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一

      

十
分
の
一
税
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
慣
習
に
ま
で
遡
る
。
創
世
記
に
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム

が
分
捕
り
品
の
十
分
の
一
を
司
祭
王
メ
ル
キ
セ
デ
ク
に
納
め
た
こ
と（
一
四
・
二
○
）、

ヤ
コ
ブ
が
収
穫
物
の
十
分
の
一
を
神
に
納
め
る
誓
い
を
立
て
た
こ
と
（
二
八
・
二
二
）

な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
記
や
民
数
紀
略
に
な
る
と
記
述
は
一
層
詳
細
に

な
る
。
レ
ヴ
ィ
記
は
農
作
物
、
果
実
の
十
分
の
一
の
ほ
か
に
大
・
小
家
畜
の
十
分
の

一
の
貢
納
を
定
め
（
二
七
・
三
○
ー
三
二
）、
民
数
紀
略
は
、
遺
産
な
き
レ
ヴ
ィ
人
へ

の
十
分
の
一
の
提
供
と
、
司
祭
ア
ー
ロ
ン
の
た
め
に
さ
ら
に
そ
の
十
分
の
一
の
先
取

り
を
命
じ
て
い
る
（
一
八
・
二
○
ー
二
八
）。
新
約
聖
書
に
も
十
分
の
一
税
に
た
い
す

る
言
及
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
パ
リ
サ
イ
人
の
形
式
主
義
を
批
判
す
る
た
め
に
十
分

の
一
税
が
引
合
い
に
出
さ
れ
た
。
彼
ら
は
十
分
の
一
税
の
納
入
よ
り
も
も
っ
と
肝
心

な
事
、
す
な
わ
ち
正
義
と
慈
悲
と
忠
誠
の
心
を
忘
れ
て
い
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
十

分
の
一
税
の
納
入
を
な
お
ざ
り
に
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い（
マ
タ
イ
二
三
・
二
三
、

ル
カ
一
一
・
四
二
）。
こ
う
し
て
十
分
の
一
税
は
キ
リ
ス
ト
以
後
に
も
引
き
継
が
れ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。 

 

信
徒
の
数
が
増
え
、
司
牧
に
従
事
す
る
聖
職
者
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
彼
ら
の 

     

生
計
維
持
の
問
題
が
浮
上
し
た
。
信
徒
の
自
発
的
な
献
金
や
寄
進
だ
け
で
は
教
会
施

設
や
調
度
品
の
維
持
費
、
司
祭
の
生
計
費
、
貧
者
給
養
費
、
巡
礼
の
接
待
費
な
ど
を

賄
う
の
が
難
し
く
な
り
、
四
、
五
世
紀
に
は
、
十
分
の
一
税
や
初
穂
の
納
入
を
信
徒

の
義
務
と
す
る
気
運
が
高
ま
っ
た
。
し
か
し
納
入
は
ま
だ
信
徒
の
道
徳
上
の
義
務
に

と
ど
ま
り
、
当
局
に
よ
る
罰
則
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
な

る
と
十
分
の
一
税
の
納
入
は
教
会
罰
を
伴
う
信
徒
の
義
務
と
み
な
さ
れ
、
カ
ロ
リ
ン

グ
朝
期
に
は
世
俗
権
力
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
強
制
課
税
に
な
る
。
や
が
て
在
俗
教

会
だ
け
で
は
な
く
、
私
有
教
会
領
主
、
さ
ら
に
は
寄
進
を
通
じ
て
律
修
教
会
も
ま
た

広
く
十
分
の
一
税
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
は
、
教
皇
改
革
が
始
ま
る
十

一
世
紀
中
葉
ま
で
の
十
分
の
一
税
の
史
的
展
開
過
程
を
考
察
す
る
。 

  

一 

第
二
マ
コ
ン
教
会
会
議
（
五
八
五
年
） 

  

十
分
の
一
税
の
確
立
史
上
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
下
の
第

二
マ
コ
ン
教
会
会
議
（
五
八
五
年
十
月
二
十
三
日
）
で
あ
る
。
オ
ル
レ
ア
ン
と
ブ
ル

十
分
の
一
税
の
確
立
と
そ
の
展
開
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二

ゴ
ー
ニ
ュ
の
王
グ
ン
ト
ラ
ム
の
承
諾
を
得
て
、
リ
ヨ
ン
大
司
教
プ
リ
ス
ク
ス
が
本
会

議
を
主
宰
し
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
出
席
し
た
司
教
の
数
と
そ
の
司
教
座
の
分
布
で

あ
ろ
う
。
十
名
の
首
都
大
司
教
（
リ
ヨ
ン
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
、
ル
ア
ン
、
ボ
ル
ド
ー
、

サ
ン
ス
、
ブ
ル
ジ
ュ
、
オ
ー
シ
ュ
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
、
ア
ン
ブ
ラ
ン
、
タ
ラ
ン
テ
ー
ズ

の
各
大
司
教
）、
四
十
四
名
の
司
教
、
十
二
名
の
司
教
代
理
が
出
席
し
た
。
三
管
区
（
ナ

ル
ボ
ン
ヌ
、
ト
ゥ
ー
ル
、
ラ
ン
ス
）
の
司
教
を
除
く
ほ
ぼ
ガ
リ
ア
全
域
の
司
教
が
参

加
し
て
お
り
、本
会
議
を
ガ
リ
ア
の
総
司
教
会
議
と
い
っ
て
も
誇
張
で
は
あ
る
ま
い
。

グ
ン
ト
ラ
ム
王
は
本
会
議
で
決
議
さ
れ
た
全
二
十
条
の
教
令
を
翌
月
の
十
日
に
勅
令

と
し
て
公
布
し
、
司
教
、
伯
に
通
達
し
た
。
本
題
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
カ

ノ
ン
第
五
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
徒
に
十
分
の
一
税
の
支
払
い
を
強
制
し
た
最
も
古

い
カ
ノ
ン
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
は
現
在
危
機
に
瀕
し
て
い

る
の
で
、
そ
れ
を
原
初
の
状
態
に
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
前
口
上
を
述
べ
た
あ 

と
で
次
の
よ
う
に
い
う
。「
神
の
法
は
、教
会
の
司
祭
や
聖
役
者
の
立
場
を
考
慮
し
て
、

遺
産
の
か
わ
り
に
す
べ
て
の
民
は
彼
ら
の
収
穫
物
の
十
分
の
一
を
聖
所
に
納
め
る
よ

う
に
命
令
し
た
。
こ
れ
は
司
祭
や
聖
役
者
が
労
働
に
煩
わ
さ
れ
ず
に
正
し
い
時
間
に

聖
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
こ
の
法
を

長
い
あ
い
だ
損
な
う
こ
と
な
く
守
り
通
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
で
は
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
神
が
定
め
た
こ
と
を
遵
守
し
な
い
た
め
に
次
第

に
法
の
違
反
者
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
次
の
こ
と
を
定
め
、
布
告

す
る
。
古
く
か
ら
の
習
慣
が
信
徒
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
、
す
べ
て
の
民
は
教
会
の
祭

儀
に
仕
え
る
者
に
た
い
し
て
収
穫
物
の
十
分
の
一
を
納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
司

祭
は
そ
れ
を
貧
者
の
利
益
か
捕
虜
の
買
戻
し
の
た
め
に
支
出
し
、
み
ず
か
ら
の
祈
り

に
よ
っ
て
民
に
平
和
と
救
い
を
成
就
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
救
い
に
と
っ

て
極
め
て
有
益
な
我
々
の
決
定
に
反
対
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
彼
は
教
会
の
肢
体
か
ら

永
久
に
切
り
離
さ
れ
よ
う
」。 

 

本
条
に
は“decim

a”

が
二
度
現
れ
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
十
分
の
一

税
の
新
規
導
入
で
は
な
く
て
そ
の
再
興
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
は
神
の
法
《leges 

divinae

》
に
由
来
し
、
救
い
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
古
来
の
習
慣
《m

os 

antiquus

》
で
あ
る
。
そ
れ
は
遺
産
を
も
た
な
い
聖
職
者
が
俗
事
に
煩
わ
さ
れ
ず
に
聖

務
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
、
信
徒
が
教
会
に
納
め
る
べ
き
税
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

の
点
に
旧
約
聖
書
の
顕
著
な
影
響
が
み
と
め
ら
れ
よ
う（
民
数
紀
略
第
十
八
章
参
照
）。

本
カ
ノ
ン
は
聖
所
《loci sacres

》
に
言
及
し
て
い
る
が
、
受
洗
聖
堂
に
つ
い
て
の
具

体
的
な
指
摘
は
な
い
。
ま
た
十
分
の
一
税
の
使
途
に
つ
い
て
は
貧
者
の
給
養
と
捕
虜

の
買
戻
し
の
二
つ
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
捕
虜
の
買
戻
し
《captivorum

 

redem
ptio

》
は
、
す
で
に
十
八
年
前
に
ト
ゥ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
管
区
教
会
会
議
（
五

六
七
年
）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
第
五
条
の
文
面
か
ら
察
す
る
に
、
当
時
十

分
の
一
税
の
納
入
状
況
は
か
ん
ば
し
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
本
条
は
十
分
の
一
税

の
支
払
い
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
義
務
と
み
な
し
、
そ
の
違
反
者
に
た
い
し
て
は
教
会

罰
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
を
正
式
に
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。 
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三

 

二 

十
分
の
一
税
の
確
立 

  
七
世
紀
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い
て
十
分
の
一
税
は
か
な
り
浸
透
し
て
い
た

ら
し
い
。
た
と
え
ば
カ
ン
タ
べ
リ
大
司
教
テ
オ
ド
ル
ス
の
贖
罪
規
定
書
で
は
、
司
祭

と
貧
者
を
の
ぞ
い
て
十
分
の
一
税
の
支
払
い
は
慣
習
化
し
て
お
り
、
そ
れ
は
貧
者
と

巡
礼
の
た
め
に
使
わ
れ
た
と
い
う
。
敬
虔
な
高
位
聖
職
者
も
こ
の
慣
習
を
守
っ
て
い

た
こ
と
を
べ
ー
ダ
の
『
イ
ギ
リ
ス
教
会
史
』
が
伝
え
て
い
る
。
リ
ン
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー

ン
の
司
教
エ
ア
ド
べ
ル
ト
は
「
法
に
従
い
、
毎
年
家
畜
の
十
分
の
一
の
み
な
ら
ず
、

す
べ
て
の
穀
物
や
果
物
や
衣
服
の
十
分
の
一
を
も
貧
者
た
ち
に
与
え
た
」。 

八
世
紀

に
は
、
教
皇
ザ
カ
リ
ア
ス
が
フ
ラ
ン
ク
貴
族
と
民
衆
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
十
分
の

一
税
の
用
途
に
つ
い
て
触
れ
た
。
彼
は
こ
こ
で
十
分
の
一
税
の
四
分
法
に
言
及
し
て

い
る
。
そ
の
内
容
は
、
五
世
紀
の
教
皇
シ
ン
プ
リ
キ
ウ
ス
お
よ
び
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
一
世

が
述
べ
た
四
分
法
、
ま
た
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
質
問
に
答

え
た
四
分
法
の
内
容
と
は
異
な
る
が
、
貧
者
の
救
済
と
教
会
修
繕
に
要
す
る
費
用
を

賄
う
と
い
う
点
で
は
四
人
は
同
意
見
で
あ
っ
た
。 

 

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
に
な
る
と
、
十
分
の
一
税
の
納
入
義
務
は
世
俗
権
力
に
よ
っ
て

強
力
に
推
進
さ
れ
て
ゆ
く
。
ピ
ピ
ン
、
カ
ー
ル
（
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
）、
ル
イ
の
三

代
九
十
年
間（
七
五
一
ー
八
四
○
年
）に
十
分
の
一
税
は
確
立
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

す
で
に
ピ
ピ
ン
は
七
六
五
年
頃
に
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ル
ル
ス
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で

「
各
人
は
是
非
を
問
わ
ず
、
彼
の
十
分
の
一
税
を
納
付
す
る
よ
う
に
我
が
命
令
と
し

てde verbo nostro 

周
知
さ
せ
よ
」
と
通
達
し
、
十
分
の
一
税
の
徴
収
に
公
権
力
の

介
入
を
明
言
し
た
。
こ
れ
以
後
十
分
の
一
税
立
法
が
あ
い
つ
ぐ
が
、
我
々
は
こ
れ
を

国
王
の
書
簡
、
勅
令
、
教
会
会
議
の
教
令
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て

お
こ
う
。 

 

カ
ー
ル
大
帝
が
王
宮
所
在
地
エ
ル
ス
タ
ル
（
リ
エ
ー
ジ
ュ
近
郊
）
で
発
令
し
た
有

名
な
勅
令
（
七
七
九
年
三
月
）
は
既
存
の
慣
習
を
確
認
し
、
父
ピ
ピ
ン
の
路
線
を
明

確
に
継
承
し
て
い
る
。
こ
の
勅
令
（
全
二
十
三
条
）
に
は
二
種
類
の
テ
キ
ス
ト
が
知

ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
共
通
版
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ー
ア
版
で
あ

る
。
後
者
の
方
が
い
く
ぶ
ん
詳
細
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
大
き
な
差
異
は
な
い
。
と

く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
述
べ
た
第
七
条
と
ノ
ー
ナ
・
エ
ト
・

デ
キ
マ
（nona et decim

a

）
に
つ
い
て
述
べ
た
第
十
三
条
で
あ
る
。
第
七
条
は
「
各

人
は
お
の
れ
の
十
分
の
一
税
を
支
払
い
、
当
税
は
司
教
の
命
令
に
よ
っ
て
管
理
さ
る

べ
し
」
と
規
定
し
て
お
り
、
十
分
の
一
税
に
関
す
る
一
般
的
原
則
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
。
第
十
三
条
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
現
在
ケ
ン
ス
ス
（
年
貢
租
）
が
支
払
わ
れ

て
い
る
教
会
領
に
つ
い
て
は
、
当
ケ
ン
ス
ス
と
共
に
ノ
ー
ナ
・
エ
ト
・
デ
キ
マ
が
支

払
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
ケ
ン
ス
ス
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
教
会
領

に
つ
い
て
も
同
様
に
ノ
ー
ナ
・
エ
ト
・
デ
キ
マ
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
五
十

戸
か
ら
は
一
ス
ー
、
三
十
戸
か
ら
は
六
ド
ゥ
ニ
エ
、
二
十
戸
か
ら
は
四
ド
ゥ
ニ
エ
の

ケ
ン
ス
ス
が
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
在
結
ば
れ
て
い
る
プ
レ
カ
リ
ア
は
更
新
さ

れ
る
。
プ
レ
カ
リ
ア
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
が
記
帳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
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四

（
13
） 

（
17
） 

の
命
令
に
よ
る
プ
レ
カ
リ
ア
と
教
会
領
に
つ
い
て
自
発
的
な
意
志
か
ら
な
さ
れ
た
プ

レ
カ
リ
ア
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。
す
な
わ
ち
「
国
王
の
命
令
に
よ
る
プ

レ
カ
リ
ア
」《precaria de verbo nostro

》を
教
会
領
か
ら
割
譲
さ
れ
た
王
の
従
臣
は
、

以
前
の
土
地
所
有
者
（
聖
界
領
主
）
に
た
い
し
て
ケ
ン
ス
ス
と
ノ
ー
ナ
・
エ
ト
・
デ

キ
マ
の
支
払
い
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
レ
カ
リ
ア
は
更
新
さ
れ
た
が
、

ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ー
ア
版
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
点
に
つ
い
て
一
層
明
確
に
「
も
し
国
王
の

命
令
に
よ
っ
て
［
プ
レ
カ
リ
ア
が
］
当
該
教
会
に
返
還
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
ま

で
同
様
に
保
有
す
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
国
王
の
命
令
に
よ
る
プ
レ
カ
リ
ア
の

世
襲
で
あ
る
。
司
教
・
修
道
院
領
を
収
用
し
て
べ
ネ
フ
ィ
キ
ウ
ム
（
恩
貸
地
）
と
し

て
貸
与
さ
れ
た
土
地
が
旧
領
主
に
復
帰
す
る
可
能
性
は
低
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
条

文
は
、
国
王
の
命
令
に
よ
る
プ
レ
カ
リ
ア
と
教
会
独
自
の
プ
レ
カ
リ
ア
を
区
別
し
て

い
る
。
後
者
は
「
司
教
、
修
道
院
長
の
判
断
と
裁
量
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
も
の
で

あ
り
、
契
約
は
随
意
に
取
消
し
が
可
能
で
あ
っ
た
。 

 

す
で
に
ピ
ピ
ン
の
治
世
期
に
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
ノ
ー
ナ
・
エ
ト
・
デ
キ

マ
の
性
質
を
め
ぐ
っ
て
は
長
い
論
争
史
が
あ
る
。
ノ
ー
ナ
の
世
俗
法
的
性
質
、
デ
キ

マ
の
教
会
法
的
性
質
を
主
張
し
た
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ツ
の
見
解
、
両
者
の
教
会
法
的
性
質

を
主
張
し
た
ア
ン
バ
ー
ル
・
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
や
ヴ
ィ
ア
ー
ル
の
見
解
、
さ
ら
に

こ
れ
が
世
俗
税
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
Ｇ
・
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
見
解
な
ど
が
あ
り
、

ま
だ
決
着
を
み
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
た
だ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
ノ
ー

ナ
・
エ
ト
・
デ
キ
マ
が
直
接
生
産
者

、
、
、
、
、
に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
国
王
の
命
令
に
よ
る
プ

レ
カ
リ
ア
」
を
保
有
し
た
王
の
従
臣
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
ノ
ー

ナ
・
エ
ト
・
デ
キ
マ
の
一
体
性
は
強
固
で
あ
り
、
ノ
ー
ナ
と
デ
キ
マ
が
そ
れ
ぞ
れ
別

個
の
徴
税
役
人
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
第
三
に
、
当
税

は
通
常
の
十
分
の
一
税
と
は
ち
が
っ
て
小
教
区
教
会
で
は
な
く
て
、
司
教
座
教
会
な

い
し
は
修
道
院
に
支
払
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
点
は
あ
と
で

述
べ
る
よ
う
に
、
十
分
の
一
税
が
中
世
を
こ
え
て
存
続
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
ノ

ー
ナ
・
エ
ト
・
デ
キ
マ
は
十
世
紀
の
あ
い
だ
に
消
滅
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

以
下
に
お
い
て
我
々
は
ノ
ー
ナ
・
エ
ト
・
デ
キ
マ
に
、
正
確
で
は
な
い
が
慣
用
的
な

用
語
と
し
て
倍
額
十
分
の
一
税
な
る
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。
も
と
も
と
当
税

は
世
俗
税
（
五
分
の
一
税
）
に
近
い
性
質
の
税
で
あ
り
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
君
主
は
従

臣
に
た
い
し
て
繰
り
返
し
そ
の
納
付
義
務
を
主
張
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。 

 

ザ
ク
セ
ン
平
定
後
に
カ
ー
ル
は
ザ
ク
セ
ン
人
宛
て
の
勅
令
を
公
布
し
た
。「
我
々
は

神
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
い secundum

 D
ei m

andatum

、
す
べ
て
の
者
が
各
自
の

収
穫
物
、
労
働
の
十
分
の
一
を
彼
の
教
会
と
司
祭
に
納
め
る
よ
う
に
命
令
す
る
。
貴

族
で
あ
れ
自
由
人
で
あ
れ
リ
ー
テ
ン
（
半
自
由
人
）
で
あ
れ
、
神
が
各
々
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
与
え
た
と
こ
ろ
に
応
じ
て
各
自
の
分ぶ

ん

を
神
に
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。

こ
こ
に
も
ま
た
旧
約
の
影
響
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
。
収
穫
物
の
十
分
の
一
の
引
渡
し

を
拒
む
者
は
や
が
て
神
の
報
復
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
教
会

会
議
（
七
九
四
年
六
月
）
の
カ
ノ
ン
第
二
十
五
条
の
制
定
動
機
で
あ
っ
た
。
前
年
に

ド
イ
ツ
は
大
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。「
国
王
の
以
前
の
勅
令
に
従
っ
て
教
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会
の
べ
ネ
フ
ィ
ス
や
土
地
を
受
領
し
て
い
る
者
は
す
べ
て
倍
額
十
分
の
一
税
と
ケ
ン

ス
ス
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
す
べ
て
の
者
が
自
身
の
所
有
地
か
ら
正
当
な
る

十
分
の
一
税 legitim

am
 decim

am
 

を
教
会
に
納
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
か
の
恐
る

べ
き
飢
饉
が
忍
び
込
ん
だ
年
に
、
デ
ー
モ
ン
が
食
い
尽
く
し
た
実
の
な
い
穀
物
が
多

量
に
収
穫
さ
れ
、
非
難
の
声
が
聞
か
れ
た
こ
と
を
我
々
は
経
験
に
よ
っ
て
学
ん
だ
か

ら
で
あ
る
」
と
。
さ
ら
に
第
二
十
六
条
は
、
教
会
領
を
べ
ネ
フ
ィ
ス
と
し
て
所
有
し

て
い
る
従
臣
は
、
領
内
に
あ
る
教
会
の
建
物
と
屋
根
を
修
繕
す
る
義
務
が
あ
る
と
定

め
た
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
十
分
の
一
税
を
強
制
す
る
こ
と
に
は

批
判
的
な
立
場
を
と
る
者
も
い
た
。
ア
ル
ク
イ
ン
は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ

ク
の
信
仰
の
中
で
生
ま
れ
、
育
ち
、
鍛
え
ら
れ
た
者
で
す
ら
財
産
に
た
い
し
て
一
律

に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
覚
え
る
の
に
、
ま
だ
信
仰
が
浅
く
、
子
供
じ
み
た

心
と
貪
欲
な
気
質
を
も
つ
改
宗
者
に
と
っ
て
は
十
分
の
一
税
は
大
き
な
躓
き
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
棄
教
す
る
者
も
で
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
カ
ー
ル
大
帝
に

懸
念
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
と
並
行
し
て
十
分
の
一

税
も
ま
た
広
く
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
十
分
の
一
税
の
違
法
性
と
そ
の
不
払
い

を
信
徒
に
呼
び
か
け
た
ご
く
少
数
の
異
端
者
を
の
ぞ
い
て
、
十
分
の
一
税
そ
の
も
の

の
正
当
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

九
世
紀
に
は
十
分
の
一
税
に
関
す
る
カ
ー
ル
の
勅
令
は
一
層
詳
細
に
な
る
。
順
を

追
っ
て
見
て
ゆ
こ
う
。
八
○
二
年
の
勅
令
で
は
、
小
教
区
民
が
納
税
者
名
簿
を
司
祭

に
提
出
す
る
こ
と
と
、
納
税
者
が
証
人
の
面
前
で
収
穫
物
を
分
割
す
る
こ
と
を
規
定

し
た
（
第
七
条
）。
同
条
は
さ
ら
に
徴
収
さ
れ
た
十
分
の
一
税
の
三
分
法
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
教
会
の
調
度
品
、
貧
者
と
巡
礼
に
三
分
の
一
ず
つ
が
割
当
て
ら
れ
、
残

り
の
三
分
の
一
は
小
教
区
司
祭
の
取
り
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
第
十
七

条
で
あ
る
。
三
十
年
の
あ
い
だ
な
ん
ぴ
と
に
よ
っ
て
も
妨
げ
ら
れ
ず
に
教
会
財
産
と

小
教
区
を
所
有
し
た
と
き
に
は
、
永
久
に
そ
れ
を
所
有
で
き
る
と
規
定
し
た
。
時
効

に
よ
る
教
会
所
有
権
の
取
得
で
あ
る
。そ
の
直
後
に
発
令
さ
れ
た
ザ
ル
ツ
の
勅
令
は
、

私
有
教
会
の
新
設
に
つ
い
て
規
定
し
た
。
第
三
条
に
い
わ
く
「
お
の
れ
の
領
内
に
教

会
の
建
設
を
希
望
す
る
者
は
、
教
区
司
教
の
同
意
、
要
請
、
お
よ
び
認
可
を
必
要
と

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
教
会
の
新
設
に
よ
っ
て
旧
教
会
が
そ
の
権
利
と
十
分
の
一
税

を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
つ
ね
に
旧
教
会
に
当
税
が
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
細
心
の
注

意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」。
教
会
建
設
が
ひ
き
お
こ
し
た
重
大
な
問
題
は
、
旧
教

会
の
既
得
権
の
侵
害
、
と
く
に
十
分
の
一
税
徴
収
権
の
帰
属
の
問
題
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
別
の
勅
令
は
、
礼
拝
堂
の
所
有
者
が
聖
職
者
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
に
十
分

な
基
本
財
産
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
す
る
よ
う
に
定
め
た
。 

 

カ
ー
ル
大
帝
の
晩
年
に
公
布
さ
れ
た
教
会
勅
令
（
八
一
○
ー
一
三
年
）
は
と
く
に

興
味
深
い
。
全
文
二
十
条
か
ら
な
る
本
勅
令
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
我
々
の
注
意
を

ひ
く
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
司
祭
職
の
世
俗
権
力
か
ら
の
独
立
と
司
教

権
へ
の
従
属
に
多
大
な
関
心
を
は
ら
い
つ
つ
も
私
有
教
会
領
主
の
存
在
を
十
分
に
考

慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
司
祭
は
就
任
に
あ
た
っ
て
贈
り
物
を
提
供
し
て
は
な
ら

な
い
し
（
第
一
条
）、
領
主
の
差
配
人 conductor 

に
な
っ
て
も
い
け
な
い
（
第
十
三
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六

条
）。
俗
人
は
司
教
の
同
意
な
し
に
司
祭
を
任
免
し
て
は
な
ら
ぬ
（
第
二
条
）。
十
分

の
一
税
は
司
教
の
管
轄
下
に
あ
る
の
で
、
彼
は
小
教
区
司
祭
に
よ
る
当
税
の
管
理
状

況
を
監
督
す
る
責
任
が
あ
る
（
第
四
条
）。
他
方
で
は
「
司
教
は
、
司
祭
が
教
会
領
主

に
た
い
し
て
敬
意
を
払
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
す
べ
し
」（
第
三
条
）
と
規
定
し

て
い
る
。
勅
令
に
お
い
て
領
主 senior 

な
る
タ
ー
ム
が
登
場
す
る
の
は
本
勅
令
を
も

っ
て
嚆
矢
と
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
十
分
の
一
税
と
小
教
区
（
聖
堂
区
）parrochia 

と

の
密
接
な
関
係
で
あ
る
。
本
勅
令
に
は“decim

a”

が
四
ケ
所
で
、
ま
た“parrochia”

な
い
し“parrochianus”

が
三
ケ
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
九
世
紀
に
は
小
教
区
の
輪

郭
が
明
瞭
に
な
り
、複
数
の
ヴ
ィ
ラ
に
跨
が
っ
て
居
住
す
る
小
教
区
民
か
ら
教
会（
＝

受
洗
聖
堂
）
は
十
分
の
一
税
を
徴
収
し
た
。
司
祭
は
小
教
区
の
女
性
信
徒
に
祭
壇
用

亜
麻
布
の
供
出
を
呼
び
か
け
て
い
る
（
第
七
条
）。
司
祭
は
他
教
区
民
を
ミ
サ
に
参
加

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
彼
が
旅
行
中
か
、
裁
判
の
た
め
に
当
地
に
滞
在
し
て

い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
（
第
八
条
）。
司
祭
は
他
の
小
教
区
で
ミ
サ
を
捧
げ

て
は
な
ら
な
い
し
、
他
の
司
祭
に
属
す
る
十
分
の
一
税
を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い

（
第
九
条
）。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
各
教
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
を
も
ち
、

そ
の
境
界
内
の
ヴ
ィ
ラ
か
ら
十
分
の
一
税
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
第
十
条
）と
。

各
小
教
区
が
固
有
の
境
界
を
も
ち
、
司
祭
が
自
身
の
小
教
区
民
の
た
め
に
ミ
サ
を
捧

げ
、
彼
ら
か
ら
十
分
の
一
税
を
受
け
取
る
と
い
う
行
動
様
式
が
こ
こ
に
根
を
下
ろ
し

た
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

カ
ー
ル
大
帝
は
司
教
権
の
濫
用
か
ら
小
教
区
司
祭
を
保
護
し
よ
う
と
努
め
た
。
死

の
前
年
（
八
一
三
年
）
に
公
布
し
た
マ
ン
ト
ヴ
ァ
勅
令
が
そ
れ
で
あ
る
。
勅
令
は
二

部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
（
全
十
一
条
）
の
制
定
目
的
は
、
そ
の
序
文
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
の
時
代
に
教
会
に
姿
を
現
し
た
悪
徳
を
根
絶
し
滅
ぼ
す
た

め
」
で
あ
っ
た
。
司
教
は
小
教
区
を
巡
察
す
る
際
に
、
教
会
法
規
と
古
い
慣
習
に
も

と
づ
か
な
い
税
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
司
教
と
そ
の
一
行
は
小
教
区
教
会 

plebs 

に
過
重
な
負
担
を
強
い
て
は
な
ら
ぬ
（
第
五
条
）。
信
徒
の
贈
り
物
や
供
物
に

つ
い
て
は
、
教
会
法
規
に
従
っ
て
小
教
区
の
聖
職
者
が
そ
れ
を
受
け
取
る
べ
き
で
あ

る
（
第
七
条
）。
司
祭
や
聖
職
者
の
叙
階
の
際
に
、
司
教
は
本
人
、
両
親
、
お
よ
び
友

人
か
ら
公
然
と
あ
る
い
は
内
密
に
謝
礼 prem

ia 

を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
（
第

九
条
）。
そ
し
て
最
後
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
信
徒
に
よ
っ
て
小
教
区
教
会
な
い
し

受
洗
聖
堂
に
納
付
さ
れ
た
十
分
の
一
税
は
司
教
座
教
会
や
司
教
に
与
え
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
」
と
。
本
勅
令
は
、
祭
壇
収
入
、
信
徒
の
喜
捨
、
そ
し
て
十
分
の
一
税
が
小

教
区
司
祭
の
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
現
状
に
対
す
る
反
発
を
示
し
て

い
る
。
マ
ン
ト
ヴ
ァ
勅
令
第
二
部
は
全
文
八
条
か
ら
な
り
、
そ
の
第
八
条
が
十
分
の

一
税
の
取
り
立
て
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
各
小
教
区
は
納
税
を
確
認
す
る
証
人

を
最
低
二
名
選
出
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
未
納
者
に
た
い
し
て
司
祭
は
三
度
納
入
の

催
告
を
す
る
が
、そ
れ
で
も
納
入
し
な
い
と
き
に
は
教
会
へ
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
。

引
き
続
き
滞
納
し
た
場
合
に
は
国
王
の
役
人
が
六
ス
ー
の
罰
金
を
科
す
る
。
そ
れ
で

も
納
入
し
な
い
と
き
に
は
未
納
者
の
家
屋
敷
は
差
押
え
ら
れ
る
。
彼
が
家
屋
敷
に
立

ち
入
ろ
う
と
し
た
場
合
に
は
役
人
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、
投
獄
さ
れ
る
。
釈
放
さ
れ
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る
た
め
に
は
、
彼
は
未
払
い
金
の
ほ
か
に
六
ス
ー
の
罰
金
を
納
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
本
条
項
は
十
分
の
一
税
の
徴
収
に
公
権
力
が
介
入
す
る
こ
と
を
明
言
し
た
も
の

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
措
置
を
講
じ
た
背
景
に
は
、
小
教
区
司
祭
の
経
済
的
窮

乏
か
ら
の
解
放
と
い
う
為
政
の
衝
に
当
た
る
者
と
し
て
の
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘

れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
本
勅
令
は
の
ち
に
ロ
ー
タ
ル
一
世
下
の
オ
ロ
ン
ナ
勅
令

（
八
二
五
年
五
月
）
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
そ
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
た
。
小
教
区
司

祭
に
た
い
す
る
一
連
の
保
護
規
定
の
中
に
、
我
々
は
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
立
法
の
い
わ
ゆ

る
道
徳
的
性
格
の
一
端
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

  

ル
イ
帝
は
父
カ
ー
ル
大
帝
同
様
に
、
帝
国
の
統
一
を
維
持
す
る
た
め
に
は
な
に
よ

り
も
教
会
諸
規
範
の
統
一
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ア
ニ
ア
ヌ
の
べ
ネ
デ

ィ
ク
ト
の
協
力
を
得
て
ア
ー
へ
ン
に
二
度
に
わ
た
っ
て
教
会
会
議
を
召
集
し
（
八
一

六
ー
一
七
年
）、
聖
職
者
お
よ
び
修
道
士
の
慣
習
と
戒
律
の
整
備
・
統
一
に
乗
り
出
し

た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
ル
イ
帝
は
西
欧
各
地
に
私
有
教
会
が
相
次
い
で

設
立
さ
れ
て
い
る
現
状
を
見
て
下
級
教
会
に
た
い
す
る
統
制
の
必
要
を
痛
感
し
、
ア

ー
へ
ン
会
議
の
終
了
直
後
に
教
会
勅
令
（
全
二
十
九
条
）
を
制
定
し
た
。
司
教
を
は

じ
め
す
べ
て
の
教
会
人
に
そ
の
遵
守
を
求
め
た
の
で
あ
る
。 

 

当
教
会
勅
令
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
吉
田
道
也
氏
の
す
ぐ
れ
た
分
析
が
あ
る
。
こ

れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
本
勅
令
の
中
で
注
目
す
べ
き
条
項
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
第
六
、
十
、
十
一
条
は
、
司
祭
の
地
位
と
生
計
、
領
主
の
責
任
に

つ
い
て
規
定
す
る
。
第
六
条
は
、
セ
ル
ヴ
ス
は
解
放
さ
れ
て
自
由
人
に
な
っ
て
か
ら

で
な
い
と
司
祭
に
叙
階
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。「
聖
な
る
教
会
法
に
よ
っ
て
、
卑

賤
の
者
は
司
祭
の
職
務
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」。解
放
の
手
続

き
は
、
俗
人
領
主
の
セ
ル
ヴ
ス
と
教
会
フ
ァ
ミ
リ
ア
に
属
す
る
セ
ル
ヴ
ス
と
で
は
異

な
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
王
の
令
状
の
発
給
、
会
衆
の
面
前
で
の
そ
の
朗
読
、
祭

壇
脇
で
の
解
放
の
儀
式
の
あ
と
で
叙
階
と
な
る
。
前
者
の
場
合
に
は
面
倒
な
手
続
き

は
な
く
、
主
人
に
よ
る
解
放
状
の
交
付
だ
け
で
足
り
る
。
解
放
さ
れ
て
司
祭
に
叙
階

さ
れ
た
セ
ル
ヴ
ス
の
特
有
財
産 peculium

 

の
扱
い
に
つ
い
て
は
彼
の
主
人
に
一
任

さ
れ
る
が
、
叙
階
後
に
獲
得
し
た
財
産
は
死
後
教
会
に
帰
属
し
た
。
本
条
は
小
教
区

司
祭
に
非
自
由
人
出
身
者
が
多
か
っ
た
当
時
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら

く
彼
ら
は
叙
階
後
も
領
主
へ
の
強
い
従
属
関
係
に
お
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。第
十
条
は
、

司
祭
の
生
計
維
持
に
必
要
な
物
的
基
礎
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
税
を
免
除
さ
れ

た
最
低
生
活
費
の
保
障
が
こ
れ
で
あ
る
。
一
完
全
マ
ン
ス
《m

ansus integer

》、
十
分

の
一
税
、
信
徒
の
供
物
、
建
造
物
、
教
会
付
属
の
ア
ト
リ
ウ
ム
と
庭
園
が
こ
こ
に
含

ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
所
有
に
た
い
し
て
は
教
会
奉
仕
以
外
の
他
の
奉
仕
を
要
求
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
「
こ
の
ほ
か
に
何
か
を
所
有
し
て
い
れ
ば
、
司
祭
は
お
の

れ
の
領
主
に
た
い
し
て
奉
仕
の
義
務
を
負
う
」。第
十
一
条
は
前
条
と
関
連
す
る
。「
以

上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
の
ち
、
司
教
か
ら
見
て
資
力
が
そ
の
可
能
性
を
承
認
し
た

場
合
に
は
、
各
教
会
は
自
身
の
司
祭
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。
第
十
条
は
司
祭

に
と
っ
て
有
利
な
規
定
で
あ
っ
た
が
、こ
れ
は
必
ず
し
も
守
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
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八

し
か
し
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
君
主
が
十
分
の
一
税
や
供
物
を
本
来
小
教
区
司
祭
が
所

有
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
第
九
、
十
二
条
は
私
有
教

会
領
主
の
権
限
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
司
教
の
同
意
な
し
に
は
領
主
は
司
祭
を
任

免
し
て
は
な
ら
な
い
が
、「
好
ま
し
い
生
活
と
学
識
」《probabilis vitae et doctorinae

》

を
所
有
し
て
い
る
と
領
主
が
判
断
し
て
聖
職
に
推
薦
し
た
者
を
、
司
教
は
「
い
か
な

る
場
合
で
あ
れ
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
」《nulla qualibet occasione eos reiciant

》

（
第
九
条
）。
領
主
の
事
実
上
の
司
祭
任
命
権
の
承
認
で
あ
る
。
す
で
に
カ
ー
ル
大
帝

は
、
領
主
が
「
性
急
な
怒
り
に
ま
か
せ
て
」《propter iracundiam

》
司
教
の
同
意
な

し
に
司
祭
を
放
逐
す
る
こ
と
を
再
三
禁
じ
て
い
た
。
つ
ま
り
領
主
は
、
当
時
司
祭
の

任
免
権
を
ほ
ぼ
自
由
に
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
第
十
二
条
は
、
新
た
に
誕

生
し
た
ヴ
ィ
ラ
と
そ
こ
に
設
立
さ
れ
た
教
会
に
つ
い
て
述
べ
、
当
ヴ
ィ
ラ
の
十
分
の

一
税
は
新
設
教
会
に
引
き
渡
さ
れ
る
と
規
定
し
た
。
当
条
令
は
開
墾
に
よ
る
ヴ
ィ
ラ

の
造
成
と
教
会
建
設
を
促
し
た
が
、
前
述
の
ザ
ル
ツ
の
勅
令
が
す
で
に
懸
念
し
て
い

た
よ
う
に
、
旧
教
会
と
の
境
界
画
定
と
十
分
の
一
税
の
帰
属
を
め
ぐ
る
紛
争
を
引
き

起
こ
し
た
。
第
十
八
条
は
教
区
司
教
に
た
い
す
る
司
祭
の
服
従
を
規
定
し
た
。
聖
木

曜
日
に
司
祭
は
聖
香
油
を
受
け
取
る
た
め
に
司
教
座
教
会
に
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

都
市
か
ら
四
な
い
し
五
マ
イ
ル
以
内
に
住
む
司
祭
は
み
ず
か
ら
出
向
く
義
務
が
あ
る

が
、
そ
れ
よ
り
も
遠
方
に
住
む
司
祭
は
八
名
な
い
し
十
名
で
チ
ー
ム
を
結
成
し
、
そ

の
中
の
一
名
が
代
表
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
。
さ
ら
に
司
祭
は
学
習
の
た
め
に
四
旬
節

以
外
の
機
会
に
も
都
市
に
召
集
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
吉
田
氏
も
主

張
す
る
よ
う
に
、
本
勅
令
に
よ
っ
て
私
有
教
会
立
法
は
ほ
ぼ
尽
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ

い
。 

 

十
分
の
一
税
は
本
来
、
小
教
区
の
受
洗
聖
堂
（ecclesia baptism

alis

）
に
納
入
さ

れ
た
。
八
世
紀
末
に
イ
タ
リ
ア
王
ピ
ピ
ン
は
俗
人
が
勝
手
に
受
洗
聖
堂
を
所
有
し
て

は
な
ら
な
い
と
定
め
た
が
、
九
世
紀
に
入
る
と
こ
れ
は
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
り
、

や
が
て
規
制
の
大
幅
な
緩
和
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ロ
ー
タ
ル
一
世
は
パ
ヴ
ィ
ー
ア

近
郊
の
王
宮
所
在
地
オ
ロ
ン
ナ
で
公
布
し
た
勅
令
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
も

し
も
自
由
人
が
司
教
の
同
意
を
得
て
彼
の
領
内
に
教
会
を
設
立
し
、
教
会
内
の
洗
礼

盤
が
司
教
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
た
な
ら
ば
、
彼
（
自
由
人
た
る
領
主
）
は
そ
の
相
続

権
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
も
し
も
司
教
が
望
む
な
ら
ば
、
彼
は
聖
な
る
洗
礼
の

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
設
立
者
の
教
会
に
移
し
て
よ
ろ
し
い
。
当
該
教
会
に
移
さ
れ
た
受

洗
用
聖
水
は
設
立
者
の
権
利
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
」。
注
目
す
べ
き
規
定
で
あ
る
。
領

主
は
教
会
を
設
立
し
て
教
会
内
に
洗
礼
盤 fons 

を
設
け
、
そ
れ
に
伴
う
収
入
を
手

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

私
有
教
会
領
主
の
権
利
は
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
っ
て
最
終
的
に
承
認
さ
れ
た
。
エ
ウ

ゲ
ニ
ウ
ス
二
世
が
主
宰
し
た
ロ
ー
マ
教
会
会
議
（
八
二
六
年
十
一
月
十
二
日
）
で
決

議
さ
れ
た
カ
ノ
ン
第
二
十
一
条
は
、
私
有
修
道
院
と
私
有
教
会
に
た
い
す
る
領
主
の

権
利
を
確
認
し
た
も
の
と
し
て
史
上
有
名
で
あ
る
。
い
わ
く
「
教
会
法
に
も
と
づ
い

て
設
立
さ
れ
た
修
道
院
な
い
し
礼
拝
堂
の
所
有
権 dom

inium
 

は
、
建
設
者
の
意
に

反
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
建
設
者
は
聖
務
執
行
の
た
め
に
彼
の
望
む
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（
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） 

教
区
の
司
祭
か
、
あ
る
い
は
悪
し
き
司
祭
が
任
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
当
局
の
正
式

な
転
籍
許
可
状
を
も
つ
司
祭
に
、
司
教
の
同
意
を
得
て
、
当
該
施
設
を
委
ね
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
司
祭
は
、
教
区
司
教
に
た
い
す
る
尊
敬
の
念
か
ら
慎
ん
で
司
教

区
会
議
に
出
席
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
。
ま
た
カ
ノ
ン
第
二
十
四
条
は
司
祭
不
在

の
教
会
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
立
地
上
の
不
便
さ
と
司
祭
の
聖
職
放
棄
に
よ
っ

て
無
住
の
教
会
が
目
に
つ
く
の
で
早
急
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
際
に

小
教
区
教
会
を
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。「
教
会
の
固
有
の
権
利
に
」《proprio 

iure ecclesiae

》
属
す
る
教
会
と
「
俗
人
の
権
利
に
」《secularium

 hom
inum

 iure

》

服
す
る
教
会
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
司
教
は
お
の
れ
の
責
任
に
お
い
て
す
み

や
か
に
司
祭
を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
教
区
司
教
が

司
祭
の
任
命
を
領
主
に
要
請
す
る
に
と
ど
ま
る
。
三
ケ
月
以
上
空
位
で
あ
れ
ば
、
司

教
は
こ
の
件
を
州
侯 princeps 

に
通
告
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
領
主
権
下
の
教
会

に
た
い
し
て
は
司
教
も
司
祭
の
任
命
を
躊
躇
し
た
の
で
あ
る
。
州
侯
を
介
し
て
圧
力

を
か
け
て
も
、
た
い
し
て
効
果
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
は
当
局
も
よ
く
わ
か
っ
て
い

た
。
ま
た
「
司
祭
に
よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
た
」
こ
と
を
無
住
化
の
理
由
と
し
て
あ
げ

て
い
る
が
、
よ
り
正
確
に
は
領
主
に
よ
る
司
祭
の
放
逐
が
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。 

 

十
分
の
一
税
の
使
途
配
分
法
が
明
確
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
三
分
法
（
ス
ペ
イ
ン
方
式
）
と
四
分
法
（
ロ
ー
マ
方
式
）
が
知
ら
れ
て
い

た
。
教
皇
権
の
影
響
下
に
四
分
法
が
優
勢
に
な
る
の
は
教
皇
改
革
期
で
あ
り
、
こ
の

時
代
に
は
両
者
は
併
存
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
司
祭
の
生
計
費
、
建
造
物
・
調
度

品
の
修
繕
費
の
ほ
か
に
貧
者
救
済
費
用
と
司
教
費
用
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。
各
教
会

は
貧
民
救
恤
名
簿 m

atricula 

を
所
有
し
、
こ
れ
に
登
載
さ
れ
た
登
録
貧
民 

m
atricularii 

が
教
会
に
よ
っ
て
給
養
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
巡
礼
、
寡
婦
、
孤
児
、

障
害
者
、
病
人
な
ど
の
世
話
や
見
舞
い
も
ま
た
小
教
区
の
聖
職
者
の
仕
事
で
あ
り
、

十
分
の
一
税
は
そ
の
た
め
の
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
。
領
主
が
こ
の
点
に
関
し
て
ど

の
程
度
の
理
解
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
史
料
で
検
証
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
司
教
の

中
に
は
お
の
れ
の
取
り
分
を
削
っ
て
教
区
民
の
生
活
向
上
に
あ
て
た
者
が
少
な
か
ら

ず
い
た
。
た
と
え
ば
バ
ー
ゼ
ル
司
教
ハ
イ
ト
は
、
教
区
の
聖
職
者
に
た
い
す
る
訓
令

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
十
分
の
一
税
は
全
額
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
三
分
の
一
は
ト
レ
ド
教
会
会
議
の
カ
ノ
ン
に
よ
っ
て
司
教
に
属
す
る
。
し
か
し

我
々
は
こ
の
権
利
の
行
使
を
望
ま
な
い
。
そ
の
四
分
の
一
だ
け
を
ロ
ー
マ
司
教
の
慣

習
と
聖
ロ
ー
マ
教
会
の
慣
例
に
従
っ
て
所
有
し
た
い
」
と
。
八
二
九
年
八
月
に
開
催

さ
れ
た
パ
リ
教
会
会
議
は
、
司
教
座
教
会
が
貧
し
く
な
け
れ
ば
、
十
分
の
一
税
の
司

教
の
取
り
分
を
放
棄
す
る
よ
う
に
司
教
に
勧
め
て
い
る
。「
た
と
い
十
分
の
一
税
お
よ

び
信
徒
の
供
物
か
ら
の
収
入
の
四
分
の
一
が
司
教
の
所
有
に
な
る
と
教
会
法
が
教
え

て
い
て
も
、
司
教
が
自
身
の
財
源
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
は
そ
れ
で
満
足
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
が
自
分
の
教
会
財
産
を
持
た
な
い
と
こ
ろ

で
は
、
自
身
と
司
教
家
族
の
た
め
に
前
述
の
四
分
の
一
を
受
け
取
っ
て
よ
い
。
し
か

し
貪
欲
が
彼
を
駆
り
立
て
て
は
な
ら
ず
、む
し
ろ
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

彼
が
受
け
取
る
必
要
を
感
じ
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
四
分
の
一
を
受
領
す
べ
き
で
は
な
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い
。
教
会
の
配
分
法
に
従
っ
て
、
教
会
の
利
益
と
キ
リ
ス
ト
の
貧
者
の
た
め
に
使
わ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」。 

 

私
有
教
会
の
簇
生
期
は
ま
た
聖
遺
物
の
需
要
が
著
し
く
た
か
ま
っ
た
時
期
に
当
る
。

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
に
増
加
し
始
め
た
聖
遺
物
需
要
は
九
世
紀
前
半
に
ピ
ー
ク
に
達
し

た
。
ロ
ー
マ
で
は
聖
遺
物
販
売
の
商
人
組
合
が
結
成
さ
れ
、
カ
タ
コ
ン
べ
か
ら
発
掘

さ
れ
た
遺
骸
や
遺
物
が
大
々
的
に
取
引
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
人
物
は
サ
ン
＝
ピ
エ
ト

ロ
・
イ
ン
・
ヴ
ィ
ン
コ
リ
聖
堂
の
近
在
に
屋
敷
と
倉
庫
を
構
え
る
ロ
ー
マ
教
会
助
祭

デ
ウ
ス
ド
ー
ナ
で
あ
る
。
彼
は
商
用
で
再
三
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
を
訪
れ
た
。
八
二

七
年
に
は
隊
商
を
組
ん
で
ア
ー
へ
ン
に
行
き
、
ル
イ
敬
虔
帝
と
面
談
し
て
い
る
。
カ

ー
ル
大
帝
、
ル
イ
敬
虔
帝
は
い
ず
れ
も
聖
遺
物
の
収
集
家
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
熱

心
な
収
集
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
サ
ン
＝
メ
ダ
ー
ル
（
ソ
ワ
ソ
ン
）
修
道

院
長
イ
ル
デ
ュ
ア
ン
と
著
名
な
神
学
者
で
フ
ル
ダ
修
道
院
長
の
ラ
バ
ヌ
ス
・
マ
ウ
ル

ス
で
あ
る
。
北
欧
人
に
と
っ
て
ロ
ー
マ
は
つ
ね
に
聖
人
と
殉
教
者
の
眠
る
聖
な
る
み

や
こ
で
あ
っ
た
。
顧
客
で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
の
高
位
聖
職
者
は
聖
遺
物
の
真
贋
を
た
い

し
て
気
に
も
か
け
ず
に
大
量
に
買
い
込
み
、
こ
れ
を
新
設
の
私
有
教
会
や
私
有
修
道

院
に
分
け
与
え
た
の
で
あ
る
。 

  

三 

私
有
教
会
制
と
十
分
の
一
税 

  

私
有
教
会
領
主
は
教
会
に
た
い
す
る
支
配
権
を
掌
握
し
て
い
る
。
支
配
権
の
法
的

形
態
は
所
有
権
で
あ
る
。
当
時
の
史
料
に
お
い
て
教
会
は“ecclesia nostra(m

ea)”, 

“ecclesia in dom
inicatu(alodio)”

な
ど
と
表
示
さ
れ
、
そ
れ
は
領
主
の“hereditas”, 

“dom
inium

”

の
対
象
で
あ
り
、
教
会
お
よ
び
礼
拝
堂
（capella, oratorium

）
は
「
所

有
権
に
よ
っ
て
」《ad proprium

》
領
主
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
領
主
は

教
会
と
そ
の
付
属
財
産
（pertinentiae ecclesiae

）
を
自
由
に
売
却
、
交
換
、
贈
与
し
、

ま
た
婚
資
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
相
続
、
譲
渡
、
質
入

れ
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
前
述
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
教
会
会
議
は
「
自
由
人

に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
教
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
会
が
壊
さ
れ
ず
に
日
々
聖
務
が

営
ま
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
そ
れ
を
譲
渡
、
売
買
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
規
定

し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
は
領
主
が
し
ば
し
ば
大
助
祭archipresbyter

の
称
号

を
得
て
、
聖
職
者
任
免
権
や
教
会
財
産
管
理
権
を
一
手
に
掌
握
し
た
ケ
ー
ス
が
知
ら

れ
て
い
る
。
九
世
紀
す
ぎ
に
公
、
伯
な
ど
の
俗
人
有
力
者
が
修
道
院
長
や
聖
堂
参
事

会
長
を
兼
務
し
た
の
と
同
じ
現
象
が
小
教
区
の
レ
べ
ル
で
も
ま
た
見
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
十
分
の
一
税
、
祭
壇
収
入
（
供
物
・
初
穂
）
お
よ
び
洗
礼
、
婚
姻
、
産
婦
祝
別
、

告
解
、
終
油
、
埋
葬
に
た
い
す
る
謝
礼
（
い
わ
ゆ
る
聖
式
謝
礼
）
の
か
な
り
の
部
分

が
領
主
の
所
有
に
帰
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
収
益
は
人
口
増
に
比
例
し
て
増
え

た
の
で
、
領
主
は
農
民
を
誘
致
し
て
開
墾
を
進
め
、
新
た
に
造
成
し
た
ヴ
ィ
ラ
に
教

会
を
建
設
し
た
。
今
日
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
教
区
の
起
源
が
私
有
教
会
か
ら

成
長
を
遂
げ
、
十
分
の
一
税
徴
収
権
を
獲
得
し
た
教
会
の
管
轄
区
に
ま
で
遡
る
と
フ

ァ
イ
ネ
は
述
べ
て
い
る
。
多
数
の
教
会
が
敬
虔
の
念
か
ら
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
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な
い
が
、
す
で
に
吉
田
氏
が
明
確
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
私
有
教
会
が
「
有
利
な
る

企
業
」
と
し
て
の
一
面
を
も
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
つ
ま

り
私
有
教
会
の
建
設
は
神
意
に
か
な
っ
た
所
業
で
あ
る
と
同
時
に
中
世
に
お
い
て
人

気
の
あ
る
投
資
先
で
も
あ
り
、
神
と
実
益
の
双
方
に
奉
仕
で
き
た
が
ゆ
え
に
大
き
な

成
功
を
収
め
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
収
入
の
配
分
に
し
て
も
教
会
法
で
規
定
さ
れ

た
理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
大
き
か
っ
た
。
十
分
の
一
税
の
三
分
法
、
四
分
法

に
よ
っ
て
小
教
区
司
祭
の
分
け
前
は
保
障
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
配
分
基
準

は
必
ず
し
も
守
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
小
教
区
司
祭
の
多
数
は
相
変
わ
ら
ず
困
窮

し
て
お
り
、
司
祭
の
「
ふ
さ
わ
し
い
取
り
分
」《congrua portio

》
を
め
ぐ
る
論
争
は
、

実
に
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。 

 

小
教
区
司
祭
の
任
命
に
し
て
も
、
領
主
の
決
定
を
司
教
が
拒
む
こ
と
は
現
実
に
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
。
司
教
の
介
入
は
無
き
に
等
し
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。
領
主
は
、
セ
ル
ヴ
ス
で
あ
れ
無
学
の
領
民
で
あ
れ
彼
が
気
に
入
れ
ば
司
祭
に

取
り
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
も
し
も
司
教
が
拒
否
す
れ
ば
、
領
主
は
別
の

司
教
に
叙
階
を
依
頼
し
た
で
あ
ろ
う
。
教
区
司
教
は
闖
入
者
に
た
い
し
て
破
門
を
宣

告
す
る
し
か
方
法
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
と
て
も
た
い
し
て
効
果
は
な
か
っ
た
。
司

教
が
た
と
い
意
中
の
人
物
を
叙
階
し
た
と
し
て
も
、
彼
が
領
主
の
意
に
反
し
て
領
主
、
、

が
所
有
す
る
教
会

、
、
、
、
、
、
、
の
司
祭
に
就
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
九
一

六
年
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
べ
ン
の
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
は
、
司
祭
の

領
主
へ
の
服
従
を
重
ね
て
強
調
し
て
お
り
、
こ
れ
は
カ
ー
ル
大
帝
や
ル
イ
敬
虔
帝
の

教
会
立
法
と
本
質
的
に
は
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
神
へ

の
愛
か
ら
セ
ル
ヴ
ス
の
一
人
を
選
ん
で
彼
に
教
育
を
施
し
、
解
放
し
、
司
祭
に
叙
階

し
て
使
徒
に
倣
っ
て
彼
に
食
事
と
衣
服
を
与
え
た
と
し
て
も
、
の
ち
に
彼
が
慢
心
に

陥
っ
て
主
人
の
た
め
に
ミ
サ
も
定
時
課
も
行
わ
ず
、
詩
篇
の
頌
読
も
拒
み
、
自
分
は

自
由
人
だ
と
言
い
張
っ
て
彼
の
主
人
に
正
当
な
服
従
を
な
さ
な
い
な
ら
ば
、
当
教
会

会
議
は
彼
を
破
門
し
、
彼
が
改
心
し
て
教
会
法
の
お
き
て
に
従
っ
て
主
人
に
服
従
す

る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
彼
を
聖
な
る
交
わ
り
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
宣
告
す
る
。
彼

は
生
ま
れ
つ
い
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
彼
自
身
の
主
人
の
セ
ル
ヴ
ス
に
戻
さ
る
べ

し
」
と
。 

 

九
○
九
年
に
ソ
ワ
ソ
ン
教
区
の
ト
ロ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
は
改
革
的
な

教
令
を
制
定
し
た
会
議
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
私
有
教
会
領
主
権
を
明

確
に
承
認
し
た
会
議
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。「
我
々
は
彼
ら
（
領
主
）
か
ら
領
主
の

所
有
権
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
要
す
る
に
我
々
が
主
張
し

た
い
の
は
司
教
の
指
導
権
で
あ
っ
て
、
領
主
の
権
力
で
は
な
い
」
と
。
九
世
紀
半
ば

す
ぎ
の
十
分
の
一
税
を
め
ぐ
る
教
会
会
議
の
決
議
に
は
、
私
有
教
会
領
主
権
の
容
認

と
そ
の
濫
用
に
た
い
す
る
反
発
が
交
錯
し
て
い
る
。
九
世
紀
中
葉
に
パ
ヴ
ィ
ー
ア
に

参
集
し
た
司
教
た
ち
は
、
私
有
教
会
領
主
が
十
分
の
一
税
を
受
洗
聖
堂
で
は
な
く
て

自
身
が
設
立
し
た
聖
堂
に
納
入
さ
せ
て
い
る
現
状
を
批
判
し
、
こ
れ
を
や
め
さ
せ
る

た
め
に
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
二
世
（
ド
イ
ツ
人
王
）
の
政
治
的
介
入
を
求
め
た
。「
十
分
の

一
税
は
司
教
の
指
示
に
も
と
づ
い
て
配
分
さ
る
べ
し
と
聖
な
る
教
会
法
で
は
定
め
ら
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れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
所
有
地
や
恩
貸
地
に
自
身
の
聖
堂
を
所

有
す
る
俗
人
の
中
に
は
、
司
教
の
指
示
を
侮
っ
て
、
洗
礼
、
説
教
、
堅
信
、
そ
の
他

の
キ
リ
ス
ト
の
秘
跡
を
受
け
取
る
教
会
（
＝
受
洗
聖
堂
）
に
十
分
の
一
税
を
納
め
な

い
で
、
自
身
が
所
有
す
る
聖
堂
や
聖
職
者
に
お
の
れ
が
欲
す
る
ま
ま
に
当
税
を
納
め

さ
せ
る
者
が
い
る
。
こ
れ
は
全
く
神
の
法
と
聖
な
る
教
会
法
に
違
反
す
る
行
為
で
あ

る
」
と
。
十
分
の
一
税
の
納
入
先
に
関
し
て
は
経
済
的
利
害
が
絡
む
た
め
に
い
ざ
こ

ざ
が
絶
え
な
か
っ
た
が
、
半
世
紀
後
に
召
集
さ
れ
た
ト
リ
ブ
ー
ル
教
会
会
議
（
八
九

五
年
五
月
）
で
は
、
司
教
団
は
領
主
権
力
と
の
妥
協
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
本
会
議

の
カ
ノ
ン
第
十
四
条
は
前
述
の
ル
イ
敬
虔
帝
の
教
会
勅
令
第
十
二
条
を
原
則
的
に
承

認
し
、
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。「
旧
教
会
と
新
た
に
聖
別
さ
れ
た
教
会
の
十

分
の
一
税
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
も
し
も
彼
（
領
主
）
が
旧
教
会

の
近
隣
に
新
耕
地
を
切
り
開
い
た
な
ら
ば
、
当
地
の
十
分
の
一
税
は
旧
教
会
に
支
払

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
四
な
い
し
五
マ
イ
ル
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
離
れ

た
森
林
や
荒
蕪
地
を
開
発
し
て
、
そ
こ
に
司
教
の
同
意
を
得
て
教
会
を
建
設
し
、
聖

別
し
て
も
ら
い
、神
に
仕
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
熱
心
な
司
祭
を
任
命
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
に
初
め
て
彼
は
新
十
分
の
一
税
を
新
教
会
に
引
き
渡
し
て
よ
い
。
た
だ
し

司
教
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
ぬ
」。
私
有
教
会
設
立
ブ
ー
ム
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う

な
教
会
側
の
恩
典
授
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。 

 

十
世
紀
に
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
に
は
、
も
は
や
私
有
教
会
制
を
真
っ
向
か
ら
非

難
し
た
カ
ノ
ン
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
十
分
の
一
税
や
供
物
の
用

途
に
つ
い
て
の
モ
ラ
ル
上
の
警
告
に
と
ど
ま
る
。
た
と
え
ば
コ
ブ
レ
ン
ツ
教
会
会
議

は
言
う
。
私
有
礼
拝
堂
《capella propria

》
を
所
有
す
る
俗
人
は
、
そ
こ
か
ら
得
ら

れ
る
十
分
の
一
税
で
も
っ
て
犬
や
召
使
い
を
養
っ
て
い
る
《inde canes aut 

genitiarias suas pascant

》。
十
分
の
一
税
の
受
領
者
は
教
会
の
司
祭
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
彼
は
そ
れ
を
教
会
の
修
繕
、
灯
明
、
旅
人
や
貧
者
の
接
待
に
こ
そ
用
い
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
同
様
の
決
議
は
イ
ン
ゲ
ル
ハ
イ
ム
教
会
会
議
（
九
四
八
年
）
で
も
な

さ
れ
て
い
る
。
祭
壇
に
捧
げ
ら
れ
た
信
徒
の
供
物
は
司
祭
が
所
有
す
べ
き
で
あ
り
、

十
分
の
一
税
を
め
ぐ
る
問
題
は
「
司
祭
の
用
益
の
た
め
に
、
代
表
と
し
て
遣
わ
さ
れ

て
い
る
司
祭
た
ち
に
よ
っ
て
聖
な
る
教
会
会
議
に
お
い
て
」
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
っ
と
う
な
主
張
で
は
あ
る
が
、
小
教
区
司
祭
を
取
り
巻
く
環
境
が
依
然
厳
し

か
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
同
会
議
は
「
い
か
な
る
俗
人
（
＝
私
有
教
会
領
主
）

も
司
祭
を
鞭
打
ち
、
酷
使
し
、
暴
行
を
く
わ
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
決
議
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
や
供
物
は
俗
人
の
私
有
教
会
領
主
だ
け
で
は
な
く
修
道

院
や
聖
堂
参
事
会
も
所
有
し
て
い
た
が
、
聖
界
領
主
も
ま
た
教
会
法
の
配
分
基
準
に

は
必
ず
し
も
従
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

四 

倍
額
十
分
の
一
税
（nona et decim

a

） 

 
十
分
の
一
税
が
教
会
税
と
し
て
定
着
し
た
の
に
対
し
て
、
倍
額
十
分
の
一
税
は
衰

退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
初
期
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
君
主
が
臣
下

に
プ
レ
カ
リ
ア
と
し
て
貸
与
し
た
教
会
領
の
代
償
と
し
て
、
旧
所
有
者
（
司
教
座
教
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一
三

会
・
修
道
院
）
へ
の
支
払
い
を
命
じ
た
の
が
倍
額
十
分
の
一
税
で
あ
っ
た
。
国
王
の

従
臣
は
ケ
ン
ス
ス
の
ほ
か
に
収
穫
物
の
五
分
の
一
を
旧
所
有
者
に
支
払
っ
た
の
で
あ

る
。
俗
人
貴
族
に
と
っ
て
は
重
い
負
担
で
あ
り
、
彼
ら
は
種
々
の
口
実
の
も
と
に
支

払
い
を
猶
予
し
た
。支
払
い
を
渋
る
貴
族
た
ち
に
国
王
は
再
三
契
約
の
履
行
を
命
じ
、

司
教
団
も
ま
た
教
会
会
議
の
場
で
そ
の
納
付
を
繰
返
し
要
求
し
た
。
た
と
え
ば
八
一

八
年
頃
、
ル
イ
敬
虔
帝
は
勅
令
の
中
で
農
産
物
と
家
畜
の
倍
額
十
分
の
一
税
の
支
払

い
を
改
め
て
命
じ
、
滞
納
者
に
は
倍
額
十
分
の
一
税
と
共
に
贖
罪
金
が
課
さ
れ
《cum

 

lege sua

》、
滞
納
が
度
重
な
れ
ば
ベ
ネ
フ
ィ
ス
の
没
収
も
あ
り
う
る
と
脅
し
て
い
る
。

ま
た
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
勅
令
（
八
二
九
年
八
月
）
で
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
倍
額
十
分

の
一
税
の
全
額
な
い
し
そ
の
一
部
を
滞
納
し
た
者
は
、
国
王
の
巡
察
使
に
よ
っ
て
そ

の
支
払
い
を
強
制
さ
れ
、
一
年
分
の
当
税
と
併
せ
て
贖
罪
金
を
請
求
さ
れ
た
。
督
促

令
は
ル
イ
敬
虔
帝
下
で
度
々
発
令
さ
れ
、
彼
を
継
い
だ
シ
ャ
ル
ル
一
世
（
禿
頭
王
）

も
再
三
勅
令
を
だ
し
て
貴
族
た
ち
に
納
付
の
催
告
を
し
た
。 

 

さ
ら
に
教
会
会
議
で
も
こ
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
下
の

モ
ー
・
パ
リ
教
会
会
議
（
八
四
五
ー
四
六
年
）
は
、
教
会
領
を
貸
与
さ
れ
た
者
は
倍

額
十
分
の
一
税
の
支
払
い
義
務
が
あ
る
と
重
ね
て
強
調
し
た
。
ソ
ワ
ソ
ン
教
会
会
議

（
八
五
三
年
）
は
「
教
会
側
の
確
か
な
証
拠
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
た
が
、
種
々
の
必

要
か
ら
完
全
な
返
還
が
期
待
で
き
な
い
［
俗
人
の
］
所
有
地
か
ら
は
、
少
な
く
と
も

倍
額
十
分
の
一
税
が
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
決
議
し
て
い
る
。
つ
ま
り
旧
教

会
領
の
返
還
は
期
待
で
き
な
い
が
、
せ
め
て
倍
額
十
分
の
一
税
だ
け
で
も
遅
滞
な
く

納
め
て
ほ
し
い
と
の
切
実
な
願
い
で
あ
る
。
皇
帝
ロ
ー
タ
ル
一
世
の
命
令
で
召
集
さ

れ
た
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
教
会
会
議
（
八
五
五
年
）
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。「
倍
額
十
分

の
一
税
は
未
納
付
の
教
会
に
誠
意
を
も
っ
て
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
当
税
の
滞
納

者
は
瀆
神
者
と
し
て
教
会
の
敷
居
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
」。
ま
た
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
の
下
で
開
か
れ
た
ラ
ン
グ
ル
教
会
会
議
は
言
う
。「
神

に
捧
げ
ら
れ
た
土
地
か
ら
法
的
に
納
付
さ
る
べ
き
教
会
に
た
い
し
て
、
滞
納
者
は
少

な
く
と
も
倍
額
十
分
の
一
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
」
と
。
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
八
世
も

ま
た
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
地
方
の
司
教
に
宛
て
た
書
簡
（
八
七
八
年
）
の
中
で
、
ト
ゥ
ー

ル
教
会
か
ら
土
地
を
貸
与
さ
れ
た
俗
人
貴
族
は
「
古
く
か
ら
の
慣
習
に
従
っ
て
」
ト

ゥ
ー
ル
教
会
に
倍
額
十
分
の
一
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
り
、
不
正
に
も
納
期
を
い
つ

わ
っ
て
支
払
い
を
猶
予
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
に

引
用
し
た
勅
令
、教
会
会
議
の
カ
ノ
ン
、そ
し
て
教
皇
令
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

国
王
の
命
令
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
ブ
レ
カ
リ
ア
保
有
地
が
旧
所
有
者
に
復
帰

す
る
可
能
性
は
低
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
倍
額
十
分
の
一
税
の
支
払
い
す
ら
も
滞

り
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。 

 

一
つ
の
司
教
座
教
会
を
例
に
取
り
上
げ
て
検
証
し
よ
う
。
マ
コ
ン
司
教
座
教
会
で

あ
る
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
の
証
書
集
に
は
倍
額
十
分
の
一
税
に
関
す
る
八
通
の

証
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
八
世
紀
後
半
の
一
証
書
は
国
王
ピ
ピ
ン
の
命
令
書
簡
の

メ
モ
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ラ
や
修
道
院
を
べ
ネ
フ
ィ
ス
と
し
て
所
有
す
る
者
は
、
毎
年
収

穫
物
の
倍
額
十
分
の
一
税
を
司
教
な
い
し
彼
の
代
理
人
に
納
め
る
よ
う
に
命
じ
て
い
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る
。
こ
れ
は
カ
ー
ル
大
帝
の
エ
ル
ス
タ
ル
勅
令
以
前
に
倍
額
十
分
の
一
税
が
す
で
に

導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。
九
世
紀
か
ら
は
二
通
の
書
簡
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
一
通
は
ル
イ
敬
虔
帝
の
命
令
書
簡
（
八
一
六
年
）
で
あ
る
。
国
王
の
寛
大

さ
に
よ
り
マ
コ
ン
教
会
か
ら
ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
保
有
し
て
い
る
者
は
、
毎
年
司
教
ヒ
ル

デ
バ
ル
ド
ゥ
ス
と
彼
の
後
継
者
に
「
異
議
も
懈
怠
も
な
く
」
《absque ulla 

contrarietate et negligentia
》
倍
額
十
分
の
一
税
を
納
付
し
、
マ
コ
ン
教
会
の
建
物
の

修
復
に
も
責
任
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
彼
が
神
と
国
王
の
好
意
と
恩

恵
を
保
持
し
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、万
事
に
わ
た
っ
て
命
令
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
、

と
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
何
年
も
の
あ
い
だ
支
払
い
は
滞
り
、
倍
額
十
分
の

一
税
だ
け
で
は
な
く
、
所
有
権
の
証
し
で
あ
る
ケ
ン
ス
ス
す
ら
も
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ

ン
教
会
か
ら
奪
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
通
は
、
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
が
発
給

し
た
教
会
返
還
の
命
令
書
簡
（
八
六
○
年
）
で
あ
る
。
リ
ヨ
ン
教
区
に
あ
る
聖
イ
ミ

テ
リ
ウ
ス
教
会
と
そ
の
付
属
領
を
辺
境
伯
ワ
リ
ヌ
ス
の
従
臣
ラ
ギ
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
保

有
し
て
い
た
。
彼
は
当
教
会
領
が
王
領
の
一
部
《ex nostre proprietatis fisco

》
で
あ

る
と
主
張
し
、
死
後
彼
の
兄
弟
ラ
ク
ル
フ
ス
が
そ
れ
を
相
続
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

マ
コ
ン
司
教
ブ
レ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
ス
が
異
議
を
唱
え
た
。「
当
教
会
と
そ
の
付
属
領
は

差
配
人
の
怠
慢
と
悪
党
の
暴
力
に
よ
っ
て
［
マ
コ
ン
教
会
か
ら
］
奪
わ
れ
た
の
で
あ

り
、
先
代
の
司
教
の
と
き
に
は
、
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
に
倍
額
十
分
の
一
税
を

支
払
っ
て
い
た
」
と
。
シ
ャ
ル
ル
王
は
マ
コ
ン
司
教
の
言
い
分
を
認
め
て
、
当
該
教

会
を
マ
コ
ン
教
会
に
返
還
し
た
。辺
境
伯
の
従
臣
兄
弟
が
欺
瞞
に
せ
よ
忘
却
に
せ
よ
、

当
領
を
教
会
領
で
は
な
く
王
領
の
べ
ネ
フ
ィ
ス
で
あ
る
と
言
い
張
っ
た
点
に
注
目
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

十
世
紀
に
は
五
通
の
証
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
通
は
、
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
参

事
会
員
の
経
済
状
態
を
改
善
す
る
た
め
に
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
ユ
ー
グ
、
マ
コ
ン
伯
レ

オ
タ
ー
ル
が
、
マ
コ
ン
司
教
マ
イ
ン
ボ
ド
ゥ
ス
と
協
力
し
て
、
マ
コ
ネ
地
方
を
は
じ

め
各
地
に
散
在
す
る
旧
所
領
か
ら
の
倍
額
十
分
の
一
税
の
支
払
い
を
約
束
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
公
、
伯
の
従
臣
が
こ
れ
に
ど
の
程
度
協
力
的
で
あ
っ
た
の
か
は
文

面
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
う
一
通
も
マ
コ
ネ
地
方
の
倍
額
十
分
の
一
税

の
返
還
に
関
す
る
証
書
で
あ
る
。
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
の
代
訴
人
で
あ
る
マ
コ

ン
伯
レ
オ
タ
ー
ル
は
、
参
事
会
員
の
旧
所
領
の
倍
額
十
分
の
一
税
が
彼
ら
か
ら
「
不

当
に
奪
わ
れ
た
」《injuste eis ablate sunt

》
こ
と
を
認
め
、
参
事
会
員
の
役
人
が
発

見
で
き
た
所
領
収
入
の
す
べ
て
を
彼
ら
の
食
卓
費
用

メ

ン

サ

と
し
て
返
還
し
た
。
こ
れ
に
は

も
う
一
人
の
伯
と
レ
オ
タ
ー
ル
の
六
人
の
従
臣
が
副
署
し
て
い
る
。
つ
ま
り
サ
ン
＝

ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
の
旧
領
か
ら
の
支
払
い
が
中
断
し
て
い
た
倍
額
十
分
の
一
税
を
、

マ
コ
ン
伯
ら
が
中
心
に
な
っ
て
再
び
納
付
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

マ
コ
ン
伯
と
彼
の
従
臣
の
決
断
が
果
た
し
て
実
行
に
移
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
。
三
通
目
は
、
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
参
事
会
員
の
経
済
的
窮
状
を

打
開
す
る
た
め
に
、
マ
コ
ン
司
教
マ
イ
ン
ボ
ド
ゥ
ス
が
マ
コ
ン
伯
ら
に
働
き
か
け
て 

参
事
会
の
旧
領
の
一
部
を
返
還
さ
せ
た
記
録
で
あ
る
。
辺
境
伯
ユ
ー
グ
と
伯
レ
オ
タ

ー
ル
は
、
ヴ
ィ
ラ
＝
カ
デ
ナ
ク
ス
に
あ
る
聖
ロ
マ
ヌ
ス
教
会
と
そ
の
付
属
領
を
倍
額 
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十
分
の
一
税
と
共
に
参
事
会
に
返
還
し
た
。
当
税
は
「
彼
ら
か
ら
奪
わ
れ
た
」《ab eis 

ablate fuerant

》
ま
ま
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
の
旧
領
の
す
べ 

て
か
ら
ユ
ー
グ
と
レ
オ
タ
ー
ル
は
倍
額
十
分
の
一
税
を
当
参
事
会
に
支
払
わ
せ
た
と

い
う
。
残
り
の
二
通
も
聖
ロ
マ
ヌ
ス
教
会
の
返
還
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
通
は

ル
イ
四
世
の
、
も
う
一
通
は
教
皇
ア
ガ
ピ
ト
ゥ
ス
二
世
の
確
認
証
書
で
あ
る
。
以
上

か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
証
書
に
お
い
て
倍
額
十
分
の
一
税
が
「
彼
ら
か
ら
不

当
に
奪
わ
れ
た
」「
以
前
は
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
に
属
し
て
い
た
」「
先
代
の
司
教
の

と
き
に
は
当
税
を
支
払
っ
て
い
た
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
俗
人
領
主
が
、
故
意
に

せ
よ
過
失
に
せ
よ
、
い
つ
し
か
そ
の
支
払
い
を
中
断
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。 

国
王
の
命
令
に
よ
る
プ
レ
カ
リ
ア
は
、
マ
コ
ン
伯
レ
オ
タ
ー
ル
の
例
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
旧
所
有
者
に
返
還
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
永
久
に
教
会
の

手
か
ら
離
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。「
世
襲
的
権
利
に
よ
っ
て
」《hereditario jure

》
プ

レ
カ
リ
ア
保
有
者
の
家
産
に
合
体
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
十
世
紀
の
あ
い
だ
に
倍
額
十

分
の
一
税
は
史
料
か
ら
消
滅
す
る
。
収
穫
物
の
二
割
の
納
付
が
大
き
な
経
済
的
負
担

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
制
度
が
続
か
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
担
税
者

の
権
力
的
地
位
に
あ
る
。
彼
ら
は
国
王
や
諸
侯
の
有
力
な
従
臣
で
あ
り
、
し
ば
し
ば

徒
党
を
組
ん
で
王
権
に
さ
え
対
抗
で
き
た
実
力
者
で
あ
る
。
国
王
の
命
令
に
よ
る
プ

レ
カ
リ
ア
の
存
続
を
担
保
し
た
の
は
な
に
よ
り
も
強
力
な
王
権
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

が
衰
退
に
向
か
え
ば
、
旧
所
有
者
の
権
利
も
ま
た
失
わ
れ
て
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
と
い
え
よ
う
。 

 

五 

十
分
の
一
税
の
展
開 

  

エ
ル
ス
タ
ル
勅
令
の
第
七
条
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
十
分
の
一
税
の
管
理
責
任

者
は
原
則
と
し
て
司
教
で
あ
る
。
通
常
は
司
教
座
教
会
と
そ
の
下
級
教
会
（
＝
小
教

区
教
会
）
が
十
分
の
一
税
を
所
有
し
た
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
有
教

会
制
の
普
及
に
つ
れ
て
俗
人
領
主
が
十
分
の
一
税
を
所
有
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
、
彼

ら
は
水
車
、
パ
ン
焼
き
竃
な
ど
か
ら
の
バ
ナ
リ
テ
収
入
と
同
じ
よ
う
に
小
教
区
民
か

ら
十
分
の
一
税
を
徴
収
し
た
。
八
八
八
年
に
メ
ッ
ス
で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
は
、

俗
人
領
主
が
十
分
の
一
税
を
受
領
し
て
は
な
ら
ず
、
小
教
区
司
祭
の
み
が
そ
れ
を
受

け
取
っ
て
自
身
の
生
計
費
、
灯
明
代
、
教
会
修
復
費
、
聖
務
に
必
要
な
備
品
の
購
入

費
に
あ
て
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
教
皇
改
革
期
に
は
、
よ
り
一
層
の
頻
度
を
も
っ

て
現
れ
る
こ
の
種
の
カ
ノ
ン
は
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
高
位
聖
職
者
自
身
が
十
分
の
一
税
を
親
族
や
近
隣

の
有
力
者
に
譲
渡
し
た
り
授
封
し
て
お
り
、
彼
ら
は
俗
人
に
よ
る
十
分
の
一
税
の
所

有
を
暗
黙
の
う
ち
に
了
承
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
（
マ
コ
ン
司
教
座
聖
堂
）
へ
の
教
会
、
十
分
の
一
税
の

寄
進
と
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
自
身
に
よ
る
そ
の
譲
渡
に
つ
い
て
史
料
に
当
っ
て

検
証
し
よ
う
。
八
○
○
年
か
ら
一
○
五
○
年
に
い
た
る
二
百
五
十
年
間
に
十
六
通
の

寄
進
証
書
が
残
さ
れ
て
い
る
（
第
一
表
）。
寄
進
者
の
過
半
数
は
騎
士
身
分
の
俗
人
で

あ
り
、
し
ば
し
ば
終
身
用
益
権
を
留
保
し
て
寄
進
し
た
。
息
子
に
司
教
座
聖
堂
参
事
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一
六（

90
）

（
84
）

（
83
）

（
85
） 

（
86
） （

87
） 

（
88
）

（
89
）

会
員
の
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に
教
会
を
寄
進
し
た
ケ
ー
ス
が
二
件
あ
る
。
サ
ン
＝

ヴ
ァ
ン
サ
ン
の
証
書
集
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
マ
ン
ス
や
家
屋
敷
を
寄
進
し
て
参
事

会
員
職
を
手
に
入
れ
た
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
司
教
座
聖
堂
参
事
会
と
周

辺
領
主
と
の
親
密
な
関
係
を
物
語
る
も
の
だ
。
さ
ら
に
マ
コ
ン
司
教
ヨ
ハ
ネ
ス
と
そ

の
母
ラ
ン
ト
ラ
ー
ダ
は
「
我
々
の
先
祖
が
プ
レ
カ
リ
ア
に
よ
っ
て
不
当
に
奪
っ
た
教

会
」
を
返
還
し
、
も
う
一
人
の
俗
人
貴
族
も
ま
た
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
か
ら
「
以
前

に
不
当
に
奪
っ
て
い
っ
た
」
教
会
を
返
還
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
プ
レ
カ
リ
ア
の
性

格
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
多
く
の
プ
レ
カ
リ
ア
が
領
主
一
族
に
よ
っ

て
世
襲
的
に
相
続
さ
れ
、
い
つ
し
か
一
族
の
家
産
に
事
実
上
合
体
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。 

 

サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
に
よ
る
教
会
、
十
分
の
一
税
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
八
八
○
年
か
ら
一
○
五
○
年
に
い
た
る
百
七
十
年
間
に
二
十
六
通
の

譲
渡
証
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
寄
進
証
書
よ
り
も
譲
渡
証
書
の
枚
数
の
方
が
多
い

の
で
あ
る
。
半
数
以
上
の
譲
渡
証
書
が
教
会
と
一
緒
に
十
分
の
一
税
を
譲
渡
し
て
い

る
。
一
通
は
十
分
の
一
税
だ
け
を
俗
人
に
授
封
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
十
六
名
の
受

領
者
の
内
訳
は
、
俗
人
十
八
名
、
聖
職
者
八
名
で
あ
る
。
聖
職
者
八
名
の
う
ち
六
名

は
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
の
参
事
会
員
で
あ
っ
た
。
加
増
プ
レ
カ
リ
ア
（precaria 

rem
uneratoria

）
の
一
件
を
除
い
て
、
他
は
す
べ
て
譲
与
プ
レ
カ
リ
ア
（precaria data

）

で
あ
る
。受
領
者
な
い
し
受
領
者
と
そ
の
相
続
者
に
終
身
用
益
権
が
認
め
ら
れ
た
が
、

譲
渡
物
件
の
再
譲
渡
は
禁
止
さ
れ
た
。
所
有
権
の
承
認
料
と
し
て
の
ケ
ン
ス
ス
の
額

は
年
一
ス
ー
か
ら
十
ス
ー
の
あ
い
だ
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
プ
レ
カ
リ
ア
保
有
者

は
、
司
教
区
会
議
税 synodalia 

と
巡
察
税 parata 

を
課
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
金
納
化
さ
れ
て
い
た
。
俗
人
の
プ
レ
カ
リ
ア
保
有
者
は
マ
コ
ネ
地
方
の
有
力
貴

族
か
司
教
の
従
臣
で
あ
る
。
彼
ら
は
史
料
の
中
で“vir illustris” “com

es illustris” 

“vir nobilissim
us” “nobilis m

iles” “nobilis m
atrona”

あ
る
い
は“nobilissim

us 

vassallus” “vir fidelis” “quidam
 vassus”

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
聖
職
者
の
半
数

以
上
を
占
め
る
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
参
事
会
員
に
譲
渡
さ
れ
た
教
会
は
、
当
参
事
会

員
の
一
族
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
叔
父
が
以
前
に

サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
に
寄
進
し
た
教
会
を
甥
の
司
祭
が
プ
レ
カ
リ
ア
で
借
り
受

け
た
り
、
か
つ
て
先
祖
が
所
有
し
て
い
た
教
会
を
借
り
戻
し
た
り
し
て
い
る
。
プ
レ

カ
リ
ア
の
事
実
上
の
世
襲
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
コ
ン
教
会
は
近
在
の
有
力
貴
族
の
歓

心
を
買
う
た
め
に
教
会
や
十
分
の
一
税
を
プ
レ
カ
リ
ア
と
し
て
貸
与
し
た
の
で
あ
り
、

ま
た
司
教
区
の
統
治
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
に
近
隣
領
主
の
子
息
の
一
人
を
参
事

会
員
と
し
て
迎
え
入
れ
、
一
族
が
代
々
所
有
し
て
き
た
教
会
を
あ
ら
た
め
て
プ
レ
カ

リ
ア
と
し
て
譲
渡
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。 

 

九
世
紀
以
降
、
在
俗
教
会
や
俗
人
領
主
と
並
ん
で
修
道
院
が
教
会
、
十
分
の
一
税

を
所
有
す
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
た
。
修
道
院
が
十
分
の
一
税
を
所
有
す
る
よ
う
に
な

っ
た
最
も
大
き
な
理
由
は
、
俗
人
と
司
教
の
寄
進
、
さ
ら
に
貴
族
一
門
の
子
女
が
修

道
院
に
入
る
際
に
持
参
し
た
給
付
金
で
あ
る
。
と
く
に
死
を
間
近
に
し
た
貴
族
は
、

救
済
の
一
助
と
し
て
《ad succurrendum

》
修
道
服
を
ま
と
い
、
修
道
院
墓
地
に
埋 



 
 
 
 

十
分
の
一
税
の
確
立
と
そ
の
展
開

―
関
口
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第１表 サン＝ヴァンサン教会への教会、10分の１税寄進者の身分別構成 

年  代 皇  帝 伯・副伯 
騎士・ 

その他 

大司教・

司教 

司祭・ 

参事会員
合  計 

800-1050 1 1 10 1 3 16 

1050-1150  1 23 1 4 29 

 

第２表 クリュニー修道院への教会、10分の１税寄進者の身分別構成 

修道院長在位年 国 王 公 伯・副伯
騎士・
その他

大司教・
司教 

司祭・ 
その他※ 合 計 

ベルノン 
（910-27）

   3   3 

オドン 
（927-42）

  1 9 4  14 

アイマール
（942-54）

1  6 14 2 1 24 

マイウール
（954-94）

  3 41 7 7 58 

オディロン
（994-1048）

2 1 6 43 11 3 66 

910-1048 3 1 16 110 24 11 165 

※ その他には、大助祭、聖職者、レヴィタ、修道女が含まれる。 

（
91
）

（
92
）

（
93
） 

（
94
）

 

葬
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
そ
の
際
に
私
有
教
会
や
十
分
の
一
税
の
寄
進
を
し
ば

し
ば
遺
言
し
た
。
こ
れ
は
彼
の
永
代
供
養
（
周
年
記
念
禱
）
の
原
資
に
あ
て
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
す
で
に
幾
つ
か
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
教
皇
改
革
期
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
私
有
教
会
領
主
の
教
会
寄
進
は
在
俗
教
会
よ
り
も

は
る
か
に
多
く
修
道
院
に
向
け
ら
れ
た
。
修
道
院
に
よ
る
十
分
の
一
税
と
祭
壇
収
入

の
所
有
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
は
、
十
世
紀
末
に
フ
ル
リ
ー
修
道
院
長
ア
ボ
ン
と
オ
ル

レ
ア
ン
司
教
ア
ル
ヌ
ー
ル
が
対
立
し
た
有
名
な
事
件
が
知
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

サ
ン
＝
ド
ニ
事
件
（
九
九
三
年
）
に
つ
い
て
は
私
は
以
前
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
北
フ
ラ
ン
ス
の
司
教
団
を
震
撼
さ
せ
た
本
事
件
と
そ
の
直
後
に
開
催
さ
れ
て
修

道
士
を
断
罪
し
た
シ
ェ
ル
教
会
会
議
（
九
九
三
／
九
四
年
）
は
、
そ
の
後
の
修
道
院

の
十
分
の
一
税
政
策
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
ア
ボ
ン
は
言
う
。「
修
道

士
は
、
も
し
も
彼
が
聖
職
者
身
分
に
叙
階
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
教
会
の
聖
務
に
仕

え
て
い
な
い
な
ら
ば
、
教
会
収
入
や
供
物
で
生
活
し
て
は
な
ら
な
い
し
生
活
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
」
と
。
つ
ま
り
修
道
士
が
聖
職
者
に
叙
階
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
小

教
区
司
牧
を
担
当
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
彼
に
は
十
分
の
一
税
や
供
物
を
受
け
取
る

権
利
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
べ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
に
お
け
る
司
祭
修
道
士
の

増
加
と
い
う
現
象
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
十
分
に
納
得
の
行
く
主
張
で
あ
ろ

う
。 

 

つ
ぎ
に
我
々
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
を
例
に
取
り
上
げ
て
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世

紀
半
ば
に
い
た
る
教
会
、
十
分
の
一
税
の
所
有
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し



（
95
）

（
96
） 

（
97
） 

（
98
）

（
99
）
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（
100
）

た
い
。
五
名
の
修
道
院
長
が
交
代
し
た
百
三
十
八
年
間
（
九
一
○
ー
一
○
四
八
年
）

に
、
教
会
、
十
分
の
一
税
に
関
す
る
寄
進
証
書
は
合
計
百
六
十
五
通
を
か
ぞ
え
る
（
第

二
表
）
。
史
料
で
は
教
会
は
三
通
り
に
表
示
さ
れ
て
い
る
が
（ecclesia, capella, 

oratorium

）、
い
ず
れ
も
十
分
の
一
税
、
祭
壇
収
入
（
供
物
、
初
穂
）、
聖
式
謝
礼
を

取
得
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
い
だ
に
実
質
的
な
差
異
は
な
い
。
寄
進
さ
れ
た
教

会
の
数
は
百
九
十
四
件
を
か
ぞ
え
、
こ
の
う
ち
二
十
七
件
は
分
割
寄
進
で
あ
る
。
俗

人
は
寄
進
者
の
お
よ
そ
八
割
を
占
め
、
年
代
の
下
降
と
と
も
に
増
加
傾
向
に
あ
る
。

彼
ら
の
八
五
％
を
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
出
身
の
領
主
が
占
め
、
伯
の
中
で
は
マ
コ
ン
伯
が

有
力
な
寄
進
者
で
あ
っ
た
。
聖
職
者
で
は
大
司
教
、
司
教
が
全
体
の
三
分
の
二
以
上

を
占
め
る
。
と
く
に
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
（
マ
コ
ン
、
オ
ー
タ
ン
、
リ
ヨ
ン
、
シ
ャ
ロ
ン
）

と
南
フ
ラ
ン
ス
（
ア
ル
ル
、
ユ
ゼ
ー
ス
、
リ
エ
、
ガ
ッ
プ
、
カ
オ
ー
ル
）
の
司
教
が

多
い
。
そ
の
ほ
か
に
ブ
ザ
ン
ソ
ン
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
、
ポ
ワ
チ
エ
、

オ
セ
ー
ル
の
各
司
教
が
寄
進
者
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
。 

 

聖
俗
界
領
主
の
教
会
寄
進
は
「
教
会
に
付
属
す
る
す
べ
て
の
物
件
と
共
に
」《cum

 

om
nibus apendiciis suis

》
な
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
家
屋
敷
と
庭
園

の
ほ
か
に
畑
、
ブ
ド
ウ
畑
、
採
草
地
、
牧
場
、
通
路
、
水
路
な
ど
が
含
ま
れ
た
。
司

祭
の
生
活
手
段
の
保
障
で
あ
る
。
し
か
し
十
分
の
一
税
や
司
祭
収
入presbyterium
は

証
書
に
必
ず
し
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
三
件
の
う
ち
二
件
は
こ
れ
に
言
及
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
領
主
の
寄
進
証
書
に
よ
れ
ば
、
十
分
の
一
税
や
土
地
の
所
有

は
「
そ
の
た
め
に
世
俗
の
領
主
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」《unde seculari 

seniori serviendum

》
で
あ
る
が
教
会
の
供
物
は
「
信
徒
の
敬
虔
の
念
か
ら
教
会
に

納
め
ら
れ
る
も
の
」《que illic (=capella) devotione populorum

 deferuntur

》
で
あ

る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
司
祭
収
入
と
祭
壇
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俗
人
領
主
は
教
会
寄
進
に
際
し
て
十
分
の
一
税
は
も
と
よ

り
司
祭
収
入
に
た
い
し
て
も
お
の
れ
の
権
利
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
祭
壇 altare 

と
教
会 ecclesia 

を
区
別
し
て
世
俗
権
力
と
の
妥
協
を
は
か
る
動
き
も
一
部
に
は

あ
っ
た
が
、
こ
の
考
え
に
断
固
と
し
て
反
対
し
た
の
は
ア
ボ
ン
で
あ
っ
た
。「
さ
ら
に

ま
た
、
あ
る
重
大
な
誤
り
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
祭
壇
は
司
教
に
、
教
会
は
他
の

領
主
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
聖
別
さ
れ
た
家
と
祭
壇
か
ら
教
会
と
称
さ
れ
る

あ
る
一
つ
の
も
の
が
生
ま
れ
る
。
恰
も
一
人
の
人
間
が
人
体
と
魂
と
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
」。だ
が
現
実
に
は
十
分
の
一
税
は
教
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
独
立
の

物
権
と
し
て
寄
進
、
売
買
、
そ
し
て
相
続
の
対
象
に
な
っ
た
。
史
料
に
お
い
て
十
分

の
一
税
だ
け
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
例
は
珍
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
九
八
三
年
に
オ
ー

タ
ン
司
教
ワ
ル
テ
リ
ウ
ス
は
三
つ
の
教
会
の
十
分
の
一
税
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
に

寄
進
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
「
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
の
日
常
の
食
事
を
賄
う
た
め
」

《ad sustentandos suorum
 cotidianos victus

》
で
あ
っ
た
。
十
年
後
に
も
同
司
教
は

六
つ
の
教
会
の
十
分
の
一
税
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
寄
進
し
て
い
る
。
俗
人
の
中
に
は
教

会
を
終
身
用
益
権
を
留
保
し
て
寄
進
し
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
上
級
所
有
権
の
承
認
料
と

し
て
十
分
の
一
税
を
こ
れ
に
あ
て
て
い
る
者
も
い
る
。
ま
た
一
○
三
七
年
に
教
会
を

寄
進
し
た
あ
る
領
主
夫
妻
は
、
所
有
権
の
承
認
料
と
し
て
十
分
の
一
税
の
ほ
か
に
埋
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）

葬
料
、
二
モ
デ
ィ
ウ
ス
の
ブ
ド
ウ
酒
を
こ
れ
に
あ
て
た
。
た
だ
し
「
必
要
が
生
じ
た

と
き
に
は
埋
葬
料
を
べ
ネ
フ
ィ
ス
と
し
て
受
け
取
る
」
と
断
っ
て
い
る
。
修
道
院
に

寄
進
さ
れ
た
十
分
の
一
税
は
も
は
や
小
教
区
司
牧
の
対
価
で
は
な
く
、
そ
の
本
来
の

配
分
法
の
縛
り
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
た
。
九
二
九
年
に
マ
コ
ン
司
教
べ
ル
ノ
ン
が

祈
禱
兄
弟
盟
約
を
結
ぶ
た
め
に
四
教
会
と
そ
れ
に
付
属
す
る
十
分
の
一
税
を
ク
リ
ュ

ニ
ー
に
寄
進
し
た
と
き
、
彼
は
こ
の
寄
進
の
正
当
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し

た
。「
将
来
、
本
証
書
を
読
む
か
、
聞
く
者
は
次
の
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
我
々
の
司
教
座
は
古
く
か
ら
の
慣
習
に
よ
っ
て
我
が
教
会
の
十
分
の
一
税
に

つ
い
て
こ
う
し
た
扱
い
（
＝
寄
進
）
を
す
る
の
を
合
法
的
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
で
あ
る
」
と
。
十
分
の
一
税
の
寄
進
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
慣
習
で
あ
っ

た
。
終
身
用
益
権
を
留
保
し
て
の
教
会
の
寄
進
は
寄
進
全
体
の
二
割
で
あ
り
、
五
名

中
四
名
ま
で
は
完
全
に
教
会
を
引
き
渡
し
て
い
る
。
司
教
が
教
会
を
寄
進
し
た
際
に

は
、
通
常
司
教
区
会
議
税
（synodalis eulogia

）
と
巡
察
税 parata 

を
留
保
し
た
が
、

こ
れ
以
上
の
服
従
と
接
待
は
要
求
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。 

 

私
有
教
会
領
主
に
よ
る
教
会
返
還
に
逆
行
し
て
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
自
身
が
所
有
す
る

教
会
、
十
分
の
一
税
を
プ
レ
カ
リ
ア
に
よ
っ
て
第
三
者
に
貸
与
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が

し
ば
し
ば
目
に
と
ま
る
。
つ
ま
り
マ
コ
ン
教
会
と
同
じ
現
象
が
こ
こ
で
も
み
と
め
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
、
当
該
教
会
が
遠
隔
地
に
あ
る
場
合
や
、
プ
レ
カ
リ
ア

請
願
者
が
近
在
の
有
力
者
か
修
道
院
の
従
臣
（vassus, noster fidelis

）
で
あ
っ
た
場

合
に
み
ら
れ
る
。
プ
レ
カ
リ
ア
の
形
態
は
譲
与
プ
レ
カ
リ
ア
か
加
増
プ
レ
カ
リ
ア
で

あ
る
。
た
と
え
ば
修
道
院
の
従
臣
オ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会

を
プ
レ
カ
リ
ア
と
し
て
貸
与
す
る
よ
う
に
修
道
院
長
に
懇
願
し
た
。
こ
の
小
教
区
教

会
は
以
前
に
一
人
の
領
主
が
魂
の
救
済
を
願
っ
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
寄
進
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
修
道
院
長
は
請
願
者
夫
妻
の
存
命
中
に
限
っ
て
こ
れ
を
プ
レ
カ
リ
ア
貸
与

し
た
。
当
教
会
が
リ
ヨ
ン
教
区
に
あ
っ
た
こ
と
も
貸
与
を
促
し
た
理
由
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
修
道
院
長
マ
イ
ウ
ー
ル
は
従
臣
《noster fidelis

》
の
一
司
祭
ア
ダ
ル

ベ
ル
ト
ゥ
ス
と
プ
レ
カ
リ
ア
契
約
を
結
ん
だ
。
彼
に
一
教
会
を
終
身
貸
与
し
、
同
時

に
十
分
の
一
税
、
供
物
、
埋
葬
料
、
そ
し
て
倉
庫
を
貸
与
し
た
。
ア
ダ
ル
べ
ル
ト
ゥ

ス
は
こ
の
際
に
、
お
の
れ
の
所
有
地
の
一
部
を
修
道
院
に
寄
進
し
て
こ
れ
を
借
り
戻

し
て
い
る
。
従
臣
を
懐
柔
す
る
た
め
の
プ
レ
カ
リ
ア
契
約
は
こ
の
後
も
た
び
た
び
繰

り
返
さ
れ
、俗
人
の
手
に
教
会
、十
分
の
一
税
が
留
ま
る
一
因
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

十
一
世
紀
前
半
に
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
べ
ー
ル
が
パ
リ
教
会
の
聖
職
者
に
宛

て
た
二
通
の
書
簡
は
、教
会
収
入
を
め
ぐ
る
司
教
座
教
会
の
苦
悩
を
反
映
し
て
い
る
。

一
通
は
パ
リ
教
会
の
聖
職
者
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
リ
シ
ア
ル
ド
ゥ
ス
な
る
大
助

祭
が
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
十
分
の
一
税
と
祭
壇
の
供
物
か
ら
得
ら
れ
た
収
入
を
何

の
断
り
も
な
し
に
世
俗
の
い
く
さ
《seculari m

iliciae

》
に
用
立
て
た
と
聞
い
た
が
、

こ
れ
は
彼
が
司
教
に
な
し
た
忠
誠
誓
約
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
。
彼
が
す
み
や
か

に
正
気
を
取
り
戻
し
て
犯
し
た
罪
を
償
わ
な
い
な
ら
ば
、
教
会
会
議
で
破
門
を
言
い

渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
警
告
し
て
い
る
。
も
う
一
通
は
パ
リ
司
教
フ
ラ
ン
コ
に
宛
て
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た
書
簡
で
あ
り
、
前
書
簡
の
直
後
に
書
か
れ
た
。
フ
ラ
ン
コ
は
前
任
司
教
が
「
瀆
聖

的
な
短
慮
に
よ
っ
て
」《socrilegia tem

eritate

》
祭
壇
収
入
を
俗
人
に
べ
ネ
フ
ィ
ス
と

し
て
譲
渡
し
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
で
は
彼
自
身
が
俗
人

に
そ
れ
を
授
封
す
る
と
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
こ
れ
を
耳
に
し
て
呆
れ
は
て
て
返
す

言
葉
も
な
い
、
と
書
き
送
っ
た
。 

 

旧
約
を
範
と
し
て
導
入
さ
れ
た
教
会
税
で
あ
る
十
分
の
一
税
は
、
フ
ラ
ン
ク
時
代

に
お
け
る
私
有
教
会
の
普
及
に
よ
っ
て
多
数
の
俗
人
が
所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

彼
ら
が
そ
れ
を
分
割
、
贈
与
、
交
換
、
売
買
、
相
続
、
授
封
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
十

分
の
一
税
の
拡
散
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
十
、
十
一
世
紀
に
、
俗
人
貴
族
が
教
会
、

十
分
の
一
税
を
修
道
院
や
聖
堂
参
事
会
に
返
還
す
る
動
き
が
一
部
に
は
あ
っ
た
半
面
、

こ
れ
に
逆
行
す
る
動
き
も
ま
た
根
強
く
存
続
し
た
。
十
分
の
一
税
ほ
ど
聖
と
俗
の
混

淆
を
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
の
プ
レ
カ
リ
ア
契
約

証
書
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
慣
用
的
定
詞
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
た
と
い
書
か
れ
て

い
な
く
て
も
慣
習
は
法
で
あ
る
。
教
会
財
産

、
、
、
、
の
一
部
が
誰
か
に
、
俗
人
、
、
に
さ
え
も
、

文
書
の
権
威
に
よ
っ
て
ケ
ン
ス
ス
の
支
払
い
を
条
件
に
譲
渡
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
す
で
に
普
及
し
た
慣
行

、
、
、
、
、
、
で
あ
る
が
ゆ
え
に
法、
と
み
な
さ
れ
る
」
と
。
修
道
院
が
従

臣
や
有
力
者
に
十
分
の
一
税
を
与
え
続
け
て
き
た
慣
習
が
こ
こ
で
は
正
当
化
さ
れ
て

い
る
。
長
年
許
容
さ
れ
て
き
た
こ
の
慣
習
を
俎
上
に
載
せ
、
そ
の
濫
用
を
断
ち
切
ろ

う
と
努
め
た
改
革
運
動
こ
そ
が
、
十
一
世
紀
半
ば
に
始
ま
る
教
皇
改
革
で
あ
っ
た
。 
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十
分
の
一
税
に
関
す
る
代
表
的
文
献
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つ
ぎ
の
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冊
で
あ
る
。P. Viard, 

H
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bridge 
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書
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書
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し
て
、

F.L.G
anshof, “La dîm

e m
onastique, du 
eà la fin du 

e siècle:A 

propos d'un livre récent”, Cahiers de civilisation m
édiévale 11(1968), 

413-20.

な
お
十
分
の
一
税
の
問
題
は
私
有
教
会
、
小
教
区
の
形
成
と
密
接

に
係
わ
る
の
で
、
こ
の
分
野
の
論
考
も
ま
た
参
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

基
本
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文
献
に
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さ
ら
に
、
Ｕ
・
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ツ
（
増
淵
静
四
郎
・
淵
倫

彦
訳
）『
私
有
教
会
・
教
会
法
史
』
創
文
社
、
一
九
七
二
年
。
十
分
の
一
税

に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
吉
田
道
也
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
吉

田
道
也
「
私
有
教
会
聖
職
者
と
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
立
法
」『
法
政
研
究
』
第

十
六
巻
第
三
・
四
合
併
号
（
一
九
四
九
年
）
一
五
一
ー
二
一
五
頁
。
同
「
十

分
の
一
税
の
成
立
」『
法
政
研
究
』
第
十
九
巻
第
四
号
（
一
九
五
二
年
）
四

二
九
ー
五
四
頁
。
同
「
十
分
の
一
税
権
者
」『
法
政
研
究
』
第
二
十
巻
第
二
・

三
・
四
合
併
号
（
一
九
五
三
年
）
四
〇
三
ー
二
四
頁
。
同
「
十
分
の
一
税

義
務
者
と
十
分
の
一
税
の
内
容
」『
法
政
研
究
』
第
二
十
二
巻
第
二
・
三
・
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二
二

四
合
併
号
（
一
九
五
五
年
）
二
六
一
ー
七
〇
頁
。
い
ず
れ
も
大
戦
終
了
か

ら
ま
も
な
い
頃
に
書
か
れ
た
が
レ
ベ
ル
の
高
い
研
究
で
あ
り
、
我
が
国
に

お
け
る
十
分
の
一
税
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら

に
山
田
欣
吾
「
カ
ロ
リ
ン
ガ
ー
時
代
の
十
分
の
一
税
」
同
『
教
会
か
ら
国

家
へ
―
古
相
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
』
創
文
社
、
一
九
九
二
年
、
八
五
ー
一
八

一
頁
。
本
論
文
は
研
究
史
を
綿
密
に
フ
ォ
ロ
ー
し
た
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ

る
。
両
氏
の
研
究
が
対
象
と
し
た
時
代
は
主
と
し
て
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
時
代

で
あ
る
。
本
稿
は
教
皇
改
革
が
始
ま
る
十
一
世
紀
中
葉
ま
で
を
扱
う
こ
と

に
よ
っ
て
両
氏
の
研
究
を
補
足
す
る
意
味
も
あ
る
。 

（
２
） 

第
二
マ
コ
ン
教
会
会
議
に
つ
い
て
は
、P.Viard, op.cit., 41-60; H

L, 

 -1, 

208-14.

を
見
よ
。
本
会
議
の
カ
ノ
ン
は
、M

ansi, t. 
9, cols.947-58; 

J.G
audem

et et B.Basdevant(éd. et trad.), Les Canons des Conciles 

M
érovingiens(

e-

esiècles).T.

, Paris 1989, 452-85
に
収
録
。
な
お
、

吉
田
「
十
分
の
一
税
の
成
立
」
四
四
〇
ー
四
一
頁
。 

（
３
）‘Leges itaque divinae consulentes sacerdotibus ac m

inistris ecclesiarum
 

pro hereditaria portione om
ni populo preceperunt decim

as fructuum
 

suorum
 locis sacris praestare, ut nullo labore inpediti horis legitim

is 

spiritalibus possint vacare m
isteriis, quas leges christianorum

 congeries 

longis 
tem

poribus 
custodivit 

intem
eratas. 

N
unc 

autem
 

paulatim
 

praevaricatores legum
 pene christiani om

nes ostenduntur, dum
 ea, 

quae divinitus sancita sunt, adim
plere neglegunt. U

nde statuim
us ac 

decernim
us, 

ut 
m

os 
antiquus 

a 
fidelibus 

reparetur 
et 

decim
as 

ecclesiasticis fam
ulantibus cerem

oniis populus om
nis inferat,quas 

sacerdotes aut in pauperum
 usibus aut captivorum

 redem
ptionem

 

prerogantes suis orationibus populo pacem
 sc salutem

 im
petrent. Si 

quis autem
 contum

ax nostris statutis saluberrim
is fuerit, a m

em
bris 

ecclesiae om
ni tem

pore separetur.’:M
ansi, t.9, col.952;J.G

audem
et et 

B.Basdevant, ibid., 462-63. 

（
４
）‘quod possit in captivorum

 redem
ptionem

 conferri

…’:M
ansi, t.9, col.809. 

（
５
） 

G.Constable, op.cit.,24. 

（
６
） 

ベ
ー
ダ
（
長
友
栄
三
郎
訳
）『
イ
ギ
リ
ス
教
会
史
』
創
文
社
、
一
九
八
八
年
、

三
五
四
頁
。 

（
７
） 

E.Em
erton(transl.), The Letters of Saint Boniface. N

ew
 York 2000, 

n
o67(a o748), 132. 

彼
の
主
張
す
る
四
分
法
は
、
貧
者
、
教
会
建
造
物
、

祭
具
、
教
会
の
装
飾
品
へ
の
等
分
で
あ
る
。 

（
８
） 

シ
ン
プ
リ
キ
ウ
ス
の
四
分
法
（
司
教
、
建
造
物
、
巡
礼
・
貧
者
、
聖
職
者
）

に
つ
い
て
は
、JL, n

。570(a

。475);CIC,C.

 , Q
.

,c.28(I,697)

ゲ

ラ
シ
ウ
ス
一
世
の
四
分
法
（
司
教
、
聖
職
者
、
貧
者
、
建
造
物
）
に
つ
い

て
は
、CIC, C.

 ,Q
.

c.27(I,696)

を
み
よ
。 

（
９
） 
ベ
ー
ダ
、
前
掲
書
、
六
一
頁
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
の
四
分
法
は
、
司
教
、
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分
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二
三

聖
職
者
、
貧
者
、
建
造
物
へ
の
等
分
で
あ
る
。 

（
10
）‘faciatis et ordinare de verbo nostro, ut unusquisque hom

o, aut vellet aut 

nollet, suam
 decim

am
 donet.’:M

G
H

 Cap,T.I,N
r.17(ann.755-68), 42. 

（
11
） 

Ibid., N
r.20(a o779), 46-51. 

（
12
）‘D

e decim
is, ut unusquisque suam

 decim
am

 donet, atque per iussionem
 

pontificis dispensentur.’:ibid., 48. 

（
13
）‘D

e rebus vero ecclesiarum
, unde nunc census exeunt, decim

a et nona cum
 

ipso censu sit soluta; et unde antea non exierunt, sim
iliter nona et 

decim
a detur;atque de casatis quinquaginta solidum

 unum
, et de casatis 

triginta dim
idium

 solidum
, et de viginti trim

isse uno. Et de precariis, 

ubi m
odo sunt, renoventur, et ubi non sunt, scribantur. Et sit discretio 

inter precarias de verbo nostro factas et inter eas quae spontanea 

voluntate de ipsis rebus ecclesiarum
 faciunt.’:ibid.,50. 

（
14
）‘ut inantea sic habeant, nisi per verbo dom

ni regis ad ipsas ecclesias 

fuerint revocatas.’:ibid., 50(N
r.14).

ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ー
ア
版
テ
キ
ス
ト
は

九
世
紀
七
十
年
代
以
降
に
作
成
さ
れ
た
ら
し
い(cf.F.L.G

anshof, 

Recherches sur les Capitulaires. Paris 1958, 17).

な
お
国
王
の
命
令
に

よ
る
プ
レ
カ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
ガ
ン
ス
ホ
ー
フ
（
森
岡
敬
一
郎
訳
）『
封

建
制
度
』
慶
応
通
信
、
一
九
六
八
年
、
六
一
ー
六
二
頁
を
参
照
。 

（
15
） 

ブ
ル
ン
ナ
ー
以
来
の
定
説
で
あ
る
。cf.H.Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte. 

M
ünchen/Leipzig, 1928, 

 , 336-41.

「
教
会
領
の
譲
渡
は
実
際
に
は
還

俗
に
行
き
着
い
た
の
で
あ
る
」(ibid., 339)

o. 

（
16
）‘eorum

 arbitrio vel dispositione’:M
G

H
 Cap, N

r.20(a o779)50. 

（
17
） 

G.Constable, “N
ona et D

ecim
a: A

n A
spect of Carolingian Econom

y”, 

Speculum
 35(1960), 224-50; Im

bart de la Tour, op.cit.,t.68(1898), 

31f.; P.Viard, op.cit. , 141-48. 

（
18
）‘Sim

iliter secundum
 D

ei m
andatum

 praecipim
us, ut om

nes decim
am

 partem
 

substantiae et laboris suis ecclesiis et sacerdotibus donent:tam
 nobiles 

quam
 ingenui sim

iliter et liti, iuxta quod D
eus unicuique dederit 

christiano, partem
 D

eo reddant.’art.17:M
G

H
 Cap, N

r.26(ann 775-90), 

69. 

（
19
）‘U

t decim
as et nonas sive census om

nes generaliter donent qui debitores 

sunt ex beneficia et rebus ecclesiarum
 secundum

 priorum
 capitularum

 

dom
ni regis;et om

nis hom
o ex sua proprietate legitim

am
 decim

am
 ad 

ecclesiam
 conferat. Experim

ento enim
 didicim

us in anno quo illa 

valida fam
is inrepsit, ebullire vacuas anonas a daem

onibus devoratas et 

voces exprobrationis auditas.’can.25:ibid.,N
r.28(a o794), 76. 

（
20
） 

H
.R.Loyn and J.Percival(transl.), The Reign of Charlem

agne: D
ocum

ents 

on Carolingian G
overnm

ent and Adm
inistration. London 1975, n

o33 

(a o796), 120-23. 
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二
四

（
21
） 

G.Constable,“Resistance to Tithes in the M
iddle A

ges”, The Journal of 

Ecclesiastical H
istory 13(1962), 172-85.

異
端
者
の
中
に
は
十
分
の
一

税
を
拒
否
し
た
者
が
少
な
か
ら
ず
い
た
。十
二
世
紀
に
は
タ
ン
ケ
ル
ム
ス
、

ア
ン
リ
・
ド
・
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
、
ワ
ル
ド
ー
派
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

十
一
世
紀
初
頭
に
シ
ャ
ロ
ン
＝
シ
ュ
ル
＝
マ
ル
ヌ
教
区
に
レ
ウ
タ
ル
ド
ゥ

ス
な
る
異
端
者
が
い
た
こ
と
を
ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ー
ベ
ル
が
伝
え
て
い
る
。

彼
は
「
十
分
の
一
税
の
支
払
い
は
全
く
不
要
で
無
益
で
あ
るom

nim
odis 

superfluum
 et inane

」
と
語
っ
た
と
い
う
。cf.J.France, N

.Bulst, 

P.Reynolds(ed.), Rodulfus G
laber O

pera.O
xford 1989, 90-91. 

（
22
）‘U

t ipsi sacerdotes populi suscipiant decim
as et nom

ina eorum
 et 

quicum
que 

dederint 
scripta 

habeant 
et 

secundum
 

auctoritatem
 

canonicam
 coram

 testibus dividant. Et ad ornam
entum

 aecclesiae 

prim
am

 elegant partem
.secundam

 autem
 ad usum

 pauperum
 atque 

peregrinorum
 per eorum

 m
anus m

isericorditer cum
 om

ni hum
ilitate 

dispensent, 
tertiam

 
vero 

partem
 

sem
etipsis 

solis 
sacerdotes 

reservent.’art.7:M
G

H
 Cap, N

r.36 (a o802), 106. 

（
23
）‘U

t qui possessionem
 aecclesiae vel parrochiam

 per triginta annos sine 

alicuius interpellatione tenuerit, iure perpetuo possideat.’art.17:ibid., 

107. 

（
24
）‘Q

uicum
que voluerit in sua proprietate ecclesiam

 aedificare, una cum
 

consensu et voluntate episcopi in cuius parrochia fuerit licentiam
 

habeat; verum
tam

en om
nino praevidendum

 est, ut aliae ecclesiae 

antiquiores propter hanc occassionem
 nullatenus suam

 iustitiam
 aut 

decim
am

 perdant, sed sem
per ad antiquiores ecclesias persolvantur .’ 

ibid., N
r.42(ann.803-04), 119. 

（
25
） 

Ibid., N
r.57(ann.801-14), art.6, 144. 

（
26
） 

Ibid., N
r.81(ann.810-13), 178-79. cf.M

.A
ubrun, op.cit., 193-94. 

（
27

）‘U
t episcopi praevideant, quem

 honorem
 presbyteri pro ecclesiis 

senioribus tribuant.’art.3: ibid., 178. 

（
28
）‘U

t term
inum

 habeat unaquaeque aecclesia, de quibus villis decim
as 

recipiat.’art.10: ibid., 178. 

（
29
） 

Ibid., N
r.92-93(a o813), 194-98.

本
勅
令
の
発
給
日
付
に
つ
い
て
は
、

C.E.Boyd, op.cit., 42.

を
参
照
。 

（
30
）‘ut vita que nostris tem

poribus in sancta D
ei aecclesia em

ersa sunt 

eradicentur et evellantur.’:ibid., 194. 

（
31
）‘D

e decim
is vero que a populo in plebibus vel baptism

alibus aecclesiis 

offeruntur 
nulla 

exinde 
pars 

m
aiori 

aecclesiae 
vel 

episcopo 

inferatur.’art.11:ibid., 195. 
（
32
） 

Ibid., N
r.163(n

o825), art.9, 327.

山
田
、
前
掲
書
、
一
三
六
頁
以
下
。 

（
33
） 
関
口
武
彦
『
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
研
究
』
南
窓
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四



 
 
 
 

十
分
の
一
税
の
確
立
と
そ
の
展
開

―
関
口

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
五

九
頁
以
下
。 

（
34
） 

Ibid., N
r.138(ann.818-19), 275-80. 

（
35
） 

吉
田
「
私
有
教
会
聖
職
者
と
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
立
法
」
二
〇
〇
頁
以
下
。

お
よ
び
山
田
、
前
掲
書
、
一
四
五
頁
以
下
。 

（
36
）‘quia iuxta sacros canones vilis persona m

anens sacerdotii dignitate fungi 

non potest.’art.6:ibid., 276. 

（
37
）‘Et si aliquid am

plius habuerint, inde senioribus suis debitum
 servitium

 

im
pendant.’art.10:ibid., 277. 

（
38
）‘postquam

 hoc im
pletum

 fuerit, ut unaquaeque ecclesia suum
 presbyterum

 

habeat, ubi id fieri facultas providente episcopo perm
iserit.’art.11:ibid., 

277. 

（
39
） 

Ibid., N
r.78(a o813), art.1; N

r.81(ann.810-13), art.2; N
r.83(a o813), 

art.7.

さ
ら
に
ま
た
、ibid., T-

, N
r.275(a o869), art.9; N

r.267(a o857), 

art.1. 

（
40
） 

吉
田
、
前
掲
論
文
、
二
〇
八
頁
。「
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
立
法
の
目
的
は
私

有
教
会
制
度
の
排
除
で
は
な
く
し
て
、そ
の
整
備
法
制
化
で
あ
っ
た
」（
同
、

一
八
七
頁
）。 

（
41
）‘D
e ecclesiis baptism

alibus: ut nullatenus eas laici hom
ines tenere 

debeant,’art.2: ibid.,N
r.95(c.790), 200. 

（
42
）‘Statutum

 est, ut si quis liber hom
o per consensum

 episcopi sui 

ecclesiam
 in sua construxerit proprietate, fontesque in eadem

 ab 

episcopo fuerint consecrati, ideo non suam
 perdat hereditatem

: sed si 

episcopus voluerit, officium
 sacri baptism

atis in suam
 transferat 

ecclesiam
 ; ipsa vero a qua(aqua quae transfertur)transfertur in constructoris 

m
aneat iure.’art.2:ibid.,N

r.157 (ann.822-23), 316-17. 

（
43
）‘M

onasterium
 vel oratorium

 canonice constructum
 a dom

inio constructoris 

invito non auferatur, liceatque illi id presbitero cui voluerit pro sacro 

officio illius dioceseos et bonae auctoritatis dim
issoriae cum

 consensu 

episcopi, ne m
alus existat, com

m
endare,ita ut ad placita et iuxta 

reverentiam
 ipsius episcopi oboedienter sacerdos recurrat.’ can.21:ibid., 

N
r.180 (a o826), 374; M

ansi, t.14, col.1006;HL, 

 -1, 52.

吉
田
、
前
掲
論

文
、
二
一
〇
頁
以
下
。 

（
44
） 

十
分
の
一
税
の
配
分
法
に
つ
い
て
は
、G.Constable, M

onastic Tithes

…, 

43, 54f.; P.Viard, op.cit., 119-28.

吉
田
「
十
分
の
一
税
権
者
」
四
一
四
頁
。

山
田
、
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。 

（
45
） 

Im
bart de la Tour, op.cit., t.63(1897), 34-41; P.Viard,op. cit., 123. 

（
46
）‘quod decim

a

…ex integro est reddenda.Cuius tertia pars secundum
 

canonem
 Toletanum

 episcoporum
 esse debet ; nos vero hac potestate 

uti nolum
us, sed tantum

 quartam
 partem

 secundum
 usum

 Rom
anorum

 

pontificum
 et observantiam

 sanctae eclesiae Rom
anae de eadem
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二
六

habere volum
us.’art.15:M

G
H

 Cap, N
r.177(ann.807-23), 364. 

（
47
）‘Et quam

quam
 auctoritas canonica doceat, ut quarta pars decim

arum
 et 

redituum
 

ex 
oblationibus 

fidelium
 

in 
usus 

episcoporum
 

cedat, 

ubicum
que tam

en episcopus sua habet, suis contentus sit : ubi autem
 

nihil rerum
 ecclesiae suae habet, accipiat de m

em
orata quarta parte sibi 

suisque, non quod avaritia, quod absit, suaserit, sed potius quod 

necessitas com
pulerit.Ceterum

 si accipiendi nulla necessitas urguerit, 

nihil de m
em

orata quarta parte accipiat : sed usibus ecclesiarum
, et 

pauperibus 
Christi 

im
pertiendam

 
secundum

 
suam

 
dispositionem

 

relinquat.’can.31:M
ansi,t.14, col.559. cf.H

L, 

-1,65. 

（
48
） 

J.G
uiraud,“Le com

m
erce des reliques au com

m
encem

ent du 

e 

siècle”, M
élanges d’archéologie et d'histoire 

12(1892), 
73-95; 

H
.Silvestre, “Com

m
erce et vol des reliques au m

oyen âge”, Revue 

belge de philologie et d'histoire 30(1952), 721-39. 

（
49
） 

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ツ
、
前
掲
書
、
二
〇
頁
以
下
。Im

bart de la Tour, op. cit., t.67 

(1898), 1-35 ; E.A
m

ann et A
.D

um
as, op.cit., 265-90. 

（
50
）‘D

e ecclesiis quae ab ingenuis hom
inibus construuntur : licet eas tradere, 

vendere, tantum
m

odo ut ecclesia non destruatur, sed serviuntur cotidie 

honores.’ can.54 : M
G

H
 Cap,N

r.28(a o794), 78. 

（
51
） 

E.G
riffe, “Les paroisses rurales de la G

aule”, La M
aison-D

ieu 36 

(1953), 60f. ; Im
bart de la Tour, op. cit., 10-15. 

（
52
） 

H
.E.Feine, op.cit., 189. 

（
53
） 

吉
田
「
私
有
教
会
聖
職
者
と
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
立
法
」
一
八
五
頁
。 

（
54
） 

同
公
会
議
の
カ
ノ
ン
第
三
十
二
条
を
み
よ
。cf.CO

D
, 249-50. 

（
55
） 

E.A
m

ann et A
.D

um
as,op.cit., 281-83.

「
農
村
小
教
区
の
真
の
権
威
は
司

教
か
ら
領
主
に
移
っ
た
」(W

.Seston,“N
ote sur les origines religieuses 

des paroisses rurales”, Revue d'histoire et de philosophie religieuse 

15<
1935>, 

253); 
G. 

H
uard,“Considérations 

sur l'histoire 
de 

la 

paroisse rurale des origines à la fin du m
oyen âge”, Revue d'H

istoire 

de l'Église de France 63 (1938), 7-10. 

（
56
）‘Si enim

 propter D
ei dilectionem

 qui de servis suis quem
quam

 elegerit, et 

docuerit 
literas, 

et 
libertati 

condonaverit, 
et 

per 
intercessionem

 

Episcopum
 presbyterum

 effecerit, et secundum
 A

postolos victum
 et 

vestitum
 ei donaverit : ille autem

 postea in superbiam
 elatus M

issam
 

dom
inis suis et canonicas horas observare et psallere renuerit, et eis 

juste obedire, dicens se liberum
 esse, noluerit,

…hoc sancta Synodus 

anathem
atizat, et illum

 a sancta com
m

unione arceri judicat donec 

resipiscat, et dom
ino suo obediat secundum

 canonica praecepta

…fiat 

servus illius idem
 dom

ini sui sicut natus fuerat.’: M
ansi, t.18,cols. 

329-30. 



 
 
 
 

十
分
の
一
税
の
確
立
と
そ
の
展
開

―
関
口

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
七

（
57
）‘nequaquam

 seniorum
 ab eis tollim

us dom
inium

…designam
us denique 

gubernationem
 episcopi, non nobis vindicam

us potestatem
 D

om
ini.’ 

can.6: M
ansi, t.18, col.281.

な
お
同
会
議
は
十
分
の
一
税
が
軍
事
、
貿
易
、

手
工
業
、
羊
毛
の
刈
取
り
、
商
取
引
に
た
い
し
て
も
課
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
主
張
し
た(ibid., col.281)

。 

（
58
）‘In sacris canonibus praefixum

 est, ut decim
ae iuxta episcopi 

dispositionem
 distribuantur ; quidam

 autem
 laici, qui vel in propriis vel 

in beneficiis suas habent basilicas, contem
pta episcopi dispositione non 

ad ecclesias, ubi baptism
um

 et praedicationem
 et m

anus im
positionem

 

et alia Christi sacram
enta percipiunt, decim

as suas dant, set vel propriis 

basilicis vel suis clericis pro suo libitu tribuunt. Q
uod om

nim
odis 

divinae legi et sacris canonibus constat esse contrarium
 : unde vestram

 

potestatem
, ut eos corrigatis, expetim

us.’art.11: M
G

H
 Cap, N

r.210 

(ann.845-50), 82-83. 

（
59
） 

経
済
的
利
害
が
絡
む
た
め
に
利
便
性
を
無
視
し
て
ま
で
も
教
会
設
立
を
認

可
し
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
得
た
。
中
世
末
期
の
例
を
Ｊ
・
ゴ
ー

ド
メ
は
報
告
し
て
い
る
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
北
東
十
キ
ロ
の
所
に
あ
る
村

落
ワ
ン
ズ
ノ
ー
は
ラ
イ
ン
右
岸
の
オ
ノ
ー
小
教
区
に
属
し
て
い
た
。
ラ
イ

ン
川
の
増
水
期
に
は
受
洗
の
た
め
の
渡
河
は
危
険
を
伴
い
、
溺
死
者
も
で

た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
オ
ノ
ー
小
教
区
の
所
有
者
で
あ
る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー

ル
の
参
事
会
は
ワ
ン
ズ
ノ
ー
に
長
い
間
受
洗
聖
堂
の
設
立
を
許
可
し
な
か

っ
た
。
収
入
の
減
少
を
恐
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。cf.J.G

audem
et,“La 

paroisse au m
oyen âge”, op.cit., 8-11. 

（
60
）‘Si quis autem

 in affinitate antiquae ecclesiae novalia rura excoluerit, 

decim
a exinde debita antiquae reddatur ecclesiae. Si vero in qualibet 

silva vel deserto loco ultra m
iliaria 

 aut 

 vel eo am
plius aliquod 

dirutum
 

conlaboraverit 
et 

illic 
consentiente 

episcopo 
ecclesiam

 

construxerit et consecratam
 perpetraverit, prospiciat presbyterum

 ad 

servitium
 D

ei idoneum
 et studiosum

, et tunc dem
um

 novam
 decim

am
 

novae reddat ecclesiae, salva tam
en potestate episcopi.’Cap.14: M

G
H

 

Cap.t.2, N
r.252(a o895), 221. cf. M

.A
ubrun, op.cit., 38.

山
田
、
前
掲
書
、

一
二
二
頁
。 

（
61
） 

M
G

H
 Con, I, N

r.434(a o922), 631. 

（
62
）‘in sancta sinodo ab ipsis sacerdotibus, quorum

 deputate sunt usibus’ 

Cap.9: ibid., N
r.6(a o948), 15. 

（
63
）‘U

t nullus laicorum
 prespiterum

 flagellare seu fatigare vel aliquam
 sibi 

iniuriam
 inferre audeat.’Cap.5:ibid., 15. 

（
64
） 

M
G

H
 Cap, N

r. 140(ann.818-19), 287-88. 

（
65
） 

Ibid., t.2, N
r.191(a o829), 13. 

（
66
） 

Ibid., t.2, N
r.293(ann.845-46), 413. 
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二
八

（
67
）‘Et ut ex possessionibus, quae ecclesiasticae certis indiciis 

com
probantur, nec plene propter varias necessitates possunt restitui, 

saltem
 nonae ac decim

ae tribuantur.’can.8: ibid., t.2, N
r.258(a o853), 

266. 

（
68
）‘placuit, ut
…nonae et decim

ae ipsis ecclesiis, unde subtractae sunt, 

fideliter persolvantur : hi qui eas retinuerint, ut sacrilegos noverint se ab 

ecclesiae lim
inibus pellendos.’ can.10 : M

ansi, t.15, col.9. 

（
69
）‘U

t de rebus D
eo sacratis saltem

 nonae et decim
ae ecclesiis, quibus 

jure debentur, fideliter ab iis a quibus retinentur m
inistrentur.’ can.13 : 

M
ansi, t.15, cols.539-40. 

（
70
）‘ut nonas et decim

as, secundum
 antiquam

 consuetudinem
, quibus dare 

debent, postpositis illicitis occasionibus, dare m
inim

e differant.’: M
ansi, 

t.17, col.93. 

（
71
） 

CSVM
,n

o67(ann.751-68). 

（
72
） 

Ibid.,n
o57(a o816). 

（
73
） 

Ibid.,n
o109(a o860). 

（
74
）‘significavit

…eam
dem

 cellam
 cum

 rebus ecclesie sue per incuriam
 

rectorum
 et am

otorum
(m

alivolorum
)hom

inum
 violentiam

 distractam
 

esse, atque tem
poribus predecessorum

 suorum
 nonas et decim

as 

partibus Sancti Vincentii persolvisse.’: CSVM
, n

o109 (a o860). 

（
75
） 

Ibid.,n
o70(ann.937-62). 

（
76
） 

Ibid.,n
o156(ann.941-60). 

（
77
） 

Ibid.,n
o103(ann.950-58). 

（
78
） 

Ibid.,n
o99(c.948). 

（
79
） 

Ibid.,n
o69(ann.948-55). 

（
80
） P.Viard, op.cit., 233-40; G.Constable,“N

ona et D
ecim

a

…”, op.cit., 250.

な
お
山
田
、
前
掲
書
、
一
一
〇
頁
以
下
。
倍
額
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
は
、

私
も
山
田
氏
と
同
様
に
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
見
解
が
基
本
的
に
は
正
し
い
と

考
え
て
い
る
。 

（
81
） 

M
ansi, t.18, col.78, can.2. 

（
82
） 

CSVM
, n

os68, 74, 60, 399, 87, 190, 428, 402, 206, 243, 420, 442, 341, 

154, 542, 441. 

（
83
） 

Ibid., n
os442, 441. 

（
84
） 

Ibid., n
os42, 386, 459. 

（
85
）‘capellam

 B
eati M

axim
ii quam

 antecessores nostri per precariam
 

injuste tenuerunt’: ibid., n
o341. 

（
86
）‘de antiquo injuste ablate’: ibid., n

o243. 

（
87
） 

Ibid., n
os39, 40, 480, 38, 408, 421, 22, 497, 9, 396, 108, 265, 393, 410, 

522, 543, 411, 391, 392, 394, 523, 500, 505, 92, 475, 562. 

（
88
） 

Ibid., n
o265. 
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二
九

（
89
） 

Ibid., n
os396, 393, 392, 394, 500, 562. 

（
90
） 

Ibid., n
os22, 497, 396, 265, 393, 410, 411, 392, 92. 

（
91
） 

修
道
院
、
聖
堂
参
事
会
へ
の
私
有
教
会
の
寄
進
を
扱
っ
た
研
究
に
は
次
の

も
の
が
あ
る
。M

.D
illay,“Le régim

e de l’Église privée du 

e au X
III e 

siècle dans l’A
njou, la M

aine, la Touraine. Les restitutions d'Église par 

les laïques”, Revue historique du droit français et étranger 10(1925), 

253-94; G.M
ollat,“Les restitutions des églises privées au patrim

oine 

ecclésiastique en France du 

e au 

e siècle”, ibid., 
27(1949), 

399-423; A
.Chédevilles, “Les restitutions d’églises en faveur de 

l'abbaye de Saint-Vincent du M
ans”, Cahiers de civilisation m

édiévale 

3(1960), 209-17. 

（
92
） 

関
口
、
前
掲
書
、
一
二
三
頁
以
下
。 

（
93
）‘et scito quod m

onachus, nisi ad clericatum
 prom

otus, ecclesiae retentis 

m
inisteriis, deservire, ne quid de reditibus ejus seu oblationibus vivere 

debeat et possit.’ PL, t.139, col.442. 

（
94
） 

関
口
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
以
下
。 

（
95
） 

ク
リ
ュ
ニ
ー
の
証
書
集
の
第
二
九
七
五
号
（
第
四
巻
一
七
一
頁
）
ま
で
を

調
査
し
た
結
果
で
あ
る
。
な
お
ク
リ
ュ
ニ
ー
と
私
有
教
会
制
の
親
密
な
関

係
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、G. Tellenbach,“Zum

 W
esen der 

Cluniacenser”, Saeculum
 9(1958), 370-78; H

.-E.M
ager, “Studien 

über das Varhältnis der Cluniacenser zum
 Eigenkirchenw

esen”, in: 

G.Tellenbach(H
g.), 

Neue 
Forschungen 

über 
Cluny 

und 
die 

Cluniacenser. Freiburg 1959, 169-217.

な
お
マ
ガ
ー
の
論
文
に
つ
い
て

は
、
渡
部
治
雄
「
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
改
革
史
研
究
の
問
題
点
」『
歴
史
』

第
三
十
二
輯
（
一
九
六
六
年
）
一
ー
一
一
頁
を
参
照
せ
よ
。 

（
96
） 

C,n
o378(a o929).

私
有
教
会
司
祭
に
と
っ
て
供
物 oblationes 

が
い
か
に

経
済
的
に
重
要
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、G.Schreiber, “K

irchliches 

A
bgabenw

esen 
an 

französischen 
Eigenkirchen 

aus 
A

nlass 
von 

O
rdalien: Zugleich ein Beitrag zur gregorianisch-kluniazensischen 

Roform
 und zur G

eschichte und Liturgik der Traditionsnotizen”, 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 36, kanonistische 

A
bteilung 5(1915), 417-18.

を
み
よ
。 

（
97
）‘Est etiam

 alius error gravissim
us, quo fertur altare esse episcopi, et 

ecclesia alterius cujuslibet dom
ini, cum

 ex dom
o consecrata et altari 

unum
 quiddam

 fiat quod dicitur ecclesia, sicut unus hom
o constat ex 

corpore et anim
a,’: PL,t.139, cols.465-66. 

（
98
） 

C, n
o1628(a o983). 

（
99
） 

C, n
o1947(a o993). 

（
100
） 

C, n
o1433(ann.976-77). 

（
101
）‘Si necesse fuerit, sepulture recipiam

us beneficium
.’:C, n

o2914 
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(a o1037). 
（
102
）‘N

overint autem
 qui lecturi vel audituri sunt hanc auctoritatem

, quod 

nostra sedes ex antiqua consuetudine pro lege teneat, ut id de nostris 

decim
is facere liceat.’: C, n

o373(a o929). 

（
103
） C, n

os373, 408, 484, 1000, 1139, 1553, 1947, 1990, 2692, 2721, 2746, 

2813, 2890.‘A
liud vero obsequium

 nunquam
 requiratur aut receptio ab 

episcopo aut a m
inistris ejus,’: C, n

o1139(ann.962-63). 

（
104
） C, n

os493, 912, 920, 941, 942, 1073, 1271, 1501, 1529. 

（
105
） C, n

o920(ann.954-94). 

（
106
） C, n

o1529(a o980). 

（
107
） F.Behrends(ed.and transl.), The Letters and Poem

s of Fulbert of 

Chartres. O
xford 1976, n

o80(a o1023), 140-47. 

（
108
） Ibid., n

o91(a o1024), 162-63. 

（
109
） 

関
口
、
前
掲
書
、
二
二
七
頁
。 
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三
一

Établissement de la dîme et son développement 
 

SEKIGUCHI Takehiko 
 

 Le canon 5 du concile de Mâcon Ⅱ(585) constitue l’une des premiéres dispositions 

contraignant les fidéles à verser la dîme sous peine d’excommunication. Il faudra 

attendre le capitulaire d’ Herstal (779), pour que le paiement de la dîme soit une 

obligation imposée par le bras séculier. Sous les premiers Carolingiens, Pépin le Bref, 

Charlemagne, et Louis le Pieux confirment l’obligation de payer ces dîmes: la lettre 

adressée à Lullus, archevêque de Mainz en 755-68; le capitulaire d’ Herstal en 779; le 

synode de Frankfurt en 794; et le capitulaire ecclésiastique en 818/19. 

  En principe, la dîme est due aux églises paroissiales(= ecclesiae baptismales). Chacun 

doit payer sa contribution là où il faut baptiser ses anfants, entend la messe et reçoit les 

sacrements. Le lien entre la perception des dîme et la participation aux cérémonies 

cultuelles est très net dans la vie des paroissiens. On ne doit donc pas donner la dîme aux 

chapelles(capellae) qui ne sont pas reconnues comme l’église principale de la paroisse 

ni à plus forte raison à celles qui appartiennent à de grands propriétaires(seniores) ou à 

des abbayes. Mais au cours des huitième et neuvième siècles, l’appropriation de la dîme 

par les laïcs(seniores ecclesiarum) augmente. Le dominium des églises est une cause de 

propriété des dîmes. Pendant ce temps-là l’appropriation de dîme par les monastères 

devient fréquante à cause de donation émanant de catégories diverses de personnes: 

évêques, chanoines, prêtres, notamment seigneurs laïcs d’églises privées. Ces derniers 

sont bienfaiteurs ordinaires. 

  Des laïques, pour soulager sa conscience, restituèrent les dîmes du Ⅸe au e siècle. 

On en trouve des exemples dans tous les cartulaires. La plupart de ces restitutions ne 

profitaient d’ ailleurs pas aux églises paroissiales. Les seigneurs laïques préféraient 

donner leurs dîme à des établissements religieux qui avaient la faveur des fidèles. Les 

monastères furent les principaux bénéficiaires de leurs bonnes résolutions. Mais il ne faut 

pas s’exagérer ce mouvement de restitution. Nombreux évêques et abbés donnent parfois 

des dîmes à leurs parents et plus sonvent en concèdent en précaire(precaria) à leurs 

vassaux(vassus, noster fidelis). C’est ainsi que le mouvement de restitution de dîmes 

était contrebalancé par de nouvelles spoliations et concessions effectuées par évêques et 

abbés. Les dîmes devaient demeurer nombreuses dans les mains des laïques. 


