
も
作
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
文
書
作
成
の
技
術
を
有
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
も
コ
ピ
ー
に
も
法
的
効
力
を
賦
与
し
う
る
公
証
人

の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
の
公
証
人
の
存
在
は
一
二
世
紀
以
来
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
が
伯
の
行
政
を
離
れ
て
都
市
の
法
的
生
活

に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
二
世
紀
後
半
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
以
降
、
公
証
人
は
同
じ
く
こ
の
時
代
に
都
市
政
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中世盛期トゥールーズにおけるカルチュレールの編纂と都市の法文化（図師）

治
の
実
権
を
握
る
こ
と
に
な
る
コ
ン
シ
ュ
ル
の
管
轄
下
に
入
る
。
こ
う
し
て
公
証
人
と
コ
ン
シ
ュ
ル
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
の
も
と
で
、
都
市

の
公
的
な
法
行
為
は
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
都
市
内
で
は
、
公
証
人
の
法
的
保
証
能
力
が
す
べ
て
に
優
越
す
る
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
も
公
証
入
と
都
市
権
力
と
の
結
合
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
二
世
紀
後
半
の
伯
の
東
方
へ
の
政
治
拠
点
の
移
動
が
、
都
市

に
お
け
る
こ
う
し
た
社
会
集
団
の
上
昇
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
都
市
社
会
に
お
け
る
彼
ら
の
政
治
的
・
社
会
的
上
昇
と
、
印
璽
を
使
用

せ
ず
他
の
社
会
集
団
に
よ
る
文
書
の
効
力
も
認
め
な
い
な
ど
特
有
の
様
式
を
も
つ
都
市
の
法
文
化
が
、
一
三
世
紀
初
頭
と
い
う
早
い
時
期
に
、

世
俗
社
会
に
お
け
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
出
現
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
権
力
者
に
よ
る
印
璽
の
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与
が
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①
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①
U
㊦
O
Φ
ヨ
げ
詠
9
｛
①
臨
餌
H
H
H
H
斜
「
⑦
σ
q
P
三
口
齢
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℃
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Φ
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ヰ
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導
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℃
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仙
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昌
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ゆ
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四
「
口
弾
島
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ヨ
帥
⇒
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．
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一
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ω
　
詳
P
ロ
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o
一
餌
隊
　
｛
効
O
鋤
　
ω
β
づ
け
　
［
Φ
累
㊦
ω
　
℃
㊦
『
信
。
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繊
ヨ
信
P
匹
¢
ω
　
蜘
①
　
ω
蝉
日
餌
貯
麟
⇒
O
　
Φ
酔
　
b
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Φ
鴎
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節
H
縣
自
ω
　
℃
O
戸
9
¢
G
o
甲
　
で
¢
げ
＝
O
一
　
昌
O
陣
ゆ
「
諜

　
日
。
訂
p
象
O
巳
匡
§
ε
巴
げ
Φ
。
。
。
。
暑
の
ぎ

⑪
国
α
q
。
勺
Φ
巨
ω
圏
ぎ
巨
曾
ω
匹
Φ
ω
磐
9
［
§
。
ω
魯
ω
。
き
ρ
国
α
q
。
ゆ
曾
巨
費
晋
ω

　
℃
O
昌
0
一
信
ω
　
◎
o
β
げ
ω
O
夙
一
げ
O
■

⑫
H
ω
叶
零
。
畏
聾
目
§
。
。
・
号
。
・
一
け
2
三
Φ
ぎ
舞
ω
の
二
冨
ヨ
山
Φ
ρ
舞
ヨ
濠
ぎ
器

　
し
d
Φ
【
P
騨
門
傷
β
自
り
　
一
も
Q
齢
P
ヨ
葺
P
冨
Q
⇔
樽
芦
一
算
⑦
効
仙
Φ
ヨ
附
図
甑
O
P
⑩
Φ
瞥
①
一
ω
恥
ω
ヨ
＜
①
夕
げ
一
ρ
　
目
「
Φ
⇒
し
。
Φ

　
㌶
§
芦
｛
‘
。
旨
H
固
H
p
お
σ
q
p
磐
8
℃
訂
ξ
で
・
話
α
q
Φ
甲
き
。
。
旨
日
自
白
馨
註
。

　
巨
。
ω
磐
。
8
琶
8
2
寄
集
訂
縣
。
Φ
冨
8
唱
p
鎖
§
。
餌
び
ぎ
。
帥
日
巴
。
g
U
。
巳
・

　
　
P
一
ζ
O
O
O
O
H
H
H
國
9
潤
信
一
信
G
o
啓
m
P
G
o
一
P
鼠
ω
¢
ロ
齢
齢
①
ω
陣
①
切
℃
Φ
嘗
¢
G
α
ω
四
ゆ
O
一
自
ω
Φ
膏
♂
＜
臨
－

　
　
一
Φ
一
ヨ
¢
し
。
匹
㊦
6
0
P
コ
O
け
O
℃
①
詳
O
①
け
殉
簿
ヨ
β
紫
蘇
β
ω
》
α
Q
O
σ
㊦
答
二
ω
Φ
け
＞
H
P
強
弓
自
ω
ゆ
餌
零
餌
－

　
≦
。
・
v
窟
讐
。
ご
。
§
芦
Φ
＝
匹
自
ヨ
豪
ぎ
窃
ゆ
⑦
醤
費
号
。
。
ρ
鼠
匿
。
。
。
。
暑
ω
罫

⑬
国
σ
q
。
℃
㊦
罠
。
。
ω
き
。
冨
ω
き
ω
。
き
p
国
α
q
。
≦
田
Φ
霧
島
号
ω
蝉
琴
8
℃
Φ
ぎ

　
　
ω
信
σ
し
o
O
ユ
げ
O
　
Φ
僅
　
①
σ
q
O
　
国
P
露
¢
P
鳥
肉
り
。
　
＞
σ
q
O
び
①
博
¢
G
ゆ
　
ω
¢
げ
G
o
O
鼠
唱
ω
一
・
国
α
q
O
　
諺
H
昌
帥
一
餌
¢
ω

　
　
じ
づ
口
腕
同
m
〈
自
ω
も
9
¢
び
ω
O
目
一
げ
O
．

⑭
公
証
入
に
よ
る
公
式
な
コ
ピ
ー
は
煩
雑
な
作
業
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

　
　
一
　
一
世
紀
末
か
ら
一
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
一
方
で
簡
略
化
が
進
む
こ
と
に
な
る
。

　
　
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
公
証
人
記
録
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
公
証

　
人
記
録
は
そ
の
後
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
に
も
公
式
な
コ
ピ
ー
に
も
取
っ
て
代
わ

　
る
こ
と
に
な
る
。
い
国
．
鼠
巨
匠
ざ
ト
導
幾
電
霜
ミ
ぎ
N
賊
民
q
ミ
ぎ
建
塁
ξ
℃
．
コ
P

⑮
コ
世
紀
末
か
ら
～
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
教
会
の
自
記
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

　
か
ら
転
写
し
た
文
書
を
集
め
た
教
会
関
係
の
多
数
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
や
ロ
ー
ル

　
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
一
二
世
紀
末
ま
で
存
続
す
る
が
、
一
方
で
こ
れ
ま

　
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
コ
ピ
ー
の
真
正
性
を
証
明
す
る
た
め
の
新
た
な
形
式
が

　
公
証
人
制
度
の
出
現
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
都
市
の

　
　
「
世
俗
化
さ
れ
た
」
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
、
旧
来
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
や
ロ
ー
ル

　
と
混
交
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
。
い
甲
ζ
§
傷
ざ
い
導
ミ
，
電
ミ
ミ
き
ミ
詩
ミ

　
ぎ
竃
恥
3
：
い
唱
ワ
一
一
Φ
｛
．

⑯
〉
．
O
。
蓑
§
層
．
∪
葭
鼠
8
号
ω
8
二
面
象
の
’
㌧
も
や
9
山

⑰
囚
．
い
㌘
巻
冨
8
▼
き
仙
U
．
艶
ω
』
常
員
a
ω
こ
§
電
ミ
さ
嚇
§
題
§
蹴
§
町

　
臨
ら
財
」
§
馬
N
O
Q
め
＼
k
恥
め
c
o
肉
垂
馬
飛
、
ミ
ミ
旧
き
貯
、
織
田
（
囚
四
一
P
露
鋤
瞬
O
O
甲
ζ
陣
0
7
一
α
q
鋤
昌
▼

　
8
9
ソ

⑱
同
様
の
視
点
と
し
て
、
モ
ン
ペ
リ
エ
を
中
心
と
し
た
地
中
海
沿
岸
の
諸
都
市
を

　
対
象
と
し
た
も
の
に
次
の
文
献
が
あ
る
。
窓
．
U
の
ω
幕
－
巨
峯
蝋
Φ
ρ
．
↓
冨
累
。
欝
鼠
舞
Φ

　
一
昌
　
　
膏
7
㊦
　
O
O
ロ
o
o
¢
一
帥
H
　
8
0
≦
ロ
ω
　
O
｛
　
ω
①
b
江
津
卑
嵩
一
鋤
コ
　
］
U
P
ロ
α
Q
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㊦
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（
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P
け
①

　
日
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プ
帥
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訂
け
げ
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①
昌
酔
ロ
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ω
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恥
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．
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①
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．
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贈
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ミ
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爲
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犠
N
O
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嵩
蹄
融
恥
疑
N
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ミ
亀
哩
島
N
箏
窺
遣
ら
辞
」
∪
、
O
置
目
ら
免
織
謡
糺

　
ト
ミ
餐
§
ひ
N
8
ミ
軌
8
（
い
①
箆
Φ
p
6
⑩
。
。
）
も
ワ
。
。
幽
轡

⑲
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
公
証
入
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
や
G
。
聾
Φ
。
。
甲

　
　
し

　
肉
縣
§
恥
袋
℃
・
紺
鵠
O
』
斜
識
霜
“
な
巽
ご
誤
亀
執
気
霜
袋
§
ミ
N
』
鷺
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一
げ
押
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0
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甲
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帆
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凱
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一
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①
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獄
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①
幕
嵐
山
．
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岩
曹
聾
宅
σ
嵩
Ω
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ぎ
§
「
Φ
ω
。
h
思
し
。
腿
＝
Φ
。
・

　
8
旨
。
巳
ω
傷
①
↓
。
巳
。
蕊
Φ
．
甲
じ
曽
ミ
免
§
特
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鍵
“
§
ミ
》
騎
8
忌
ミ
曾
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§

　
　
N
恥
N
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熱
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6
ご
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画
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譜
動
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ミ
建
足
袋
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隷
鋳
琳
O
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．
Q
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偽
馬
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鴨
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ミ
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中世盛期トゥーールーズにおけるカルチュレールの編纂と都市の法文化（図師）

　
9
、
殖
嘘
ξ
N
ミ
§
ミ
譜
防
象
穗
馬
田
寓
ミ
§
β
§
ト
め
（
℃
巴
ω
闇
一
り
①
①
）
も
ワ
。
。
軽
軽
鑑
U
。
。
．

⑳
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
ー
モ
ン
世
世
（
位
一
一
四
八
－
一
一
九
四
）
の
尚
害
局
は
、

　
ロ
ー
ヌ
川
沿
い
の
サ
ン
・
ジ
ル
を
中
心
に
＝
六
〇
年
頃
に
は
明
確
に
確
認
で
き

　
る
よ
う
に
な
る
。
伯
の
証
害
は
、
イ
タ
リ
ア
の
様
式
を
模
倣
し
て
お
り
、
さ
ら
に

　
ア
ラ
ゴ
ン
や
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
影
響
を
受
け
る
な
ど
、
地
中
海
沿
岸
地
域
の
円

　
熟
し
た
書
記
法
を
導
入
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
｝
■
国
■
竃
暮
恥
ざ
ト
蓼
ミ
◎
§
翫

　
ぎ
§
ら
ミ
ざ
§
鉾
：
も
．
一
一
野
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
尚
書
局
に
つ
い
て
は
、
次
の

　
文
献
も
参
照
。
国
．
Ω
．
頴
。
冨
轟
、
○
接
ぎ
聾
Φ
炉
き
§
お
。
。
。
o
舞
讐
×
簿

　
言
琶
【
㊦
ω
霊
び
副
8
島
営
巴
①
。
。
き
8
。
・
α
①
ω
。
o
巨
Φ
6
。
号
↓
o
自
一
8
ω
Φ
．
咽
b
o
ミ
§
隷
ミ
鴨

　
譜
N
薗
8
紺
寒
恥
9
ミ
駐
㍉
一
G
。
（
一
〇
㎝
①
）
甲
署
．
ω
？
ぱ
．

⑳
諺
と
；
。
．
。
。
O
．
こ
れ
を
含
め
、
ウ
ィ
レ
ル
ム
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
転
写

　
し
た
七
一
通
で
文
書
作
成
の
主
体
が
判
明
す
る
も
の
は
一
三
通
あ
る
。
そ
の
う
ち

　
伯
が
作
成
を
命
じ
た
も
の
が
～
通
（
》
》
け
お
）
、
伯
の
ウ
ィ
カ
リ
ウ
ス
が
コ
ン

お
　
わ
　
り
　
に

　
シ
ユ
ル
と
と
も
に
命
じ
て
い
る
の
が
一
通
（
》
〉
『
卜
。
り
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

　
残
り
の
一
一
通
は
コ
ン
シ
ュ
ル
の
命
令
に
よ
っ
て
文
書
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る

　
（
〉
》
一
一
一
ω
Ψ
一
〇
”
悼
ω
博
鳴
蒔
曽
卜
σ
O
》
鱒
刈
甲
Q
o
O
「
㎝
N
甲
窃
ω
闇
二
心
り
㎝
0
）
。
た
だ
し
、
第
二
章

　
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
マ
ン
デ
イ
が
言
う
よ
う
な
「
自
治
」
の
展
開
で

　
は
な
く
、
都
市
内
の
事
柄
は
コ
ン
シ
ュ
ル
に
任
せ
て
い
た
伯
行
政
の
あ
り
方
と
し

　
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。

⑫
》
〉
一
宇
ρ
刈
ω
．

⑬
㎏
．
甲
窓
自
8
甲
卜
§
蓬
織
ミ
ぎ
N
ミ
§
N
ぎ
竃
芦
ξ
署
一
一
。
。
｛
一
衰
議
。
。
げ
巴

　
山
。
鶏
ヨ
①
艮
ω
も
ρ
一
ω
．

⑳
旨
円
ζ
ま
ξ
冒
卜
§
蔭
§
叙
凄
ミ
§
N
ぎ
§
♪
G
腰
σ
瀞
げ
巴
α
。
8
幕
p
け
ρ

　
”
ρ
O
g
．

⑳
回
螢
9
§
身
u
卜
§
昌
§
蹴
ぎ
ミ
帖
ミ
ぎ
§
、
ゴ
も
．
。
。
。
。
ド
p
。
富
卜
、
刈
．

　
一
二
世
紀
後
半
、
伯
が
拠
点
を
東
方
へ
移
す
に
つ
れ
て
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
市
政
は
コ
ン
シ
ュ
ル
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
に
伴
い
公
証
人
と
文
書
行
政
も
コ
ン
シ
ュ
ル
の
管
轄
下
に
入
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
伯
の
不
在
は
、
都
市
外
部
の
周
辺
勢
力
と
都
市
が
再

び
関
係
を
結
び
直
す
必
要
も
も
た
ら
し
た
。
～
二
世
紀
後
半
以
来
見
ら
れ
る
フ
ェ
ー
デ
に
関
す
る
規
定
も
こ
う
し
た
動
き
と
関
連
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
動
き
が
重
な
っ
た
と
き
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
社
会
に
お
い
て
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
が
編
ま
れ
る
社
会
的
要

請
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
前
者
の
過
程
は
、
南
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
都
市
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
成
立
を
考
え
る
と
き
重
要
で
あ
る
。
都
市
が
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル

編
纂
の
必
要
性
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
実
現
す
る
社
会
集
団
が
存
在
し
な
け
れ
ば
こ
の
作
業
は
実
現
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
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こ
の
文
字
を
操
り
公
的
な
文
書
を
作
成
し
う
る
公
証
人
た
ち
の
存
在
こ
そ
南
フ
ラ
ン
ス
、
と
り
わ
け
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
社
会
の
法
文
化
に

み
ら
れ
る
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
都
市
社
会
を
そ
れ
以
外
の
社
会
か
ら
区
分
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
都
市
の
法
は
都
市
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
出
現
を
可
能
に
し
た
公
証
人
た
ち
は
こ
の
核
を
書
冊
の
形
で
具
体
化

し
た
社
会
集
団
で
あ
り
、
彼
ら
の
存
在
そ
の
も
の
が
都
市
社
会
と
そ
れ
以
外
の
社
会
を
弁
別
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
自
治

的
な
都
市
像
が
読
み
替
え
ら
れ
、
都
市
が
領
主
制
的
な
枠
組
み
の
中
に
解
体
さ
れ
た
形
で
解
釈
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
都
市
た
ら
し
め
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
公
証
人
の
存
在
と
彼
ら
に
支
え
ら
れ
た
都
市

の
法
文
化
の
存
在
で
あ
り
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
こ
の
法
文
化
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
今
後
の
展
望
を
示
し
て
お
き
た
い
。
一
二
世
紀
末
以
来
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
コ
ン
シ
ュ
ル
は
伯
と
の
誓
約
の
際
に
文
書
を
呈
示

し
て
い
る
が
、
こ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
も
そ
う
し
た
誓
約
の
場
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
～
二
二
二
年
九
月
；
百
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯

と
の
相
互
誓
約
の
際
に
、
コ
ン
シ
ュ
ル
は
伯
に
対
し
て
諸
特
権
や
都
市
規
約
の
（
再
）
承
認
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
伯
レ
ー
モ
ン

七
世
は
「
こ
う
し
た
諸
特
権
や
都
市
規
約
お
よ
び
諸
慣
習
に
関
す
る
証
書
お
よ
び
書
冊
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
」
そ
れ
ら
の
承
認
を
行
な
つ

　
　
①

て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
聖
書
」
が
、
本
稿
で
検
討
し
た
二
部
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
指
し
て
い
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
コ
ン
シ
ュ
ル

は
、
伯
に
対
し
て
都
市
の
諸
特
権
が
含
ま
れ
た
（
と
自
認
す
る
）
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
を
伯
に
呈
示
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
に
与
え
ら
れ
た
諸

特
権
の
確
認
を
行
な
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
；
一
世
紀
初
頭
ま
で
の
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
の
個
別
の
承
認
と
い
う
形
式
に
加
え
て
、
一
三
世

紀
前
半
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
、
こ
う
し
た
書
柵
の
呈
示
に
よ
る
諸
特
権
の
確
認
の
要
請
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
カ
ル
チ

ュ
レ
ー
ル
と
い
う
書
冊
は
、
都
市
が
コ
ン
シ
ュ
ル
と
公
証
人
と
の
結
び
つ
き
を
基
盤
と
し
て
独
自
に
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
都
市
と
上
位
権

力
な
ら
び
に
周
辺
諸
勢
力
と
の
法
的
関
係
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
は
年
代
順
に
文
書
を
並
べ
て
も
い
な
い
し
、

各
項
目
に
タ
イ
ト
ル
を
付
し
て
も
い
な
い
。
こ
れ
は
体
系
的
に
情
報
を
管
理
し
、
「
合
理
的
」
に
そ
の
情
報
を
引
き
出
す
と
い
う
用
途
に
は
向

か
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
文
書
を
あ
と
で
参
照
し
て
情
報
を
引
き
出
す
用
途
に
は
向
い
て
い
な
い
。
し
か
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中世盛期トゥールーズにおけるカルチュレ・一ルの編纂と都市の法文化（図師）

し
、
逆
に
だ
か
ら
こ
そ
、
都
市
と
上
位
権
力
の
関
係
構
築
の
局
面
で
、
こ
う
し
た
文
書
は
柔
軟
に
利
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
文
書
の
内
容
を
文
面
に
し
た
が
っ
て
把
握
す
る
と
い
っ
た
行
為
、
あ
る
い
は
文
面
を
精
査
し
て
文
書
の
内
容
を
把
握
す
る

と
い
う
姿
勢
は
、
一
三
世
紀
後
半
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
＝
二
世
紀
半
ば
に
フ
ラ
ン
ス
王
権
が
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
へ
の
影
響
力
を
強
め

て
く
る
と
、
都
市
は
王
権
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
、
諸
慣
習
を
整
理
・
分
類
し
て
文
書
に
ま
と
め
て
い
く
。
た
と
え
ば
～
二
六
五
年
ご
ろ
に
ま

と
め
ら
れ
た
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
罠
の
諸
条
項
」
》
巳
。
島
9
く
ご
二
日
ぎ
一
。
路
昌
。
毎
戸
は
、
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
諸
慣
習
を
整
理
し
て
文

書
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
二
四
九
年
以
降
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
並
倉
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
王
事
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ポ

ワ
テ
ィ
エ
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ポ
ワ
テ
ィ
エ
は
、
前
伯
レ
ー
モ
ン
七
世
以
前
に
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

が
獲
得
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
諸
特
権
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
制
限
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
都
市
は
自
分
た
ち
の
権
利
を
文
書
に
書
き
記
す
形
で

対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
が
、
一
二
八
六
年
の
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
』
0
8
ω
β
簿
亀
鉱
8
日
ぎ
一
。
ω
①
の
成
立
に
結

　
　
　
　
　
　
　
②

び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
』
は
、
各
条
項
に
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
分
類
を
し
、
順
番
を
並
べ
替
え

て
整
理
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
諸
慣
習
を
整
理
・
分
類
し
て
ま
と
め
た
「
書
物
」
が
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
慣
習
と
し
て
、
王
権
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
三
世
紀
後
半
の
都
市
と
上
位
権
力
と
の
関
係
は
、
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
く
文
書
の
把

握
の
進
展
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
文
書
編
纂
の
意
味
合
い
は
＝
二
世
紀
初
頭
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な

　
　
　
③

っ
て
い
く
。
文
書
を
文
面
に
基
づ
い
て
理
解
す
る
姿
勢
は
、
～
三
世
紀
半
ば
を
境
に
劇
的
に
進
展
し
て
い
く
が
、
そ
れ
に
は
王
権
の
こ
の
地
域

へ
の
進
出
が
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
王
権
の
進
出
と
文
書
利
用
の
あ
り
方
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て

議
論
し
た
い
。

　
①
》
〉
『
c
。
囲
‘
・
8
呉
ヨ
Φ
穿
ω
ぎ
。
帥
誌
。
。
無
ぎ
臣
請
号
輝
国
ω
ま
豊
巴
宮
ω
簿
　
　
ズ
慣
習
法
』
の
承
認
を
め
ぐ
っ
て
i
扁
『
洛
北
史
学
』
五
、
二
〇
〇
三
年
、
五

　
　
q
㊦
謹
一
ω
Φ
o
墜
ヨ
。
。
訂
ぼ
鍔
ヨ
Φ
三
冨
簿
島
子
蕊
段
o
o
房
仁
④
［
億
象
巳
げ
呂
o
o
三
ぎ
①
－
　
　
　
　
二
…
七
六
頁
。

　
　
葺
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
じ
つ
は
、
カ
ル
チ
ュ
レ
…
ル
の
余
白
に
は
｝
三
世
紀
宋
の
人
物
に
よ
る
書
き
込

　
②
拙
稿
「
中
世
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
よ
る
南
風
支
配
と
慣
習
法
一
洗
ト
ゥ
ー
ル
ー
　
　
み
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
証
書
の
内
容
に
よ
っ
て
一
六
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
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し
て
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
名
を
欄
外
の
余
白
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
害
き

込
み
に
つ
い
て
は
、
労
．
じ
巨
。
信
巴
『
い
四
目
。
臣
P
卜
職
8
ミ
ミ
§
鳴
譜
§
ミ
。
婁
陣
ξ

署
．
卜
。
？
ω
㎝
．
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
現
代
的
な
観
点
か
ら
は
必
ず
し
も
各
項

目
の
実
情
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
文
面
に
基
づ
い
て
文
書
を
分
類
し
よ

う
と
し
た
＝
二
世
紀
末
の
人
物
の
志
向
を
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

一
三
世
紀
末
の
人
物
の
目
に
も
、
半
世
紀
以
上
前
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
文
審
の

収
め
方
は
、
無
秩
序
で
整
理
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
十
字
軍
後
に
設
立
さ
れ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

大
学
に
お
け
る
法
学
の
発
展
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ル

チ
ュ
レ
ー
ル
と
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
睡
と
の
間
の
時
代
に
生
じ
た
文
書
観
の

変
化
を
示
す
～
事
例
で
あ
る
。
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Qin　jurisdiction．　The　Qin　state　adopted　the　one－yi　gold　coins　of　Chu　that　fiowed　in

from　Nan　commandery　as　their　own　currency　and　thus　established　a　dual　currency

using　them　along　with　their　own　banliang　coppers．

　　Those　jtems　of　the　Qin　Einpire　that　could　be　uniformly　standardized　in　short

order－characters，　｝aws，　weights　and　measures，　and　axie　lengths－were　stan－

dardized　when　the　realrn　was　urtifled　in　221　BC，　but　the　currency　and　thinl〈ing　of

people　could　not　be　standardized　tmediately　due　to　circumstances　despite

apparent　attempts　to　control　them　when　circumstances　pemitted．　The　currency

was　only　standardized　in　the　final　year　of　Sltihuangdi’s　reign，　210　BC．　However，

the　emperor　fell　ik　and　died　while　on　an　imperial　progress．　Before　measures　to

propagate　the　system　could　be　taken，　the　empire　sank　into　chaos　and　coilapsed，

and　thus　the　implementation　of　a　standardized　uniform　system　of　cmmeRcy　was　left

to　the　following　Han　dynasty．

　　The　form　of　the　Qin　currency　system　described　by　Sima　Qian　in　the　“Treatise

on　the　Balanced　Standard”　was　borne　from　the　process　of　unification　during　the

War血g　States　period　and　it　can　be　termed　a　part　of　the　system　that　failed　to　take

root　as　a　standardized　system．

Following　Qin’s　capture　of　Nan　commandery　where　gold　was　produced　and

circulated，　the　gold　coins　that　flowed　into　the　state　were　put　to　use　in　international

politics．　Gold　was　sent　to　the　ministers　of　various　states　in　a　campaign　of　bribery，

designed　to　suppress　the　confederation　of　Six　Northern　and　Southern　Kingdoms　in

the　east，　which　were　one　by　one　attacked　and　conquered．　A　mere　ten　years　after

begiming　the　wars　of　unification，　the　realm　was　pacined．

The　establishnent　of　Nan　commandery　not　only　brought　about　the　addition　of

gold　coins　to　the　Qin　monetary　system　but　also　played　a　dual　historical　role　in　the

sens曲t　coins　from　Nan　comrnandery　were　used　to血nd出e　camp惣of愉

ery．

　　　　　　　The　Legal　Culture　of　the　City　of　Toulouse

and　the　Compilation　of　Cartularies　in　the　High　Middle　Ages

by

Zusm　Nobutada

　　This　study　aims　to　consider　the　roil　of　documents　in　the　legal　culture　of

Toulottse，　a　city　in　southwest　France，　by　reexamining　the　cartularies　of　Toulouse
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compiled　in　the　early　thirteeRth　century．　A　cartulary　is　a　compilation　of　selected

documents　copied　from　archives．　As　a　written　source　of　medieval　history，　it　has

attracted　a　great　deal　of　attention　over　the　past　dozen　yeaiAs　or　so．　Here　1　under－

tal〈e　to　answer　the　foliowing　questions．　How　were　the　cartularies　of　the　city　of

Toulouse　compiled　in　the　early　thirteeRth　centuyy？　Who　handled　the　compilation？

And　how　did　the　cartularies　play　a　role　in　the　legal　culture　of　medieval　Toulouse？

　　The　cartularies　compiled　in　1205－6　are　the　first　compilation　of　the　Consulate　of

Toulouse，　and　aire　now　held　in　the　Archives　municipales　de　Toulouse　as　‘Cartulaire

du　Boui‘g　（AAI）’　and　the　variant　‘Cartulaire　de　la　Cit6　（AA2）’．　The　compilation　of

these　two　cartularies　was　commissioned　by　the　Consulate，　aRd　Wauam　Bernard，

notary　public，　who　was　charged　with　the　task　of　collating　the　Consulate’s　various

documents　into　a　cartulary．　The　cartularies　contain　not　only　charters　of　privlieges

and　liberties　issued　by　the　counts　of　Toulouse，　i．e．　franchises，　but　also　ones　by

tke　municipal　govemmeRt　of　Toulouse，　i．e．　statutes，　which　were　the　decisions　of

the　Consulate．　The　former　have　received　attention　as　evidence　of　the　city’s　auton－

omy　from　the　judicia｝，　admistrative，　and　fiscal　demands　of　the　lord．　On　the　other

haRd，　among　the　latter　I　focus　oR　charters　of　agreement　between　the　city　and　its

neighbouring　communities，　which　were　wrritten　down　in　1202－4．　Settlements　of

disputes　between　them　were　described　in　twenty－two　docurnents，　which　were

copied　into　the　car£ularies．　Why　tliese　documents　are　included　in　the　cartularies

directly　reflects　the　motive　of　the　CoRsulate　to　compite　its　own　cartularies　in　this

period．　There　were　many　cor｝flicts　among　Toulouse　and　Reighbouring　communities

and　the　Consulate　felt　the　necessity　of　keeping　peace　in　this　region　in　part　to　se－

cure　their　economic　hold　over　neighbou血g　communities．　It　was　assumed　that

these　documents　of　the　concords　would　be　records　£hat　could　assist　in　settling　fu－

ture　disputes．　The　redaction　of　these　documents　and　charters　concerning　the

municipal　power　were　designed　to　improve　the　cohesion　of　tlie　city　of　Toulouse

and　the　cartularies　symbolize　the　identity　of　the　city．

　　Meanwhile　the　notarial　culture　in　Tottlouse　was　essential　to　tlte　compilation　of

these　cartularies．　Wmaam　Bemard　copied　documeRts　into　the　cartularies　word－for－

word．　He　marl〈ed　not　only　the　original　scribal　Rotations，　but　also　the　dates　he

made　his　copies　and　tesimonies　of　four　witnesses　to　his　work，　which　is　a　feature

of　the　authentication　of　documents　in　this　era．　These　witnesses　were　also　notar－

ies，　who　countersigned　each　document．　Tltere　was　no　reference　to　seals，　even　on

charters　from　the　counts　of　Toulouse　to　the　Consulate．　Authentication　of

documents　and　their　copies　in　the　Consulate’s　cartularies　came　not　from　seals　but

from　the　tists　of　witnesses　and　notaries　that　concluded　the　records．　The　cartular－

ies　thus　formed　an　othcial　bool〈　symbolizing　the　identity　of　the　city　of　Toulouse．
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William’s　commission　to　coilate　the　Consulate’s　various　documents　into　a　cartulary

was　quite　precise．　lt　signified　the　powers　that　the　Consulate　had　gained　both　from

the　counts　and　the　neighbouring　cemmunities　and　was　designed　to　guarantee　sur－

vival　of　the　rnany　incoming　records　that　established　those　powers．　These　cartular－

ies　were　one　of　the　weapons　used　in　negotiations　with　the　counts　of　Toulouse　and

neighbou血g　co㎜面ties．

Industrial　Mobdization　of　the　United　States　in　World　War　1：

　　　Study　on　the　Creation　of　the　Railroad　Adrninistration

by

FuSE　Masao

　　It　is　well　known　that　the　United　States　of　America　mobMzed　all　kmds　of　indus－

tries　in　World　War　1．　For　example，　the　Wair　lndustries　Board　（WIB），　the　Fuel

Administra£ion，　the　Food　Admirxistyation，　and　the　Railroad　Administration　were

established　in　1917．　Today，　the　WIB　is　the　most　famous　agency　among　them．

But，　past　studies　dealmg　with　the　lridustrial　mobbization　have　not　paid　enough

attention　to　the　distribution　industry．　This　paper　rectifies　this　by　examining　the

creatioR　of　the　Railroad　Administration　at　the　end　of　1917．

　　The　lirst　chapter　depicts　the　situation　of　American　railroads　up　to　and　inclucling

1917．　Soon　after　the　U．S．　entered　into　the　war，　a　prtvate　agency　called　the　Rail－

roads’　War　Board　（RWB）　was　created　to　formulate　an　operation　policy　of　all　rail－

roads．　The　RWB　succeeded　in　meeting　an　increase　of　freight　traeec　from　April　to

September．　But　the　RWB　was　faced　with　the　clifficult　problems　of　operating　and

financing　the　raiiroads　from　October．　The　fo！Tmer　was　largely　due　to　the　excessive

and　conflicting　“priority”　orders　of　govemment　war　agencies　such　as　the　Food　and

Fuel　adminlstration．　The　latter　was　due　to　the　denial　of　rate　increase　by　the　lnter－

state　Commerce　Commission　（ICC），　and　so　on．　IR　addition，　the　laws　of　the　coun－

try　such　as　the　Shernian　Ar｝ti－trust　Act　interfered　with　the　RWB’s　activity．　As　a

result，　the　ICC　sent　to　CoRgress　a　special　report　on　December　5，　1917，　which

argued　in　favor　of　unified　railroad　operation．

In　the　second　chapter，加e　author　exa血es　the　diScussion　on　govemment　op－

eration　of　the　railroads　until　President　Woodrow　Wilson　proclaimed　the　creation　of

the　Railroad　Adrrtinistration　on　December　26．　The　ICC　report　recornmended　the

unified　railroad　operation，　but　did　not　settle　on　a　way　of　accomplishng　this．　High
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