
サ
ヴ

ォ
ワ
伯
領
の
C
h
a
r
t
e

d
e

-

1194-
)34

3-

f
r
a
n
c
h
i
s
e
s

Ⅰ

は
じ
め
に

『
フ
ラ
ン
ス
紀
行
』
の
著
者
ア
ー
サ
ー
･
ヤ
ン
グ
が

｢素
朴
な
山
の

(-)

民
の
国
｣
と
評
し
た
サ
ヴ
ォ
ワ
の
地
が
脚
光
を
浴
び
る
の
は
､
サ
ヴ
ォ

ワ
公
が
居
所
を
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
か
ら
ア
ル
プ
ス
東
部
の
ト
リ
ノ
に
移

し
'
本
格
的
に
イ
タ
リ
ア
支
配
に
乗
り
だ
し
た
16
世
紀
後
半
の

シ
ャ
ル
ル
=
エ
マ
こ
ュ
エ
ル
-
世

(C
h
a
rLesE
m
m
an
u
elZer)

治
世

()58
0
-
)630
)
以
降
の
こ
と
で
あ
り

､
そ
れ
以
前
に
つ
い
て

の
言
及
は
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
｡
け
れ
ど
も
こ

の
地
は
､
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
境
界
に
あ
っ
て
､

(2
)

フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
含
ま
れ
な
が
ら
も
帝
国
の
一
諸
侯
領
と
し
て
の
地

(r･J

位
に
留
ま
り
続
け
'
幾
度
と
な
く
盛
衰
を
繰
り
返
し
っ
つ
飛
躍
の
16

世
紀
へ
の
数
世
紀
間
勢
力
を
維
持
し
て
い
た
｡
ま
た
内
に
目
を
転
じ

れ
ば
こ
の
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
は
'
歴
史
的
背
景
の
異
な
る
複
数
の
小
地

丁こ

域
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
同
時
期
'
サ
ヴ
ォ
ワ

鈴

木

道

也

を
挟
ん
で
西
の
フ
ラ
ン
ス
王
国
で
は
王
権
の
著
し
い
拡
大
が
､
対
し

て
東
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
諸
領
邦
の
分
立
と
い
っ
た
相
反
す
る

現
象
が
生
じ
て
い
た
｡
い
ず
れ
の
動
き
に
も
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
な

-
､
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
が
独
自
の
自
立
性
と
統

一
性
を
維
持
し
え
た
の

は
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
中
世
サ
ヴ
ォ
ワ
の
形
成
を
考
え
る
上
で
､

13
世
紀
は

一
つ
の
画
期
と
な
る
｡
伯
に
よ
る
司
法

･
行
政
組
織
の
整

L.r･)

備
が
相
次
い
で
行
わ
れ
る
と
と
も
に
､
サ
ヴ
ォ
ワ
家
の
ト
マ
=
ド
-

サ
ヴ
ォ
ワ

(T
h
o
m
a
sd
e
S
a
vo
ie)
に
対
し
て
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
7

世
か
ら
正
式
に

｢サ
ヴ
ォ
ワ
伯

(Co
m
e
s
S
ab
a亡
d
ie)｣
の
称
号

が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
本

稿
で
は
こ
の
時
期
を

対
象
と
し
て
'

伯
が
ど
の
よ
う
な
統
治
を
志
向
し
､
ま
た
実
際
に
ど
の
よ
う
な
方
策

を
用
い
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
｡

も
っ
と
も
今
回
は
そ
の
視
角
を
伯
と
そ
の
直
轄
領
内
の
領
民
と
の

関
係
に
限
定
す
る
｡
12
-
13
世
紀
の
諸
侯
領
構
造
を
取
り
上
げ
た
最

近
の
研
究
の
多
-
が
､
む
し
ろ
諸
侯
と
中
小
領
主
層
と
の
関
係
を
重



祝
し
､
｢レ
ー
ン
制
的
紐
帯
｣
に
依
拠
し
っ
つ
実
現
さ
れ
る
諸
侯
の

(6)

統
制
権
の
形
成
過
程
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

(-)

行
政
国
家
と
し
て
の
諸
侯
領
形
成
史
と
い
う
研
究
の
在
り
方
を
批
判

し
て
展
開
さ
れ
た
身
分
制
研
究
が
趨
勢
な
現
在
に
あ
っ
て
は
､
諸

侯
の
官
僚
制
的
行
政
が
展
開
さ
れ
る
直
轄
領

へ
の
関
心
が
低
下
し

て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
｡
そ
し
て
こ
の
時
領
民
と
諸
侯
と
の

関
係
は
'
中
小
領
主
層
に
媒
介
さ
れ
た
形
で
限
定
的
に
言
及
さ
れ

る
に
過
ぎ
な
い
.
し
か
し

1
諸
侯
領
構
造
の
本
格
的
な
検
討
に
際
し

て
､
領
内
の
有
力
領
主
層
の
社
会
的

･
経
済
的
発
展
を
抑
制
す
る
た

め
の
財
源
を
提
供
す
る
経
済
的
基
盤
に
し
て
､
集
権
的
支
配
の
核
と

も
な
る
諸
侯
直
轄
領
の
問
題
は
前
提
で
あ
る
｡
ま
た
諸
侯
領
の
一
体

性
を
象
徴
す
る

｢諸
侯
の
公
的
至
上
性
が
､
封
建
的
上
位
性
と
は
異

(8)

質
な
も
の
｣
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
我
々
は
こ
う
し
た
関
心
か
ら
も
直

轄
領
下
の
諸
侯
=
領
民
関
係
が
果
た
し
た
意
義
に
着
目
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
｡

さ
て
こ
の
諸
侯
と
領
民
の
具
体
的
な
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
素
材
と

し
て
注
目
し
た
い
の
が
'
伯
の
手
に
よ
り
直
轄
領
内
の
多
数
の
集
落
に

起
草

･
授
与
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
C
h
a
rte
d
e
fra
n
ch
ises
で

あ
る
｡
こ
の
特
許
状
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
王
国
､
特
に
そ
の
北
東
部

で
広
-
普
及
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
､
既
に
十
分
な
研
究
史
的

蓄
積
が
あ
る
｡
そ
こ
で
ま
ず
は
こ
の
北
東
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た

研
究
の
現
況
を
整
理
し
'
同
文
書
を
用
い
て
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
構
造
の

特
質
を
理
解
し
て
い
く
た
め
の
1
つ
の
指
針
を
得
る
こ
と
に
す
る
.

註
(-
)
ア
ー
サ
ー
･
ヤ
ン
グ

(宮
崎

洋
訳
)
F
フ
ラ
ン
ス
紀
行
』
法
政
大
学
出

版
局
'

1九
八
三
年
､
三
〇
四
I
l二
〇
九
頁
｡

(
2
)
住
民
の
誰
も
が
フ
ラ
ン
ス

(オ
イ
ル
)
語
を
解
し
､
話
し
て
い
た
こ
と
は

15
世
紀
に
シ
ャ
ル
ル
7
世
の
式
部
官

(le
h
e
r
a
u
t
d
.a
r
m
e
s
)
を
務
め

た
G
itte
s
le
B
o
u
v
ier
が
記
し
て

い
る
｡
C
.B
ea
u
ne一
N
ats
sa
n
c
e

d
e
la

natton
F
ra
TW
e

.Par
is
.)9
93
.p
.4
0
3
.
ま

た
1
四

一
四
年
の
コ

ン

ス

タ
ン

ツ
公
会
議

に

参加し
た
各
｢ネ
ー

シ
ョ
ン
｣
は
､
言
語
の
上
で

あ
る
程
度
の
同
質
性
を
持
つ
ま
と
ま
り
と
さ
れ
て
い
た
が
'
フ
ラ
ン
ス
の

ネ
ー
シ
ョ
ン
に
は
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
や
ロ
レ
-
ヌ
と
と
も
に
サ
ヴ
ォ
ワ
も
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
下
野
義
朗

｢中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
国
家
と
F国
民
』
に
つ
い
て
-

西
欧
中
世
国
家
史
の
研
究
序
説
-

｣

世
良
晃
志
郎
編

F
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
身
分
制
社
会
の
歴
史
と
構
造
』
創
文

社
'

1
九
八
七
年
'
六
二
五
頁
｡

(
3
)
-
ッ
タ
イ
ス
=
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ

(世
良
晃
志
郎
訳
)
『ド
イ
ツ
法
制
史
概

説
』
創
文
社
､

l
九
七

1
年
､
二
六

一
-
二
六
二
頁
O

(
4
)
L
C
ib
r
ar
io
.守
れg
in
e

et
p
T･O
g
r
eSS
t
d
e
lla

tstit
u

ZtOn
i
delta

m
onaT･Chia
dt
Sb
uoia
f
ETW
al
訂

c
o
s
t
i

tuzioni
d

el
reg
no
a.

Ztalta,F
lore

n

c
e

,)869.p
.i)
.

(5
)
例
え
ば
中
央
に
は
主
要

な
封
臣
を
集
め
て
開
か
れ
る
伯
会
議

(
13
世
紀
初

頭
設
置
)
や
会
計
検
査
院

(
一
三
〇
〇
年
頃
)
が
､
ま
た
各
地
に
は
地
方

行
政

の
核
と
な
る
バ
イ
イ
が
置

か
れ
て
い
る

(
13
世
紀
後
半
)｡
A
.

P
er
re
t
.Pr
in
ctp
a
u
x

o
r
g
a
n
e
s
d
e
g
o
u
v
er
n
em
en
t
d
e
A.E
ta
t

savoyard
del
1

89
a
t323.BLLllttn
p
h
ilolog
Lq
LLe
et
h
istoTiq
LLe

(I.usqu.a
1610)
d
u

Cb
m
ite
d
es
trauaux
historiques
e
t

scieTuifiques.aT
m

e

e
]960
.P
aris
,1961
,i.),pp
.345-
360.

(6
)
渡

辺
節
夫
Fフ
ラ
ン
ス
中
世
政
治
権
力
構
造
の
研
究
』
東
京
大

学
出
版

会
､

一
九
九
二
年
､

一
九
二
頁
｡

(
7
)
典
型
的
に
は

F
.L
o
t
et
R
.F
a
w
tier
(d
ir
.).m
s
toiT･e
d
es
institul

lio
n
s
f
ra
n
o
aises
aLL
m
q
y
e
n
a
g
e
.P
a
r
is.)9
5
71

(8
)
渡

辺

節夫､前

掲

書

､
同
頁
｡

Ⅱ

研
究
の
現
況

先
ず
こ
れ
ら
の
文
書
は
､
領
主
-

領
民
共
同
体
間
に
存
在
す
る
諸

慣
習
を
両
者
合
意
の
下
で
成
文
化
し

た
も
の
､
と
い
う
形
式
を
と
っ

(-)

て
い
る
こ
と
か
ら
C
h
arte
d
e
coutu
m
es
と
も
呼
ば
れ
'
わ
が

国
で
は
こ
の
表
現
に
し
た
が
っ
て

｢慣
習
法
文
書
｣
の
訳
語
を
充
て

(2)

て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の

｢慣
習
法
文
書
｣
に
つ
い
て
は
'
領
民
側
の

特
権
を
広
-
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
､
領
主
の
経
済
的
圧
迫
に
対
抗

す
る
領
民
の
意
向
を
反
映
し
た
､
領
民
側
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め

の
文
書
で
あ
る
と
す
る
理
解
が
従
来
は

一
般
的
で
あ
っ
た
｡
し
か
し

最
近
で
は
'
む
し
ろ
こ
の
文
書
の
授
与
は
､
領
主
層
特
に
こ
の
文
書

を
積
極
的
に
作
成
し
て
い
る
諸
侯
層
の
政
治
的
意
図
を
よ
り
強
く
反

(3
)

映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
､
ま
ず
こ
の
特
許

状
を
受
領
す
る
集
落
は
都
市
､
農
村
､
あ
る
い
は
新
た
に
開
発
さ
れ

た
も
の
を
問
わ
ず
､
い
ず
れ
も
諸
侯
層
に
と
っ
て
権
力
の
不
安
定
な

地
域
に
集
中
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
特
許
状
受
領
集
落
の
多
く
は
所
領

の
辺
境
に
位
置
し
､
隣
接
す
る
聖
俗
諸
侯
の
圧
力
が
文
書
の
授
与
前

に
は
常
に
確
認
さ
れ
る
｡
特
許
状
を
対
立
諸
侯
と
共
同
で
授
与
す
る

こ
と
で
､
そ
う
し
た
係
争
の
解
決
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
｡次
に
領
民
の
特
権
に
つ
い
て
み
る
と
'確
か
に
領
民
は
様
々

な
領
主
制
的
賦
課
を
廃
止
な
い
し
定
額
化
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
領
民

側
に
役
人
選
出
の
権
限
を
与
え
､
彼
ら
に
政
治
的
機
能
を
委
ね
て
い

る
特
許
状
も
多
い
｡
し
か
し
他
方
'
領
主
側
が
留
保
し
て
い
る
権
利

も
多
-
､
た
い
て
い
の
場
合
授
与
者
の
当
該
集
落
に
対
す
る
裁
判
権

限
を
明
記
し
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
の
文
書
は
､
修
道
院
や
貴
族
と

い
っ
た
対
抗
勢
力
の
介
入
を
退
け
､
諸
侯
が
自
分
の
支
配
権
を
安
定

(4)

さ
せ
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
､
と
さ
れ
る
｡
領
民
の
経

済
的
負
担
を
軽
減
し
'
あ
る
程
度
の
自
治
的
機
能
を
領
民
側
に
賦
与

し
て
い
る
の
は
'
政
治
的
集
権
化
を
承
認
さ
せ
る
た
め
の
諸
侯
側
の

妥
協
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
に
加
え
て
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
'
授
与

の
対
象
と
な
る
集
落
の
多
様
な
政
治
的

･
社
会
的
状
況
を
背
景
と
し

て
､
文
書
の
具
体
的
な
内
容
は
多
様
で
あ
る
こ
と
､
ま
た
当
地
の
伝

統
的
な
慣
習
法
の
尊
重
と
い
う
形
式
を
原
則
的
に
と
っ
て
い
る
以

上
'
諸
侯
が
安
易
に
そ
れ
を
異
な
る
法
体
系
の
下
に
変
え
る
こ
と
は

(5
)

出
来
な
か
っ
た
こ
と
t
等
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
'
か
か
る
文
書
を
特
に
諸
侯
の
直
轄
領
支
配
と
の
関
連

で
取
り
上
げ
た
研
究
は
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
存



在
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
次
に
こ
う
し
た
研
究
が
ど
の
よ
う
な
点
に
着

目
し
､
そ
こ
か
ら
何
を
導
き
出
し
て
い
る
か
確
認
し
た
い
｡
ま
ず
M
.

p
.
ヴ

ァ
イ
ヤ
ン
は
'
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
の
慣
習
法
文
書
は
全
て
伯
に

よ
っ
て
授
与
さ
れ
た
と
し
て
伯
家
の
排
他
的
な
主
導
性
を
指
摘
す

る
｡
次
い
で
彼
は
ア
メ
-
デ
5
世
治
世
期

(
一
二
八
五
-

一
三
二

≡
)
を
画
期
と
し
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
授
与
を
彼
以
前
と
以

後
の
二
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
え
る
｡
そ
の
際
基
準
と
な
る
の
は
､

特
許
状
受
領
集
落
が
伯
領
内
で
占
め
る
社
会
的
性
格
の
違
い
で
あ

る
｡
つ
ま
り
第

一
段
階
の
集
落
は
主
要
交
易
路
上
に
位
置
し
､
経
済

的
観
点
か
ら
授
与
の
対
象
と
さ
れ
た
の
に
対
し
､
第
二
段
階
で
は
､

戟
略
的

･
政
治
的
な
見
地
か
ら
特
許
状
を
授
与
す
る
集
落
が
選
択
さ

(6
)

れ
た
の
だ
と
言
う
｡
こ
の
見
解
を
ひ
き
つ
い
で
ch
Ed
ペ
ラ
ン
も
､
サ

ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
受
領
集
落
を
①
13
世
紀
前
半
ま
で
の
市
場
型

集
落
と
､
②
13
世
紀
後
半
か
ら
の
､
敵
対
す
る
近
隣
諸
侯
と
の
境
界

(7
)

上
に
位
置
す
る
城
砦
型
集
落
に
区
別
し
た
｡
た
だ
し
M
.
p
.
ヴ
ア

イ
ヤ
ン
が
第

一
に
指
摘
し
た
特
許
状
授
与
に
際
し
て

の
伯

家
の
完
全

な
主
導
性
に
つ
い
て
は
'
サ
ヴ
ォ
ワ
西
方
ブ
レ
ス
地
方
の
バ
ジ
エ
領

主
に
よ
る
特
許
状
授
与
の
事
例
を
挙
げ
て
'
伯
家
の
中
心
的
な
役
割

を
認
め
な
が
ら
も
､
決
し
て
そ
れ
は
排
他
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
指
摘
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
に
対
し
て
R
.
マ
リ
オ
ッ
ト
=
レ
ー
ベ
ル
は
'
特
許
状
の

条
文
あ
る
い
は
そ
の
他
の
史
料
に
現
れ
る
用
語
の
検
討
か
ら
'
上
記

の
よ
う
な
段
階
的
な
理
解
を
退
け
た
｡
即
ち
､
従
来
そ
の
経
済
的
機

能
が
重
視
さ
れ
て
き
た
集
落
を
含
め
､
全
て
の
集
落
に
付
随
も
し
-

は
近
接
し
て
､領
主
制
的
な
政
治

･
軍
事
施
設
と
し
て
の
(
c
ast
2
m)

へ
b
u
r
g
u
s
V
が
存
在
し
､
他
方
ほ
と
ん
ど
の
特
許
状

中
で
週

市

(
fo
ru
m
V
(
m
er
c
a
tu
m
V
及
び
大
市

(
n
u
n
d
ia

eV
に
関
す
る

(8
)

規

定
が
確
認
さ
れ
た

ので
あ
る
｡

つ
ま
り
少
な
-
と

も受
領
集
落
の

性
格
に
関
し
て
は
､
政
治
的

･
経
済
的
機
能
を
併
せ
持

つ
も
の
と
し

て
彼
は
理
解
し
た
｡
こ
の
主
張
を
M
.

p
.
ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
も
受
け
入

(9
)

れ
た
こ
と
は
'
彼
の
最
近
の
論
文

か
ら

う
か
が
え
る
｡

こ
う
し
て
受
領
集
落
の
性
格
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
共
通
の
理
解

を
得
た
｡
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
る
の
が
､
特
許
状
の
意
義

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡
し
か
し
こ

の
点
に
つ
い
て
諸
研
究
者
は

1
致
し
て
当
該
文
書
に
関
す
る
フ
ラ
ン

ス
学
界
の

一
般
的
な
見
解
を
支
持
し
て
い
る
｡
彼
ら
は
北
東
フ
ラ
ン

ス
の
特
許
状
と
の
共
通
点
を
兄
い
だ
す
こ
と
で
､
そ
れ
を
根
拠
と
し

て
'
妥
協
的
な
側
面
を
含
み
な
が
ら
も
全
体
と
し
て
は
伯
側
の
意
図

を
反
映
さ
せ
た
文
書
と
見
な
し
て
い
る
｡
R
.
マ
リ
オ
ッ
ー
-
レ
ー

ベ
ル
が
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
の
特
許
状
の
前
文
を
引
用
し
っ
つ
｢C
h
a
rte

d
e
fra
n
c
h
ise
s
は
全
体
と
し
て
領
民
の

"tib
ert
as
"

と
授
与
領

主
の

"ju
sticia"
を
認
め
､
確
定
す
る
も
の
で
あ

った
.
｣
と
結

(川)

論
し
､
ま
た
M

.
p
.
ヴ

ァ
イ
ヤ
ン
が

｢(特
許
状
の
授
与
に
よ

っ

て
)
住
民
共

同
体

の
解
放
と
平
行
し
て
領
域
諸
侯
の
権
力
が
発
展
せ

(‖
)

し
め
ら
れ
た
.
｣

と
述
べ
る
時
､
我
々
は
近
年
の

1
般
的
理
解
と
の

著
し
い
類
似
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
の
た
め
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の

特
許
状
が
持

つ
独
自
性
と
い
っ
た
も
の
を
積
極
的
に
展
開
す
る
に
は

い
た
っ
て
い
な
い
｡
し
か
し
最
終
的
に
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
吸
収
さ
れ

て
い
っ
た
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
諸
々
の
諸
侯
領
と
比
べ
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領

は
法
的

･
社
会
的
基
盤
や
地
理
的
条
件
を
異
に
し
､
政
治
的
帰
結
も

異
な

っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
｡
こ
の
遵
い
が
サ

ヴ
ォ
ワ
伯
領
で
普
及
し
た
特
許
状
に
直
接
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い

と
し
て
も
'
例
え
ば
文
書
の
形
式

･
内
容
上
の
相
違
'
さ
ら
に
授
与

前
後
の
政
治

･
社
会
状
況
の
相
違
か
ら
､
サ
ヴ
オ
ワ
地
方
の
自
立
性

と
統

一
性
の
確
立
に
何
ら
か
の
形
で
寄
与
し
た
特
許
状
の
特
質
と
い

ぅ
も
の
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
､
以
下
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許

状
を
'
フ
ラ
ン
ス
王
国
内

(特
に
北
東
フ
ラ
ン
ス
)
の
そ
れ
と
比
較

し
な
が
ら
検
討
し
た
い
｡
そ
う
す
る
こ
と
で
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
に
お
け

る
こ
の
特
許
状
の
特
質
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
､
伯
領
の
統
治

構
造
解
明
の
た
め
の

一
助
と
し
た
い
｡
加
え
て
､
そ
の
過
程
で
当
地

の
特
許
状
の
性
格
が

一
定
程
度
以
上
の
独
自
性
を
有
す
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
れ
ば
､
当
然

C
h
a
r
te
d
e
fra
nch
i
se
s＼
C
h
a
r
te
d
e

c
ou
tu
m
e
s
研
究
全
体
の
中

で
そ
の
位

置
づ
け
を
考
え
る
こ
と
も

必
要
と
さ
れ
よ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
'
｢慣
習
法
文
書
｣
の
地
域

類
型
的
な
把
握
の
た
め
の
予
備
的
な
考
察
で
も
あ
る
こ
と
を
予
め

断
っ
て
お
き
た
い
｡

(
5
)

(6
)

R
･F
ossier,
C
ha
Tte
d
e
coutum
e
en
n
caT･die
竃

｡
I
X
TZZe

siec
le).P
ar
is
〉1974
.pp
.8-
9.

山
田
雅
彦
｢北
フ
ラ
ン
ス
中
世
盛
期
の
都
市
=
農
村
関
係
に
関
す
る
研
究

-

一
九
六
〇
年
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
学
界
I
L
T
史
学
雑
誌
』
95
編
1
号
､

一
九
八
六
年
､
八
二
頁
｡

斉
藤
網
子

茜
欧
中
世
慣
習
法
文
書
の
研
究
』
九
州
大
学
出
版
会
､
1
九

九
二
年
､
四
-
九
頁
｡

L
･G
en
icotVR
ecen
Sem
entS
et
tab1eauX
e-
Cal
te
p
lu
t6t
que

des
ideeS･L.
eXem
pte
des
chartes
de
fran
ch
ises
d
ams
te

c.m
te
de
N
am

u
r
(conf6rence
a
U
n
iversite
d
e
K
y
usyu
.

1982)(斉
藤
網
子
訳

｢思
い
つ
き
よ
り
も
調
査
と
図
表
を
_

ナ
,,,
エ
ー

ル

伯
領
に
お
け
る
慣
習
法
特
許
状
-
｣
森
本
芳
樹
監
修
F歴

史
学
の
伝

統
と
革
新
-
ベ
ル
ギ
ー
中
世
史
学
に
よ
る
寄
与
-
』九
州
大
学
出
版
会
､

一
九
八
四
年
､
一
二
三
-
一
五
二
頁
｡)

そ
の
結
果
ひ
と
つ
の
諸
侯
領
内
に
複
数
の
系
統
の
慣
習
法
文
書
が
混
在
す

る
こ
と
に
な
る
｡拙
稿
｢中
世
盛
期
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
慣
習
法
文
書
｣
茜

洋
史
研
究
』
新
輯

22号
､
1
九
九
三
年
､
一
〇
九
頁
9
な
お
こ
の
点
に
つ

い
て
は
後
述
14
頁
参照
｡

P
･V
ai
)ta
n
t.L
a
p
olttique
d
.aif
ranchissem
enL
des
com
tes

d
e
幹
uote(7]95
⊥
40]),BkLLd
es
h
istoTiques
d
la
m
eTn
oiT･e
ek

N
oelD
idier･1960･pp
･3
15-323･(以
下
P
･V
ai
11a
nt,I
a
p
oltttq
ue



d.aLfraTWhtssem
ent.と
略

記
｡
)
HP
.V
ai
)ta
n
t
.L
e
s

fr
a
n
c
h
is
e
s

des
com
munaut6ss
a
v
o
y
ar

d
e
s

n
o
n

e
m
a
n
c
ip
e
e
s

p
ar

Ie
S

c
om
tes
de
Savoie
(i
)
9
5
-
1
4
0
)
)
.
B
ulletin
p
hilolog
ique
et

historiq
ue
(J.uSqu
'
d
]
6)
0
)du
(け
m
ite
des
tra
u
aux
histoTil

ques
et
SCienttfEqLLeS
.annae
1960.
P
ari
s.196),I.r
pp.
393-

400.
(以
下
P.
V
ai
)ta
nt.
L
es
fr
a
n
c
h
is
es.と
略
記
｡

)

(
7
)
Ch
.E
d
.P
e
rr
i
n

.L
e
ら

c
h
a

rles
d
e

fr
a
n
c
h
is
e
s

d
e

La

F
r
a
n
c
e
.

E
ta
t

d
e
s

r
e
c
herc
h
e
s
:
)e
D
a
u
p
h
in
e

et
la

S
a
v
o
ie
.R
e
v
u
e

h
i
slon
q
u
e
.)9
6
4
.t
13
2.p
p
15
L
-
54
.

(8
)
R

.M
a
r
i
otte-L
a
b
e
r
,
V
ille

e
t

s
e
ig
n
e
u
Ti
e
.L
e
s

c
h
a
r
le
s

d
e

f
ra
n
ch
ises
des
c
o

m
te
s

d
e

S
b
t)D
ie
.
f
En

X

TZ
e

s
ie
c
le
-
1
3
4
3

.

A
nne
c
y
,
)
9
7
3

.pp
.9
-
1
3
e
t
p
p
.1
0
5

]
96.

(9
)
P

.V
ai
l
t
a
n
t

〉
La

politiq
u
e

de
s

d
a
u
phin
S

e
t

c
om
tes
d
e

Sa
v
o
ie
quant
a

ta

diffusio
n

d
e
s

char
te
s
d
e
fr
anchis
e
s
.

La
chalte
d
e

B
ea
u
Tn
O
n
t

et
le
s
f
r
anch
is
e
s

m
u
n
ic
tp
a
leS

entre
L
oiT･e
et
R
hin
.N
a
n
c
y
.)988
,pp
.245
-
246
.
(
以
下
P

.

V
a
ilt
an
t,L
a
poti
tique.と
略
記
.)

(
10

)
R

.M
ariotte
-

L
abe
r
.op
.c
it
..p
.9
3
.

(
;

)
P.V
ai
ll
an
t.L
a
potitique.,p
.24
8.

Ⅲ

普
及
状
況
概
観

前
述
し
た
通
り
､
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
は
伯
の
主
導
下
に
結
び
合
わ
さ

れ
た
幾
つ
か
の
地
域
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
も
と
も
と
サ
ヴ
ォ
ワ

(S
a
voie
)
と
い
う
名
は
'
シ
ャ
ル
ル
マ
I
ニ
ュ
の
死
後
そ
の
孫

た
ち
の
間
で
行
わ
れ
た
帝
国
の
分
割
に
際
し
ロ
タ
ー
ル
の
国
に
含
ま

(-
)

れ
た

"S
a
b
a
d
ia
"
と
い
う
地
域
に
由
来
を
持
つ
.
こ
れ
は
中
世
サ

ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
一
部
に
す
ぎ
ず
'
そ
の
後
こ
の
地
域
は
ブ
ル
グ
ン
ド

王
国
の
一
角
を
構
成
し
て
い
た
｡
し
か
し
王
国
の
衰
退
と
と
も
に
家

臣
層
に
自
立
化
傾
向
が
現
れ
始
め
､
11
世
紀
初
め

｢白
い
手
｣
の
ア

ン
ベ
ー
ル
(H
u
m
b
ert
au
b
ta
n
ch
es
m
ain
s)
は
こ
の
サ
ヴ
ォ

ワ
に
ブ
リ
-

(B
etLey
)
と
ア
オ
ス
ト

(A
o
ste
)
を
加
え
た
三
地

域
を
勢
力
下
に
置

い
た
.

1
〇
三
二
年
に
ブ
ル

グ
ン
ド
国
王
ル
ド
ル

7
3
世
が
死
去
す
る
と
､
ア
ン
ベ
ー
ル
は
王
冠
を
狙
う
コ
ン
ラ
ッ
ド
2
二1)

世
を
援
助
し
'
ブ
ル
グ
ン
ド
王
国
の
崩
壊
に
手
を
貸
す
こ
と
に
な
る
｡

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
と
な
っ
た
彼
か
ら
モ
ー
リ
エ
ン
ヌ

(M
a
urien
n
e)

の
地
と
モ
ー
リ
エ
ン
ヌ
の
伯
位
を
授
か
り
'
ま
た
帝
国

修道
院サ
ン

=
モ
ー
リ
ス
=
ダ
ル
ゴ
ン
ヌ

(S
t.M
au
ric
e
d
.A
r
g
o
n
n
e)
香

含
む
シ
ャ
プ
レ
ー

(C
h
ab
tai
S)
地
方
も
得
た
｡
さ
ら
に
娘
オ
ー

ダ
ン
を
ト
リ
ノ
侯
ア
デ
レ
ー
ド
と
結
婚
さ
せ
て
ク
ラ
ン
テ
I
ズ

(T
ar
en
t
aise)
伯
領
を
も
獲
得
す
る
に
及
ん
で
'
本
稿
が
対
象
(E,;)

と
す

る
13
世
紀
の
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
中
核
地
域
が
出
来
上
が
る
｡

も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
所
領
が

｢サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
｣
と
い
う
名
で
総
称

さ
れ
る
の
は
13
世
紀
中
頃
か
ら
で
あ
り
'
当
時
は

｢モ
ー
リ
エ
ン
ヌ

(4)

伯
領
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
｡

さ
て
'
こ
の
ア
ン
ベ
ー
ル
か
ら
1
世
紀
を
経
た
ト
マ
-
ド
=
サ

ヴ
ォ
ワ
治
世
の
末
年
､
都
市
ア
オ
ス
ト
に
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
初
の

C
h
a

rte
d

e

f
r

a
n
cF
ises
が
授
与
さ
れ
て
以
降
'
特
許
状
は
こ
の

地
に

広
-
普

及

し
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
衰
Ⅰ
は
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領

下
で
伯
家
か
ら
こ
の
文
書
を
受
領
し
た
現
状
で
確
認
さ
れ
る
全
集
落

で
あ
る
｡
授
与
は
授
与
数
の
多
寡
に
応
じ
て
便
宜
的
に
4
期
に
分
け

る
こ
と
が
出
来
る
｡
第
1
期
は
ト
マ
-
ド
=
サ
ヴ
ォ
ワ

(A
‥系
図

並
び
に
表
I
で
用
い
た
伯
家
構
成
員
の

整
理

記
号
､
以
下
同
様
)
に

ょ
っ
て
初
め
て
こ
の
地
に
特
許
状
が
授
与
さ
れ
た
12
世
紀
末
か
ら
ほ

世
紀
初
め
が
そ
れ
に
当
た
る
｡
ア
オ
ス
ト

T

‥
表
-
中
の
整
理
番

号
､
以
下
同
様
)
や
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー

(
4
)
と
い
っ
た
､
ア
ル
プ
ス

に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
伯
領
の
東
西
の
拠
点
や
､
伯
領
北
部
開
発
の

拠
点
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ

(2
)
な
ど
､
後
に
伯
領
の
中
核
と

し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
-
集
落
に
対
し
て
授
与
さ
れ
て
い
る
｡
次

に
第
2
期
は
伯
ア
メ
-
デ
4
世

(B
)
と
伯
ボ
ニ
フ
ァ
ス

(C
)
の

時
期
､
即
ち
13
世
紀
の
前
半
が
そ
れ
に
当
た
る
｡
こ
の
段
階
は
全
体

と
し
て
特
許
状
の
授
与
が
不
活
発
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
こ
の
時
期
皇

帝
フ
-
1
ド
リ
ッ
ヒ
2
世
と
教
皇
と
の
抗
争
が
イ
タ
リ
ア
を
舞
台
に

展
開
さ
れ
て
お
り
'
皇
帝
側
に
立
っ
て
こ
の
抗
争
に
加
わ
っ
て
い
た

伯
が
､
所
領
経
営
へ
の
余
裕
を
失
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
と

(5
)

思
わ
れ
る
｡

1
連
の
抗
争
が

一
段
落
し
た
13
世
紀
の
後
半
か
ら
H
世
紀
に
か
け

ピ
エ
ー
ル
2
世

(E
)､
フ
ィ
リ
ッ
プ

(F
)
そ
し
て
ア
メ
-
デ
5

世

(H
)
の
治
世
に
お
い
て
特
許
状
の
授
与
は
最
盛
期
を
迎
え
る
｡

こ
れ
が
第
3
期
で
あ
る
｡
こ
の
間
伯
が
周
辺
の
諸
侯
と
支
配
圏
の
拡

大
を
巡
っ
て
争

っ
て
い
る
事
例
は
数
知
れ
な
い
｡
例
え
ば
西
で
は

ド
ー
プ
ィ
ネ
公
と
､
ま
た
北
で
は
ジ
ュ
ネ
-
ヴ
伯
や
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
司

教
と
､
北
東
で
は
ハ
ブ
ス
ブ
ル
グ
家
と
の
争
い
が
確
認
さ
れ
る
｡
特

許
状
の
授
与
は
伯
領
全
体
に
及
ん
で
い
る
が
､
特
に
伯
領
北
部
の

ヴ
オ
ー
地
域

(V

au
d
)
(16
/
17
/
39
/
47
/
50
)
や
ブ
レ
ス
地
方

(22
/
25
)､
あ
る

いは
ド
-
フ
ィ
ネ
地

方
と
境
を
接
す
る
西
の
ヴ
ィ

エ
ン
ヌ
地
方

(V
ien
n
e)
(12
/
24
/
27
/
3
)
と
い
っ
た
よ
う
に
'

対
抗
す
る
諸
侯
層
と
境
を
接
す
る
周
辺
地
域
に
も
授
与
が
積
極
的
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
中
で
も
ア
メ
-
デ
5
世
期

の
授
与
数
は
突
出
し
て
い
る
｡
こ
の
間
の
事
情
を
考
え
て
み
る
と
､

彼
の
登
位
直
前
の
二

一八
二
年
に
起
き
た

｢シ
チ
リ
ア
の
晩
蒔
｣
事

件
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
有
名
な
こ
の
事
件
は
シ
チ

リ
ア
に
お
け
る
ア
ン
ジ
ュ
I
家
の
勢
力
を
退
け
､
ア
ラ
ゴ
ン
王
家
に

シ
チ
リ
ア
王
位
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
｡
が
'
実
は
サ
ヴ
オ
ワ

の
地
も
ま
た
同
じ
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
と
ア
ラ
ゴ
ン
家
の
脅
威
に
さ
ら
さ

れ
て
い
た
｡
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
は
､
名
目
上
の
存
在
と
化
し
て
い
た
ア

ル
ル
王
国
の
再
興
を
こ
の
地
に
求
め
､
ま
た
ア
ラ
ゴ
ン
家
は
ド
フ
ィ

ネ
伯
や
ジ
ュ
ネ
-
ヴ
伯
と
協
力
し
て
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
分
割
を
意
図

】F･=E

し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
幸
い
に
し
て

｢シ
チ
リ
ア
の
晩
蒔
｣

の
過
程
で
ア
ン
ジ
ュ
ー
の
強
勢
は
衰
え
'
更
に
ア
ラ
ゴ
ン
も
こ
の
戦

い
に
疲
弊
し
て
サ
ヴ
ォ
ワ
に
侵
入
す
る
余
力
を
失

っ
て
し
ま

っ



た
こ
と
も
あ
っ
て
､
結
局
サ
ヴ
ォ
ワ
の
地
に
災
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
た
｡
中
世
的
帝
国
理
念
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ

る
こ
の
一
連
の
出
来
事
の
後
'
サ
ヴ
ォ
ワ
の
地
で
は
ア
メ
-
デ
5
世
の

も
と
特
許
状
授
与
数
の
急
増
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
最
後

の
第
4

期
は
エ
ド
ア
ー
ル

(L
)
と
エ
イ
モ
ン

(M
)
の
治
世
'
14
世
紀
の
前

半
に
な
る
｡
第
3
期
に
比
べ
新
し
い
特
許
状
を
受
領
す
る
集
落
が
減

少
す
る
と
と
も
に
'
こ
れ
ま
で
の
授
与
に
対
す
る
確
認
文
書
の
数
が

急
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら

(表
I
の

｢授
与
者
/
確
認
者
｣
の
項
参

照
)'
既
に
文
書
授
与
の
盛
期
は
過
ぎ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

こ
う
し
て
13
世
紀
､
特
に
そ
の
後
半
を
中
心
に
中
核
地
帯
か
ら
周

辺
地
域
へ
､
ま
た
次
第
に
密
度
を
濃
く
し
な
が
ら
特
許
状
は
普
及
し

て
い
っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
普
及
の
在
り
方
は
'
諸
侯
領
の
全
体
的
政

治
状
況
に
対
応
し
て
い
る
｡
伯
が
自
己
の
所
領
政
策
に
専
心
す
る
余

裕
の
あ
る
時
､
特
許
状
も
ま
た
多
く
授
与
さ
れ
て
い
る
｡
北
東
フ
ラ

ン
ス
の
場
合
と
同
様
､
特
許
状
は
伯
の
主
導
下
で
普
及
し
て
い
る
と

い
え
る
｡

一
方
､
表
I
の

｢授
-
集
｣
の
項
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
第
1
期

か
ら
第
3
期
前
半
ま
で
は
既
に
文
書
授
与
以
前
に
伯
が
集
落
の
支
配

権
を
安
定
的
に
確
定
し
て
い
る
場
合

(記
号
の
ア
や
エ
)
が
多
い
の

に
対
し
､
第
3
期
の
途
中
か
ら
は
不
確
定
要
素

(イ
･
オ
)
が
増
加

し
て
い
る
｡
こ
れ
は
政
治
状
況
の
不
安
定
な
周
辺
地
域
へ
と
授
与
の

対
象
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
｡
例
え
ば
ヴ
ォ
-
地
方

を
例
に
と
れ
ば
､
こ
の
地
方
で
特
許
状
を
受
領
し
た
集
落
の
う
ち
､

終
始
安
定
し
て
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
家
の

(
ju
sticia
V
に
服
し
て
い
た
も

の
は

1
つ
と
し
て
な
い
.
レ

･
ク
レ

(L
es
C
L6
e
s
)
(
29
)
や

-
ユ
ー

(R
u

e)
(32
)
は
'
幾
度
か
の
衝
突
の
後
､
最
終
的

に
未
払

い
の
負
債
の

担
保と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
ジ
ュ
ネ
-
ヴ
伯
や
-
ユ
ー
領
主

(-
)

か
ら
獲
得
し
た
集
落
で
あ
っ
た
し
､
モ
ル
グ

(M
o
r
ge
s
)(41
)
や

ラ

･
ト
ゥ
-
ル

･
ド

･
ベ
ル

(L
a
T
o
u
r
d
e
P
e
主-Z)(28
)
は
､

特
許
状
授
与
に
遡
る
数
十
年
前
か
ら
当

地
で
通
行
税
徴
収

権
や
漁
業

権
を
行
使
し
て
い
た
複
数
の
領
主
か
ら
､
そ
う
し
た
諸
権
利
を
買
い

上
げ
る
こ
と
で
着
々
と
支
配
権
を
集
中
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ

っ

(8)
た
.
ヴ
ォ
1
-

ユ

(V
a
u
truz
)(
5
)
や

ロ
モ
ン

(R
om
o
n
t)

(9
)

(60
)
も
､
購
入
に
よ
っ

て
獲
得

さ

れ
た
集
落
で
あ
る
｡
ま

た

ペ

イ

エ
ル
ン

(
Pa
yern
e)
(7
)
は
'
既
に
十
世
紀
末
に
集
落
の
存
在

が
確
認
さ

れ
､
当地
の
修
道
院
に
対
す
る
ア
ヴ
エ
権
下
で
サ
ヴ
ォ
ワ

伯
が
実
質
的
な
支
配
を
行
っ
て
お
り
'
特
許
状
も
授
与
し
て
い
た

(
1
二
四
〇
年
)
の
で
あ
る
が
'
そ
の
後
ド
イ
ツ
王
ル
ド
ル
フ
の
'

次
い
で
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
七
世
の
侵
略
を
受
け
､
よ
う
や
-

一
三
三
六

年
に
伯
エ
イ
モ
ン
が

一
二
四
〇
年
の
特
許
状
に
対
す
る
確
認
文
書
を

(川
)

授
与
し
て
以
降
､
安
定
を
取
り
戻
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
グ
ラ
ン
ク
ー

ル
(G
ra
n
d
co
ur)(
17
)や
ロ
ル

(R
o
tLe
)
(
62
)
に
い
た
っ
て
は
､

在
地
領
主
か

ら
支
配
権
を
完
全
に
獲
得
す
る
こ
と
に
失
敗
し
､
特
許

状
授
与
に
際
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
エ
ス
タ
ヴ
ィ
エ
領
主
と
モ
ン
領
主
を

(‖)

共
同
領
主
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
'
つ
ま
り
金
銭

(ほ
)

の
支
払
い
に
よ
る
中
小
領
主
層
か
ら
の
買
い
上
げ
に
せ
よ
軍
事
行
動

の
勝
利
に
せ
よ
'
特
許
状
の
授
与
に
先
行
す
る
形
で
支
配
権
の
獲
得

が
行
わ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
北
東
フ
ラ
ン
ス
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
｡
北
東
フ

ラ
ン
ス
の
特
許
状
は
､
常
に
在
地
支
配
権
の
不
安
定
な
時
期
及
び
地

域
に
授
与
さ
れ
'
そ
れ
が

一
諸
侯
に
よ
っ
て
排
他
的
に
行
わ
れ
る
に

せ
よ
､複
数
の
者
に
よ
っ
て
協
同
的

･
妥
協
的
に
な
さ
れ
る
に
せ
よ
､

支
配
権
の
確
定
と
平
行
し
､
ま
さ
に
そ
う
し
た
役
割
を
担
う
も
の
と

し
て
現
れ
て
い
た
と
い
え
る
｡
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
特
許
状
が
領
主
制

の
枠
内
で
説
明
さ
れ
る
時
'
特
許
状
が
果
た
し
た
こ
の
役
割
は
特
許

状
の
内
容
と
と
も
に
重
要
な
論
拠
と
な
っ
て
い
た
｡
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
は
単
に
支
配
権
の
安
定
に

と
ど
ま
ら
な
い
'
よ
り
高
度
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
推
測
を
抱
-
こ
と
が
出
来
る
｡
で
は

そ
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
､
次
に
こ
の
点
に
つ
い

て
見
て
み
よ
う
｡
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(ほ
)
こ
の
結
果
'
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
場
合
直
轄
地
の
獲
得
に
極
め
て
多
く
の
金
銭

を
必
要
と
し
て
い
る
｡
確
か
に
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
を
獲
得
す
る
た
め
に
住
民
側

か
ら
支
払
わ
れ
た
納
入
金
が
､
今
度
は
伯

に
よ
っ
て
､
集
落
並
び
に
そ
こ
に

居
住
す
る
住
民
に
関
す
る
諸
権
限
を
中
小
領
主
か
ら
買
い
上
げ
る
の
に
用
い

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
ろ
う
｡
し
か
し
例
え
ば
､
特
許
状
授
与
に
際
し
住

民
か
ら
五
〇
リ
ー
プ
ル
を
受
け
取

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
シ
ャ
テ
ル
-
サ
ン

=
ド
ニ
(S
a)の
場
合
､
こ
の
集
落
の
支
配
権
を
購
入
す
る
の
に
伯
が
三
八
〇

リ
ー
ブ
ル
を
支
払

っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば

(P
.P
h
itip
o
n
a
.m

sto
ire
d
e

h

seig
n
e
u
Ti
e

et
d
u

b
a
illia
g
e

d
e

C
h
a
te1
5
b
in
L

D
ents
.

F
r

ib
o
u
rg
,)92
1
･p
･6
0
･)
そ
れ
だ
け
で
は
見

合
わな
か
っ
た
こ
と
が
容

易
に
理
解

さ
れ
る
｡
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
も
伯
に
は
安
定
的
な

収
入
源
を
確
保
し
て
お
-
必
要
が
あ

っ
た
｡
後
述
19
-

20頁
参
嘱
｡
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[凡例曲びにPB'=F三]
○授与者/碓認省
◎記号^～Iiは系図内のものに従う.
Ⅰ 1.･1283年の碓認状はRodo]phelが授与

Ⅰ 2 :LcPapeInnocentlV,Guy(,sclgnCurde13agc)
が共同授与者

○地域
Ao..･̂ostc Sa.Savoie
Br.:Bresse Va∴ Vaud

Bu∴Bugey Vi∴ Vienne

Ch･:Chablais seV:seigneuriedeVaud
etGencvoisⅠ3.･J)uchedcBourgobne

No∴ Novalaise

O鵠落形態

V :villa vb:V川aburgrm
vn:villanova cv:casLrum etvilla
c:castrum co:communitas

(Ⅰcastrum sivcvillEL)
cbv:Castrum etburgum aLquevilla
I 4:civitascum suburbiis
Ⅰ 5:hominesde‥

○授一集 (授与者と受領塊落との関係)
ア:既にサヴァワ家の直惜下にある場合
イ:授与の直前に他領主から当地の支配牌を購

入している場合
●一世俗領主から ▲一致会領主から

り:授与-･以前に､婚姻関係の成立によってサ
ヴォワ家の支配下に入った集落

エ :授与帖においても他の共同領主が存在している場合
オ :授与以前に闘争の結果轡等された袋落
○授与形式
･当該文芸削ま集落に何を与えるものであるの
か､について特許状前文中の表現いから抽出

･文書表現は特許状によって多様であるが､用られ
ている主変語から以Fのように賂捜した｡

h'.:】ibertas(L:Lugdoni-Lyon)
rr∴ rranch(jsia

Ju.:JuS

co.:coPSueLudo(M･:Mclduno=Moudon)
pr.:prlVileges
uS.:aSaglum

〔典拠〕
Aoste.Chamb6ry,Bi】lat:LCibrario,DocumenLIsLgiuie monete apparLenenLtal血 sLorla
deltamonarchladil泡uoia,Turin,1833.;VilleneuvedcChillon,Payernc,Moudon,Grandcour,
LaTourdeP6ilz,LesC16es,Ⅰもue,Aigle,Nyon,Morgcs,ChatelSt.Dcnis,MontlcVi仇lX,
Vaulruz,Iiomont:F.Fore】,Charlescommunaks.,･ScmbLancher,Bag6,PontdeVaux,St.

Genix,Seysse】,Le Chatclard,L6az.Gallon:A.I)urour,DocumeTuSlnedilsreLatl/sabL%uoLe,
exLraLLsdedluersesarchluesdeTurln,'rurin,1860.;St.Symphoriend'Ozon,Tolvon,LaC6t6
St.Andr6,St.Georgesd'1;speranche,SLLaurenLduFont,PontdeBeauvoisin,StJcande
13ournay,Septeme:P.VaH lanLI.es ubertes dos communauLes 血 uphinoises,Paris,1951,;
Bourg:J･Brossard,CbrtubiredeB,)urg enBresse,BourgcnBrcsse,1882.;Etroublcs,
Valdigne,Morgcx,Valsavranche:J.B.dcTillier,I,e/ranchigiedeLlecomunlLadelducaLo(滋
Aosla,Turin,1965.;St.Germain宕urSee告:C.Freppaz,Le sFranchisesdcSaintGcrmainsur

Seez,RevuedeSbuoLe.1959,pp.262-280.;Yenne:S.Guichenon,EIistolregeneabglquedeLa
RoyaleMaisondeSbuoie.Turin,1778;St.JuliendeMauricnne,Ccyz6eiat,LaRochctte,
Saillor,Chatillonsur,Chalaronne,Vi】1encuvedeChatelArgent,Pontde Veyle,Sagy,St.
Maarice,Cusy.St.RamberL,Ugine,Tournon,Fontd'Ain,Faverges,Bard,St.Germain d'
Ambericn,Allinges Ncuf,Ord()nnaz:氏.MarioLtc-1JOber.vale etseLgneurle.;Yverdon:氏.
D6glon,Yuer･donauMoyenAge(XIII-XVsL～ck),Lausanne,1949.

○サヴォワ家系図 IThomas I(A) (1189-1233)

BcatrlCC 4r'1Crr･eTl(E) 5Phllippc(F) Lionlfacc

(1263-68) (1268-85)

qLLnlrcdl- t56atrlCe 3Bonirace(C)

(RoideSicill) (1253-63)

数字は当該期における白就任順位

( - )内は伯在位別間

ThomasIH(C)

7Edouard(L.) 8Aymon(M)

(1323-29) (1329-43)

表 1 :サヴォワ伯家によるCharte de franehisesの授与 〔1196-134り

授与./Lf･/確認年 授1-j･省/確認省

10

11舗/1253/71//96日326/33
1214/52/87

1215
1232/85
1233/1331
lL239/90/1324
1240/1336
I2.16
1250/51/90/1329/31
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Ⅳ

形
式
及
び
内
容
の
独
自
性

(
-
)

｢系
列
｣
に
つ
い
て

以
下
で
は
特
許
状
の
具
体
的
な
内
容
を
検
討
す
る
が
'
そ
の
前
に

伯
領
内
の
特
許
状
が
幾
つ
か
の

｢系
列

(-e
s
f
am
iu
e
s)｣
に
分

頬
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列

を
代
表
す
る
特
許
状
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
に
普

及
し
た
特
許
状
の
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
｡

ま
ず
系
列
と
は
ど
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た
も
の
か
､
R
.
マ
リ
オ
ッ

ト
=
レ
ー
ベ
ル
に
し
た
が
っ
て
見
て
み
よ
う
｡
彼
は
個
々
の
特
許
状

の
条
項
に
番
号
を
付
し
'
次
い
で
複
数
の
特
許
状
間
で
'
同

一
の
内

容
を
持
つ
条
文
の
配
列
順
序
と
記
載
様
式
に
著
し
い
類
似
関
係
が
見

ら
れ
る
場
合
､
両
者
が
同
じ
系
列
に
含
ま
れ
る
と
判
断
し
'
そ
れ
ぞ

れ
の
系
列
の
中
で
年
代
的
に
最
も
古
い
時
期
に
起
草

･
授
与
さ
れ
た

(-)

特
許
状
の
名
を
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
名
と
し
た
｡
こ
の
結
果
サ
ヴ
ォ
ワ

伯
領
で
は
次
の
9
つ
の
系
列
が
確
認
さ
れ
た
｡
ア
オ
ス
ト

T
‥

A
o
ste
)､
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
=
ド
=
シ
ロ
ン

(cq
.･
V
iLlen
eu
ve
d
e

C
h
i
lto
n
)､
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー

(<
:
C
h
am
b
6ry
)､
ブ
ー
ル

(O'
:

Bour
g
)､
エ
ヴ
ィ
ア
ン

(
1

:
E
via
n
)'
サ
ン
-
ジ

ユ
ニ

(20
‥

S

t･G
enix)､
モ
ー
ド
ン
(
16

‥
M
o
u
d
o
n
)'
ボ
ン
-
ド
=

ビ
ュー

ヴ
ォ

ワ
ザ
ン
(3

:
P
ont
d
e
B
e
a
u
v
o
i
si
n)､
サ
ン
=
モ
ー
リ
ス

(30

‥
S
t･M
a
ur
ic
e)｡こ
の
う
ち

エ
ヴ
ィ
ア
ン
系
列
の
特
許
状
は
'

1
三
二
四
年
以
降
の
1
連
の
改
訂
過
程
を
通
じ
て
全
て
サ
ン
=
モ
ー

(2
)

リ
ス
系
列
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
'
と
見
倣
さ
れ
る
｡
ま
た
サ

ン
-
ジ
ュ
ニ
系
列
は
'
条
項
の
配
列
に
お
い
て
多
少
の
相
違
は
あ
る

(3
)

も
の

の
､
シ
ャ
ン
ベ
リ
I
系
列
と
の
共
通
性
が
高
い
.
そ
こ
で
こ
の

2
系
列
を
そ
れ
ぞ
れ
サ
ン
=
モ
ー
リ
ス
と
シ
ャ
ン
ベ
リ
I
の
系
列
に

含
め
る
と
'
系
列
は
全
体
で

7

つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
｡
こ
う
し
て
ま

と
め
ら
れ
た
7
系
列
の
普
及
範
囲
は
､

一
三
二
九
年
に
確
定
さ
れ
る

サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
7
つ
の
上
級
裁
判
管
区

(
-
バ
ヤ
ー
ジ
ュ
)
の
区

(-)

分
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
の
系
列
を
代
表
す
る
7

特
許
状
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
で
'
我
々
は
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特

許
状
の
全
体
像
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
が
､
こ
の
系
列
に
関
し
て
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
点
で
注
意
が

必
要
で
あ
る
｡
ひ
と
つ
は
､
北
東
フ
ラ
ン
ス
地
方
の
特
許
状
の
伝
播

が
も
た
ら
す

｢系
列

(-e
Sfi-i
at
ion
s)｣
と
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
そ

れ
と
の
相
連
で
あ
り
､
も
う

ひ
と

つ
は
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
系
列
間
に

見
ら
れ
る
性
格
の
違
い
で
あ
る
｡
第
1
の
点
に
つ
い
て
｡
わ
が
国
で

も
良
-
知
ら
れ
る

｢
ロ
リ
ス
の
法
｣
や

｢ボ
ー
モ
ン
-
タ
ン
=
ナ
ル

ゴ
ン
ヌ
の
法
｣
(以
下

｢ボ
ー
モ
ン
の
法
｣
と
略
)
は

､
そ
れ

ぞ
れ

が
母
法
と
な
っ
て
そ
の
後
北
東
フ
ラ
ン
ス
地
方
の
多
数
の
集
落
に
伝

播
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
場
合
'

｢
ロ
リ
ス
の

法
｣
や

｢ボ
ー
モ
ン
の
法
｣
を
頂
点
と
し
て
形
成
さ
れ
る
系
列
は
'

R
.
マ
リ
オ
ッ
ト
=
レ
ー
ベ
ル
ら
が
指
摘
す
る
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
下
の

13

地図:サヴォワ伯領のChartede franchisisの普 及 ※番号は､表1に対応｡

図1:サヴォワ伯領におけるCharte de franchisesの系列
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｢系
列

()
es
fam
illes)｣
と
は
以
下
三
点
が
異
な

っ
て
い
る
o

①
系
列
の
判
断
基

準
‥
｢ロリ
ス
の
法
｣
や

｢ボ
ー
モ
ン
の
法
｣
な

ど
の
系
列
に
属
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
判
断
は
､
個
々
の
特

許
状
の
前
文
に
､
そ
れ
ぞ
れ

｢
ロ
リ
ス
の
諸
慣
習
を
認
め
る
｣
な

い
し
は

｢ボ
ー
モ
ン
の
諸
慣
習
を
認
め
る
｣
旨
の
記
載
が
確
認
さ

(･L')

れ
る
か
否
か
､
に
依
っ
て
い
る
｡
②
同
系
列
特
許
状
間
の
内
容

‖
①

に
従
っ
て
確
定
さ
れ
た
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
系
列
内
で
は
特
許
状
の
内

容
に
必
ず
し
も
著
し
い
共
通
性
は
な
く
'
特
許
状
を
授
与
す
る
領
主

側
の
､
あ
る
い
は
集
落
側
の
社
会
的
状
況
に
従
っ
て
内
容
が
大
き
-

異
な
る
場
合
も
確
認
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
､
特
許
状
前
文
に
お
い
て
特

定
の
系
列
に
属
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
み
で
'
具
体
的
な
内
容
部

(6)

分
を
全
く
伴
わ
な
い
も
の
も
存
在
し
て
い
る
｡
③
系
列
の
普
及
範

囲
‥

北
東
フ
ラ
ン
ス
の
系
列
の
普
及
範
囲
は
特
定
の
諸
侯
領
内
に
と

ど
ま

る
こ
と
な
-
'複
数
の
諸
侯
領
に
ま
た
が
る
も
の
も
あ
る
な
ど
t

TZn

か
な
り
広
い
｡

次
に
第
2
の
点
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
系
列
間
で
の
性
格
の
相
違
に

つ
い
て
｡
こ
れ
は
上
で
指
摘
し
た
北
東
フ
ラ
ン
ス
の

｢系
列
｣
に
見

ら
れ
る
上
記
①
～
③
の
特
徴
が
､
実
は
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
内
の
特
定
の

系
列
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
即
ち
7
系
列

の
う
ち
'
モ
ー
ド
ン
系
列
を
①
～
③
に
対
照
さ
せ
て
見
る
と
､
Ro
こ18

)

の
系
列
に
属
す
る
特
許
状
は
全

て
前
文
で
そ
れ
が
｢モ
ー
ド
ン
の
法
｣

を
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
お
り
'
㊨

モ
ー
ド
ン
系
列

下
の
グ
ラ
ン
ク
ー
ル
､
モ
ン
-
ル
-
ビ

ュ
ー
､
ロ
マ
ン
､
モ
ル
ジ
ュ
､

(9
)

レ
=
ク
レ
の
特
許
状
に
は
具
体
的
な
条
文
が
存
在
し
て
い
な
い
｡
ま

た
釘

モ
ー
ド
ン
系
列
の
特
許
状
は
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
ば
か
り
で
は
な
-

ヴ

ォ-
地
方
の
数
多
-
の
有
力
領
主
の
手
に
よ
っ
て
起
草

･
授
与
さ

(10)

れ
た
こ
と
が
'
ブ
ニ
ョ
ン
の
研
究
で
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ま
で

指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
二
点
は
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特

許
状
の
独
自
性
と
そ
の
背
景
を
考
え
る
上
で
看
過
す
る
こ
と
は
で
き

(‖
)

な
い
｡

(
2

)
C
harted
e

franchisesの
内
容

①
領
民

の
特
権
･

義

務

さ
て
､
あ
ら
た
め
て
各
系
列
を
代
表
す
る
7
特
許
状
の
内
容
に
つ

い
て
､
先
ず
は
領
民
側
の
視
点
か
ら
､
特
許
状
の
受
領
に
よ
り
領
民

が
獲
得
し
た
特
権
と
依
然
と
し
て
課
さ
れ
て
い
た
賦
課
の
内
容
を
明

確
に
す
る
O
表
2
は
'
シ
ャ
ン
ベ
リ
I
系
列
を
例
に
､
特
許
状
の
1

般
的
な
形
式
を
条
項
順
に
示
し
た
も
の
で
'
そ
れ
を
内
容
別
に
分
け

る
と
表
2

(
a
)
の
よ
う
に
な
る
｡
こ
こ
か
ら
は
､
刑
法
関
係
の
規

定
に
多
く
の
条
項
を
割
い
て
い
る
こ
と
､
ま
た
領
主
制
的
賦
課
に
関

す
る
規
定
と
並
ん
で
商
業
関
係
の
規
定
が
多
-
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
が
'
本
項
で
は
領
主
制
的
諸
賦
課
に
関
す
る
部
分
と
民
事

関
係
規
定
を
取
り
上
げ
る
｡
表
3
は
､
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い

て
上
に
挙
げ
た
7
特
許
状
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡

ま
ず
領
民
へ
の
懇
意
的
な
賦
課
を
代
表
す
る
ク
ー
ユ
に
つ
い
て
見
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表 2:サヴォワ伯領下の特許状の一般的な形式 (1232年シャンベリー(Chamb6ry)の特許状)

暴力行為が流血に及んだ場合の罰金

暴力行為に対する罰金 (杖を用いた場合)

住居に不法に侵入 した者への罰金

他人の髪の毛を引いた者への罰金

悪口を言った者への暴力行為 (拳など)に

対する罰金免除

正当防衛としての暴力行為に対する罰金免除

誤った量のワインや塩を売った者に対する罰金

不正な秤や升を用いた者に対する罰金

再犯者を伯の裁判下に置くことについて

控訴の場合の控訴料の支払いについて

被控訴人側の保証人の提出について

根拠のない控訴の場合の罰金

訴えのない暴力行為の処理について

犯罪行為の立証の為の証人の提出について

自宅内での暴行 ･殴打の罰金

窃盗 ･謀反 ･殺人の罪を犯 した者を伯の裁

判下に置くことについて

市場での暴力行為または窃盗に対する罰金

放火を犯した者に対する罰金と領主裁判の実施

姦通罪を犯したものに対する罰金

姦通罪の立証と､その免除について

暴力行為等に対する賠償の支払いについて

12歳以下の者に対する上記の諸規程の不適

用について

〔前文〕

〔本文〕

条項 1:住民による遺言作成の承認

2:遺言のない場合の遺産の分配

3:住民による軍役奉仕の期間とその範囲

4:干し草運搬賦役の免除

5:領主の信用買いの承認とその支払い猶予期間

6:領主の役人の宿泊権とその内容について

7:領主の宿泊権とその内容について

8:領主に支払われるクーユの定額化

9:住民への市場開設権の承認

10:自領主の許可のない､当該集落への居住の禁止

11:移住後一年と一日を経た者の住民としての認可

12:家屋売買の収入に対する一定額の税の支払い

13:領主保有の不動産移動に関する税の支払い

14:不動産売買の収入に対する一定額の税の支払い
15:家屋の間口に比例してかけられる税の支払い

16:15条で規定された税の税額

17:パン焼き冠並びに水車の領主所有について
18:領主所有のパン焼き竜 ･水車の使用義務
19: //

20:市場で騒乱を起こした者の罰金について

21:入市税の未払い者への罰金について

22:暴力行為に対する罰金 (奉を用いた場合)

/′ (平手 〝 )

･′ (足 ′′ )

′′ (短剣 ･剣 ′′ )

〝 (槍 ′′ )

〝 (石 ′/ )

･′ (石を投げた場合)

領主制的賦課に関する規定 :3.4.6.7.8.15.16.17.18.19 -10条項

商業 .市場関係規定 :9.20.21.35.36.45 -6条項

刑法関係規定 :22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.37.38.

39.40.41.42.43.44.46.47.48.49 -25条項

民事関係規定 :1.2.5.12.13.14 -6条項

住民資格規定 :10.ll.50 -3条項

〔典拠〕LCibrari0,.op.cit,pp.126-133.より作成O
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表 3:主要Charte de rranchisesの内容

一一＼-普 家屋税 *1 不動産売買税買手 暮2売 手 ターユ バナ リテ升 .秤 :奄:水車 葡萄酒専売期 間 A ち C D E F

AosteChillon 12---6d.8.-6d.1′13 1/13磨′′ △ ◎◎15日間1カ月 ◎ 40日 4d.4d.4d.4d.◎◎ 定 ○○
Chamb6ryB 9.-6d.d 1′13′ ′ 走 ◎◎◎ 40日 ◎ 定 ○

OurgSt.MauriceM d 6--→4 .6_一十4d.a 1121′12 1121′13磨′′′′′′ ◎◎◎◎ 15日40日 ◎◎ 定定 ○○

〔二頃日〕A :市場開設権 B:領主支払い猶予 C:人市税 r):宿泊権 E:軍役 lll:罰金
〔凡例〕d:dcniers廃 :廃止 定:定離.定巌化 ◎ :領主側留保 △:領主と集落の共同所有 ○:記載あり
〔証〕*1:家屋の間口を計り､ 1トワズ (もoise)-1.95mにつき支払われる税｡ 〔一一〕のついて

いるものは､普及の過程において､同系列の特許状であっても額が変動 しているもの｡
*2:不動産の移転に伴って領主に支払われる税｡売手 ･貿手とも総･,ptja買額のうち表に,=I-(した

割合を税として支払 う｡
※但 しサヴォワ伯領ではA和の貨髄が用いられており､賦課額を単純に比較することは出来ない.上

記の表では Aoste,Chambery,Bourg,FontdeBeauvoisinではヴィエンヌ偵幣 (mommaicde
Viennoise)が､VilleneuvedeChillonではサン･モーリス賃略 (mommaiedeSt.Maurice)
が､St.Maurice,Moudonではローザ ンヌ ･ジュネーブ賃幣 (mommaiedeLausann(きCtde
Gcn(Ne)が用いられている｡(残 り l種は､マコン貨幣 (mommaiedeMacon)であり､伯領北
西で一部使用｡)因みに当該期の交換比率は概ね以下の通り｡

(Ideniersviennoise-3/4deniersLausanneetdeGen色ve-1/2deniersSt.Maurice)
表 4.･罰金の内容

(》一般犯罪行為に対する罰金額

〔①の項目〕
A一姦通罪 :B一武器の不法所持 :C-軍役不履行 E-ア自宅内での暴行 ･殴打
D-ア家屋破損 (イ日中の場合 り攻間の場合) (イ日中の場合 り夜間の場合)

エ家宅不法侵入 (オ日中の場合 力夜間の場合) F一放火罪 :G-偽証罪

②展力行為に対する罰金額
〔②の項目〕

A一傘を用いた傷嘗罪
B-平手 〝
C一石 ノ/

D一枚 ･棒 〝
i:一宝石を用いた傷害罪
F一傷膏流血罪
G一剣や槍を用いた傷嘗罪
H一窃盗罪
I-毛髪を引っ張った罪

(ア両手の場合
イ片手の場合)

③商行為上の連反に対する罰金塀

〔③の項目〕
A一市場における騒乱の罪
B一人市税の未納
C-ア :異なる人物への食肉販売

イ :病気肉販売
D-ア :不正な秤 ･升の使用

イ :アを二回以上行った場合
E一葡萄罰令達反
られるもの〔凡例〕 1:livress:sousd:deniers O :領主の慈恵に委ね

〔註〕 これ らの罰金鶴は一般男子に課される額であり､通常女性の場合はその半額が課され､また
12歳以下の者に対 してはこの罰金の適用から除外された｡

〔典拠〕R.Marriotte-Ltiber,VideeLseLgneuT･ie,pp.80-81の表から作成｡

る
と
､
｢我
々
は
当
該
集
落
に
お
い
て
毎
年
8
月
に
7113S
.の
夕
I

ユ
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
た
が
'
住
民
は
今
後
こ
の
タ
-
ユ
に

代
え
､

l
年
の
同
じ
時
期
に
同
額
を

servi
tiu
s
の
名
で
支
払
う
こ

と
を
約
束
す
べ
し
｣
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ソヤ
ン
ベ
リ
ー
の
特

許
状
､
第
8
条
'
以
下
同
様
]､
｢今
後
余
な
ら
び
に
そ
の
後
継
者
達

は
､
懇
意
的
な
夕
-
ユ

(t
attia
)
あ
る
い
は
援
税

(
ex
a
ctio
n
en

invitas)
を
設
け
る
こ
と
は
な
い
｣
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O
S
T
E
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｢ク
ー

ユ
並

び
に
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
外
の
妖
課
か
ら

(住
民
は
-
筆
者
)

自
由
と
な
る
だ
ろ
う
.
｣
[V
tL
L
E
N
E
U
V
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4
]
｢集
落
は
全
て

の
不
当
な
る
賦
課
よ
り
解
放
さ
れ
る
｣

[S
T
.M
A
U
R
IC
E
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]
と

表
現
に
多
少
の
差
は
あ
れ
､
い
ず
れ
の
特
許
状
も
定
額
化
な
い
し
は

(ド
)

廃
止
し
て
い
る
｡
ま
た
家
屋
税

･
入
市
税

･
不
動
産
売
買
税
に
つ
い

て
は
税
額
や
割
合
が
固
定
化
さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
表
2
の
第
1
条

｢当
該
集
落
に
お
い
て
､も
し
遺
言
を
な
し
た
者
が
死
ん
だ
時
に
は
､

そ
の
遺
言
状
は
効
果
を
持
ち
'
ま
た
そ
れ
が
厳
格
に
守
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
｣
と
第
2
条

｢し
か
し
て
'
も
し
遺
言
な
-
死
亡
し
た
男
性

も
し
-
は
女
性
が
い
た
場
合
､
そ
の
正
当
な
る
相
続
人
が
そ
の
者
を

相
続
す
る
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
､
子
供
達
'
最
も
近
い
父
系
親
族
と
母

系
親
族
で
あ
る
｣
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
､
遺
言
を
通
じ
た
個
人
的
な

(13)

財
産
の
自
由
処
分
も
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
で
は
､
こ
れ
ら
の
規
定
は

従
来
の
領
主
制
的
賦
課
を
大
き
-
軽
減
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ

ろ
う
か
｡

集
落
が
特
許
状
受
領
の
直
前
に
置
か
れ
て
い
た
経
済
状
況
に
つ
い

て
'
こ
こ
で
あ
る
集
落
の
城
代
が
残
し
た
会
計
記
録

(co
m
pte)

を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
｡
そ
れ
は
城
代
ル
ド
ル

フ
-モ
ー
ド

ン

(R
od
o
l
ph
eM
ou
d
on
)
が
作
成
し
､
バ
イ
イ
に
対
し

て
報
告

(14)

し
た

〓

1六
六
年
の
集
落
イ
ヴ
エ
ル
グ
ン
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
.

(_5)

こ
れ
に
よ
る
と
､
お
よ
そ
S
lP
か
ら
な
る
こ
の
集
落
か
ら
城
代
は

一

年
間
に
中
間
役
人
の
取
り
分
を
除
い
て
29
7).
ls
d
.
の
収
入
を
得
て

い
る
｡
こ
の
う
ち
そ
の
年
に
収
穫
さ
れ
た

小

麦

(∽O.∽m
uid
)､
ラ

イ
麦

()4
･7
5m
uid
)'
燕
麦

(49
.86m
uid
)

の
総
売
上

げが
)33

)･2
S
･7
d･
と

な
っ
て
全
体
の
44
%

と
収
入
の
重
要
な
部
分
を
な
し
て

い

る
｡
た
だ
し
'
生
産
物
貢
粗
と
し
て
領
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
の
は

こ
の
う
ち
小
麦
が
わ
ず
か
t
m
uid
､
燕
麦
も
4
m
uid
に
過
ぎ
ず
'

1
戸
当
た
り
に
換
算
す
る
と
小
麦
が

)
.8
b

oissea
u'
ま
た
燕
麦

が
14
A
b
o
issea
u
の
少
額
に
な
っ
て
し
ま
う

.ま
た
領
民
か
ら
の

地
代
総
額
も
22)･8
S
･8d
･に
と
ど
ま
っ
て
い
る
.
こ
の
地
で
は
領
主

直
営
地
か
ら
の

収
穫
が
そ
の
大
部
分
を
な
し
て
い
た
｡
伯
所
有
の
牧

草
地
か
ら
の
牧
草
や
株
の
売
却
益
も
47).)4
S
.2
d
.
と
全
体
の
16
%

を
占
め
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'

一
連
の
領
主
制
的
賦
課
に
関
す
る
規

定
は
､
確
か
に
領
主
並
び
に
そ
の
役
人
の
懇
意
性
は
排
除
す
る
で
あ

ろ
う
が
､
た
だ
ち
に
領
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

多
-
の
特
許
状
が
廃
止
し
て
い
た
ク
ー
ユ
は
'
こ
の
年
集
落
全
体
で

は
も
と
も
と
僅
か
tO
s
.し
か
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
｡他
方
'伯
に
23).



の
収
入
を
も
た
ら
し
た
バ
ナ
リ
テ
は
､
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
多
-
の
特

許
状
が
廃
止
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢パ
ン
焼
き
竃
と
水
車

は
'
伯
の
所
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
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L
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I.f
一

と
し
て
い
ず
れ
の
特
許
状
も
留
保
し
て
い
る
｡
ま
た

｢か
か
る
こ
と

〔特
許
状
の
授
与
=
筆
者
〕
の
た
め
に
は
､
住
民
達
自
身
の
出
費
に

よ
っ
て
次
の
も
の
を
供
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
即
ち
､

一
つ
の
完
全
に

し
て
良
き
水
車
､
な
ら
び
に
新
し
さ
水
車
を
設
置
す
る
た
め
に
必
要

と
な
る
道
路
'
さ
ら
に
完
全
な
竃
を

1
つ
｣

[S
T
.G
E
N
tX
16
]

と
い
う
規
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
特
許
状
授
与
が
バ
ナ
リ
テ
を
新

(_7
)

た
に
認
め
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡

軍
役
奉
仕
に
つ
い
て
み
る
と
､
定
量
化
さ
れ
て
は
い
て
も
'
北
東

フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
特
許
状
が
自
ら
の
集
落
を
守
る
た
め
の
軍
役
と

It.)

い
う
性
格
を
強
-
示
し
て
い
た
の
に
対
し
'
例
え
ば
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー

の
特
許
状
で
は
'
軍
役
の
範
囲
は
遠
-
ア
ル
プ
ス
山
脈
の
モ
ン
=
ス

ニ
峠
及
び
サ
ン
=
ベ
ル
ナ
ー
ル
峠
ま
で
'
ま
た

一
年
の
総
軍
役
日
数

は
40
日
間
と
し
て
い
る
｡
そ
の
他
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
=
ド
=
シ
ロ
ン
は

1
回
に
つ
き
1
日
以
内
､
範
囲
は
シ
オ
ン
司
教
区
内
の
レ
マ
ン
湖
ま

で
｡
ブ
ー
ル
は
1
回
に
つ
き
3
日
以
内
｡
サ
ン
=
モ
ー
-
ス
は
1
年

の
総
軍
役
日
数
は
20
日
間
で
､範
囲
は
ジ
ュ
ネ
-
ヴ

､
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
'

シ
オ
ン
司
教
区
内
｡
モ
ー
ド
ン
は
1
回
に
つ
き
1
日
以
内
､
範
囲
は

ジ
ュ
ネ
-
ヴ
､
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
司
教
区
内
｡
ボ
ン
=
ド
=
ビ

ュ
ー
ボ
ワ

ザ
ン
は
1
回
に
つ
き
1
日
以
内
の
軍
役
が
そ
れ
ぞ
れ
課
さ
れ
て
い

る
｡
こ
れ
ら
の
軍
役
は
t
よ
り
広
い
領
域
の
守
護
が
領
民
に
課
さ
れ

て
い
る
点
､
ま
た
年
間
の
回
数
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に

お
い
て
､
そ
の
内
実
は
高
負
担
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
､
と
思
わ

れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
経
済
的
側
面
に
関
す
る
限
り
､
領
民
が
恩
恵
を

受
け
る
要
素
は
十
分
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
で
は
政
治
的
な
面
､
例
え
ば
領
民
共
同
体
の
自
治
的
な
政

治
組
織
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
当
該
伯
領
で
も
個
々
の
集
落
内
に

共
同
体
側
の
利
益
を
代
表
す
る
役
人
が
存
在
す
る
｡
史
料
中
で

sind
ic
us
と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
役
人
は
､
新
住
民
の
受
け
入
れ

[A
O
ST
E
19
]
､
共
同
体
会
計
の
管
理

(V
iL
L
E
N
E
U
V
E
)､

諸
賦
課
の
徴
収

(
B
O
U
R
G
)
､
賦
課
徴
収

･
新
住
民
の
受
け
入
れ

[
s
T
.M
A
U
R
IC
E
9
]'
バ
イ
イ
と
の
交
渉

(M
O
U
D
O
N
)㌔

城
代
と
の
交
渉
(B
E
A
U
V
O
iS
IN
)を
行
っ
て
お
り
'
機
能
面
か
ら
判

断
す
れ
ば
こ
の
サ
ン
デ
ィ
ク
は
'
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
多
-
の
特
許
状

が
そ
の
設
置
を
認
め
'
選
出
を
領
民
に
委
ね
た
メ
ー
ル
(m
ai
r
e)
と
'

(_9
)

ほ
ぼ
同
等
の
役
割
を
果
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
時
役
人
の
設
置
な
い

し
機
能
を
確
定
す
る
史
料
は
必
ず
し
も
C
h
ar
te
d
e
fra
n
ch
ises
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡
ア
オ
ス
ト
と
サ

ン=
モ

ー
リ
ス

の
特
許
状
を
除
き
､
他
の
特
許
状
並
び
に
そ
の
系
列
下
の
特

許
状
に
は

住
民
の
政
治
組
織
に
関
す
る
規
定
は
な
-
､
ま
た
ア
オ
ス
ト
の
特
許
状

も
5
回
目
の
授
与

(
一
三
三
三
年
)
で
よ
う
や
-
サ
ン
デ
ィ
ク
に
関
す

(20
)

る
上
記
の
規
定
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
｡
で
は
彼
ら
は
特
許
状
授
与
以
前

か
ら
存
在
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
､
彼
ら
の
史
料
初
出
は
14
世
紀

と
遅
-
､
こ
の
頃
よ
う
や
く
サ
ン
デ
ィ
ク
は
設
置
さ
れ
た
と
み
る
方

が
妥
当
で
あ
る
｡
ま
た

｢多
-
の
サ
ン
デ
ィ
ク
達
は
､
領
主
の
命
に

よ
り
て
､
か
つ
裁
判
官
､
城
代
な
ら
び
に
我
々
の
領
主
の
そ
の
他
の

役
人
達
の
同
意
を
以
て
選
ば
れ
る
｣
[S
T
.M
A
U
R
IC
E
9
]
と
さ

(21
)

れ
､
そ
の
選
出
権
限
は
領
主
側
に
あ
っ
た
｡
こ
の
サ
ン
デ
ィ
ク
創
設

の
経
緯
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
｡
た
だ
以
上
か
ら
'

目
的
の
一
つ
に
メ
ー
ル
の
設
置
を
掲
げ
て
い
た
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
特

許
状
と
は
異
な
り
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
は
領
民
へ
の
自
治
的

政
治
機
能
の
賦
与
を
目
的
と
し
て
含
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
認

さ
れ
よ
う
｡

②
伯
の
政
治
的

･
経
済
的
意
図

本
項
で
は
､
授
与
者
で
あ
る
伯
の
視
点
か
ら
､
特
許
状
に
現
れ
る

伯
の
政
策
的
意
図
を
明
確
に
す
る
｡
前
項
で
は
多
-
の
特
許
状
が
バ

ナ
リ
テ
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
｡
た
だ
バ
ナ
リ
テ
の
う

ち

｢
い
か
な
る
者
も
塩
の
升
を
持
た
な
い
｡
そ
の
仕
事
に
従
事
し
､

領
主
並
び
に
彼
の
城
代
の
命
に
よ
っ
て
そ
れ
を
持
つ
も
の
を
除
い
て

は
｣
[S
T
.G
E
N
iX
21
]
と
か

｢領
主
は
当
地
に
お
い
て
､
そ
れ
を

用
い
て
計
ら
れ
る
べ
き
自
ら
の
秤
を
有
す
｣
[C
H
A
M
B
E
R
Y
36

]

と
い
う
よ
う
な
､
市
場
で
使
用
す
る
升
や
杵
に
対
す
る
領
主
独
占
権

の
主
張
は
､
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
特
許
状
に
は
確
認
さ
れ
ず
､
伯
の
市

(22
)

場
統
制
に
関
す
る
強
い
意
欲
の
現
れ
と
理
解
出
来
る
｡
こ
の
こ
と
は

刑
法
規
定
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
｡
例
え
ば
表
4
①

～
③
は
罰
金

額
の
一
覧
で
あ
り
､
③
が
商
行
為
上
の
違
反
に
対
す
る
罰
金
で
あ
る

が

｢市
場
開
設
期
間
中
に
市
場
を
破
壊
し
た
者
は
'
領
主
で
あ
る
伯

に
対
し
て
60
ス
I
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
'
伯
並
び
に
集
落
に
居
住

す
る
者
は
壊
れ
た
所
を
直
し
､
そ
の
損
害
を
不
正
を
な
し
た
者
ど
も

に
償
わ
せ
る
べ
し
｣
[C
H
A
M
B
E
R
Y
20
]
と
さ
れ
'
そ
の
罰
金
額

(23
)

は
他
の
暴
力
行
為
な
ど
の
罰
金
額
と
同
額
の
高
額
に
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
不
正
な
升
を
使
用
し
た
場
合
､
そ
れ
が
2
回
以
上
に
及
ん
だ
り
'

｢大
き
い
升
を
用
い
て
商
品
を
買
い
入
れ
､
小
さ
い
升
を
用
い
て
そ

れ
を
販
売
し
た
｣
[A
O
S
T
E
8
]
場
合
に
は
､
罰
金
の
支
払
い
で
は

済
ま
さ
れ
ず
伯
の
流
血
裁
判
権
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

】碓
凸

る
｡
デ
ユ
パ
ー
ル
に
従
え
ば
､
こ
う
し
た
市
場
統
制

へ
の
伯
の
意
欲

lY;)

は
､
当
地
の
事
情
か
ら
し
て
当
然
で
あ
っ
た

｡

サ
ヴ
ォ
ワ
の
中
核
都

市
の
一
つ
モ
ン
メ
ラ
ン
の
流
通
税
徴
収
簿
を
検
討
し
た
彼
に
よ
れ
ば
'

当
時
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
は
モ
ン
=
ス
ニ
峠
と
サ
ン
=
ベ
ル
ナ
ー
ル
峠
を

有
し
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
タ
リ
ア
を
結
ぶ
重
要
な
交
易
路
上
に

あ
っ
た
が
､
自
領
内
に
は
有
力
な
産
品
が
な
-
､
ま
た
こ
の
頃
に
は

北
ア
ル
プ
ス
や
地
中
海
を
通
る
新
た
な
交
易
ル
ー
ト
も
開
発
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
当
該
伯
領
に
お
い
て
は
､
都
市
を
中
核
と
す
る

地
域
産
業
の
振
興
を
は
か
る
よ
り
も
'交
易
地
と
し
て
市
場
⊥
父
易
路

の
秩
序
維
持
を
計
り
(
｢過
市
な
い
し
大
市
に
釆
た
る
者
は
､伯
の
保
護

の
下
に
置
か
れ
､
無
事
に
し
て
安
全
で
あ
る
｣
[E
V
IA
N
8
]
)､
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ま
た
そ
こ
か
ら
の
諸
税
の
徴
収
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

た
と
い
う
｡
こ
の
こ
と
が
特
許
状
の
内
容
に
も
反
映
し
た
の
で
あ
る
｡

先
の
集
落
イ
ヴ
エ
ル
グ
ン
の
会
計
記
録
で
は
過
市
及
び
年
市
か
ら
の

税
収
は
N∞L
と
決
し
て
多
-
な
い
｡
し
か
し
例
え
ば
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
と

リ
ヨ
ン
を

結
ぶ
水
運
路
上
に
位
置
す
る
サ
ヴ
ォ
ワ
西
部
の
サ
ン
=
シ

ン
ポ
リ
ア
ン

(
二

一五
七
年
に
特
許
状
受
領
)
の
会
計
記
録
(
一
二

六
〇
-
六

1
)
で
は
､
総
収
入
90
0).の
う
ち
こ
の
地
を
通
過
す
る

商
人

･
商
品
に
課
さ
れ
る
流
通
税
収
入

〔大
通
行
税

(g
r
a
n
d

p
6a
g
e
)
と
小
通
行
税
(p
etit
p
6a
g
e
)
の
合
計
〕
は

60
0)
.に
達
し

(26)

て
い
る
｡
伯
は
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
地
理
的
位
置
に
由
来

す
る
経
済
的

好
機
を
'
自
領
の
実
情
に
別
し
て
活
か
す
た
め
'
特
に
市
場
統
制
に

(2
)

対
し
て
今
見
た
よ
う
な
熱
意
を
持
っ
て
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

一
方
､
罰
金
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
の
存
在
は
伯
が
､
そ
の
裁
判

権
の
下
で
市
場
も
含
め
集
落
全
体
の
平
和
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
意

図
の
現
れ
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
｢全
て
の
ブ
ル
ゲ
ン
セ
ス
及

び
外
来
者
さ
ら
に
全
て
の
住
民
は
'
領
主
(-
伯
)
の
裁
判
権
の
下
に

あ
り
､
彼
の
法
廷

(cu
ria
)
に
お
い
て
争
う
べ
し
｣
[E
V
IA
N
8
]

あ
る
い
は

｢余
は
'
当
該
集
落
に
お
い
て
裁
判
権
の
完
全
な
る
も
の

(m
eru
m
)
を
維
持
す
る
｣
[V
IL
L
E
N
E
U
V
E
19
]
と
い
う
形

で
､
伯
に
よ
る
完
全
な
裁
判
権
の
掌
握
を
記
し
た
特
許
状
は
必
ず
し

(粥
)

(2)

も
多
-
は
な
い
が
､
殆
ど
の
特
許
状
は
上
級
裁
判
権
が

｢領
主
で

あ
る
伯
に
帰
属
す
る
｣
｢伯
の
意
の
下
に
あ
る
｣
｢伯

の
慈
悲

(m
iseric
ordia)の
下
に
あ
る
｣
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
｡
そ
し

て
特
許
状
受
領
集
落
に
関
係
を
持
つ
中
小
領
主
層
は
､
完
全
に
当
地

の
支
配
権
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
'
裁
判
権
に
関
し
て

は
副
支
配
権

(viced
om
ina
tu
s)
を
有
す
る
に
と
ど
ま
り
､
下

級
な
い
し
中
級

の
裁
判
権
を
行
使
し
て
一
件
に
つ
き
60
ス
I
を
越
え

な
い
限
り
で
徴
収
さ
れ
た
罰
金
額
の
､
そ
の
約
%
を
受
け
取
る
存
在

と
な
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
伯
の
裁
判
権
と
の
関
連
で
は
､
先
に
挙
げ

た
特
許
状
の
系
列
の
広
が
り
が
､
こ
の
後
14
世
紀
に
整
備
さ
れ
る
バ

ヤ
ー
ジ
ュ
､
即
ち
伯
の
上
級
裁
判
管
区
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
､
そ

し
て
系
列
の
核
と
な
る
特
許
状
を
受
領
し
た
集
落
が
同
時
に
バ
ヤ
ー

ジ
ュ
の
中
心
地
に
も
な
っ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
指
摘

(30)

で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
点
を
ま
と
め
る
な
ら
'
特
許
状
の
授
与

は
､
受
領
集
落
を
伯
に
よ
る
統

1
的
な
行
政
組
織
及
び
流
通
構
造
の

下
に
組
み
込
ん
で
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
｡
こ
の
点
は
政
治
的

･
経
済
的
機
能
を
併
せ
持
つ
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
た
受
領
集
落
の
性
格
と
も

一
致
す
る
｡
そ
し
て
こ
う
し
た

過
程
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
'規
定
の
具
体
的
な
内
容
は
'多
少
の

差
は
あ
る
も
の
の
各
系
列
の
特
許
状
と
も
よ
-
類
似
L
t
高
い
均
質

性
を
持
っ
て
い
る
｡
か
か
る
均
質
性
は
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
特
許
状
に

は
類
を
見
な
い
｡典
型
的
な
の
は
罰
金
額
で
､最
高
罰
金
額
が
概
ね
60

ス
I
に
統

一
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
ブ
ー
ル
や
ボ
ン
=
ド
=
ビ
ュ
ー

ヴ
ォ
ワ
ザ
ン
と
い
っ
た
13
世
紀
に
入

っ
て
新
し
-
伯
の
影
響
下
に

21

入
っ
て
い
っ
た
ブ
レ
ス
地
方
と
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
地
方
の
系
列
を
そ
れ
ぞ

れ
代
表
す
る
特
許
状
で
は
､
こ
の
点
の
統

一
は
不
十
分
で
あ
り
7

(;
)

ス
I
の
罰
金
額
が
散
見
さ
れ
る
.

(3
)
授
与
-
受
領
を
巡
る
在
地
の
政
治
状
況

(2
Y
･①
で
確
認
し
た
特
許
状
の
内
容
は
､
特
許
状
普
及
の
背
景

を
経
済
的
要
因
に
求
め
る
こ
と
､
ま
た
近
年
の
研
究
動
向
が
指
摘
す

る
よ
う
な
政
治
的
要
因
に
求
め
る
こ
と
､
そ
の
い
ず
れ
も
が
困
難
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
｡
領
主
の
経
済
的
圧
迫
や
政
治
的
集
権
化

に
対
す
る
領
民
の
抵
抗
を
考
慮
し
た
妥
協
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
し

て
特
許
状
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
す
れ
ば
､
我
々
は

特
許
状
普
及
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
｡
新

開
発
村

(vilL
an
o
va
)で
あ
れ
ば
と
も
か
く
､
既
存
集
落
の
住
民

ち
(2
)-
②

で見
た
よう
な
志
向
を
持
つ
特
許
状
を
抵
抗
な
く
受
け

入
れ

て

お

り
､
多
額
の
金
銭
を
支
払
っ
て
ま
で
獲
得
し
て
い
る
事
例

も
確
認
さ
れ
る
｡
特
許
状
前
文
に
見
ら
れ
る

｢こ
の
住
民
た
ち
の
要

求
に
お
い
て

(
colt
entib
u
s
et
pete
ntib
u
s
d
ictis
h
om
inibu

(32)

s)｣
と
い
う

表
現
が
そ
のまま
真
実
で
あ

っ
た
と
は
言
え
ま
い
｡
し

か
し
文
書
授
与
に
は
住
民
側
の
要
請
も
あ
り
､
伯
の
意
図
の
1
方
的

な
押
し
っ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
｡
こ

の
問
題
は
､
①
文
書
授
与
以
前
か
ら
伯
の
支
配
権
が
安
定
的
に
確
定

さ
れ
て
い
た
集
落
と
､
②
授
与
重
刑
に
何
ら
か
の
手
段
を
用
い
て
伯

]楳
E

が
支
配
権
を
獲
得
し
た
集
落
､
と
で
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡

し
か
し
両
集
落
に
は
共
通
す
る

一
つ
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
｡
そ
れ

は
近
隣
の
中
小
領
主
=
騎
士
層
及
び
聖
職
者
と
集
落
民
と
の
経
済
的

利
害
を
巡
る
摩
擦
で
あ

る
｡
す
な
わ
ち
､
伯
が
特
許
状
授
与
の
前
に

対
抗
し
た
数
多
-
の
在
地
領
主
は
同
時
に
集
落
民
と
も
衝
突
し
て
い

た
｡
ま
た
既
に
伯
の
支
配
下
に
あ
っ
た
集
落
で
も
'
特
許
状
授
与
前

後
伯
に
対
し
て
集
落
共
同
体
か
ら
の
中
小
領
主
=
騎
士
層
と
の
係
争

解
決
の
要
求
が
格
段
に
増
加
し
て
い
る
｡
も
っ
と

も
こ
れ
ら
の
事
例

は
必
ず
し
も
全
集
落
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
'
特
に

上
記
①
型
の
集
落
で
は
､
伯
の
政
策
的
意
向
に
基
づ
く
授
与
が
行
わ

れ
て
い
た
と
い
え
る
が
､
こ
こ
で
は
特
許
状
受
領
に
よ
っ
て
伯
と
の

緊
密
な
結
び
つ
き
を
求
め
た
い
-
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
て
み
た
い
｡

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ブ
=
ド
=
シ
ロ
ン

(2

二

二

一
四
年
)
は
既
存
集

落
に
接
し
て
設
け
ら

れ
た

新
村
で
あ
っ
た
が
､
特
許
状
を
授
与
さ
れ

た
後

1
二
二
〇
年
に
新
住
民
の
受
け
入
れ
を
巡
っ
て
H
a
u
t
cret修

道
院
と
住
民
と
の
間
で
衝
突
が
生
じ
､
伯
に
そ
の
解
決
が

求め
ら
れ

(T=7)

て
い
る
.
ブ
ー
ル

(9

‥
〓

1五
〇
年
)
で
は
'

1
二
五
〇
年
の

特
許
状
授
与
以
来

S
eiE
on
修
道
院
と
当
該
集
落
と
の
間
で
森
林

及
び
放
牧
地
の
用
益
に
つ
い
て
生
じ
た
争
い
を
度
々
伯
が
仲
裁
し

(35)

て
い
る
｡
ま
た
ラ
-
コ
テ
=
サ
ン
=
タ
ン
ド
レ
(24

二

二
七
四
年
)

で
は
集
落
民
の
財
産

処
分
を
巡
る
争
い
､
こ
の
争
い
は
集
落
民
と

L
a
C
o
t6
修
道
院
や
B
oc
zo
set教
区
内
の
貴
族
を
始
め
と
す
る
五
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者
と
の
間
で
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
を
伯
が
解
決
し
て
い

(訓一
る
｡
サ
ン
-
モ
ー
-
ス

(30

二

二
八
五
年
)
で
は
､
流
通
税
及
び

集
落
防
衛
費
用
の
支
払
い
を
拒
否
し
た
騎
士
R
ao
u
L
d
e
N
o
viLLe

と
住
民
と
の
争
い
に
伯
が
介
入
し
騎
士
側
に
上
記
賦

課
の
支

払
い
を

認
め
さ
せ
て
い
る
｡
ま
た
当
地
で
は

二

一九
四
年
と
九
六
年
に
も
同

様
に
賦
課
の
支
払
い
を
巡
っ
て
修
道
士

Q
u
a
rt6r
y
t
J
ac
qu
e
d
e

P
er
a
viso
と
の
間
に
衝
突
が
生
じ
た
が
､
こ
れ
に
も
伯

が
介
入
し

て
和
解
に
至
ら
せ
て
い
る

(修
道
士
の
上
記
賦
課
の
支
払
い
を
免

(S;7〕
除
)｡
こ
う
し
た
争
い
は
近
隣
住
民
と
の
間
に
も
み
ら
れ
る
｡
エ
ヴ
ィ

ア
ン

(1
:

1
二
六
五
年
)
の
住
民
は
､
白
村
に
隣
接
す
る
B
res

t

の
森
に
好
い

て
無
断
で
山
羊
の
放
牧
を
行
っ
た
隣
村
の
住
民
の
追放

(38
)

を
伯
に
訴
え
､
伯
も
城
代
に
そ
の
取
締
り
を
命
じ
て
い
る
｡

こ
う
し
て
確
実
に
い
-
つ
か
の
集
落
で
は
'
近
隣
住
民
や
領
主
層

か
ら
集
落
共
同
体
を
保
護
し
平
和
を
維
持
す
る
存
在
と
し
て
伯
が
必

要
と
さ
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
こ
の
時
授
与
-
受
領
さ
れ
た
特
許
状
は
､

こ
れ
ら
の
人
々
を

一
方
的
に
排
除
す
る
の
で
は
な
-
､
二
通
り
の
方

法
で
彼
ら
と
の
共
生
を
計
っ
て
い
る
｡
ま
ず
第

一
に
は
'
彼
ら
を
共

同
体
の
枠
内
に
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
る
｡
特
許
状
中
の
各

条
項
は
､
(
q
u
isV
(
a
-iquisV
(
quicum
q
u
eV
を
主
語
と
し
'

主
体
を
特
定
し
な
い
こ
と
で
既
に

一定
領
域
内
に
居
住
す
る
全
住
民

を
対
象
と
し
て
い
る
｡
が
'
前
文
あ
る
い
は
新
住
民
の
受
け
入
れ
に

関
す
る
規
定
か
ら
は
'
特
許
状
の
対
象
者
が
当
初

(
h
o
m
ine
s

r
esidentes
in
vilt
aV
(
habitator
es
in
vittaV
で
あ
っ
た
の

に
､
13
世
紀
中

頃
か

ら
は
伯
に
対
し
て
宣
誓
を

な
し
た
者
を
示
す

(b
弓

gen
Se
SV
へ
､
さ
ら
に
13
世
紀
末
に
は
(
n
ob
i-esX
m
i-it
esV

(39)

へ
と

拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
た
上

で
度

々
問
題
と

な
っ
て
い
た
中
小
騎
士
､
聖
職
者
に
よ
る
共
同
体
防
衛
費
用
の
支
払

い
に
つ
い
て
､
伯
の
裁
定
を
時
代
を
追
っ
て
み
て
み
る
と
､
全
面
的

な
免
除
か
ら
支
払
い
命
令
'
そ
し
て
強
制
へ
と
共
同
体
側
の
立
場
を

(40
)

尊
重
す
る
方
向
へ
確
実
に
向
か
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
彼
ら
も
含
め
ひ

と
た
び
集
落
共
同
体
の
一
員
と
な
れ
ば
､
｢領
主
並
び
に
集
落
は
､

こ
の
者
を
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
以
て
手
助
け
し
､
守
る
べ
き
で
あ
る
｣

(41)

[C
H
A
M
B
E
R
Y
ll
]
し
､
｢集
落
と
領
主
は
そ
の
法
の
下
で
そ
の

(ri])

者
を
保
護
す
べ
き
｣
[S
T
IG
E
N
tX
4
]
で
あ
っ
た
.
当
該
期
の
サ

ヴ
ォ
ワ
伯
領
に
お
い
て
複
数
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
中
小
領
主
層
の

(ー1)

経
済
的
衰
退
は
､
こ
う
し
た
動
き
に
連
な
っ
て
い
-
と
思
わ
れ
る
｡

対
し
て
第
二
に
､
(2
)
-
②
の
後
半
で
見
た
よ
う
に
'
裁
判
権
限
を

限
定
さ
れ
な
が
ら
も
依
然
と
し
て
当
地
の
諸
支
配
権
を
維
持
し
て
い

た
中
小
領
主
層
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
｡
も
っ
と
も
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領

で
は
こ
う
し
た
領
主
層
が
自
ら
当
事
者
と
な
っ
て
特
許
状
の
授
与
に

参
加
す
る
こ
と
は
な
い
｡
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
､
中
小
領
主
層
も

ま
た
諸
侯
と
協
働
し
て
'
或
い
は
単
独
で
自
領
内
の
集
落
に
積
極
的

に
特
許
状
を
授
与
し
て
い
る
｡
但
し
そ
の
際
に
は
諸
侯
の
確
認
を
必

要
と
L
t
記
載
内
容
の
遵
守
を
諸
侯
に
誓
約
し
､
未
決
の
村
落

23

裁
判
の
裁
定
を
諸
侯
役
人
に
委
任
す
る
旨
を
特
許
状
中
に
明
記
す
る

I;)

こ
と
が
多
-
､
特
許
状
の
授
与
を
通
じ
て
､
諸
侯
-
中
小
領
主
間
関

係
が

(裁
判
権
限
の
帰
属
を
中
心
に
)
規
定
さ
れ
る
側
面
も
確
認
さ

れ
た
｡
こ
う
し
た
事
例
と
比
較
し
た
時
､
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
で
は
中
小

領
主
層
の
特
許
状
授
与
へ
の
消
極
姿
勢
に
よ
っ
て
､
上
述
の
よ
う
な

副
支
配
権
を
有
す
る
彼
ら
と
諸
侯
と
の
関
係
を
こ
の
文
書
か
ら
十
分

に
読
み
と
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
出
来
な
い
｡

(4
)
小
括

サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
は
､
領
民
に
認
め
ら
れ
た
特
権
の
内
容

に
お
い
て
北
東
フ
ラ
ン
ス
地
方
の
そ
れ
を
上
ま
わ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
｡
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
に
つ
い
て
の
諸
研
究
者
も
､
こ
の
地
に
普

及
し
た
特
許
状
が
決
し
て
領
民
に
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

ll_',.)

を
認
め
て
い
る
｡
た
だ
彼
ら
特
に
ぺ
ラ
ン
は
'
特
許
状
を
受
領
し
た

サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
諸
都
市
は
重
要
な
交
易
路
上
に
位
置
す
る
と
い
う

そ
の
地
理
的
な
位
置
に
助
け
ら
れ
て
'
十
全
な
発
展
を
遂
げ
た
と
理

(4)

解
し
て
い
る
｡
し
か
し
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
下
の
諸
都
市
は
､
有
効
な
産

品
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
'
ま
た
特
許
状
に
規
定
さ
れ
た
伯
に
よ
る

厳
格
な
ま
で
の
市
場
統
制
が
妨
げ
と
な
っ
て
､
む
し
ろ
都
市
の
自
由

な
経
済
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
た
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
か
な
り
時
代
を
下
る
が
16
世
紀
に
サ
ヴ
ォ
ワ
家
に

仕
え
た
思
想
家
ボ
デ
ロ
は
､
自
ら
の
地
方
に
は
貧
弱
な
都
市
し
か
存

(47)

在
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
特
許
状
は
領
民
側
に
自
律
的

な
経
済
的

･
政
治
的
発
展
の
機
会
を
与
え
た
と
は
言
え
な
い
｡

伯
は
､
主
と
し
て
諸
賦
課
の
固
定
化
と
い
う
方
向
で
の
フ
ラ
ン

シ
ー
ズ
を
認
め
る

一
方
で
､
バ
ナ
リ
テ
や
罰
金
の
徴
収
に
あ
た
っ
て

は
商
業
統
制
と
と
も
に
主
導
性
を
発
揮
し
て
い
る
｡
ま
た
賦
課
内
容

及
び
罰
金
額
に
つ
い
て
は
､
多
少
地
域
的
な
違
い
は
在
る
も
の
の
全

体
と
し
て
は
非
常
に
均
質
で
あ
る
が
､
よ
り
詳
細
に
見
れ
ば
､
そ
れ

ら
は
将
来
の
行
政

･
上
級
裁
判
管
区
に
対
応
す
る
形
で
複
数
の
系
列

に
分
類
さ
れ
る
｡
集
落
民
は
'
特
権
の
内
容
に
お
い
て
必
ず
し
も
十

分
と
は
い
え
な
い
こ
の
特
許
状
の
受
け
入
れ
に
よ
っ
て
'
伯
の
保
護

下
で
近
隣
の
中
小
領
主
-
騎
士
層

･
聖
職
者
の
干
渉
を
排
し
､
彼
ら

を
も
取
り
込
む
形
で
共
同

体
的
凝
集
性
を
高
め
て
い
っ
た
｡
こ
の
よ

う
な
特
許
状
の
性
格
は
､
諸
侯
主
導
の
下
で
固
有
の
法
慣
習
を
持
つ

地
域
を
統
合
し
､
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
統

1
的
か
つ
組
織
的
な
法
体
系

を
築
き
上
げ
よ
う
と
す
る
試
み
こ
そ
が
'
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
に
お
け
る

C
h
a
rte
d
e
f
ra
nch
ise
sの
授
与
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

1u=1
)

し
て
い
よ
う

｡
次節
で

は
､こ
う
し
た
性
格
を
持
つ
特
許
状
の
作
成
･

授
与
を
可
能
な
ら
し
め
た
サ
ヴ
ォ
ワ
の
法
的
背
景
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
｡

註
(

-
)

R

.
M
a
rio
tte
I
L
6be
r

.op
.

c
it"
p
p
.2
7
35.



(2
)
ibid
.,p
122
.
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(3
)
ibid
..p
124
.

(4
)
R
.H
.B
a
u
tier

et
∫
.S
o
rn
a
y
〉

L
es

so
u
rces

d
e

I.h
isto
iT.e

aco
n
o
m
iq
u
e
et
Sa
Cia
le
d
LL
M
o
y
en
A
g
e･P
ro
uen
ce
C
o
m
ta
t

v
ena
issLn
.D
a
up
h
in
e.E
ta
ts
d
e
la
M
a
iso
n
d
e
幹
uo
ie,t･),

A
rch
tues
d
es
p
rm
ctp
a
u
tes
terTito
Tia
les
et
a
TtCh
iues

seLg
n
e
u
Ti
a
les
.P
a
ri
s
.1968
,p
p
･342
-
34
3
･

(
5
)
例
え
ば

｢
ロ
リ
ス
の
法
｣
系
列
で

一
一
八
九
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
2
世
が
ノ

ネ
ッ
-
に
対
し
て
授
与
し
た
特
許
状
の
前
文
に
は
､
以
下
の
如
く
記
さ
れ

て

い

る
｡

(
…
co
n
Ced
im
u
s

co
n
su
etu
d
in
eS

h
a
b
en
d
a
s

et

o
b
serva
n
d
a
s
q
u
a
s
h
a
b
en
t
et
o
b
serva
n
t
h
o
m
in
es
n
o
sto
ri

d
e
L
o
rria
co
.)
.
M
.
P
ro
u
.L
es
co
u
tu
m
es
d
e
L
o
rris
et
teur

p
ro
pa
g
a
ti
o
n
a
u
x
l1
2-
X
tZt
si6cle
一
R
eu
u
e
h
islo
riq
LLe
d
e

d
T･O
it
f
ra
n
E)a
is
et
etra
n
g
eT･.i.5
.)884
,p
p
･523
-
556
,p
ieces

J
u
Stifica
tives
,
n
o
X
II･

(6
)
上
の
ノ
ネ

ッ
ト
の
特
許
状
も
そ
の
1
例
で
あ
る
O
詳
し
く
は
拙
稿
､

1
〇

一
-
一
〇
二
頁
｡

(
7
)

｢
ロ
リ
ス
の
法
｣
は
フ
ラ
ン
ス
王
家
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
シ
ャ

ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
領
や
サ
ン
セ
ー
ル
伯
領
に
､
ま
た

｢ポ
ー
モ
ン
の
法
｣
ら

ラ
ン
ス
大
司
教
が
授
与
し
た
後
､
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
領
､
シ
ニ
ー
伯
領
､

リ
エ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
伯
領
､
ロ
レ
I
ヌ
伯
領
､
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
司
教
領
な
ど

広
い
領
域
に
わ
た
っ
て
普
及
し
て
い
る
｡

(
co
)
(u
su
s
.

co
n
su
etu
d
in
es
.

Iib
erta
tes
et

fra
n
ch
esia
e

d
e

M
etd
u
n
o
V
.F
.F
o
reL.C
h
a
rles

co
TTm
tTW
les

d
u

Pa

y

s

d
e

v
a
u
d
.
d
es
1.a
n
]2]4
d
1.
a
n
152
7
.
M
am
o
ire
d
o
cu
m
eTu
S

p
LLb
lie
p
a
r
h
S
oci6te
d
.h
isto
ire
d
e
la
S
u
isse
ro
m
a
n
d
e
,
t･

27
,)872
(
以
下
G
.F
o
rer
C
ha
rtes
co
m
m
u
na
12
S
と
略
記
)
､
n
o

2
r
p
.58
.

(9
)
G
ra
n
co
u
r
‥F

.

F
o
reL,
C
ha
rtes
co
Tn
m
u
TW
les
,
p
p
･40
-
4
1
∴

M
o
n
t
te
V
ieux
:
J
.B
u
g
n
io
n
.
L
es
V
ille
de

f
Tla
n
Ch
ises
,
p
･

58
.
;
R
o
m
o
n
t
:
F
･F
o
ret,
9
a
T･te
CO
m
m
§
a
Les
･
p
p
･63-
65
∴

M
o
rg
ex
‥
J
･B
･
d
e
T
ittier
,
F
ra
n
ch
ig
ie
,
p
p
･38
-
39
･
;
L
eS

c
t6es
‥
J
.B
u
g
n
io
n
.
L
e
s
u
u
les
d
e
f
ra
n
ch
tses
,
p
･56
･

(
1
)
J
.B
u
g
n
io
n
,L
es
uille
s
d
e
f
ra
n
ch
ises
,p
p
･4
9
-
68
･
今
回
ヴ
ォ
-

地
方
の
特
許
状
は
フ
ォ
レ
ル
の
著
作
に
付
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
た
が
､

題
名
を

｢(ヴ
ォ
-
地
方
の
)
コ
ミ
ュ
ー
ン
特
許
状
｣
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
､
彼
は
こ
の
地
方
の
特
許
状
を
極
め
て
自
治
的
色

彩
の
強
い
コ
ミ
ュ
ー
ン
文
書
と
考
え
て
い
る
｡
し
か
し
彼
の
こ
の
見
解
に

は
､
プ

ニ
ョ
ン
が
批
判
を
加
え
て
い
る

(J
B
u
g
n
io
n
〉
op
･cit･,p
･

-声

)｡
プ
二
ョ
ン
の
言
う
通
り
ヴ
ォ
-
地

方
の
特
許
状
に
は
コ
…
ユ
ー

ン
結
成
を
承
認
す
る
条
項
が
存
在
し
て
お
ら
ず
､
フ
ォ
レ
ル
の
見
解
は
修

正
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
ま
た
彼
の
史
料
刊
行
の
不
備
に
関
し
て

は
デ
グ
ロ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
.
(氏
.D
e
g
lo
n
〉Y
u
erd
o
n
a
u
M
cDJen

A
g
e
(X
ZJp
-
X
tF
siecle
)
.L
a
u
sa
n
n
e
,)949
,p
･32
･)
し
か
し
本
稿

で
は
史
料
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
フ
ォ
レ
ル
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
｡
デ
グ
ロ
ン
､
ブ
ニ
ョ
ン
の
研
究
を
対
照
さ
せ
つ
つ
用
い
た
が
､

こ
の
点
ご
容
赦
願
い
た
い
｡

(
11
)
後
述
26
頁
参
購
｡

(
ほ
)
C
H
A
M
B
E
R
Y
:
L
.C
ib
rar
io
,
D
o
cu
m
enLi,p
･ju
st･liZ,p
･426
･
;

A
O
S
T
E
‥
L
.C
ib
rar
io
,op
.cit..p
p
.33
I
36
.;V
ZL
L
E
N
E
U
V
E
‥

F
.F
o
rel,C
Yza
rtes
co
m

Tnu
n
a
Les
,
not
,p
･3
∴
S
T
･M
A
U
R
IC
E
‥

R
.M
ar
io
tte
-
L
6
b
er
.
op
.cit..p
.65
.
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(13
)
L
IC
ib
ra
rio
.op
.cit..p
.)26
1

(1
)
こ
の
史
料

A
rch
ivBs
d
.E
ta
t
d
e
tu
ri
n
.
S
ectio
n
r
6
u
n
ies
.(lll)〉

in
ven
t.S
a
v
"
70
,
f
205
.co
m
p
te
d
e
R
o
d
o
tp
h
e
M
o
u
d
o
n
.は
､
カ

ウ
ダ
ー
ノ
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
用
い
た
｡
M
.C
h
ia
u
d
a
n
o
Y

L
a
f
LTW
n
Za
S
b
b
a
u
d
a
n
e
l
seco
lo
X
JZZ
,T
u
rin
.(933
.t.i,p
.)18
.

(15
)

二
戸
あ
た
り
大
麦
な
い
し
燕
麦
製
の
パ
ン
一
個
を
納
め
る
パ
ン
焼
き
税

(p
an
eterie
)
及
び
同
じ
く

二
戸
あ
た
り

t
羽
の
雌
鶏
を
納
め
る
雌
鶏

税

(Ch
a
p
o
n
erie
)
の
総
量
が
そ
れ
ぞ
れ
73
個
と

73
羽
で
あ
る
こ
と
､

そ
し
て
こ
れ
ら
の
賦
課
は
寡
婦
家
庭
で
は
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

R
.デ
グ
ロ
ン
は
総
戸
数
を
約
80
戸
と
見
積
も
っ
て
い
る
o
氏
.D
e
gl
o
n
.

op
.cit"
p
134
.

(
16
)
F
IF
o
re1.C
h
a
rtes
co
m
m
u
TW
les
,p
.4
.

(17
)
A
ID
u
fo
u
r
.D
o
c
u
m
en
ts
in
ed
its
.p
.)40
.

(
18
)
例
え
ば

｢ボ
ー
モ
ン
の
法
｣
は
住
民
の
守
護
軍
役
を
以
下
の
よ
う
に
規
定

す
る
｡
｢住
民
は
'
同
日
内
も
し
く
は
明
日
内
に
ボ
ー
モ
ン
に
帰
還
す
る

限
り
で
'
大
司
教
の
守
護
軍
役
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
｣
E
.B
o
n
val
o
t.

L
e
T
iers
-
E
ta
ts
d
.ap
res

h

ch
a
rte
d
e
B
ea
u
m
o
n
t
et
s
es

f
u
ta
les
,P
a
ris
,)883
(r6im
p
..G
en
eve
.1975
),p
.)13
.

(19
)
E
.B
o
n
lal
O
t,
OP
.
Cit..p
p
.)22
-
)24
.
;
J
IF
一L
em
a
ri
g
n
ier
,
L
a

F
ra
n
ce
Tn
e
d
ia
ua
le
Zn
stitu
tio
n
s
et
so
cie
te
s.P
a
ris
,1970
,p
I

t33
∴

L
.G
6n
ico
t
,
R
u
ra
l
co
m
m
u
n
ities
in

th
e
m
ed
ieva
l

w
est.L
o
n
d
o
n
,)990
,p
p
.8
1-
89
.

(20
)
M
IA
.L
etey
.L
e
liure
ro
u
g
e
d
e
la
C
Xte
d
.A
o
ste
,T
u
ri
n
L
956
.

p
p
.)071
108
.

(21
)
氏
.M
a
rio
tte
-
L
6
b
er
.
op
.cLt..P
.90
.

(
22
)
S
T
.G
E
N
t
X
:
A
.)j
u
fou
r
,op
.citI.P
.
139
.
;
C
H
A
M
B
E
R
Y
:
L
.

C
ib
ra
r
io
,op
ICi1..p
.130
.

(23
)
L
.C
ib
rar
io
,op
.cit.,p
.)28
.

(2
)
ib
id

..p.33
.

(
25
)
P
.D
upar
C
.U
n
p
6a
g
e
sa
vo
y
a
rd
su
r
la
ro
u
te
d
u
M
o
n
t
C
en
is

a
u
x
X
tlP
et
X
ZV
si打
-es
…M
o
n
m
etia
n
.B
u
lletin
p
h
ib
log
iq
u
e

et
h
isto
riq
u
e
d
LL
CO
m
ite
d
es
tra
ua
u
x
h
isto
Ti
-
q
u
es.a
Tm
ee

L960
.
P
ar
is
.i.1
.
)96
r
p
p
.
14
5
I
187
.

(26
)
G
.d
e
M
a
n
tey
er
.L
es
o
rig
in
es
d
e
la
M
d
so
n
d
e
S
b
t)o
ie
(910

-
1
060)
.vo
1.2
.G
en
晋
e
L
978
1P
p
1277
275
.

(27
)
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
､
ア
メ
-
デ
五
世
の
父
親
ト
マ
二
世
は
短
期
間
だ

が
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
地
位
に
あ
り
､
こ
の
時
築
か
れ
た
フ
ラ
ン
ド
ル
と
サ

ヴ
ォ
ワ
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
が
､
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
要
な
商
業
拠
点

の
一
つ
で
あ
る
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
を
よ
り
サ
ヴ
ォ
ワ
方
面
と
結
び
付
け
る

こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
｡
13
世
紀
の
後
半
に
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
の
モ
ン
メ

ラ
ン
で
徴
収
さ
れ
た
流
通
税
の
徴
収
簿
を
見
る
と
､
フ
ラ
ン
ド
ル
産
の
毛

織
物
な
ど
が
特
に
多
く
運
搬
さ
れ
て
お
り
'
さ
ら
に
徴
収
総
額
は
こ
の
1･3

世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
著
し
い
伸
び
を
示
し
'
13
世
紀
末
に
は
伯
家

収
入
全
体
の
-
/
20
を
占
め
る
程
に
な
っ
て
い
る
｡P
.D
u
p
a
rc
.op
.cit..

p
p
.184-
185
.

(28
)
F
.F
o
rer
C
h
a
Tt
eS
CO
Tn
m
u
n
a
Les
,
n
l
,p
.6
.

(29
)
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
で
は
上
級
裁
判
権
に
属
す
る
犯
罪
と
し
て
､
重

大
な
傷
害

･
殺
人

･
窃
盗
裏
切
り

･
火
事

･
強
姦

･
誘
拐

･
悪
質
な
不
正

升

･
秤
の
使
用
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡R
.M
a
rio
tte
-
L
6
b
er
,
op
.cit..

p
.82.

(
30
)
R

.H
IB

a
u
tier
et
J
IS
o
rn
a
y
,
op
.Cトt"
p
.345
.

(
31
)
こ
の
点
で
は
､ヴ
ォ
-
地
方
の
モ
ー
ド
ン
系
列
は
統

一
的
で
あ
る
｡ヴ
ォ
-
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地
方
の
罰
金
額
は
特
許
状
授
与
以
前
に
は
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
あ

っ
た
｡

R
u
e
(
SH
の
裁
判
証
書
に
よ
る
と

t
二
七

.L
B
T
に
泥
棒
に
対
し
て
は

3

ス
-
､
棒
を
使

っ
て
暴
力
行
為
を
働
い
た
者
に
28
ス
-
､
他
人
の
山
羊

を

窃
盗
し
た
も
の
に
7
ス
I
の
罰
金
が
そ
れ
ぞ
れ
課
さ
れ
て
い
た
が
､

1
二

七
八
年
特
許
状
授
与
の
直
前
に
こ
の
地
の
罰
金
額
は

60ス
I
に
統

一
化
さ

れ
て
い
る
｡
J
.B
u
g
n
10
n
b
P
･C
it･p
･22
･

(
32
)
こ
の
表
現
は
シ
ャ
ン
ベ

リ
I
系
列
に
共
通
す
る
｡R
･M
a
ri
otte
-
L
aber･

op
IC
it..p
ia
ce
s
ju
stifica
tiv
e
s
,p
･2
0
9
･

(
33
)
本
稿
'

8
-
9
頁
参
照
.

(
A
)
R
IM
a
rio
-te
-
L
e.h
er
,
OP
･Cit･･p
p
･191I
193･

(
3
)
ib
id
.,p
p
.118
I
121･

(g3)
P
.V
ai
ll

an-,1
2S
ltb
eTleS
d
e
S
CO
m
Tn
uTW
【LtaS
d
a
up
h
in
o
LS
eS･

P
aris
.19
5
1
,p
.LIB.

(
37
)
氏
.M
a
ri0
--e
I
L
t,b
e
r
･op
･citl
pP
･171I
175･

(38
)
ib
id1
.p
p
･128-
13)A

(
8
3
)

全

て
の
特
許
状
で
は
な
く
､
Nyo
n
(
E
3
:
129
3
)'
M
or
g
e
s
(
a

:
1328
)､

M
o
u
d
o
n
(
ー

=
13
28
)､
R

om
on
-(｡W
･･
13
28
)､
Y
ve
rd
o
n
(
OLD
･･
132
8
)

な
ど
に
確
認
さ
れ
る
｡
F
IF
oret
,op
･
cit･,pp
･3
7-
76･

(S
)
(
q
u
ic
u
m
q
u
e
vo
lueri
t
m
a
n
ere
in
v
u
la
deb
et
P
Onere
in

c
o
m
m
uni
si
opu
s
est･C
apellani
et
cleric
i
lib
e
ri
sun
t
nec

d
eb
e
n
t
p
o
n
e
r
e
in
c
o
m
m
u
n
i
n
ec
in
m
uni-ion
e
Vil12
=

二
七

六
年
,
S
t
I
G
enix
P
の
判
決
0
人cape11an
i
et
C12rici
p
o
n
u
n
t
in

c
o
m
m
un
i
et
in
m
u
n
itio
n
e
1
ille
p
r
ou-
iu
s
eXigit･二

二
八
九

年

､
S
T
l
au↑en-で
の
判
決
｡
〈
b
u
↑
g
eロ
Sis
et
hab
ita
to
r
e
S
d
ic
t

e
v
it1e.
tam
ecc
le
sia
stic
i
q
u
am
cle
ri
ci,
d
eb
ent
pon
er
e
in

co
m
m
uni
vittae
nullu
s
n
eque
clericu
s
n
eque
saCerdos

habe
a
t
p
rivilegi
u
m
-ai
11a
n
d
i
se
in
c
om
m
u
n
i･〉
l
二
空

年
､
S
T

G
e0rge

d
,E
sp
e
ra
n
C
h
e
で

の

判
決
o

R
･M
a
r
io
tt
eI

L
a
b
er.
op
.cit.
.p
.89
･

(
a
)
L
C
ib
r
ar
io
,op
･c
it
l
p
p
･126
-
133･

(
讐

A
.
D
ufou
r,op
,cit･,p
･124･

(
S
:)
R
IM
a
ri
ot-e-1
O
be
r
,op
･c
tt･･p･85･;P
･V
ai
11ant･L
a
p
olitique･
,

p
p.
4
5
I
50
･

(
3
)
前
掲
拙
稿
､
九
E
T

九
五
頁
O

(
45
)
P
.V
ai
lla
n
t
,op
,ciL‥
p
･3
23
;
C
h
･E
d
･P
erl
in
･o
p
･cit･,pp
･5
1-
54
･

(
S
)
c
h
.E
d
.P
e
rrin
,op
･citl
p
･5
2
･

(
hq
)
q

プ

ロ
カ

ッ
チ

(斎
藤
泰
弘
､
豊
↑
楢
彦
訳
)
ブ

タ
リ
ア
人
民
の
歴

史

Ⅰ
』
未
来
社
､

一
九
八
四
年
､
二
四
七
頁
｡

(
48
)
ヴ
ォ
-
地
方
で
は
十
分
実
現
し
な
か
っ
た
伯
の
勢
力
拡
大
は
､
領
民
と
の

討
議

の
場
を
身
分
制
議
会
に
移
し
て
そ
の
後
も
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
.
ヴ
ォ
ー
地
方
の
身
分
制
議
会

(E
-a
-s
d
e
V
a
u
x
)
に
つ
い
て
は
､

A
IP
.B
a
g
lia
n
i
et
J
･F
･P
o
u
d
r
e
t(
6
d
･)
･L
a
M
a
tS0
n
d
e
Sb
u
o
ie

e
t
le
P
ay
s
de
V
a
u
d
(B
tb
lio
theq
u
e
h
i
storique
V
a
udoise

9
7)
.L
a
u
s
a
n
n
e
,)989･を
参
照
｡

Ⅴ

特
許
状
作
成

.
授
与
の
法
的
背
景

北
東
フ
ラ
ン
ス
と
比
べ
統

一
的
で
,
諸
侯
側
の
集
権
的
志
向
を
優

先
さ
せ
た
内
容
を
持
つ
特
許
状
の
授
与

･
普
及
を
可
能
な
ら
し
め
た

特
殊
サ
ヴ
ォ
ワ
的
な
背
景
を
考
え
る
上
で
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ

れ
る
の
が
､
Ⅳ
-
(-
)
で
確
認
し
た

｢系
列
｣
の
相
違
､
す
な
わ
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ち
モ
ー
ド
ン
系
列
を
除
-
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
の
普
及
の
あ
り

方
と
､
モ
ー
ド
ン
系
列
の
特
許
状
及
び
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
特
許
状
の

普
及
と
の
相
違
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
モ
ー
ド
ン
系
列
の
特
許
状

が
普
及
し
た
ヴ
ォ
-
地
方
を
北
東
フ
ラ
ン
ス
側
に
含
め
る
と
､
こ
の

相
違
は
フ
ラ
ン
ス
法
制
史
に
お
い
て
一
般
的
に
い
わ
れ
る
慣
習
法
地

(I
)

域
と
成
文
法
地
域
と
の
区
分
に
対
応
し
て
お
り
'
こ
の
こ
と
か
ら
サ

ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
の
特
質
は
'
ロ
ー
マ
法
が
法
総
体
を
構
成
す

る
成
文
法
地
域
に
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
が
位
置
し
て
い
た
こ
と
と
関
連
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
13
世
紀
後
半
以
降
諸
領
邦
へ

の
分
裂
に
よ
っ
て
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
政
治
的
勢
力
を
失
っ
て
い
く

一
方
で
､
当
初
皇
帝
が
自
ら
の
権
力
集
中
の
た
め
に
皇
帝
世
界
法
と

し
て
主
張
し
た
ロ
ー
マ
法
は
､
｢国
王

(諸
侯
)
は
そ
の
王
国
内
に

お
い
て
は
皇
帝
で
あ
る
｣
と
い
う
主
張
と
と
も
に
今
度
は
各
国
国
法

や
帝
国
内
の
領
邦
君
主
の
権
力
集
中
に
奉
仕
し
た
と
言
わ
れ
る
｡
サ

ヴ
ォ
ワ
の
場
合
で
も
伯
が
こ
の
よ
う
な
形
で
ロ
ー
マ
法
的
理
念
の
導

入
を
意
図
し
た
こ
と
は
十
分
に
予
想
で
き
る
だ
ろ
う
｡
通
常
フ
ラ
ン

ス
史
で
は
､
農
業
生
産
力
の
低
さ
に
由
来
す
る
脆
弱
な
領
主
制
的
基

盤
が
こ
の
時
期
の
成
文
法
地
域
た
る
南
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
指
摘
さ

れ
､
そ
れ
ゆ
え
こ
の
地
域
は
集
権
化
政
策
の
1
環
と
し
て
新
た
な
法

(2
)

を
形
成
す
る
力
に
乏
し
か
っ
た
t
と
整
理
さ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら

こ
の
サ
ヴ
ォ
ワ
の
地
で
は
商
業

･
流
通
活
動
が
伯
の
収
入
の
重
要
な

部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
､
ま
た
ア
ル
プ
ス
山
脈
に
跨
が
る
所
領
の

位
置
が
イ
タ
リ
ア
で
ロ
ー
マ
法
研
究
に
携
わ
る
学
識
法
曹
と
の
早
期

の
接
触
を
可
能
に
し
た
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
､
む
し
ろ
成
文
法
地

域
で
あ
る
こ
と
を
背
景
と
し
た
新
た
な
法
の
生
成
を
行
い
得
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
実
際
'
ロ
ー
マ
法
の
影
響
は
法
実

務
面
､
即
ち
特
許
状
の
形
式

･
内
容

･
運
用
に
お
い
て
か
な
り
明
白

に
う
か
が
え
る
｡
た
だ
こ
の
問
題
を
本
格
的
に
論
じ
る
に
は
紙
幅
が

足
り
な
い
｡
そ
こ
で
こ
こ
で
は
後
の
議
論
の
た
め
の
土
台
と
し
て
､

影
響
の
幾
つ
か

(①
公
証
人
制
度
の
採
用
②
遺
言
相
続
の
承
認
③
裁

判
官
の
登
用
)
を
提
示
し
て
お
き
た
い
｡

ま
ず
特
許
状
の
形
式
的
な
側
面
か
ら
見
て
み
る
と
､
北
東
フ
ラ
ン

ス
の
特
許
状
に
は
見
ら
れ
な
い
公
証
人
層
が
､
特
許
状
を
公
証
し
効

力
を
与
え
る
存
在
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
｡
特
許

状
の
副
署
人
欄
を
見
る
と
'

二

八
九
年
ア
オ
ス
ト
に
授
与
さ
れ
た

最
初
の
特
許
状
に
お
い
て
既
に

"
m
eu
s
p
ro
pri
us
n
o
t
ariu
s

と
し
て
現
れ
て
い
る
モ
ー
リ
ス
を

筆
頭
に
､
ほ
と

んど
全
ての
特

許

状
に
公
証
人
の
称
号
を
持
つ
者
が
署
名
者
の
一
人
と
し
て
記
さ
れ
て

(3)

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
｡
次
に
内
容
面
で
は
､
Ⅳ

(2
)
-
①

で
見
た
よ
う
に
遺
言
相
続
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
｡
ア
ル
プ
ス
以
北
で
は
8
-
9
世
紀
に
は
相
続
人
を
指
定
し
た

ロ
ー
マ
法
的
な
文
書

(=
遺
言
状
)
を
残
す
考
え
方
は
消
滅
し
て
い

た
｡
そ
の
後
遺
言
の
概
念
自
体
は
カ
ノ
ン
法
の
領
域
で
神
に
対
す
る

遺
贈
と
い
う
形
式
で

11-
12世
紀
に
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
､
特
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定
の
相
続
人
が
指
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
漸
-
13
世
紀
に
入
っ

(4)

て
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
で
も
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
の
よ
う
に
住
民
レ

ヴ
ェ
ル
に
ま
で
遺
言
状
の
効
力
が
認
め
ら
れ
た
事
例
は
珍
し
い
｡
サ

ヴ
ォ
ワ
伯
領
で
は
さ
ら
に
13
世
紀
後
半
か
ら
H
世
紀
に
か
け
他
国

者
､
高
利
貸
し
､
非
嫡
出
子
に
対
し
て
も
遺
言
上
で
相
続
人
と
な
る

(5
)

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡

第
三
に
､
職
業
的
な
裁
判
官
の
登
用
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
通
例
12
-

13
世
紀
の
段
階
で
は
裁
判
官
層
の
存
在
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
'
特
許

状
等
に
記
さ
れ
た
刑
法
規
定
に
基
づ
-
裁
判
は
､
諸
侯
自
身
な
い
し

は
そ
の
配
下
の
城
代
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
っ

た
｡
た
だ
民
事
的
な
問
題
に
関
し
て
彼
ら
は
無
力
で
あ
り
'
ロ
ー
マ

法
の
素
養
を
身
に
つ
け
た
人
材
が
将
来
的
に
は
必
要
と
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
｡
し
か
し
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
で
は
他
所
に
先
駆
け
て
､
特
許
状

の
普
及
に
並
行
し
て
13
世
紀
前
半
か
ら
職
業
的
な
裁
判
官

(tes

ju
ges
)
の
登
用
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
裁
判
証
書

に

(
jud
e
x
c
om
itisV
の
呼
称
を
帯
び
た
人
物
が
現
れ
る
こ
と
か
ら

確
認
さ

れ
る｡
例
え
ば
ピ
エ
ー
ル
=
ロ
ン
バ
ー
ル
は
'

一
二
五
〇
年

の
ア
オ
ス
ー
で
の
裁
判
に
サ
ヴ
ォ
ワ

伯
領
初
の
裁
判
官
と
し
て
現
れ

た
後
､
3
年
間
は
ビ
ア
オ
ス
ト
で
出
さ
れ
た
多
く
の
証
書
で
確
認
さ

(6
)

れ
る
｡
そ
し
て
そ
の
後
の
10
年
間
に
サ
ヴ
ォ
ワ
'ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
､
シ
ャ

プ
レ
ー
を
中
心
と
す
る
各
地
の
証
書
に
次
々
と
新
し
い
裁
判
官
の
名

が
現
れ
て
い
る
｡彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
区
域
を
与
え
ら
れ
て
お
り
､

例
え
ば
ジ
ュ
ネ
-
ヴ
､
シ
ャ
プ
レ
ー
地
方
は
ジ
ャ
ン
=

ダ
ル
バ
ー
ル

が
､
ま
た
サ
ヴ
ォ
ワ
､
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
地
方
は
フ
ラ
ン
ソ

ワ
=
デ
ゥ
ブ

(-
)

レ
ン
キ
オ
が
t
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
.
隣
接
す
る
ジ
ュ
ネ
I
ヴ

伯
領
や
ド
ー
プ
ィ
ネ
公
領
､
ま
た
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
内
で
も
ヴ
ォ
I
地

域
で
は
13
世
紀
中
に
専
門
的
な
裁
判
官
は
存
在
し
て
お
ら
ず
､
こ
の

点
で
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
特
に
そ
の
中
核
地
域
の
先
進
性
は
明
ら
か
で
あ

る
｡
こ
の
よ
う
に
サ
ヴ
ォ
ワ
の
地
は
ロ
ー
マ
法
的
技
術
の
導
入
に
お

い
て
積
極
的
で
あ
っ
た
｡
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
は
イ
タ
リ
ア
と
ア
ル
プ
ス

以
北
を
結
ぶ
交
易
の
要
地
で
あ
り
'
2
つ
の
世
界
を
つ
な
ぐ
窓
口
の

役
割
を
果
し
て
い
た
が
'
交
易

･
流
通
面
に
と
ど
ま
ら
ず
､
法
意
識

の
展
開
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
そ
の
役
割
は
発
揮
さ
れ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
｡

最
後
に
'
こ
う
し
た
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
の
独
自
性
と
そ
の

背
景
を
踏
ま
え
､
｢慣
習
法
文
書
｣
の
地
域
類
型
的
把
握
と
い
う
観
点

か
ら
､
北
東
フ
ラ
ン
ス
の
特
許
状

(C
h
arte
d
e
c
outu
m
es)
と

サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
の
特
許
状

(C
h
ar
te
de
fr
anchises)
を
同
一

の
史
料
類
型
と
見
な
し
て
良
い

の
か
､
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
｡
わ
が
国
で
は
こ
れ
ら
の
文
書
史
料
に
対
し
て
等
し
く

｢慣
習
法
文
書
｣
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
､両
者
を
全
く
区
別
せ
ず
に
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
学
界
に
お
い
て
も
区
別
の
意
識
は
明
確
で
は
な

い
｡
し
か
し
'
北
東
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
授
与
さ
れ
た
特
許
状
が
､
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そ
の
前
文
に
お
い
て
当
地
の
慣
習
を
承
認

･
成
文
化
す
る
旨
を
宣
言

し
た
ま
さ
に
C
h
a
rte
d
e
c
ou
tum
es
で
あ
る
の
に
対
し
､
サ
ヴ
ォ

ヮ
伯
領
下
の
特
許
状
で
は

当
地
の
伝
統
的
な
慣
習
法
の
承
認

･
成
文

化
と
い
う
表
現
を
と
る
の
は
モ
ー
ド
ン
系
列
だ
け
で
あ
る
｡
北
東
フ

ラ
ン
ス
の
特
許
状
は
､
地
域
の
伝
統
的
な
慣
習
法
に
規
定
さ
れ
る
側

面
を
持
っ
て
お
り
､
新
た
な
法
体
系
の
整
備
と
い
う
点
で
は
限
界
を

持
つ
｡
他
方
サ
ヴ
ォ
ワ
伯
領
の
特
許
状
は
'
か
か
る
法
文
書
の
授
与

よ

又入
れ
の
過
程
を
経
て
新
た
な
法
を
積
極
的
に
生
み
出
し
て
い
こ

ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
か
り
に
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
の
特
許
状
を
｢慣

習
法
文
書
｣
と
呼
ぶ
に
し
て
も
'
そ
れ
は
伯
に
よ
る

一
連
の
特
許
状

授
与
が

｢新
た
な
慣
習
法
｣
を
作
ろ
う
と
す
る
動
き
だ
っ
た
と
理
解

す
る
限
り
に
お
い
て
､
す
な
わ
ち
北
東
フ
ラ
ン
ス
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
異
に
し
て
初
め
て
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
'
両
者
を
同

一
の
史
料
類
型
と
見
な

し
､
個
別
的
な
内
容
の
差
異
を
以
て
当
該
地
域
の
政
治
的

･
経
済
的

構
造
の
違
い
を
云
々
す
る
程
度
で
は
不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
｡
た
だ
本
稿
が
も
と
も
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
フ
ラ
ン
ス
王
国
の

境
界
と
い
う
特
殊
な
地
域
的
条
件
に
あ
る
諸
侯
領
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
そ
こ
か
ら
更
に
進
ん
で
従
来

｢慣
習

法
文
書

(C
h
ar
te
d
e
franch
ise
sJC
h
a
rte
d
e
c

o
utu
m
es)｣

の
名
で
総
称
さ
れ
て
い
る
史
料
の
区
別

･
区
分
を
主

張
す
る
た
め
に

は
､
今
後
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
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マ
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タ
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ラ
ン
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法
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史
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創
文
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､

一
九
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､
三
二
八

貢
｡

山
口
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説
フ
ラ
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法
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』
東
京
大
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出
版
会
､
l
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七
八
年
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二
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木
村
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三
郎
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フ
ラ
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形
成
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上
幸
治
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ラ
ン

ス
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山
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版
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1
九
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年
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九
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真
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公
証
人
の
称
号
は
､
時
代
ご
と
に
特
徴
を
持
っ
て
い
る
｡
12
世
紀
末
1
13

世
紀
初
め
は
皇
帝
な
ど
の
上
級
権
威
に
そ
の
公
証
力
の
源
を
求
め
て

い
る

表
現
が
多
い
が

(n
o
tar
iu
s
sa
cl
i
p
al
a
-ii)
世
紀
前
半
に
は
公
証
人

が
伯
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た

こと
を
示
す
表
現
が
増
え
る

(n
o
ta
r
iu
s

d
o
m
in
i
A
m
ed
e
i
co
m
itis
)｡
そ
し
て
再
び
皇
帝
権
威
と
の
結

び
つ
き

を
示
す
表
現
が
現

れ
た
後
'
世
紀
後
半
に
そ
れ
は
減
少
し
､
以
後
い
か
な

る
保
護
権
力
の
由
来
も
示
さ
な
-
な
り

(p
u
b
u
tic
u
s
n
o
ta
ri
u
s
)､
そ

れ
が

一
般
化
し
て
い
く
｡
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
表

現
が
確
実

に
実
態
的
な

意
味
を
持

っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
清
水
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進



展
し
て
い
な
い
現
況
で
は
､
こ
の
裁
判
官
職
が
特
定
の
家
系
に
収
赦
し
て

階
層
を
形
成
し
て
い
た
と
見
解
す
る
に
は
至
ら
な
い
が
'
こ
の
後
サ
ヴ
ォ

ワ
伯
の
封
臣
層
の
子
弟
が
選
ば
れ
て
ア
ル
プ
ス
を
越
え
､
ボ
ロ
ー
二
ャ
に

赴
き
研
鎖
を
積
ん
で
､
専
門
化
し
た
裁
判
官
身
分
を
形
成
し
て
い
く
ま
で

の
問
､
法
発
展
に
と

っ
て
既
述
の
公
証
人
層
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
マ
ッ
ク
ス
=
ウ
ェ
ー
バ
ー
(世
良
晃
志
郎
訳
)
『法

社
会
学
』
創
文
社
､

一
九
七
四
年
､
三
四
四
⊥

二
四
七
及
び
四
六
九
頁
｡


