
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
六
七
）

ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て

長　
　

沼　
　

宗　
　

昭

は
じ
め
に

一
八
四
三
年
、
北
ド
イ
ツ
の
都
市
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
に
お
か
れ
て
い
た
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
の
政
府
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
商
人
ベ
ー

レ
ン
ト
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
女
性
モ
イ
ラ
ン
ト
の
両
名
が
許
可
を
求
め
た
婚
姻
締
結
の
願
い
出
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
悩

ま
さ
れ
て
い
た
。
従
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
願
い
出
自
体
が
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
、
こ
の
当
時
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
異
教
徒
の
結
婚
は
法
律
上
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
合
法
的
に
結
婚
し
よ
う
と
す
れ
ば
異
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
し
か
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
両
名
は
、
婚
姻
を
願
い
出
る
一
方
で
、「
父
親
か
ら
受
け
継
い
だ
信
仰
は
如
何
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
断
じ
て

捨
て
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
も
主
張
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
ン
ト
政
府
の
側
は
、
異
な
る
信
仰
を
も
つ
者
同
士
の
結
婚
は
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
を
掲
げ
続
け
、
こ
の
カ
ッ
プ
ル
と
ラ
ン
ト
政
府
の
間
で
半
年
ほ
ど
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
闘
争
」
は
つ
い
に
カ
ッ
プ

一
一
九



政
経
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第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
六
八
）

ル
側
の
敗
北
で
終
わ
っ
た
。
結
局
、
こ
の
カ
ッ
プ
ル
は
法
律
上
の
結
婚
と
い
う
手
続
き
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
1
）

。
今
日
の
我
が
国
で

は
、
周
知
の
よ
う
に
、「
婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
」、
さ
ら
に
民
法
第
七
三
一
条
以
下
に
定
め
る
年
齢
な
ど
の
婚
姻

の
要
件
な
ど
を
守
り
、
届
け
出
さ
え
す
れ
ば
婚
姻
の
効
力
が
発
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
要
件
が
婚
姻
の
障
碍
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
一
九
世
紀
以
前
の
ド
イ
ツ
で
は
、
現
在
で
あ
れ
ば
基
本
権
と
し
て
考
え
ら
れ
る
婚
姻
の
自
由
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
互
い
に
異
な

る
信
仰
を
も
つ
者
同
士
が
、
自
ら
の
信
仰
を
維
持
し
た
ま
ま
結
婚
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
内
の
異
宗
派
間
で
も
非
常
に
困
難
で
あ
り
、

ま
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
場
合
は
事
実
上
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
現
実
に
は
、
上
述
の
ベ
ー
レ
ン
ト
と
モ
イ
ラ
ン
ト
の
よ
う
な

事
例
が
出
て
き
て
い
た
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
彼
ら
の
抱
い
た
願
い
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
過
程
を
通
じ
て
実
現
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の

点
に
多
少
の
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
） K

erstin M
eiring, D

ie C
h

ristlich
-J

ü
d

isch
e M

isch
eh

e in
 D

eu
tsch

lan
d

 1840-1933, H
am
burg 1998. S

. 8.

一　

M
ischehe

と
い
う
用
語
に
つ
い
て

異
教
徒
間
結
婚
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
はM

ischehe

で
あ
る
。
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
辞
事
典
類
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
こ
の
言
葉
が
立
項
さ
れ
、
内
容
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
し
ば
し
ば
広
狭
二
様
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
広
義
に

は
、
人
種
や
民
族
、
あ
る
い
は
身
分
階
層
や
文
化
集
団
な
ど
（
1
）

、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
意
識
さ
れ
た
異
な
る
集
団
に
属
す
る
者
同
士
の

間
で
な
さ
れ
る
結
婚
を
意
味
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
化
人
類
学
な
ど
で
問
題
に
さ
れ
る
族
外
婚
、
あ
る
い
は
異
族
婚

一
二
〇



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
六
九
）

E
xogam

ie

、H
eterogam

ie

と
同
様
の
形
態
を
意
味
し
て
い
る
が
、
決
し
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
な
ど
の
説
明
を
加
え
た

も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
言
葉
自
体
に
、「（
不
純
な
も
の
を
）
混
ぜ
るm

ischen

」
と
い
う
語
感
が
付
き
ま
と
い
、
侮
蔑
的
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
（
2
）

、
反
対
語
と
し
て
のR

einehe

（
直
訳
す
れ
ば
純
粋
婚
）
と
い
う
表
現
を
例
示
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し

説
明
の
多
く
を
占
め
る
の
は
、
む
し
ろ
狭
義
の
、
異
教
な
い
し
異
宗
派
間
で
の
結
婚
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
時
に
は
、
ナ
チ
ス
時
代

の
「
ア
ー
リ
ア
人
」
と
「
非
ア
ー
リ
ア
人
」
と
の
結
婚
と
い
う
用
法
を
あ
げ
る
こ
と
も
あ
る
（
3
）

。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
後
半
に
か
け
て
、
主
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
結
婚
す
る
例
が
あ
り
、
そ
れ
もM

ischehe

と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
が
（
4
）

、
今
回
問
題
と
す
る
の
は
、
合
法
的
に
認
め
ら
れ
た
異
教
徒

間
結
婚
と
し
て
のM

ischehe

で
あ
る
（
5
）

。

と
こ
ろ
で
、
こ
のM

ischehe

と
い
う
言
葉
が
一
語
と
し
て
成
立
し
、
意
味
す
る
現
象
が
広
く
社
会
的
に
意
識
さ
れ
、
あ
る
い
は
論
議

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
世
紀
末
近
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て

刊
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
辞
事
典
類
を
通
覧
す
る
な
か
で
、
用
語
と
し
て
登
場
し
て
く
る
状
況
か
ら
判
断
で
き
よ
う
。
今
回
調
査
し
得
た
の

は
、
Ａ
か
ら
Ｘ
ま
で
の
記
号
を
付
し
た
二
四
点
の
辞
事
典
で
あ
る
が
（
6
）

、
そ
の
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
の
第
3
四
半
期
ま
で
は

M
ischehe

な
る
一
語
は
出
現
せ
ず
、
も
っ
ぱ
らgem

ischte E
he

（
直
訳
す
れ
ば
、
混
合
さ
れ
た
結
婚
）
と
い
う
二
語
表
現
で
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
語
表
現
と
し
て
のM

ischehe
の
初
出
は
一
八
七
六
年
で
あ
り
、
さ
ら
に
項
目
と
し
て
こ
の
形
を
採

用
す
る
に
は
一
八
八
五
年
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
だ
網
羅
的
な
調
査
に
は
程
遠
い
の
で
、
な
お
最
終
的
な
結
論
は
留
保
す
る

と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
結
論
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
下
に
、
項
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
表
記
の
形
に
従
っ
て
、
Ａ
か
ら
Ｘ
の
辞
事
典
類
を
分
類
・
列
挙
し
て
お
く
。
な
お
、
ナ
チ
ス
が
政

一
二
一
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（
一
四
七
〇
）

権
を
獲
得
し
た
一
九
三
三
年
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
含
め
て
い
な
い
。

（
一
）　gem

ischte E
he

（n

）
の
形
で
立
項
し
て
い
る
も
の
（E

hen

は
複
数
形
）

Ａ
．
一
八
三
八
年
│S

taats-L
exikon

（
第
一
版
）

Ｃ
．
一
八
五
四
年
│K

leineres B
rockhaus C

L
Ｅ
．
一
八
六
二
年
│S

taats-L
exikon

（
第
三
版
）

Ｊ
．
一
八
九
八
年
│B

rockhaus K
L

（
第
一
四
版
）

Ｍ
．
一
九
〇
七
年
│M

eyers G
K
L

（
第
六
版
）

Ｎ
．
一
九
〇
八
年
│B

rockhaus K
K
L

（
第
五
版
）

Ｏ
．
一
九
〇
九
年
│M

eyers K
K
L

（
第
七
版
）

Ｔ
．
一
九
二
六
年
│M
eyers L
（
第
七
版
）

（
二
）　E

he

の
項
目
中
で
説
明
用
語
と
し
てgem

ischte E
he

を
採
用
し
て
い
る
も
の

Ｄ
．
一
八
五
八
年
│S

taats-W
örterbuch

（
三
）　M

ischehe

（n

）
の
形
で
立
項
し
て
い
る
も
の

Ｇ
．
一
八
八
五
年
│G

rim
m

Ｕ
．
一
九
二
七
年
│JL

Ｗ
．
一
九
三
二
年
│M

eyers K
L

（
第
八
版
）

Ｘ
．
一
九
三
二
年
│G

r. B
rockhaus

（
第
一
五
版
）

一
二
二



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
一
）

な
お
、
第
二
次
大
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
辞
事
典
類
は
、
調
べ
た
限
り
で
は
す
べ
て
こ
の
形
で
あ
る
。

（
四
）　m

ischen

の
項
目
中
に
派
生
語
と
し
てM

ischehe

を
採
録
し
て
い
る
も
の

Ｌ
．
一
九
〇
六
年
│M

. H
eyne

（
第
二
版
）

Ｐ
．
一
九
〇
九
年
│D

. S
anders H

W

（
第
八
版
）

Ｑ
．
一
九
一
〇
年
│L

. K
. W
eigand

（
第
五
版
）

（
五
）　E

he

の
項
目
中
に
派
生
語
と
し
てM

ischehe

を
採
録
し
て
い
る
も
の

Ｆ
．
一
八
七
六
年
│D

. S
anders

（
第
二
版
）

Ｈ
．
一
八
八
五
年
│E

rgänzungsW
. v. D

. S
anders

（
六
）　

他
の
項
目
中
に
説
明
用
語
と
し
てM

ischehe

を
採
用
し
て
い
る
も
の

Ｋ
．
一
八
九
八
年
│F
ircks

Ｒ
．
一
九
一
〇
年
│H
W
dS
W

（
第
三
版
）

Ｓ
．
一
九
二
三
年
│H

W
dS
W

（
第
四
版
）

（
七
）　

記
載
な
し

Ｂ
．
一
八
四
九
年
│H

eyse

Ｉ
．
一
八
九
二
年
│H

W
dS
W

（
第
一
版
）

Ｖ
．
一
九
三
〇
年
│D

eutschkunde

こ
の
分
類
か
ら
は
、
明
ら
か
に
一
九
世
紀
末
ま
で
は
二
語
表
現
と
し
て
のgem

ischte E
he

（n

）
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
世
紀
末
近
く

一
二
三
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四
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九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
二
）

か
ら
次
第
に
一
語
表
現
と
し
て
のM

ischehe

（n

）
に
移
行
し
て
い
く
様
が
読
み
取
れ
る
。
次
に
説
明
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
全
体
を
訳
出
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
の
で
、
要
点
な
い
し
力
点
だ
け
を
摘
記
し
て
お
く
。

Ａ
の
場
合
は
、
元
来
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
間
の
結
婚
は
教
会
法C

od
ex ju

ris can
on

ici

上
無
効
な
の
で
あ
る
が
、
宗

教
改
革
以
後
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
間
の
結
婚
が
多
少
な
り
と
も
現
実
化
し
て
く
る
な
か
で
、
条
件
付
き
で
あ
れ
容
認
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
り
、
従
っ
て
定
義
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
間
の
異
宗
派
婚
の
ケ
ー
ス
だ
け
が
問
題
に

な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
婚
姻
の
障
碍im

ped
im

en
tu

m
 proh

iben
s m

ixtae religion
is

に
つ
い
て
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
と
の
通
婚
は
無
効
で
あ
る
と

し
て
き
た
が
、
そ
れ
も
次
第
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
な
く
、
ま
っ
た

く
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
Ａ
の
後
継
第
三
版
と
し
て
二
四
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
Ｅ
は
、
冒
頭
部
分
で
、
婚
姻
が
キ
リ
ス
ト
と

の
結
合
を
象
徴
す
る
特
殊
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
婚
姻
は
禁
止
さ
れ
、
さ

ら
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
で
は
姦
通
の
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
を
ま
ず
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
一
か
所
を
除
け
ば
、
基
本
的
に

Ａ
を
継
承
し
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
伝
統
的
な
見
解
と
、
宗
教
改
革
以
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
両
者
間
の
関
係
を
め

ぐ
る
論
議
の
歴
史
的
な
展
開
を
相
当
な
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
で
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
側
が
強
硬
な
姿
勢
を
保
ち
続
け
、
あ
く
ま

で
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
司
式
に
よ
る
教
会
婚kirchliche E

he
が
な
さ
れ
、
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
教
育

を
宣
誓
さ
せ
る
こ
と
で
、
異
宗
派
婚
の
効
力
が
生
ず
る
と
す
る
主
張
の
内
容
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
拠
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
す
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
教
会
婚
に
つ
い
て
も
そ
の
有
効
性
を
認
め
る
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
よ
り
柔
軟
な
立
場
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
現
実
に
は
こ
う
し
た
関
係
を
反
映
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
領
邦
教
会
体
制
に
応
じ
て
、
主
要
領

一
二
四



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
三
）

邦
ご
と
の
法
規
や
取
扱
い
政
策
ま
で
も
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
日
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
地
域
に

よ
っ
て
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
民
事
婚
や
、
実
定
法
上
の
効
力
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
一
八
四
八
年
革
命
の
精
神
的
所
産
で

あ
る
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
」
に
お
い
て
信
仰
の
自
由
が
掲
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
教
会
婚
に
対
す
る
民
事
婚
の
優
先
ま
で
も
が
規
定
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
一
切
無
視
し
て
い
る
記
述
は
、
相
当
に
奇
妙
な
こ
と
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

時
期
的
に
は
Ａ
と
Ｅ
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
Ｃ
は
、
全
体
が
四
巻
本
と
規
模
が
小
さ
い
こ
と
も
あ
っ
て
（
Ｅ
は
全
一
四
巻
）、
記
述

も
簡
潔
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
正
統
派
信
仰
の
保
持
者
と
異
端
者
と
の
婚
姻
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

間
の
争
点
は
子
ど
も
の
教
育
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
一
七
四
一
年
の
ロ
ー
マ
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
四
世
に
よ
る

教
皇
書
簡B

reve

に
よ
っ
て
、
世
俗
権
力
が
承
認
し
た
婚
姻
に
も
効
力
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
に
も
民
事
婚C
ivilehe

が
導
入
さ
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
が
、
教
皇
書
簡
自
体
は
オ
ラ
ン
ダ
と
ベ
ル
ギ
ー
に
関

し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
書
簡
の
効
力
が
ど
の
地
域
に
ま
で
拡
が
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
近
年
の
状
況
と
し
て
、
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
よ
う
に
子
ど
も
全
員
が
父
親
の
宗
派
に

従
っ
て
な
さ
れ
る
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
よ
う
に
、
父
親
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
は
息
子
だ
け
が
従
い
、
父
親
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ

れ
ば
子
ど
も
全
員
が
父
親
の
宗
派
に
即
し
て
教
育
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
ま
た
、「
ド
イ
ツ
人
の
基
本
権
を
告
知
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
婚
姻
も
行
わ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
説
明
が
な
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
不
満
の
残
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
分
類
（
二
）
の
〈E

he

の
項
目
中
で
説
明
用
語
と
し
てgem

ischte E
he

を
採

用
し
て
い
る
も
の
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
現
時
点
で
は
唯
一
、
一
八
五
八
年
刊
行
の
Ｄ
の
み
で
、
婚
姻
の
障
碍
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
部
分
に
わ
ず
か
にgem

ischte E
he

が
登
場
す
る
。

一
二
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
四
）

世
紀
末
に
刊
行
さ
れ
た
Ｊ
と
な
る
と
、
す
で
に
一
八
七
五
年
に
ド
イ
ツ
帝
国
全
土
に
強
制
的
民
事
婚
が
導
入
さ
れ
た
あ
と
な
の
で
、
そ

の
こ
と
に
関
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
引
か
れ
る
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
Ｍ
は
、
強
制
的
民
事
婚
成
立
に
至
る
経
緯

を
よ
り
丁
寧
に
語
り
、
信
仰
の
違
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
婚
姻
の
障
碍
が
除
去
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
Ｎ

も
、
全
体
が
二
巻
本
で
あ
る
た
め
も
あ
っ
て
、
わ
ず
か
四
行
の
記
述
で
終
わ
っ
て
お
り
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。
Ｏ
の
場
合
に

は
、
従
来
の
定
義
が
も
っ
ぱ
ら
キ
リ
ス
ト
教
内
の
宗
派
間
の
問
題
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
広
く
信
仰
の
異
な
る
者
同
士
の

問
題
と
し
て
扱
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
説
明
の
内
容
自
体
は
従
前
と
大
差
な
い
。
最
後
の

Ｔ
で
は
、
ま
ず
見
出
し
項
目
がG

em
ischte E

hen

と
あ
る
の
に
、
本
文
中
で
は
一
語
形
のM

ischehen

も
混
用
し
て
い
る
点
が
注
目
さ

れ
よ
う
。
ま
た
歴
史
的
な
説
明
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
し
て
お
り
、
む
し
ろ
一
九
二
〇
年
代
当
時
の
状
況
説
明
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

が
興
味
深
い
。

現
時
点
で
の
調
査
の
範
囲
で
、M
ischehe
を
独
立
し
た
辞
書
項
目
と
し
て
立
て
た
最
初
の
例
が
Ｇ
で
あ
る
。
Ｇ
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の

手
に
な
る
浩
瀚
な
ド
イ
ツ
語
辞
書
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
簡
潔
に
語
釈
と
用
例
を
示
す
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
事
実
関
係
な
ど
に
は
踏

み
込
ま
な
い
。
し
か
し
、
単
に
異
宗
派
間
結
婚
と
い
う
語
釈
を
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、「
異
な
る
宗
派
、
国
籍
、
あ
る
い
は
人
種
の
両
名

が
結
ぶ
婚
姻
」
と
し
て
お
り
、
新
聞
記
事
か
ら
「
ク
ー
ル
ラ
ン
ト
〔
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
地
域
名
│
長
沼
〕
と
ロ
シ
ア
の
家
族
の

M
ischehen

」
と
い
う
用
例
を
あ
げ
て
い
る
点
が
目
を
引
く
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
の
、（
あ
る
い
は
）

カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
のM

ischehen

」
と
い
う
用
例
を
掲
げ
て
い
る
。
Ｕ
は
、
当
然
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
の
視
点
に
立
っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
法
や
ユ
ダ
ヤ
人
史
の
側
面
か
ら
の
説
明
と
、
統
計
的
な
状
況
説
明
と
に
大
別
さ
れ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
内

容
に
つ
い
て
は
次
節
で
触
れ
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
単
に
語
法
上
の
問
題
と
し
て
位
置
付
け
て
お
く
。
同
様
の
観
点
で
Ｗ
と
Ｘ
を
配
置

一
二
六



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
五
）

し
て
お
く
が
、
Ｗ
の
記
述
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
よ
り
視
野
が
拡
大
し
、「
白
人
種
と
有
色
人
種B

untfarbigen

（
黒
人N

eger

〔
差
別
的
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
強
く
、
今
日
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
表
現
│
長
沼
〕、
ム
ラ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
、
ア
メ
リ
カ
│

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
三

親
等
ま
で
の
子
孫
）
と
の
間
の
婚
姻
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
点
が
目
新
し
い
。
そ
れ
以
外
は
、
Ｗ
も
Ｘ
も
、
内
容
的
に

は
今
ま
で
見
て
き
た
以
上
の
も
の
は
な
い
。

分
類
の
（
四
）、
つ
ま
り
〈m

ischen

の
項
目
中
に
派
生
語
と
し
てM

ischehe

を
採
録
し
て
い
る
も
の
〉
に
配
置
さ
れ
た
Ｌ
、
Ｐ
、
Ｑ
、

さ
ら
に
（
五
）
の
〈E

he
の
項
目
中
に
派
生
語
と
し
てM
ischehe

を
採
録
し
て
い
る
も
の
〉
の
中
の
Ｆ
、
Ｈ
は
、
す
べ
て
辞
典
で
あ
る

こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
Ｌ
で
は
、m

ischen

の
項
目
中
で
、
数
多
く
の
用
例
の
一
つ
と
し
てgem

ischte E
he

を
あ
げ
て
説
明
を
付
し
、

さ
ら
に
別
個
に
派
生
語
と
し
てM

ischehe

を
採
録
し
て
い
る
。
Ｏ
や
Ｑ
に
な
る
と
、
も
は
やgem

ischte E
he

の
用
例
は
登
場
せ
ず
、

簡
潔
な
説
明
と
と
も
に
派
生
語
のM

ischehe

を
採
録
し
、
記
述
の
仕
方
も
互
い
に
よ
く
似
て
い
る
。
一
八
七
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
Ｆ
は
、

今
の
と
こ
ろ
一
語
形
のM

ischehe

が
登
場
す
る
最
古
の
辞
典
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
も
時
期
的
に
先
行
す
る
事
典
が
主
と
し
て
宗
派

K
onfession

間
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
よ
う
に
、
異
な
る
宗
教

R
eligion

（
に
属
す
る
）
者
同
士
の
婚
姻
」
と
説
明
し
て
お
り
、
内
容
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
れ

は
、
強
制
的
民
事
婚
の
制
度
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
一
八
七
四
年
に
、
全
ド
イ
ツ
（
ラ
イ
ヒ
）
で
は
翌
七
五
年
に
法
的
に
確
立
し
、
し
た

が
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
婚
姻
が
完
全
に
合
法
化
さ
れ
た
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
意
識
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
Ｈ
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
なE

he

の
中
の
一
つ
と
し
てM

ischehe
を
あ
げ
、「
必
ず
し
も
同
種
（
質
）
の
者G

leichartige

な
ど

の
間
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
婚
姻
」
と
説
明
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く
宗
教
色
が
消
滅
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
Ｈ
で
は
、C

ivilehe

も

採
録
し
て
い
る
。

一
二
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
六
）

（
六
）
に
分
類
し
た
Ｒ
と
Ｓ
の
二
点
は
、『
国
家
学
事
典
』
の
第
三
版
と
第
四
版
で
、
同
様
に
結
婚
統
計H

eiratsstatistik

の
項
目
中

で
用
語
と
し
てM

ischehe

を
採
用
し
て
い
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
問
題
と
し
て
の
み
数
値
を
記
録
し
て
お
り
、
ユ

ダ
ヤ
人
が
関
わ
る
事
例
に
つ
い
て
は
完
全
に
無
視
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
点
に
先
行
す
る
Ｋ
は
、
他
の
辞
事
典
類
と
は
や
や
性
格
を
異
に

し
て
お
り
、「
国
家
学
教
本
」
と
い
っ
た
趣
き
の
大
が
か
り
な
叢
書
中
の
一
冊
で
、
も
っ
ぱ
ら
「
人
口
学
・
人
口
政
策
」
を
論
じ
た
書
物

で
あ
る
。
そ
の
中
で
著
者
の
フ
ィ
ル
ク
ス
は
、
人
口
動
態
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
る
際
に
「
婚
姻
の
締
結
」
の
問

題
も
取
り
上
げ
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
のM

ischehe

に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
最
後
の
（
七
）
分
類
は
記
載
が
な
い
も
の

で
、
Ｂ
の
場
合
、
一
八
四
九
年
刊
の
第
二
巻
にm
ischen

が
立
項
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
派
生
語
な
い
し
関
連
語
を
記
載
し

て
い
る
が
、
そ
こ
に
はgem

ischte E
he

もM
ischehe

も
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
Ｂ
の
第
一
巻
（
一
八
三
三
年
刊
）
の
中
のE

he

に
も
、

同
様
に
言
及
は
な
い
。『
国
家
学
事
典
』
の
第
一
版
で
あ
る
Ｉ
は
、
項
目
と
し
て
は
後
の
版
と
同
様
に
結
婚
統
計
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

宗
教
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
が
見
ら
れ
ず
、
該
当
す
る
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
Ｉ
は
印
刷
書
体
と
し
て
ド
イ
ツ
文
字
（
い

わ
ゆ
る
亀
の
甲
文
字
）
を
採
用
し
て
い
る
が
、
後
継
の
Ｒ
と
Ｓ
に
な
る
と
ラ
テ
ン
文
字
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
か

ら
一
九
三
〇
年
刊
行
の
Ｖ
で
あ
る
が
、『
ド
イ
ツ
学
事
典
』
と
銘
打
っ
た
企
画
テ
ー
マ
か
ら
す
れ
ば
、M

ischehe

の
問
題
は
採
録
す
る
に

値
し
な
い
と
判
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
改
革
発
祥
の
地
ド
イ
ツ
に
は
、
異
宗
派
間
結
婚
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き

た
伝
統
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
以
上
に
異
教
徒
間
結
婚
が
顕
著
と
な
る
傾
向
が
見
ら
れ

る
の
で
、
そ
う
し
た
判
断
そ
の
も
の
が
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
全
二
四
点
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、gem

ischte E
he

と
い
う
古
い
表
現
の
最
後
の
用
例
が

一
九
二
六
年
に
あ
り
、M

ischehe

と
い
う
新
し
い
表
現
の
初
出
が
一
八
七
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
世
紀
転
換
を
含
む
半
世
紀

一
二
八



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
七
）

の
間
に
、
明
ら
か
に
表
現
の
仕
方
が
変
わ
り
、
認
識
の
重
点
も
異
宗
派
間
の
問
題
か
ら
異
教
徒
間
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
の
結
婚
問
題
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
念
の
た
め
に
、
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
明
治
初
期
、
中
期
、
末
期
に
刊
行
さ
れ
た
、（
あ
）〜（
か
）
の
六
点
の
独
和
辞
典
も
点
検

し
て
み
た
が
（
7
）

、
該
当
す
る
用
語
に
つ
い
て
は
一
切
記
載
が
な
か
っ
た
。

（
1
） 

古
代
ロ
ー
マ
で
は
貴
族
と
平
民
と
の
結
婚conubium

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
で
は
、
歴
史
的
系
譜
と
日
常
言
語
が
異
な
る

ア
シ
ュ
ケ
ナ
ジ
ー
ム
と
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ム
間
の
通
婚
や
、
ユ
ダ
ヤ
教
内
の
少
数
派
で
あ
っ
た
カ
ラ
イ
派
と
の
通
婚
が
、
し
ば
し
ば
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て

い
た
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
結
婚
に
際
し
て
は
身
分
階
層
や
文
化
な
ど
の
違
い
が
問
題
と
な
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。cf. P

hilip &
 H
anna 

G
oodm

an, T
h

e Jew
ish

 M
arriage A

n
th

ology, P
hiladelphia, T

he Jew
ish P

ublication S
ociety of A

m
erica, 1965. p. 114-115, 169.

（
2
） 

し
ば
し
ば
日
本
語
で
も
「
雑
婚
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
3
） 

一
九
三
五
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
諸
法
に
よ
っ
て
、「
ア
ー
リ
ア
人
」
と
「
非
ア
ー
リ
ア
人
」
の
結
婚
は
禁
止
さ
れ
た
。

（
4
） 

一
八
〇
〇
年
か
ら
四
六
年
ま
で
の
時
期
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
件
数
は
六
、三
三
〇
件
（
一
年
あ
た
り
約
一
三
五
件
）、
四
七

年
か
ら
七
〇
年
で
は
四
、七
五
〇
件
（
一
年
あ
た
り
約
一
九
八
件
）、
七
一
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
で
は
一
一
、七
〇
〇
件
（
一
年
あ
た
り
三
九
〇
件
）、

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
改
宗
の
う
ち
で
、
異
教
徒
間
結
婚
の
た
め
の
も
の
は
一
部
で
し
か
な
い
と
い
う
。M

arion A
. K
aplan

（ed.

）, Jew
ish

 

D
aily L

ife in
 G

erm
an

y, N
ew
 Y
ork 2005, p. 416 n. 66.

ま
た
逆
に
、
き
わ
め
て
稀
有
で
は
あ
る
が
、
結
婚
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
ユ
ダ
ヤ
教
に
改
宗
し
た
例
も
史
料
に
は
留
め
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、

長
沼
「「
ユ
ダ
ヤ
娘
」
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
を
震
撼
さ
す
」、『
日
本
法
学
』
第
七
六
巻
第
四
号
、
二
〇
一
一
年
二
月

（
5
） 

ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
恋
愛
関
係
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
七
世
紀
に
成
立
と
推
定
さ
れ

る
「
美
し
い
ユ
ダ
ヤ
娘
の
バ
ラ
ー
ド
」
な
ど
は
、
そ
う
し
た
事
例
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
Ｉ
・
Ｗ
・
ケ
ラ
ー
マ
ン
（
鳥
光
美
緒
子
訳
）『
ド

イ
ツ
の
家
族
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
、
五
九
│
七
四
ペ
ー
ジ
。
さ
ら
に
、
よ
り
高
い
信
憑
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
回
想
録
の
類
が
あ
る
が
、

一
二
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
八
）

し
ば
し
ば
伝
聞
で
あ
っ
た
り
、
時
期
が
特
定
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
。

そ
う
し
た
回
想
録
の
中
か
ら
、
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
中
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ロ
ー
ウ
ェ
ン
ス
テ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
断

片
的
に
抽
出
し
て
い
る
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
厳
格
な
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
父
に
持
つ
娘
は
、
貴
族
の
将
校
の
求
愛
を
拒
ん
だ
が
、
友
情
の
証
と
し

て
の
指
輪
を
長
年
に
わ
た
っ
て
身
に
着
け
て
い
た
と
い
う
事
例
。
あ
る
い
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
製
本
工
が
職
人
遍
歴
の
旅
を
続
け
て
い
る
間
に
、
彼
に

関
心
を
持
つ
何
人
か
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
女
性
に
会
っ
た
が
、
自
ら
身
を
引
い
た
と
い
う
事
例
。S

teven M
. L
ow
enstein, T

he B
eginning of 

Integration, in: K
aplan, op. cit., p. 168.

（
6
） 

一
九
世
紀
前
半
か
ら
、
ナ
チ
ス
が
政
権
を
獲
得
す
る
一
九
三
三
年
以
前
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
今
回
調
査
し
得
た
Ａ
か
ら
Ｘ
ま
で
の

二
四
点
の
辞
事
典
類
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ
.

S
taats-L

exikon
 od

er E
n

cyklopäd
ie d

er S
taatsw

issen
sch

aften, hg. v. C
. R
otteck u. C

. W
elcker, A

ltona 1834-48.　

該
当
第

六
巻
は
一
八
三
八
年
刊
行
。

Ｂ
.
Joh. C

hrist. A
ug. H

eyse, H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er D

eu
tsch

en
 S

prach
e, H
ildesheim

 1968 

（N
achdruck der A

usgabe M
agdeburg 

1833-49

）. m
ischen

を
収
録
し
た
第
二
巻
は
一
八
四
九
年
の
刊
行
だ
が
、E

he

を
収
録
し
た
第
一
巻
は
一
八
三
三
年
刊
行
。

Ｃ
.

K
lein

eres B
rockh

au
s’sch

es C
on

versation
s-L

exikon
 fü

r d
en

 H
an

d
gebrau

ch, L
eipzig 1854-56.　

該
当
第
二
巻
は
一
八
五
四
年
刊
行
。

Ｄ
.

D
eu

tsch
es S

taats-W
örterbu

ch. In
 V

erbin
d

u
n

g m
it d

eu
tsch

en
 G

eleh
rten, hg. v. J. C

. B
luntschli u. K

. B
rater, S

tuttgart u. 

L
eipzig 1857-70.　

該
当
第
三
巻
は
一
八
五
八
年
刊
行
。

Ｅ
.

D
as S

taats-L
exikon

. E
n

cyklopäd
ie d

er säm
m

tlich
en

 S
taatsw

issen
sch

aften
 fü

r alle S
tän

d
e, 3. A

ufl ., hg. v. K
arl W

elcker, 

L
eipzig 1856-66.　

該
当
第
六
巻
は
一
八
六
二
年
刊
行
。

Ｆ
.

W
örterbu

ch
 d

er D
eu

tsch
en

 S
prach

e v. D
aniel S

anders, T
okyo 1968 

（N
achdruck der 2. A

ufl ., L
eipzig 1876

）.

Ｇ
.

D
eu

tsch
es W

örterbu
ch v. Jacob G

rim
m
 u. W

ilhelm
 G
rim
m
, M
ünchen 1984 

（N
achdruck der A

usgabe L
epzig 1854-1971

）.　

該
当
第
一
二
巻
は
一
八
八
五
年
刊
行
。

Ｈ
.

E
rgän

zu
n

gs W
örterbu

ch
 d

er D
eu

tsch
en

 S
prach

e v. D
aniel S

anders, T
okyo 1968 

（N
achdruck der A

usgabe B
erlin 1885

）.

一
三
〇



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
九
）

Ｉ
.

H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er S

taatsw
issen

sch
aften, hg. v. J. C

onrad et al., Jena 1890-97.　

該
当
第
四
巻
は
一
八
九
二
年
刊
行
。

Ｊ
.

B
rockh

au
s’ K

on
versation

s-L
exikon, 14. A

ufl ., B
erlin u. W

ien 1898.

（
全
冊
）

Ｋ
.
A
rthur F

reiherr von F
ircks, B

evölkeru
n

gsleh
re u

n
d

 B
evölkeru

n
gspolitik, L

eipzig 1898 

（H
and- und L

ehrbuch der 

S
taatsw

issenschaften. In selbständigen B
änden, 1. A

bteilung, B
d. 6

）.

Ｌ
.

D
eu

tsch
es W

örterbu
ch v. M

oriz H
eyne, T

okyo 1969-73 

（N
achdruck der 2. A

ufl ., L
eipzig 1905-06

）.　

該
当
第
二
巻
は
一
九
〇
六

年
刊
行
。

Ｍ
.

M
eyers G

roßes K
on

versation
s-L

exikon, 6. A
ufl . L

eipzig u. W
ien 1902-20.　

該
当
第
七
巻
は
一
九
〇
七
年
刊
行
。

Ｎ
.

B
rockh

au
s’ K

lein
es K

on
versation

s-L
exikon, 5. A

ufl ., L
eipzig 1908.

（
全
冊
）

Ｏ
.

M
eyers K

lein
es K

on
versation

s-L
exikon, 7. A

ufl ., L
eipzig u. W

ien 1908-10.　

該
当
第
三
巻
は
一
九
〇
九
年
刊
行
。

Ｐ
.

H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er D

eu
tsch

en
 S

prach
e von D

aniel S
anders, T

okyo 1969 

（N
achdruck der 8. A

ufl ., L
eipzig 1909

）.

Ｑ
.

D
eu

tsch
es W

örterbu
ch v. F

r. L
. K
. W
eigand, T

okyo 1968 

（N
achdruck der 5. A

ufl ., G
ießen 1909-10

）.　

該
当
第
二
巻
は

一
九
一
〇
年
刊
行
。

Ｒ
.

H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er S

taatsw
issen

sch
aften, 3. A

ufl ., Jena 1909-11.　

該
当
第
五
巻
は
一
九
一
〇
年
刊
行
。

Ｓ
.

H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er S

taatsw
issen

sch
aften, 4. A

ufl ., Jena 1923-29.　

該
当
第
五
巻
は
一
九
二
三
年
刊
行
。

Ｔ
.

M
eyers L

exikon, 7. A
ufl ., L

eipzig 1924-33.　

該
当
第
四
巻
は
一
九
二
六
年
刊
行
。

Ｕ
.

J
ü

d
isch

es L
exikon

. E
in

 en
zyklopäd

isch
es H

an
d

w
örterbu

ch
 d

es jü
d

isch
en

 W
issen

s in
 vier B

än
d

en, hg. v. G
eorg H

erlitz u. 

B
runo K

irschner, 2. A
ufl ., F

rankfurt am
 M
ain 1987 

（N
achdruck der 1. A

ufl ., B
erlin 1927-30

）.　

該
当
第
四
／
一
巻
は
一
九
三
〇

年
刊
行
。

Ｖ
.

S
ach

w
örterbu

ch
 d

er D
eu

tsch
ku

n
d

e, hg. v. W
alther H

ofstaetter u. U
lrich P

eters, T
okyo 1976 

（N
achdruck der A

usgabe 

L
eipzig u. B

erlin 1930

）.

Ｗ
.

M
eyers K

lein
es L

exikon, 8. A
ufl ., L

eipzig 1931-32.　

該
当
第
二
巻
は
一
九
三
二
年
刊
行
。

一
三
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
八
〇
）

Ｘ
.

D
er G

roße B
rockh

au
s, 15. A

ufl . v. B
rockhaus’ K

onversations-L
exikon, L

eipzig 1928-35.　

該
当
第
一
二
巻
は
一
九
三
二
年
刊
行
。

（
7
） 

明
治
期
日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
六
点
。

（
あ
） 　

一
八
七
二
年
『
孛
和
袖
珍
字
書
』、
小
田
條
次
郎･

藤
井
三
郎･

桜
井
勇
作
編
、
三
修
社
、
一
九
八
一
年
復
刻
（
東
京　

學
半
社
蔵
、
明
治

五
年
八
月
）

（
い
） 　

一
八
七
二
年
『
和
譯
獨
逸
辭
典
』、
司
馬
凌
海･

河
村
文
昌
・
沢
田
勝
伯
・
明
石
文
・
明
石
朝
幹
編
、
三
修
社
、
一
九
八
一
年
復
刻
（
東
京　

春
風
社
合
著
、
明
治
五
年
一
〇
月
）

（
う
） 　

一
八
七
三
年
『
官
許
独
和
字
典
』、
薩
摩
学
生　

松
田
為
常･

瀬
之
口
隆
敬･

村
松
経
春
編
、
三
修
社
、
一
九
八
一
年
復
刻
（S

hanghai, 

A
m
erikanische M

issions B
uchdruckerei, 1873. 

（
明
治
六
年
第
五
月
））

（
え
） 　

一
八
七
七
年
『
和
獨
對
譯
辞
林
』、
律
多
留
富
勒
曼
（
リ
ウ
ド
ル
フ
レ
ー
マ
ン
）
校
訂
、
齊
田
訥
於
・
那
波
大
吉
・
國
司
平
六
編
、
三
修
社
、

一
九
八
一
年
復
刻
（
日
比
谷
健
次
郎･

加
藤
翠
溪
出
版
、
明
治
一
〇
年
一
〇
月
）

（
お
） 　

一
八
九
六
年
『
独
和
新
辞
林
』、
高
木
甚
平
・
保
志
虎
吉
共
編
、
三
省
堂
書
店
、
明
治
二
九
年

（
か
） 　

一
九
一
二
年
『
新
式
独
和
大
辞
典
』、
戸
張
信
一
郎
著
、
大
倉
書
店
、
明
治
四
五
年

二　

ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
お
け
るM

ischehe

ユ
ダ
ヤ
人
社
会
は
、
む
し
ろM

ischehe

を
嫌
い
、
族
内
婚
、
な
い
し
同
族
婚endogam

y

、hom
ogam

y

を
守
ろ
う
と
し
て
き
た
し
、

今
日
で
も
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
英
語
表
現
で
は
、
同
義
のm

ixed m
arriage

の
他
に
、interm

arriage

、outm
arriage

（
ユ

ダ
ヤ
人
の
側
か
ら
の
表
現
）
な
ど
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
プ
ラ
ン
は
歴
史
の
実
態
に
即
し
てinterfaithm

arriage

な
る
用
語
の
採
用

を
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
（
1
）

。

一
三
二



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
一
）

ユ
ダ
ヤ
教
法
に
従
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
、
つ
ま
りM
ischehe

は
違
法
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
。
敬
虔
な
ユ

ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
は
、
現
実
に
暮
ら
し
て
い
る
地
域
で
機
能
し
て
い
る
世
俗
の
法
よ
り
も
、
ト
ー
ラ
ー
（
モ
ー
セ
五
書
）
を
根
幹
と
す

る
タ
ナ
ハ
、
つ
ま
り
一
般
に
は
旧
約
聖
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
が
重
要
で
あ
り
、
判
断
の
根
拠
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。

タ
ナ
ハ
と
旧
約
聖
書
と
の
間
に
は
、
厳
密
に
言
え
ば
若
干
の
差
異
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
当
面
の
課
題
に
と
っ
て
は
こ
の
差
異
は
無
視
で
き

る
も
の
な
の
で
、
新
共
同
訳
を
用
い
て
該
当
箇
所
を
見
て
お
き
た
い
。
申
命
記
第
七
章
の
冒
頭
に
は
「
七
つ
の
民
を
滅
ぼ
せ
」
と
小
見
出

し
が
立
ち
、
七
つ
の
民
の
名
が
例
示
さ
れ
た
あ
と
、「
彼
ら
と
縁
組
を
し
、
あ
な
た
の
娘
を
そ
の
息
子
に
嫁
が
せ
た
り
、
娘
を
あ
な
た
の

息
子
の
嫁
に
迎
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」（
申
命
七
：
三
）、
と
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
七
つ
の
民
と
敵
対
し
、
通
婚
関
係
を
断
つ
べ

き
理
由
と
し
て
、「
あ
な
た
の
息
子
を
引
き
離
し
て
わ
た
し
に
背
か
せ
、
彼
ら
は
つ
い
に
他
の
神
々
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
、
主
の
怒
り

が
あ
な
た
た
ち
に
対
し
て
燃
え
、
主
は
あ
な
た
を
速
や
か
に
滅
ぼ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
な
た
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
の
祭
壇
を

倒
し
、
石
柱
を
砕
き
、
ア
シ
ェ
ラ
の
像
を
粉
々
に
し
、
偶
像
を
火
で
焼
き
払
う
こ
と
で
あ
る
」（
申
命
七
：
四
│
五
）
と
す
る
。
つ
ま
り
、

十
戒
中
の
第
二
戒
に
も
と
づ
き
、
偶
像
崇
拝
者
か
ら
の
影
響
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
エ
ズ
ラ
記
に
な
る
と
、
よ
り
峻
烈
な
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
エ
ズ
ラ
記
は
、「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
か
ら
帰
還
し
た

「
捕
囚
の
民
」
が
異
民
族
の
娘
と
の
結
婚
と
い
う
「
悪
事
」（
エ
ズ
ラ
九
：
二
）
に
手
を
染
め
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対

す
る
主
の
戒
め
と
掟
の
言
葉
に
精
通
し
た
、
祭
司
で
あ
り
書
記
官
で
あ
る
エ
ズ
ラ
」
が
、「
主
の
律
法
を
研
究
し
て
実
行
し
、
イ
ス
ラ
エ

ル
に
掟
と
法
を
教
え
る
こ
と
に
専
念
し
た
」（
エ
ズ
ラ
七
：
一
〇
│
一
一
）
と
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
祭
司
エ
ズ
ラ
は
立
ち
上
が
り
、
彼

ら
に
言
っ
た
。「
あ
な
た
た
ち
は
神
に
背
い
た
。
異
民
族
の
嫁
を
迎
え
入
れ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
新
た
な
る
罪
科
を
加
え
た
。
今
、
先
祖

の
神
な
る
主
の
前
で
罪
を
告
白
し
、
主
の
御
旨
を
行
い
、
こ
の
地
の
民
か
ら
も
、
異
民
族
の
嫁
か
ら
も
離
れ
な
さ
い
」（
エ
ズ
ラ
一
〇
：

一
三
三
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（
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八
二
）

一
〇
│
一
一
）
と
命
じ
、「
異
民
族
の
妻
子
と
の
絶
縁
」
を
断
行
し
た
、
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ズ
ラ
記
と
い
う
文
書
は
教
化
と
綱

紀
粛
正
に
つ
い
て
の
記
録
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
し
、
続
く
ネ
ヘ
ミ
ヤ
記
か
ら
も
同
様
の
趣
旨
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
以
上

に
見
て
き
た
よ
う
な
旧
約
中
の
記
述
がM

ischehe

を
違
法
と
す
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
教
法
は
厳
格
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
非
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
の
結
婚
を
禁
じ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う

に
断
言
で
き
な
い
と
い
う
、
非
常
に
我
々
を
困
惑
さ
せ
る
事
態
も
出
来
す
る
の
で
あ
る
。
長
い
歴
史
を
通
じ
て
、
タ
ナ
ハ
の
さ
ま
ざ
ま
な

掟
を
ど
の
よ
う
に
実
際
の
生
活
の
場
で
適
用
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
た
夥
し
い
解
釈
の
数
々
が
積
み
重
ね
ら
れ
、

そ
う
し
た
中
か
ら
次
第
に
法
規
的
な
部
分
が
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
ハ
ラ
ハ
ー
の
形
成
で
あ
る
。
ハ
ラ
ハ
ー
に
従
え
ば
「
ユ

ダ
ヤ
人
」
の
定
義
は
二
つ
の
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
で
な
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い

は
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
を
も
つ
者
で
あ
る
（
ユ
ダ
ヤ
教
へ
の
改
宗
者P

roselyt

も
当
然
含
む
）。
こ
の
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
多
く
の
場
合
一
致
す

る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
が
棄
教
者A

postat

と
な
っ
た
と
し
て
も
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
（
び
と
）

Israelit

は
罪
を
犯
し
て
も
な
お
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
も
あ
る
の
で
（
2
）

、
こ
の
非
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
人
物
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
結
婚
し
た
場
合
に
はM

ischehe

に
は
な
ら
な
い
。

ま
たM

ischehe

を
行
っ
た
者
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
法
上
そ
の
「
結
婚
」
は
無
効
な
の
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
結
婚
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
の
で
、
新
た
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
を
望
ん
だ
と
し
て
も
、
以
前
の
「
結
婚
」
を
解
消
す
る
必
要
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
内
部
論

理
だ
け
で
考
え
れ
ば
重
婚
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
も
か
く
、
現
実
にM

ischehe

が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
結
婚
と

は
認
定
し
な
い
の
で
、
外
部
の
世
界
の
判
断
と
は
齟
齬
を
き
た
す
結
果
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
古
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
法
廷
で
あ
る
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
を
模
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
一
八
〇
六
年
に
パ
リ
に
召
集
し
た
名
士
会
で
は
、

一
三
四



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
三
）

そ
も
そ
も
申
命
記
が
排
除
し
た
対
象
は
偶
像
崇
拝
者
な
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
は
そ
れ
に
は
あ
た
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
も
可
能
で
あ
る
、
た
だ
し
ラ
ビ
が
司
式
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
見
解
ま
で
出
さ

れ
て
い
た
（
3
）

。
要
す
る
に
、
圧
倒
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
対
応
し
う
る
手
が
か
り
と
し
て

の
先
例
が
残
さ
れ
て
い
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

カ
プ
ラ
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
異
教
徒
間
結
婚
をinterfaithm

arriage

と
表
現
し
、
い
わ
ゆ
る
「
東
方
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
ド

イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
をinterm

arriage

と
し
た
こ
と
が
あ
る
。cf. M

arion A
. K
aplan, T

h
e M

akin
g of th

e Jew
ish

 M
id

d
le C

lass. 

W
om

en
, F

am
ily, an

d
 Id

en
tity, in

 Im
perial G

erm
an

y, N
ew
 Y
ork et al., 1991. 

し
か
し
二
〇
〇
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
前
掲
の
編
著
書
で

は
、
通
常
の
用
語
法
に
戻
っ
てinterm

arriage

を
使
用
し
て
い
る
。

（
2
） cf. A

rt. “M
ixed M

arriage, Interm
arriage”, in: E

n
cyclopaed

ia Ju
d

aica, second ed., vol. 14, D
etroit 2007, p. 376.

（
3
） A

dolf B
rull, D

ie M
isch

eh
e im

 Ju
d

en
tu

m
 im

 L
ich

te d
er G

esch
ich

te, K
essinger L

egacy R
eprints n. d. 

（N
achdruck der 

A
usgabe F

rankfurt am
 M
ain 1905

）, S
. 17-18.

三　

プ
ロ
イ
セ
ン
の
法
制

一
七
九
四
年
六
月
一
日
施
行
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典A

llgem
eines L

andrecht für die P
reussischen S

taaten

（
Ａ
Ｌ
Ｒ
）

は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
ま
で
は
現
行
法
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
特
別
法
が
制
定
さ
れ
な
い
限
り
、

一
九
世
紀
中
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
婚
姻
は
原
則
と
し
て
こ
の
Ａ
Ｌ
Ｒ
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
。
ま
た
、
ほ
か
の
ド
イ
ツ
諸
邦
に
対
し

一
三
五
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て
も
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
。「
婚
姻
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
第
二
部
第
一
章
は
、
微
細
な
局
面
に
ま
で
及
ぶ
全
一
一
三
一

条
の
条
文
か
ら
な
る
が
、
そ
の
第
三
六
条
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
男
性
）
は
、
そ
の
者
の
信
仰
原
則
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
婚
姻
法

に
従
う
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
者
と
結
婚
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
規
定
す
る
（
1
）

。
文
法
上
の
表
現
が
男
性
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て

異
議
申
し
立
て
を
す
る
者
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
（
2
）

、
こ
の
条
文
は
当
然
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
対
象
に
し
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
条
文
は
、
理
論
的
に
は
、
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
法
を
自
ら
の
意
思
で
積
極
的
に
破
ろ
う
と
す
る
ユ

ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
結
婚
を
明
示
的
に
禁
止
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
現
実
に
は
常
識
的
に
解
釈
さ
れ
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
結
婚
を
禁
止
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
、
こ
う
し
た
条
文
解
釈
こ
そ
が
伝
統
的
な
教
会
法

と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
第
一
三
六
条
は
、「
完
全
に
有
効
な
る
婚
姻
と
は
聖
職
者
の
と
り
お
こ
な
う
結
婚
式
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
（
3
）

、
教
会
婚
を
絶
対
の
条
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
八
一
二
年
三
月
一
一
日
の
「
解
放
勅
令
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
一
般
を
公
民S

taatsbürger

と
認
め
、
多
少
の
制
約
は
残
し
て
い
た
も

の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
市
民
と
同
等
の
権
利
を
賦
与
す
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
（
4
）

。
こ
の
勅
令
は
全
部
で
三
九
の
条
文
か
ら
な
る
が
、

第
一
七
か
ら
一
九
条
が
婚
姻
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
結
婚
に
関
し
て
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
七
条
は
、「
婚
姻
の
結
び
つ
きE

hebündnisse

に
つ
い
て
は
、
国
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の

特
別
な
裁
可
や
婚
姻
証
書
に
よ
る
処
理
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
一
般
的
な
規
則
に
従
っ
て
、
と
も
か
く
も
他
人
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
な
同

意
な
い
し
婚
姻
の
許
可
を
必
要
と
し
な
い
限
り
で
、
お
互
い
の
間
でunter sich

と
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
の
ち
の
内
務
大
臣
に
相
当
す
る
地
方
担
当
大
臣P

rovinzialm
inister

シ
ュ
レ
ッ
タ
ー
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
の
主
導
者
で

あ
っ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
の
同
意
を
得
て
、
一
八
〇
八
年
一
二
月
二
二
日
に
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
に
提

一
三
六



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
五
）

出
し
た
第
一
次
草
案
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
婚
姻
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
が
事
前
に
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
こ
と
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
同
士
の
婚
姻
同
様
に
行
わ
れ
る
、
と
い
う
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
5
）

。
こ
の
第
一
次
草
案
の
作
成
過
程
は
、

一
八
〇
六
年
一
〇
月
に
イ
ェ
ー
ナ
で
フ
ラ
ン
ス
軍
に
完
敗
し
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
が
発
動
し
て
い
く
中
で
、
強
い

危
機
意
識
に
支
え
ら
れ
て
近
代
国
家
へ
の
再
編
が
大
胆
に
模
索
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
い
ま
だ
無
権
利
状
態
に
あ

る
大
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
市
民
と
し
て
改
善
し
、
国
家
に
と
っ
て
有
用
な
存
在
に
改
変
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
志
が
働
い
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
案
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
に
つ
れ
て
Ａ
Ｌ
Ｒ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
留
ま
る
立
場
か
ら
の
批
判
が
強
ま
り
、

決
着
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
つ
い
に
最
終
成
案
か
ら
は
異
教
徒
間
結
婚
の
問
題
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
一
五
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
一
時
期
失
っ
て
い
た
ポ
ー
ゼ
ン
を
再
確
保
し
、
さ
ら
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

を
新
た
に
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
解
放
勅
令
」
は
、
発
布
さ
れ
た
時
点
で
の
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
領
に
対
し
て
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

新
た
に
版
図
に
編
入
さ
れ
た
地
域
に
自
動
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
公
民
権
を
獲
得
で
き
た
ユ
ダ
ヤ
人

は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
全
土
に
居
住
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
う
ち
で
、
わ
ず
か
四
分
の
一
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
（
6
）

。
一
八
一
六
年
に
は
全
部
で

一
二
三
、九
三
八
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
か
ら
、
他
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
市
民
と
同
様
に
振
る
舞
え
た
の
は

三
〇
、〇
〇
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
全
国
一
律
に
適
用
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
法
と
い
っ
た
も
の
は
い
ま
だ

存
在
せ
ず
、
わ
ず
か
な
違
い
も
す
べ
て
数
え
上
げ
て
い
け
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
は
二
二
の
異
な
る
規
定
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
最
も

重
要
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
三
三
年
六
月
一
日
に
制
定
さ
れ
た
「
ポ
ー
ゼ
ン
大
公
国
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
あ
り
方
に
関
す
る
暫
定
的
条

例
」
で
あ
る
。
ポ
ー
ゼ
ン
在
住
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
一
六
年
時
点
で
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
全
ユ
ダ
ヤ
人
中
実
に
約
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

て
お
り
、
ま
た
生
活
実
態
や
系
譜
な
ど
の
点
で
他
の
地
域
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
も
か
な
り
違
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
情
が
、
同
地
域
だ
け
に

一
三
七
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適
用
さ
れ
る
特
別
規
定
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
（
7
）

。

こ
の
「
暫
定
条
例
」
の
中
で
は
第
一
五
条
が
婚
姻V

erheirathung

を
扱
っ
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
ユ
ダ
ヤ
人
同
士
の
関
係
と
し
て
の

み
規
定
し
て
お
り
、
異
教
徒
間
結
婚
に
つ
い
て
は
想
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、gem

ischte E
he

と
い
う
用
語
自
体
が
見
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
と
外
国
人
女
性A

usländerin

と
の
婚
姻
は
、
後
者
が
少
な
く
と

も
五
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
タ
ー
ラ
ー
の
自
己
資
産
を
持
参
金
と
し
て
も
っ
て
く
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
。
個
々
に
生
ず
る
事
例
で
の
免
除
に

つ
い
て
は
、
州
長
官
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
ラ
ン
ト
法
典
第
二
部
第
一
章
第
一
三
六
条
に
基
づ
い
て
、
完
全
に
有
効
な
婚

姻
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
婚
礼T

rauung

に
代
わ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
婚
姻
の
際
は
、
婚
礼
の
天
蓋
の
下
に
集
い
、
指
輪
の
厳
粛
な

る
装
着
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
第
一
三
八
条
に
指
示
さ
れ
て
い
る
婚
姻
予
告
に
代
わ
っ
て
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
内
で
の
告
示
を
行
う
も

の
と
す
る
（
8
）

。」
こ
こ
で
「
外
国
人
女
性
」
と
直
訳
し
た
表
現
の
正
確
な
内
容
は
、
実
質
的
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
内
の
州
で
あ
っ
た
ポ
ー

ゼ
ン
大
公
国
以
外
に
居
住
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
（
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
改
宗
し
た
女
性
）
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
第
一
五
条
後
半
で
要
求

し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
教
版
強
制
的
教
会
婚
か
ら
も
解
釈
で
き
よ
う
。
と
も
か
く
こ
の
第
一
五
条
の
他
に
は
、
婚
姻
に
関
す
る
規
定
は
な
い
の

で
あ
る
。

下
っ
て
一
八
四
七
年
、
よ
う
や
く
七
月
二
三
日
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
法G

esetz über die V
erhältnisse der Juden

」
が
制
定
さ
れ
（
9
）

、

ユ
ダ
ヤ
人
立
法
の
不
整
合
性
は
大
幅
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
ポ
ー
ゼ
ン
だ
け
は
依
然
と
し
て
例
外
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

こ
の
四
七
年
法
は
、
ま
ず
第
一
条
で
、「
我
が
ユ
ダ
ヤ
人
臣
民
に
対
し
て
は
、
本
法
が
別
に
定
め
な
い
限
り
、
当
君
主
国
の
す
べ
て
の
範

囲
内
で
、
我
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
臣
民
と
同
一
の
義
務
に
加
え
て
ま
た
同
一
の
市
民
権
が
下
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
。
さ
ら
に
第

二
条
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
、
司
法
、
警
察
、
行
政
に
関
す
る
職
務
を
除
き
、
国
政
及
び
地
方
自
治
体
の
職
務
に
従
事
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

一
三
八



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
七
）

ま
た
大
学
に
あ
っ
て
も
、
定
款
中
に
禁
止
規
定
が
な
い
限
り
、
医
学
・
数
学
・
自
然
科
学
・
地
理
学
・
言
語
学
の
分
野
で
は
正
教
授
に
至

る
ま
で
就
任
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
の
学
問
分
野
や
学
長
な
ど
の
管
理
職
に
は
就
け
な
い
と
も
規
定
さ
れ
て
い

る
。
現
実
の
プ
ロ
イ
セ
ン
社
会
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
地
位
は
、「
解
放
勅
令
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
も
後
退
し
て
い
た
の
で
、
多
少
の
制
限

が
な
お
残
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
四
七
年
法
に
よ
っ
て
改
め
て
大
幅
に
「
解
放
」
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

婚
姻
の
問
題
は
、「
出
生
、
結
婚
、
お
よ
び
死
亡
の
事
例
」
に
つ
い
て
一
括
し
た
第
八
か
ら
二
二
条
ま
で
の
間
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
注
目
に
値
す
る
の
が
第
八
条
で
あ
る
。「
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
で
の
出
生
、
結
婚
、
お
よ
び
死
亡
事
例
の
民
事
上
の
認
証B

eglaubigung

は
、
司
法
上
機
能
し
て
い
る
登
録
簿
へ
の
記
入
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
さ
ら
に
第
一
四
条
で
も
、
婚
姻
の
有
効
性
は
登
録

簿
に
記
入
し
た
時
点
で
生
じ
る
、
と
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ラ
ビ
が
シ
ナ
ゴ
ー
グ
で
司
式
し
た
だ
け
で
は
そ
の
結
婚
は
有
効
な
も
の
と

は
な
り
え
ず
、
い
わ
ば
教
会
婚
の
優
位
性
が
崩
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
し
か
し
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
法
令
が
「
ユ
ダ

ヤ
人
関
係
法
」
の
四
か
月
ほ
ど
前
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
八
四
七
年
三
月
三
〇
日
に
成
立
し
、
と
き
に
は
無
宗
教
者
法

D
issidentengesetz

と
も
呼
ば
れ
る
「
民
事
上
の
認
証
が
地
域
裁
判
所O

rtsgericht

に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
出
生
、
結
婚
、

お
よ
び
死
亡
の
事
例
に
関
す
る
通
達V

erordnung

」
で
あ
る
（
10
）

。
こ
れ
は
、
教
会
を
離
脱
し
た
者
な
い
し
は
教
会
か
ら
破
門
さ
れ
た
者
、

国
家
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
宗
教
団
体
に
は
属
し
て
い
な
い
者
、
無
信
仰
者
な
ど
、
教
会
法
上
の
理
由
に
よ
っ
て
取
り
扱
い
を
拒
否
さ
れ

た
者
を
救
済
す
る
た
め
の
市
民
法
上
の
規
定
で
あ
っ
た
（
11
）

。
こ
の
「
通
達
」
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
法
」
の
一
部
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
事
実
「
通
達
」
の
中
で
具
体
的
に
届
出
手
続
き
を
定
め
た
条
文
は
、
一
字
一
句
違
わ
ず
「
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
法
」
に
転
用
さ
れ
て
い

る
。
言
っ
て
み
れ
ば
「
教
会
離
れ
」
の
現
実
を
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
は
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
のM

ischehe

は
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

一
三
九
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一
八
四
八
年
の
ド
イ
ツ
三
月
革
命
は
、
実
定
的
効
力
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
四
九
年
三
月
二
八
日
の
い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
憲
法
」（
パ
ウ
ル
ス
教
会
憲
法
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
も
た
ら
し
た
（
12
）

。
そ
の
第
六
章
は
「
ド
イ
ツ
国
民V

olk

の
基
本
権
」
を
う
た
っ
て

お
り
、「
信
仰
お
よ
び
良
心
の
自
由
」
や
「
宗
教
活
動
の
自
由
」
な
ど
が
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
擁
護
さ
れ
て
い
て
、「
宗
教
上
の
行
為
等

の
強
制
禁
止
」
が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
民
事
婚
」
に
つ
い
て
は
、「
婚
姻
の
民
事
上
の
効
力
は
、
民
事
行
為
の
遂
行
に
の

み
依
存
す
る
。
教
会
で
の
婚
礼
は
、
民
事
行
為
の
遂
行
後
に
お
い
て
の
み
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
の
相
違
は
民
事
上
の
婚

姻
障
碍
と
は
な
ら
な
い
」（
第
一
五
〇
条
）
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
」
第
一
五
〇
条
は
、
一
八
四
八
年
一
二
月
五

日
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
」
第
一
六
条
、
す
な
わ
ち
「
婚
姻
の
民
事
上
の
効
力
は
、
権
限
を
有
す
る
民
事
身
分
官
吏C

ivilstands-

B
eam
te

の
面
前
で
の
婚
姻
締
結
に
よ
り
生
じ
る
。
教
会
で
の
婚
礼
は
、
民
事
行
為
の
遂
行
後
に
お
い
て
の
み
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
（
13
）

」
と
す
る
規
定
に
明
ら
か
に
呼
応
し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ド
イ
ツ
三
月
革
命
が
後
退
し
て
い
く
中
で
、
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
は
、
四
九
年
に

な
っ
て
新
た
に
三
級
選
挙
法
に
基
づ
く
憲
法
制
定
議
会
議
員
選
挙
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
選
出
さ
れ
た
議
員
に
よ
っ
て
一
八
四
八
年
憲
法

は
修
正
可
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
八
五
〇
年
一
月
三
一
日
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
」
で
あ
り
、
そ
の
後
一
九
一
八
年

に
ド
イ
ツ
が
第
一
次
世
界
大
戦
で
敗
北
す
る
ま
で
効
力
を
保
ち
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
一
八
五
〇
年
憲
法
の
第
一
九
条
は
、

「
民
事
婚
の
導
入
は
、
民
事
身
分
登
録
簿
の
管
理
を
も
規
定
す
る
特
別
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
（
14
）

」
と
の
み
定
め
、
大
き
く
後
退
し
た
の
で

あ
っ
た
。

結
局
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
のM

ischehe

の
合
法
化
は
、
一
八
七
〇
年
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
プ
ロ
イ

セ
ン
法
上
の
規
定
と
し
て
、
一
八
七
四
年
三
月
九
日
の
「
市
民
身
分P

ersonenstand

の
登
録
お
よ
び
婚
姻
締
結
の
方
式
に
関
す
る
法

一
四
〇



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
九
）

律
」
が
定
め
ら
れ
（
15
）

、
強
制
的
民
事
婚
の
導
入
が
つ
い
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
同
法
第
一
条
は
、「
出
生
、
結
婚
、
お
よ
び
死
亡
事
例
の

登
録
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
身
分
官
吏
が
所
定
の
登
録
簿
に
登
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
あ
り
、
教
会

が
関
与
す
る
余
地
を
完
全
に
排
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
な
手
続
き
を
細
か
く
列
記
し
た
後
、
第
二
四
条
か
ら
三
八
条
ま
で

を
第
三
章
と
し
、「
婚
姻
締
結
の
形
式
と
結
婚
登
録
に
つ
い
て
」
扱
っ
て
い
る
。
と
く
に
第
二
四
条
の
後
段
で
、「
婚
姻
締
結
の
宗
教
儀
式

は
、
身
分
官
吏
の
面
前
で
の
婚
姻
の
締
結
後
に
初
め
て
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
し
た
こ
と
も
目
を
引
く
。
次
い
で
婚
姻
予
告
の
問
題

を
扱
っ
た
後
、
第
三
五
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。「
婚
姻
は
、
婚
約
者
が
二
人
の
証
人
の
立
会
い
の
下
に
、
お
互
い
に
婚
姻
し
た

い
と
す
る
自
ら
の
意
思
を
身
分
官
吏
の
面
前
で
表
明
し
、
こ
の
表
明
が
身
分
官
吏
に
よ
っ
て
結
婚
登
録
簿
に
登
記
さ
れ
、
か
つ
、
婚
約
者

と
身
分
官
吏
と
に
よ
る
登
記
が
完
了
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
締
結
さ
れ
る
。」
ま
た
、
こ
の
法
律
全
体
を
通
じ
て
指
摘
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
個
別
の
宗
教
名
が
一
切
登
場
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
宗
教
の
優
越
や
宗
教
の
相
違
に
よ
る
婚
姻
障
碍
と
い
っ
た

事
柄
を
ま
っ
た
く
問
題
に
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
信
仰
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
聖
職
者
が
司
式
す
る
結
婚
式
と
は
無
関

係
に
婚
姻
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
国
家
権
力
が
完
全
に
宗
教
の
介
入
を
排
除
し
得
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
帝
国
全
体
に
と
っ
て
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
動
向
は
決
定
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
翌
一
八
七
五
年
二
月
六
日
に
「
市
民
身
分
の
登
録

お
よ
び
婚
姻
締
結
に
関
す
る
帝
国
法
」
が
成
立
し
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
導
入
さ
れ
た
強
制
民
事
婚
が
全
帝
国
領
に
拡
大
さ
れ
た
」
の
で

あ
っ
た
（
16
）

。

（
1
） 
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一
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年
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月
）

（
一
四
九
〇
）

（
2
） 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
革
命
期
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
家
で
あ
っ
た
グ
ー
ジ
ュO
lym
pe de G

ouges

が
人
権
宣
言
の
男
性
性
を
批
判
し
、

一
七
九
一
年
に
「
女
性
と
女
性
市
民
の
権
利
宣
言D

éclaration des droits de la fem
m
e et de la citoyenne

」
を
発
表
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
女
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
さ
れ
、
ま
た
ジ
ロ
ン
ド
派
に
近
く
、
国
王
ル
イ
一
六
世
の
処
刑
に
反
対
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
公

安
委
員
会
に
反
革
命
と
断
罪
さ
れ
て
九
三
年
に
処
刑
さ
れ
た
。

（
3
） A

L
R
, S
. 355.

（
4
） E

dikt, betreff end die bürgerlichen V
erhältnisse der Juden in dem

 P
reußischen S

taate. in: G
esetz-S

am
m

lu
n

g fü
r d

ie 

K
ön

iglich
en

 P
reu

ßisch
en

 S
taaten

(G
S

) 1812, S
.17-22.　

参
照
、
長
沼
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
位
置
│
一
八
世
紀
後
半
か
ら

一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
法
的
規
定
の
検
討
を
中
心
に
│
」、『
桜
文
論
叢
』
第
一
二
巻
、
一
九
八
二
年
一
月

（
5
） M

eiring, a. a. O
., S
. 20.

（
6
） E

bd.

（
7
） 

参
照
、
長
沼
「
ポ
ー
ゼ
ン
大
公
国
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
」、『
桜
文
論
叢
』
第
七
〇
巻
、
二
〇
〇
八
年
一
月

（
8
） 

G
S

 1833, S
. 68.

（
9
） 

G
S

 1847, S
. 263ff .

（
10
） 

G
S

 1847, S
. 125ff .

（
11
） 

参
照
、
広
渡
清
吾
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
民
事
婚Z

ivilehe

」
の
成
立
過
程
│S

tepfan B
uchholz

の
所
説
に
寄
せ
て
│
」『
家
族

史
研
究
』
第
五
集
、
大
月
書
店
、
一
九
八
二
年

（
12
） E

rnst R
udolf H

uber

（hg.

）, D
oku

m
en

te zu
r d

eu
tsch

en
 V

erfassu
n

gsgesch
ich

te, B
d

. 1, D
eu

tsch
e V

erfassu
n

gsd
oku

m
en

te 

1803-1850, 3. A
ufl ., S

tuttgart u. a. 1978. S
. 375ff .

（
13
） 

G
S

 1848, S
. 377.

（
14
） 

G
S

 1850, S
. 19.

（
15
） 

G
S

 1874, S
. 95ff .

一
四
二



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
九
一
）

（
16
） 

ビ
ス
マ
ル
ク
は
当
初
か
ら
帝
国
全
体
を
統
一
す
る
形
で
の
民
事
婚
の
導
入
を
希
望
し
て
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
バ
イ
エ
ル
ン
や
ザ
ク
セ
ン
を

は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
で
の
反
対
が
強
か
っ
た
。
七
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
法
に
基
づ
く
帝
国
法
案
が
七
四
年
三
月

二
八
日
に
帝
国
議
会R

eichstag

で
は
承
認
さ
れ
た
が
、
立
法
技
術
的
に
不
備
が
あ
る
と
す
る
理
由
で
連
邦
参
議
院B

undesrat

で
は
否
決
さ
れ
た
。

プ
ロ
イ
セ
ン
法
は
た
ん
に
婚
姻
締
結
の
方
式
と
登
録
の
仕
方
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
七
五
年
の
帝
国
法
は
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
婚
姻
要
件

な
ど
を
詳
細
に
付
け
加
え
て
あ
る
。E

. R
. H
uber, D

eu
tsch

e V
erfassu

n
gsgesch

ich
te seit 1789, B

d. 4, S
tuttgart 1969. S

. 733-734.　

広

渡
、
前
掲
論
文
、
九
六
│
九
七
ペ
ー
ジ
。

お
わ
り
に

ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
合
法
的
な
結
婚
と
し
て
のM

ischehe

は
よ
う
や
く
一
八
七
〇
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
可
能
に
な
っ

た
。
そ
の
三
〇
年
ほ
ど
前
に
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
果
敢
な
闘
争
を
挑
ん
だ
ベ
ー
レ
ン
ト
と
モ
イ
ラ
ン
ト
の
願
い
は
、
つ
い
に
実
現
し
た

の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
諸
派
で
あ
れ
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
統
的
に
継
承
し
て
き
た
婚
姻
観
は
依
然
と
し
て
変
わ
っ

て
い
な
い
の
で
、
篤
い
信
仰
心
を
も
つ
が
ゆ
え
に
悩
み
続
け
た
者
た
ち
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
信
仰
の
大
枠
を
守
り

つ
つ
、
法
の
保
護
を
受
け
ら
れ
る
結
び
つ
き
を
望
む
も
の
は
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
。
今
回
は
実
態
分
析
を
主
眼
と
し
て
い
な
い
の
で
、

詳
細
な
統
計
は
省
く
が
、
ナ
チ
ス
政
権
成
立
直
前
に
刊
行
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
百
科
事
典
に
よ
れ
ば
、M

ischehe

は
明
ら
か
に
増
加
し
続
け
、

二
〇
世
紀
に
は
い
る
と
件
数
も
相
当
な
数
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
う
ち
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
結
婚
し
た
者
の

比
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
推
移
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
八
七
六
年
│
八
〇
年
は
四
・
四
、
八
六
年
│
九
〇
年
は
九
・
四
、
九
六
年
│

一
九
〇
〇
年
は
九
・
九
、一
九
〇
六
年
│
一
〇
年
は
一
三
・
二
、
一
六
年
│
二
〇
年
は
二
〇
・
八
、
二
一
年
│
二
四
年
二
〇
・
九
、
二
七
年
は

一
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
九
二
）

二
一
・
六
（
1
）

。

こ
の
異
教
徒
間
結
婚
は
大
都
市
で
の
成
立
件
数
が
多
く
、
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
人
数
で
見
た
場
合

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
後
半
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
タ
イ
ル
ハ
ー
バ
ー
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
両
都
市
が
ユ
ダ
ヤ

教
改
革
派
の
二
大
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
当
初
は
も
っ
ぱ
ら
大
都
市
で
の
現

象
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
農
村
部
や
地
方
小
都
市
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

れ
に
、
ド
イ
ツ
中
部
ザ
ク
セ
ン
地
方
の
中
堅
都
市
で
あ
っ
た
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
な
る
と
、
一
九
二
五
年
か
ら
二
七
年
に
か
け
て
は
ユ
ダ
ヤ

人
同
士
の
婚
姻
数
（
二
一
件
）
よ
り
もM

ischehe

（
二
五
件
）
が
上
回
っ
て
さ
え
い
た
。
あ
る
い
は
、
一
九
〇
一
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て

全
ド
イ
ツ
で
成
立
し
たM

ischehe
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
事
例
が
七
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク

を
選
ん
だ
事
例
の
二
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
都
市
が
概
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
に
多

か
っ
た
こ
と
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
が
異
宗
派
間
・
異
教
徒
間
結
婚
に
関
し
て
よ
り
強
く
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

ユ
ダ
ヤ
人
男
女
の
間
に
も
、M
ischehe

に
関
し
て
顕
著
な
差
が
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
全
土
で
結
婚
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
の
う
ち
、
非
ユ

ダ
ヤ
人
を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
迎
え
た
比
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
〇
一
年
│
〇
五
年
は
八
・
八
、
〇
六
年
│
一
〇
年
は

一
一
・
四
、
一
一
年
│
一
五
年
は
二
二
・
四
、
一
六
年
│
二
〇
年
は
一
八
・
六
、
二
一
年
│
二
五
年
は
二
〇
・
六
、
二
六
年
│
二
七
年
は

二
四
・
八
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
女
性
の
場
合
は
、
同
様
の
時
期
で
、
七
・
六
、
九
・
七
、
一
三
・
六
、
一
三
・
六
、
一
四
・
九
、

一
六
・
〇
と
推
移
し
て
い
っ
た
（
2
）

。
男
性
の
場
合
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
ダ
メ
ー
ジ
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
の
時
期
全
体

で
み
れ
ば
か
な
り
急
速
な
伸
び
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
性
の
場
合
は
、
相
対
的
に
は
ゆ
る
や
か
で
あ
る
が
、
や
は
り
着
実
に
伸
び
て

い
る
。

一
四
四



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
九
三
）

こ
の
男
女
間
の
差
に
つ
い
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
伝
統
的
な
結
婚
観
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
カ
プ
ラ
ン
の
見
解
が
参
考
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
結
婚
に
際
し
て
は
、
家
族
間
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
結
び
つ
き
と
い
う
要
素
が
重
視
さ
れ
、
花
嫁
と
な
る
女
性
の
個

人
と
し
て
の
意
思
は
一
九
世
紀
く
ら
い
ま
で
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
。
両
親
や
男
兄
弟
が
、
し
ば
し
ば
当
事
者
に
は
知
ら

せ
ず
、
持
参
金M

itgift

や
嫁
入
り
支
度A

ussteuer

を
含
め
て
相
手
側
と
交
渉
し
て
進
め
て
い
く
、
い
わ
ば
取
り
決
め
婚
で
あ
り
、
家

同
士
の
新
た
な
結
び
つ
き
を
も
た
ら
し
、
事
業
経
営
に
も
利
用
し
て
い
く
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
一
種
の
打
算
的
な
計
略
結
婚
が
支
配
的
で

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
両
親
が
不
在
で
あ
っ
た
り
し
た
な
ら
、
姉
妹
を
先
に
嫁
が
せ
る
の
が
男
兄
弟
の
義
務
で
あ
っ
た
、
と
も
い
う
（
3
）

。
こ

う
し
た
旧
来
の
観
念
は
、
一
九
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
で
も
、
実
際
に
な
お
強
い
影
響
力
を
残
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
と
り
わ
け

女
性
に
即
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、M
ischehe

の
広
が
り
は
、
伝
統
的
な
宗
教
モ
ラ
ル
を
踏
み
越
え
、
自
立
し
た
意
思
を
持
っ
た

個
人
が
出
現
し
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
過
程
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
新
し
い
女
」
の
姿
も
く
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。
と
も
す

れ
ば
、
裕
福
で
、
な
お
名
誉
欲
に
取
り
つ
か
れ
た
親
の
言
う
が
ま
ま
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
没
落
貴
族
や
軍
人
と
の
結

婚
が
横
行
し
て
い
た
、
と
い
う
言
説
が
流
布
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
（
現
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
）
に
密
着
し
た
事
例

研
究
は
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
打
破
し
て
お
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
同
士
の
結
婚
の
場
合
は
新
婦
の
出
自
は
お
お
む
ね
裕
福
で
、M

ischehe

を
選
ん
だ
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
の
出
自
は
概
し
て
貧
し
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
（
4
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
男
女
を
問
わ
ず
確
実
に
進
行
し
て
い
っ
たM

ischehe

は
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
を
大
き
く
変
容
さ
せ
て
い

く
要
因
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
元
来
宗
教
色
は
希
薄
で
あ
り
な
が
ら
、「
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
特
性
を
排
他
的
に
維
持
し
よ
う
と
す
る
シ

オ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
、
警
戒
心
を
募
ら
せ
る
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
ド
イ
ツ
出
身
の
指
導
的
な
シ
オ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
都

市
テ
ル
・
ア
ヴ
ィ
ヴ
の
建
設
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
ル
ッ
ピ
ン
は
、
自
著
の
中
でM

ischehe

に
つ
い
て
分
析
し
、
強
い
危
機
感
を
表
明

一
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
九
四
）

し
て
い
た
（
5
）

。
そ
し
て
今
日
の
イ
ス
ラ
エ
ル
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
は
、
一
九
五
三
年
の
ラ
ビ
法
廷
の
決
定
に
よ
り
認

め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
6
）

。

（
1
） 

J
ü

d
isch

es L
exikon, B

d. 4/1, S
. 216.

ド
イ
ツ
帝
国
全
体
で
の
統
計
は
一
九
〇
〇
年
以
降
に
整
備
さ
れ
る
。
ま
た
統
計
の
取
り
方
と
し
て
、

結
婚
件
数
で
は
な
く
、
結
婚
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
全
員
の
中
で
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
結
婚
し
た
者
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
仮
に

三
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
結
婚
し
た
と
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
け
が
非
ユ
ダ
ヤ
人
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
た
場
合
、
件
数
で
は
二
件
中
の
一
件
で
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
人
数
で
は
三
人
中
の
一
人
で
三
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
実
態
は
同
じ
で
も
、
統
計
の
取
り
方
に
よ
っ
て
見
か
け
の

数
値
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
百
科
事
典
のM

ischehe

項
目
を
担
当
し
た
タ
イ
ル
ハ
ー
バ
ーF

elix A
. T
heilhaber

は
恣
意
的
で
あ
り
、
件
数
の
値
と
人
数
の
値
が
混
在
し
て
い
て
誤
解
を
招
き
や
す
い
。

（
2
） E

bd., S
. 217.

男
女
間
の
差
に
関
し
て
は
、
ル
ー
ス
・
ゲ
イ
の
指
摘
と
も
矛
盾
は
な
い
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
一
年
に
か
け

て
の
ド
イ
ツ
全
体
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
の
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
の
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