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は
じ
め
に

治
安
維
持
を
図
る
た
め
の
規
制
や
組
織
、
人
員
は
あ
ら
ゆ
る
時
代

や
地
域
に
存
在
す
る
が（

（
（

、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
、「
常
勤
で
専
門

的
に
育
成
さ
れ
、
制
服
、
権
限
、
武
器
、
階
級
等
が
法
・
制
度
的
に

明
確
に
規
定
（
（
（

」
さ
れ
、「
一
般
社
会
成
員
か
ら
遊
離
し
、
独
自
の
団

体
精
神
に
も
と
づ
い
て
一
定
の
秩
序
を
統
制
す
る（

（
（

」
組
織
で
あ
る
警

察
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
意
味
で
の
警
察
の
存
在
は
前
近
代

社
会
、
例
え
ば
近
世
ド
イ
ツ
社
会
で
は
自
明
で
は
な
か
っ
た（

（
（

。
当
時

の
特
質
と
し
て
、
治
安
維
持
人
員
以
外
に
も
公
権
力
自
身
に
よ
る
査

察
や
住
民
の
参
加
な
ど
、
複
数
の
担
い
手
が
併
存
し
て
い
た
点
が
挙

げ
ら
れ
る（

（
（

。
こ
の
よ
う
な
治
安
維
持
に
関
す
る
あ
る
種
の
〝
非
専
門

性
〟
を
前
提
と
す
れ
ば
、
治
安
維
持
人
員
の
構
造
や
行
動
を
当
時
の

社
会
的
文
脈
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

す
で
に
近
世
ド
イ
ツ
史
研
究
で
は
、
よ
き
秩
序
の
維
持
や
構
築
を

目
指
す
い
わ
ゆ
る
ポ
リ
ツ
ァ
イ
規
範
に
よ
る
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る

領
域
へ
の
規
制
と
い
っ
た
立
法
レ
ベ
ル
で
の
発
展
と
、
そ
の
た
め
の

制
度
や
人
員
の
整
備
と
い
っ
た
行
政
レ
ベ
ル
で
の
発
展
と
が
並
行
し

て
い
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
A
・
ホ
ー
レ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
ら
に
よ
る
論
文
集
は
後
者
そ
れ
自
体
を
テ
ー
マ
と
し
、
治
安

維
持
人
員
の
問
題
を
通
じ
て
秩
序
や
治
安
の
維
持
を
め
ぐ
る
行
政
上

の
実
践
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た（

（
（

。
と
く
に
、
治
安
維
持
人
員
に
よ

る
賄
賂
や
不
正
、
暴
力
及
び
そ
れ
ら
に
よ
る
悪
評
や
不
名
誉
と
い
う

言
説
が
存
在
し
（
（
（

、
公
権
力
の
規
範
を
適
用
す
る
際
に
困
難
や
障
害
が

生
じ
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
な
か
で
も
彼
ら
に
よ
る
暴
力
の
行

使
は
当
時
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た（

（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て

近
世
都
市
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る

治
安
維
持
人
員
の
行
動
と
そ
れ
に
対
す
る
認
識

齋
　
藤
　
敬
　
之
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六
九

は
一
五
、
一
六
世
紀
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
事
例
研
究
が
注
目
に
値
す

る
。
V
・
グ
レ
ー
ブ
ナ
ー
は
、
人
員
数
の
少
な
さ
や
執
行
力
の
弱
さ

の
裏
返
し
と
し
て
彼
ら
が
示
威
的
に
暴
力
的

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
が
公
権

力
に
よ
る
秩
序
維
持
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調

し
た（

（
（

。
他
方
で
A
・
ベ
ン
ト
ラ
ー
ゲ
や
U
・
ヘ
ン
ゼ
ル
マ
イ
ア
ー

は
、
治
安
維
持
人
員
が
住
民
間
の
争
い
へ
介
入
し
た
際
に
「
不
名
誉

で
あ
る
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
下
で
中
傷
や
抵
抗
に
遭
い
そ
の
応
酬

0

0

0

0

と
し
て
暴
力
を
行
使
し
て
い
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
指
摘
し
、
当
時
の
暴
力
の
社

会
的
文
脈
に
位
置
づ
け
、
人
員
の
み
が
目
立
っ
て
暴
力
的
で
あ
っ

た
と
い
う
見
方
を
修
正
し
た（

（1
（

。
ま
た
C
・
A
・
ホ
フ
マ
ン
も
、
一

六
世
紀
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
違
反
行
為
に
対
す
る
近
隣
住

民
（N

achbarschaft

（
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
意
義
を
扱
う
論

考
で
、
暴
力
沙
汰
を
起
こ
し
た
市
民
を
い
さ
さ
か
乱
暴
に
取
り
押
さ

え
よ
う
と
し
た
見
回
り
人
が
、
近
隣
住
民
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
、
取

り
押
さ
え
た
市
民
を
解
放
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
例
を
取
り
上
げ

た
（
（（
（

。
こ
こ
か
ら
、
見
張
り
役
が
暴
力
沙
汰
に
対
す
る
保
護
手
段
と
し

て
機
能
し
て
い
る
一
方
、
違
反
行
為
と
制
裁
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

て
い
な
い
と
近
隣
住
民
に
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
彼
ら
見
張
り
役

は
公
権
力
に
よ
る
抑
圧
の
手
段
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
厳
し
い
抵
抗

に
遭
っ
て
し
ま
う
と
い
う
緊
張
関
係
を
指
摘
し
た（

（（
（

。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
治
安
維
持
人
員
と
暴
力
を
め
ぐ
る
ホ
フ
マ

ン
ら
の
議
論
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
行
動
や
対
応
が
ど
う
認

識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
先
行
研
究
が
そ
れ
ほ

ど
十
分
に
扱
っ
て
い
な
い
点
と
し
て
、
人
員
の
行
動
や
暴
力
の
行
使

を
め
ぐ
る
人
員
、
争
い
の
当
事
者
、
目
撃
者
の
認
識
や
描
写
の
相
違

及
び
競
合
を
裁
判
で
の
尋
問
記
録
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
た

い
。
こ
の
試
み
は
、「
正
当
な
暴
力
と
不
当
な
暴
力
と
の
境
界
は
ど

こ
に
あ
り
、
正
当
化
の
戦
略
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
」
と
い

う
問
題
提
起
（
（（
（

と
も
対
応
し
、
治
安
維
持
人
員
の
行
動
を
当
時
の
文
脈

に
お
い
て
把
握
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
領
に
属
す
る
大
学
都
市
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
を
分
析
対
象
と
す
る
。
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
の
治
安
維
持
人
員
は
都
市
住
民
だ
け
で
な
く
異
な
る
裁
判
権
に
服

す
る
大
学
関
係
者
、
と
く
に
若
い
学
生
に
も
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
学
生
へ
の
対
処
は
容
易
に
衝
突
を
招
い
て
お
り
、
治
安

維
持
人
員
を
巡
る
緊
張
関
係
や
彼
ら
の
行
動
の
難
し
さ
が
よ
り
明
確

に
見
出
せ
る
と
仮
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
一
章
　�

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
治
安
維
持
人
員
の�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
任
務
と
そ
の
特
質

（
1
）
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
治
安
維
持
人
員

ま
ず
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
治
安
維
持
人
員
の
構
成
と
任
務
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
く（

（（
（

。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
は
、
一
五
世
紀
以
降
に
都
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七
〇

市
参
事
会
の
支
配
体
制
の
伸
長
と
と
も
に
人
員
の
任
用
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
主
と
し
て
構
成
し
て
い
た
の
は
夜
回
り
人

（N
achtzirkler

（
や
都
市
下
僕
（Stadtknecht

（
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
市
場
長
官
（M

arktm
eister

（
の
指
揮
下
に
置
か
れ（

（（
（

、
夜

間
の
見
回
り
や
違
法
行
為
を
行
う
者
の
捕
捉
や
拘
禁
の
任
に
当

た
っ
た（

（（
（

。
さ
ら
に
都
市
下
僕
は
刑
の
執
行
の
た
め
に
裁
判
所
廷
吏

（Frohn/ Gerichtsfrohn
（
の
補
佐
を
も
担
う
な
ど
、
任
務
の
多
様

性
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た（

（（
（

。
逆
に
一
五
五
八
年
三
月
一
〇
日
に
採
用
さ

れ
たU

rbann H
arr

の
例
の
よ
う
に
、
廷
吏
と
い
っ
た
別
の
任
務
に

あ
る
者
が
夜
間
の
見
張
り
を
務
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（

（（
（

。

こ
こ
で
挙
げ
た
人
員
は
、
と
く
に
一
六
世
紀
以
降
（
実
際
に
出

動
す
る
時
以
外
に
は
（
番
所
に
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
た
め
、

彼
ら
を
補
完
す
る
目
的
で
一
五
二
〇
年
に
新
た
に
鐘
鳴
ら
し
人

（Stundenrufer

（
二
名
が
採
用
さ
れ
た（

（（
（

。
彼
ら
の
任
務
は
夜
間
に

市
中
を
見
回
り
、
火
災
や
騒
ぎ
を
発
見
し
、
見
張
り
役
な
ど
に
知
ら

せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
2
）
大
学
都
市
に
お
け
る
構
造
的
特
徴

と
こ
ろ
で
、
大
学
都
市
に
お
け
る
治
安
維
持
人
員
を
め
ぐ
る
構
造

的
特
徴
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
大
学
自
身
も
一
方
で

大
学
規
約
（U

niversitätsstatuten

（
な
ど
の
規
範
に
よ
っ
て
大

学
構
成
員
の
日
常
生
活
や
行
動
を
規
定
し
、
他
方
で
固
有
の
裁
判
権

0

0

0

0

0

0

を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
固
有
の
執
行
力

0

0

0

0

0

0

を
持
た
な
か
っ
た
た

め
、
大
学
敷
地
外
で
違
反
行
為
を
し
た
者
を
取
り
締
ま
る
に
は
都
市

の
治
安
維
持
人
員
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

（1
（

。
こ
の
際
見

逃
せ
な
い
の
は
、
都
市
の
治
安
維
持
人
員
が
し
ば
し
ば
手
工
業
者
か

ら
任
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
副
業
と
し
て
も
成
り
立
っ
て
い
た

点
で
あ
る（

（（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
（
一
四
五
七
年

設
立
（
の
状
況
を
扱
っ
た
B
・
ク
ル
ー
ク
・
リ
ヒ
タ
ー
は
、
都
市
の

役
人
以
外
に
同
職
組
合
の
構
成
員
も
都
市
の
警
備
任
務
を
引
き
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
民
と
大
学
構
成

員
と
の
間
の
争
い
を
は
ら
ん
だ
関
係
や
さ
ま
ざ
ま
な
男
性
若
者
集
団

間
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
が
、
見
張
り
役
と
学
生
と
の
衝
突
に
作
用
し
た

こ
と
を
指
摘
し
た（

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
構
造
を
背
景
と
し
た
大
学
構
成
員
、
と
く
に
若
い
学

生
と
の
緊
張
関
係
は
、
一
四
〇
九
年
に
大
学
が
設
立
さ
れ
た
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る（

（（
（

。
例
え
ば
早
く
も
一
四
二
二
年
の

大
学
規
約
追
加
規
定
に
て
、
夜
回
り
人
や
都
市
下
僕
を
攻
撃
し
た
者

に
は
罰
金
刑
か
拘
禁
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
他
方

で
、
都
市
と
大
学
と
の
間
で
捕
捉
権
や
裁
判
権
の
権
限
分
掌
を
め
ぐ

る
協
議
と
合
意
が
図
ら
れ
て
い
る
。
一
四
二
九
年
に
は
、
武
器
を

持
っ
た
り
覆
面
を
し
た
り
し
て
う
ろ
つ
い
て
い
る
学
生
、
口
頭
あ
る

い
は
物
理
的
に
見
回
り
役
を
攻
撃
し
た
学
生
を
捕
捉
し
投
獄
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
類
似
の
合
意
が
早
く
も
一
四
五
二
年
、
一
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七
一

四
五
八
年
、
一
四
六
六
年
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
治
安
維
持
人
員

を
め
ぐ
る
問
題
が
都
市
と
大
学
の
権
限
の
問
題
に
も
関
わ
る
難
し
い

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
そ
れ
ぞ
れ
の
当
局
が
早
く
か
ら
認
識
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る（

（（
（

。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
権
限
分
掌
を
め
ぐ
る
摩
擦
は

一
五
世
紀
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
一
五
七
〇
年

代
以
降
の
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
主
導
に
よ
る
大
学
改
革
の
文
脈
で
都

市
・
大
学
間
で
締
結
さ
れ
た
一
五
八
〇
年
及
び
一
六
〇
五
年
の
協

定
（K

om
paktaten

（
で
は
、
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
の
一
つ
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た（

（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
治
安
維
持
人
員
の
権
限
を
巡
る

問
題
は
、
大
学
都
市
の
治
安
維
持
、
さ
ら
に
は
都
市
・
大
学
間
の
権

力
関
係
に
関
わ
る
構
造
的
か
つ
恒
常
的
な
問
題
と
理
解
し
て
よ
い
だ 

ろ
う
。

取
り
締
ま
り
の
際
の
摩
擦
や
衝
突
は
裁
判
記
録
か
ら
も
窺
え

る
（
（（
（

。
例
え
ば
一
六
〇
二
年
一
一
月
八
日
の
夜
に
は
、
何
人
か
の

若
い
男
た
ち
が
喚
声
を
上
げ
た
り
叫
ん
だ
り
歌
っ
た
り
し
な
が

ら
（geiauchtzett, geschriehen, vnd gesungen

（
市
庁
舎
前

の
広
場
へ
と
や
っ
て
来
た
。
番
所
に
い
た
見
張
り
長
が
男
た
ち
に

向
か
っ
て
「
も
う
遅
い
の
だ
か
ら
落
ち
着
き
な
さ
い
（sie soltens 

bleiben laßen, w
eil es vber die zeit w

ere

（」
と
注
意
し
た（

（（
（

。

そ
の
後
ま
も
な
く
、
す
で
に
広
場
に
い
た
都
市
下
僕Barthel 

W
ürtzenberger

が
男
た
ち
と
遭
遇
し
、
う
ち
一
人
に
よ
っ
て
鞘
か

ら
抜
い
た
細
剣
で
（m

it dem
 bloßen rappir

（
急
襲
さ
れ
負
傷

し
た
。
そ
の
襲
撃
に
気
づ
い
た
別
の
都
市
下
僕
た
ち
は
、
そ
の
後
若

者
た
ち
が
逃
げ
込
ん
だ
家
に
急
行
し
た
が
、
若
者
た
ち
は
戸
を
閉
ざ

し
下
僕
た
ち
に
石
を
投
げ
て
反
抗
し
た
の
だ
っ
た（

（1
（

。

ま
た
、
一
六
一
七
年
四
月
一
〇
日
の
夜
に
は
、
あ
る
青
年
貴
族

（juncker

（
が
付
き
人
の
若
者
に
バ
グ
パ
イ
プ（hum

m
elgen

（
を

奏
で
さ
せ
な
が
ら
夜
間
に
歩
い
て
い
る
の
を
市
場
長
官Sim

on M
ay

や
見
張
り
役
が
見
つ
け
、
彼
ら
の
騒
音
を
注
意
し
た
。
そ
の
際
青
年

貴
族
は
「
他
人
に
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
、
私
の
た
め
に
奏
で
て
い
る

の
で
す
。
で
も
じ
き
に
家
に
帰
り
ま
す
よ
（ich thue niem

andts 
nicht habe m

eine m
usica also vor m

ich, w
ill aber baldt 

zu hause gehen

（」
と
の
み
応
じ
て
い
る（

（（
（

。
し
か
し
そ
の
後
、
彼

ら
若
者
は
別
の
場
所
で
も
楽
器
を
演
奏
し
続
け
な
が
ら
練
り
歩
い
て

お
り
、
そ
の
際
にM

ay

は
、
槍
を
地
面
に
打
ち
付
け
な
が
ら
「
立

ち
去
れ
」
と
言
い
、
強
い
態
度
に
出
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
青
年
貴
族
は
、
警
告
を
聞
き
入
れ
ず
、
あ
る
博
士
の
家
の
前
で

助
け
を
呼
ん
だ（

（（
（

。
そ
し
て
、
そ
こ
に
滞
在
し
て
い
た
若
者
な
い
し
学

生
二
〇
人
ほ
ど
が
武
器
を
持
っ
て
駆
け
つ
け
、
見
張
り
役
を
襲
撃
し

た
。M

ay

が
「
落
ち
着
き
な
さ
い
、
君
た
ち
に
は
何
も
し
な
い
（ihr 

junckern thut gem
acht, thun w

ir euch doch nichts

（」
と
な

だ
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず（

（（
（

、
彼
自
身
が
負
傷
す
る
事
態
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
治
安
維
持
人
員
は
住
民
だ
け
で
な
く
学
生
を
は
じ
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め
と
す
る
大
学
関
係
者
の
違
反
行
為
や
暴
力
行
為
へ
の
対
処
の
〝
最

前
線
〟
に
立
っ
て
い
た
。
と
く
に
若
い
学
生
は
喚
声
や
歌
と
い
っ
た

音
響
上
の
点
だ
け
で
な
く
挑
発
的
か
つ
示
威
的
と
い
う
点
か
ら
も
耳

に
留
ま
り
や
す
い
行
動
を
し
て
お
り（

（（
（

、
治
安
維
持
人
員
は
平
穏
の
維

持
や
そ
の
後
に
生
じ
得
る
暴
力
沙
汰
の
予
防
の
た
め
に
、
警
告
な
ど

の
形
で
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　�「
適
切
な
」
対
応
？
―
一
六
二
〇
年
の
事
件
に

見
る
治
安
維
持
人
員
の
行
動
を
め
ぐ
る
描
写

さ
て
、〝
最
前
線
〟
に
立
つ
治
安
維
持
人
員
の
行
動
や
対
応
は
当

事
者
や
目
撃
し
て
い
た
住
民
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
先
の
事
例
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
取
り
締
ま
り
の
際

の
人
員
へ
の
反
抗
が
目
に
留
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
治
安
維

持
人
員
の
行
動
及
び
そ
の
説
明
と
彼
ら
の
行
動
を
目
撃
し
た
近
隣

住
民
の
説
明
と
の
間
に
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
例
と
し
て
、
公
証

人Johann K
lipstein

が
見
張
り
役
に
攻
撃
さ
れ
負
傷
し
た
と
い
う

一
六
二
〇
年
四
月
二
三
日
の
事
件
に
関
す
る
裁
判
手
続
を
取
り
上
げ 

た
い
。

（
1
）
治
安
維
持
人
員
の
行
動
に
関
す
る
相
反
す
る
証
言

K
lipstein

の
負
傷
に
は
、
お
そ
ら
く
彼
の
と
こ
ろ
に
下
宿
し
て

い
る
若
者
た
ち
が
広
場
で
喚
声
や
叫
び
声
を
上
げ
る
（geiuchtzet 

vnndt geschriehenn

（
な
ど
挑
発
的
な
行
為
を
し
た
た
め
見
張
り

役
に
追
い
立
て
ら
れ
た
と
い
う
前
史

0

0

が
存
在
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
見
張

り
役
は
、
ま
ず
裁
判
手
続
中
の
一
般
糾
問
（Generalinquisition

（

の
段
階
に
お
い
て（

（（
（

、
広
場
だ
け
で
な
くK

lipstein

の
家
の
近
辺
の

カ
タ
リ
ー
ネ
ン
通
り
に
逃
げ
て
き
た
後
も
若
者
た
ち
が
挑
発
的
か

つ
粗
暴
に
振
舞
っ
て
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、

K
lipstein

の
家
や
彼
へ
の
攻
撃
に
つ
い
て
は
大
半
の
者
が
明
言
し
て

い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
張
り
役
の
報
告
は
、
若
者
た
ち
の
粗
暴
な

振
る
舞
い
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
がK

lipstein

の
家
に
殺
到
し
（
若
者

た
ち
を
引
き
渡
さ
せ
る
た
め
に
（
攻
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
い
う
状
況
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
治
安
維
持
人
員
と
と
く
に
学
生
と
の
衝
突
に
関
し

て
、
ク
ル
ー
ク
・
リ
ヒ
タ
ー
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
事
例
か
ら
、
常

に
学
生
の
側
が
争
い
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
を
刺
激
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
見
張
り
役
も
公
権
力
の
指
示
や
命
令
に
則
ら
ず
に
、
学
生
に
よ

る
挑
発
行
為
に
対
し
て
注
意
を
促
す
よ
う
な
穏
便
な
や
り
方
を
と

ら
ず
に
反
応
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
指
摘
し
た（

（（
（

。
そ
れ
ゆ

え
、
裁
判
手
続
で
の
主
た
る
テ
ー
マ
と
し
て
見
張
り
役
か
ら
学
生
へ

の
中
傷
や
挑
発
が
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う（

（（
（

。
こ
の
こ
と
は

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
事
例
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
前
章
で
も
述
べ
た

よ
う
に
、
確
か
に
若
者
た
ち
の
喚
声
や
叫
び
声
は
そ
の
音
響
的
な
効
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七
三

果
だ
け
で
な
く
挑
発
的
で
示
威
的
な
効
果
も
あ
っ
た
た
め
、
近
隣

住
民
も
容
易
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
仕
立
屋Christoff 

V
iehew

eg
は
若
者
た
ち
の
行
動
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
証
言
し

て
い
る
。

「K
lipstein

氏
の
と
こ
ろ
に
い
る
若
者
た
ち
が
墓
場
に
や
っ
て

来
て
喚
声
を
上
げ
て
い
ま
し
た
（geiauchtzet

（。
数
人
は
大

声
で
歌
っ
て
い
ま
し
た
。
家
の
前
に
来
た
時
、
彼
ら
は
円
陣
を

組
ん
で
、
セ
レ
ナ
ー
デ
を
歌
お
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
短
剣
を

持
っ
た
者
（der eine m

it einem
 degenn

（
が
石
の
上
で
円

を
描
き
［
振
り
回
し
？
］、［
短
剣
が
］
折
れ
て
飛
び
散
り
ま
し

た
（
（（
（

。」

し
か
し
彼
は
同
時
に
、
見
張
り
役
た
ち
がK

lipstein

の
家
や
彼
に

振
る
っ
た
暴
力
行
為
を
も
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
何
人
か
の
見
張
り
役
が
忍
び
寄
る
よ
う
に
や
っ
て
来
ま
し

た
。
若
者
た
ち
が
そ
れ
に
気
づ
い
た
た
め
、
彼
ら
は
家
の
戸

の
中
へ
と
走
り
、
戸
を
閉
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
見
張
り
役

は
二
度
三
度
殻
竿
で
（m

it denn flegellnn

（
戸
を
叩
き
、

そ
れ
が
明
ら
か
に
［
家
か
ら
出
て
き
た
］K

lipstein

氏
に
命

中
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
二
度
殻
竿
を
持
っ
て
突
進
し
、
戸
を

開
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
時
別
の
見
張
り
役
も
や
っ
て

来
て
、『
悪
党
ど
も
に
殴
り
か
か
れ
（schlage im

m
er auff 

die schelm
enn zue

（』
と
叫
び
ま
し
た
。［
…
］
あ
る
者
が

『
も
う
十
分
だ
ろ
う
、
行
こ
う
ぜ
（es ist gnung, kan laß 

vns nunn gehen

（』と
言
い
、
道
す
が
ら
『
奴
［K

lipstein

］

は
禿
げ
頭
だ
、
も
う
十
分
食
ら
っ
た
だ
ろ
う
（er hatte eine 

blatte, vnndt bekam
 ein guetes drauff

（』
と
言
っ
た
者
も

い
れ
ば
、
別
の
者
は
『
お
い
お
い
、
奴
は
ま
だ
若
い
ぜ
、
き
っ

と
耐
え
て
い
る
だ
ろ
う
よ
（o er ist noch iung, kans w

ohl 
vberw

indenn

（』
と
も
言
っ
て
い
ま
し
た（

（（
（

。」

さ
ら
に
、
大
半
の
目
撃
者
が
見
張
り
役
に
よ
る
挑
発
的
か
つ
脅
迫
的

な
行
為
や
実
際
の
暴
力
行
為
に
重
点
を
置
い
た
証
言
を
し
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ばM

argretha Penig

は
、

「K
lipstein

氏
は
切
実
か
つ
熱
心
に
二
度
三
度
、『
自
分
を
殴
ら

な
い
で
く
れ
、
構
わ
な
い
で
く
れ
、
私
は
一
市
民
で
あ
り
他
の

者
に
何
か
悪
さ
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
家
の
戸
の

前
に
立
っ
て
い
る
だ
け
だ
』
と
懇
願
し
て
い
ま
し
た（

（1
（

」

と
証
言
し
、K

lipstein

に
攻
撃
を
受
け
る
理
由
が
な
い
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
形
でPenig

は
、K

lipstein

が
何
度

も
懇
願
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
張
り
役
は
そ
れ
に
気
を
留
め
ず
に

（sich nichts darann gekehrett

（
殴
っ
て
い
た
、
と
彼
ら
の
行

動
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
描
写
す
る
。
さ
ら
に
は
、

「
見
張
り
役
の
一
人
が
『
ち
く
し
ょ
う
、
お
前
の
禿
げ
頭
に
一

発
お
見
舞
い
し
て
や
っ
た
ぜ
（G

ots Sacram
ent, ich gab 

ihm
e einn guetes vff die kahle blatte

（』
と
言
っ
て
い
ま
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し
た
。
し
か
し
ま
た
別
の
者
は
わ
ざ
わ
ざ
戻
っ
て
き
て
『
こ
の

悪
党
、
こ
の
盗
人
、
次
に
会
っ
た
ら
も
っ
と
た
く
さ
ん
お
見
舞

い
し
て
や
る
よ
（du schelm

, du dieb, w
ann w

ier dich 
w

ieder bekom
m

enn, w
ollenn w

ier dier noch beßer 
gebenn

（』
と
言
っ
て
い
ま
し
た（

（（
（

」

と
証
言
し
、K

lipstein
に
対
す
る
粗
暴
な
中
傷
行
為
を
強
調
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
2
）
治
安
維
持
人
員
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
描
写

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
般
糾
問
に
お
い
て
食
い
違
っ
た

証
言
が
な
さ
れ
た
た
め
、
尋
問
項
目
（Frageartikel

（（
（（
（

を
用
い
た

一
問
一
答
形
式
に
よ
る
特
別
糾
問
（Spezialinquisition

（
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

（（
（

。
こ
の
局
面
で
も
治
安
維
持
人
員
と
近
隣
住

民
と
の
認
識
の
違
い
が
確
認
さ
れ
る
。
容
疑
者
で
あ
る
二
名
の
見

張
り
役
は
、
例
え
ば
こ
の
騒
ぎ
の
き
っ
か
け
を
扱
う
第
四
項
（
（（
（

に
関

し
て
「
若
者
が
見
張
り
役
を
悪
党
と
罵
っ
た
（sie vor schelm

en 
gescholten

（
こ
と
以
外
に
原
因
は
あ
り
ま
せ
ん（

（（
（

」
と
断
言
し
て
い

る
。
他
方
で
多
く
の
目
撃
者
た
ち
も
若
者
た
ち
の
騒
ぎ
や
振
る
舞
い

に
気
づ
い
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
と
見
張
り
役
へ
の
挑
発
や
騒

ぎ
の
き
っ
か
け
と
を
明
確
に
は
結
び
つ
け
て
い
な
い
。

描
写
や
認
識
の
違
い
が
よ
り
明
確
に
見
ら
れ
る
の
が
見
張
り
役
た

ち
の
行
動
に
関
す
る
証
言
で
あ
る
。
一
般
糾
問
の
段
階
と
同
様
、
住

民
た
ち
の
証
言
は
見
張
り
役
た
ち
の
行
動
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
描
写
し

て
い
る
。K

lipstein

へ
の
攻
撃
の
状
況
を
扱
う
第
一
〇
項
（
（（
（

に
つ
い

て
大
半
の
証
人
が
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
二
名

の
容
疑
者
は
こ
の
項
目
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、
互
い
に
も
う
一
方

の
容
疑
者
に
責
任
を
な
す
り
つ
け
て
い
る
。
容
疑
者
の
一
人Julius 

Girsche

は

「
同
僚
で
あ
るH

ans Roll

が
、Johan K

lipstein

氏
の
家
の
と

こ
ろ
に
来
た
際
、
殻
竿
でK

lipstein

氏
の
首
筋
を
殴
り
、
頭
か

ら
血
を
流
し
、
そ
の
せ
い
で
排
水
溝
に
倒
れ
ま
し
た（

（（
（

」

と
答
え
、
他
方
でH

ans Roll

は

「
殻
竿
を
振
り
回
し
て
も
い
な
い
し
、
ま
し
て
やK

lipstein

氏
に
打
ち
付
け
て
も
い
ま
せ
ん
。
し
か
しJulius Girsche

は

何
度
も
家
の
戸
に
打
ち
付
け
て
い
ま
し
た
。
見
張
り
長H

ans

［Richter

］
氏
の
近
く
に
い
た
の
で
、
自
分
と
見
張
り
長
と
で

彼
を
止
め
ま
し
た（

（（
（

」

と
答
え
て
い
る
。

続
い
て
、
見
張
り
役
た
ち
の
行
動
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
描
写
に
関

わ
る
い
く
つ
か
の
尋
問
項
目
を
見
て
み
よ
う
。
先
の
一
般
糾
問
で

も
テ
ー
マ
と
な
っ
た
、
見
張
り
役
た
ち
がK

lipstein

の
懇
願
を
聞

き
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
扱
う
第
一
五
項
（
（（
（

に
つ
い
て
、
合
計
八
人
の

証
人
が
肯
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
の
家
へ
の
攻
撃
を
扱
う
第
二

二
項
（
（1
（

、
及
び
彼
に
対
す
る
誹
謗
中
傷
や
挑
発
を
扱
う
項
目
（
第
二
四
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七
五

項
（
（（
（

、
第
二
五
項
（
（（
（

、
第
二
六
項
（
（（
（

（
に
つ
い
て
も
大
半
の
証
人
が
肯
定
し

て
い
る
。
逆
に
容
疑
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
質
問
に
つ
い
て
、
自

身
の
責
任
を
軽
く
し
よ
う
と
す
る
戦
略
を
展
開
し
て
い
る
。
例
え

ばH
ans Roll

は
、
第
二
五
項
へ
の
回
答
と
し
て
「K

lipstein

氏
の

と
こ
ろ
に
い
る
若
者
と
私
た
ち
見
張
り
役
が
お
互
い
に
『
悪
党
』
や

『
盗
人
』
と
い
う
言
葉
を
浴
び
せ
合
っ
て
い
ま
し
た
（K

lipsteins 
bursche vndt die w

ache hetten beyderseits m
it schelm

en 
v[nd]. dieben vm

b sich gew
orffen

（」
と
発
言
す
る
こ
と
で（

（（
（

、

自
分
た
ち
に
の
み

0

0

0

0

0

0

0

責
任
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
第
二
六
項
に
つ
い
て
は
「Julius Girsche

が
若
者
た
ち
を
挑

発
し
罵
っ
て
い
て
（herauß gefoderdt, vndt sie gescholten

（、

名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
他
の
者
た
ち
も
同
様
で

し
た
」
と
答
え
（
（（
（

、
同
僚
で
あ
るGirsche

に
責
任
を
な
す
り
つ
け
て 

い
る
。

証
人
た
ち
は
、
目
撃
し
た
光
景
か
ら
、
見
張
り
役
た
ち
に
非
が
あ

る
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
。
実
際
、
よ
り
容
疑
者
の
責
任

認
定
に
迫
る
第
三
七
項
（
（（
（

に
つ
い
て
も
、
大
半
の
証
人
が
肯
定
し
て 

い
る
。

さ
て
、
引
き
続
く
二
つ
の
項
目
は
被
害
者K

lipstein

が
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
る
。
第
三
八
項
（
（（
（

は
彼
の
被
害
の
理
由
に
迫
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
大
半
の
証
人
が
否
定
し
て
い
る
。
他
方
で
第
三

九
項
（
（（
（

は
被
害
者K

lipstein

の
名
声
や
評
判
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
一
見
し
て
こ
の
質
問
は
事
件
の
経
過
に
直
接
関
係
が
な
い

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
質
問
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
単
に

K
lipstein

を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
描
写
す
る
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
彼
に

こ
の
事
件
で
の
責
任
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
翻
っ
て
加
害
者
で
あ

る
見
張
り
役
の
責
任
を
強
調
す
る
こ
と
に
も
な
り
得
た
。
実
際
、
九

人
の
証
人
の
う
ち
八
人
ま
で
も
が
こ
の
質
問
を
肯
定
し
て
い
る
の
で 

あ
る
。

（
3
）
小
括

こ
の
一
六
二
〇
年
の
事
件
に
関
す
る
尋
問
に
は
、
立
場
に
よ
る
証

言
の
違
い
が
明
確
に
見
ら
れ
た
。
確
か
に
若
者
の
挑
発
的
で
示
威
的

な
行
為
が
こ
の
騒
ぎ
の
発
端
で
あ
り
、
見
張
り
役
は
そ
の
点
を
強
調

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
若
者
やK

lipstein

へ
の
対
応
を
正
当
化
し
て

い
た（

（（
（

。
他
方
で
近
隣
住
民
は
、
そ
の
よ
う
な
若
者
の
行
動
に
は
気
づ

い
て
い
た
も
の
の
、
見
張
り
役
ほ
ど
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
受
け
止
め

ず
、
む
し
ろ
見
張
り
役
に
よ
る
若
者
やK

lipstein

へ
の
対
応
を
過
剰

か
つ
不
当
と
認
識
し
、
そ
の
よ
う
に
裁
判
で
証
言
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
違
反
行
為
と
対
応
と
の
バ
ラ
ン
ス
へ
の
考
慮
を
経
て
、
最
終

的
に
見
張
り
役
は
三
週
間
の
拘
禁
刑
に
処
さ
れ
た
の
だ
っ
た（

（1
（

。



史
観
第
一
八
〇
冊

七
六

お
わ
り
に

本
稿
で
扱
っ
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
例
か
ら
は
、
治
安
維
持
人
員
と

違
反
行
為
を
す
る
者
、
と
く
に
示
威
的
に
振
る
舞
い
、
時
と
し
て
人

員
の
権
威
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
若
者
と
の
間
で
衝
突
が
生
じ
、
一

筋
縄
で
は
い
か
な
い
取
り
締
ま
り
の
様
相
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し

翻
っ
て
、
挑
発
的
で
示
威
的
な
行
動
が
人
員
を
刺
激
し
、
彼
ら
に
よ

る
攻
撃
的
な
振
る
舞
い
を
招
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
必

ず
し
も
人
員
の
動
員
や
介
入
が
当
該
の
争
い
の
終
結
を
意
味
す
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
騒
ぎ
や
争
い
を
目
撃
し
た

近
隣
住
民
は
当
事
者
の
行
動
の
み
に
注
目
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
人
員
が
ど
う
取
り
締
ま
っ
て
い
た
の
か
に
も
注
意
を
払
っ
て
い

た
。
こ
れ
は
、
人
員
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が
治
安
維
持
に
と
っ
て
必

ず
し
も
唯
一
か
つ
自
明
の
も
の
で
は
な
い
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
の

表
れ
だ
ろ
う
。

暴
力
な
ど
の
違
反
行
為
や
そ
の
処
理
は
（
裁
判
で
の
尋
問
と
い
う

場
面
に
お
い
て
（
多
様
に
解
釈
さ
れ
描
写
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

換
言
す
れ
ば
、
暴
力
が
正
当
か
不
当
か
と
い
う
判
断
の
境
界
線
は
可

変
的
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
の
議
論
か
ら
は
、
あ
る
行
為
に
関
す
る
描

写
の
相
違
や
競
合
に
お
い
て
「
犯
罪
」
を
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
犯
罪
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
行
為
を
当
時
の
社

会
や
文
化
に
位
置
付
け
る
こ
と
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費（
課
題
番

号
：
（
1
（
（
S

－

1
（
1
（に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註（
（
（ 

大
日
方
純
夫
「
近
代
日
本
警
察
の
な
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
地
域
・

民
衆
と
の
か
か
わ
り
」（
林
田
敏
子
、
大
日
方
純
夫
編
著
『
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
探
求
一
三　

警
察
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、

三
二
三

－

三
六
八
頁
（、
こ
こ
で
は
二
五
頁
。

（
（
（ 

遠
藤
哲
也
「
ド
イ
ツ
近
代
警
察
機
関
概
史
」（『
海
外
事
情
』
第
五

六
巻
、
第
七
・
八
号
（
二
〇
〇
八
年
（、
七
七

－

九
三
頁
（、
こ
こ
で

は
七
八
頁
。

（
（
（ 

大
日
方
「
近
代
日
本
警
察
の
な
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」、
二
六
頁
。

（
（
（ 

松
本
尚
子
「
近
世
ド
イ
ツ
の
治
安
イ
メ
ー
ジ
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
―
廷

吏
か
ら
治
安
部
隊
へ
」（
林
田
敏
子
、
大
日
方
純
夫
編
著
『
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
探
求
一
三　

警
察
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、

一
七

－

七
〇
頁
（、
こ
こ
で
は
一
九
頁
。

（
（
（ 
齋
藤
敬
之
「
近
世
都
市
に
お
け
る
治
安
維
持
の
担
い
手
―
一
六
世

紀
後
半
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
よ
そ
者
対
策
を
例
に
―
」（『
西
洋
史
論
叢
』

第
三
四
号
（
二
〇
一
二
年
（、
四
七

－

五
九
頁
。（



近
世
都
市
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
治
安
維
持
人
員
の
行
動
と
そ
れ
に
対
す
る
認
識

七
七

（
（
（ H

olenstein, A
ndré/ K

onersm
ann, F

rank/ Pauser, 

Josef/ Sälter, Gerhard (H
g.), Policey in lokalen R

äum
en. 

O
rdnungskräfte und Sicherheitspersonal in G

em
einden 

und T
erritorien vom

 Spätm
ittelalter bis zum

 frühen 19. 

Jahrhundert, Frankfurt am
 M

ain （11（.

（
（
（ 

J
・
ノ
ヴ
ォ
ザ
ト
コ
は
バ
イ
エ
ル
ン
を
事
例
に
、
一
七
世
紀
以
降

0

0

0

0

0

0

公
権
力
と
社
団
（
と
く
に
同
職
組
合
（
と
の
摩
擦
の
中
で
死
刑
執
行

人
や
廷
吏
な
ど
へ
の
不
名
誉
性
の
言
説
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を

論
じ
た
。N

ow
osadtko, Jutta, U

m
strittene Standesgrenzen: 

Ehre und U
nehrlichkeit der bayerischen Schergen, in: 

Schreiner, K
laus/ Schw

erhoff, Gerd (H
g.), Verletzte E

hre. 

E
hrkonflikte in G

esellschaften des M
ittelalters und der 

Frühen N
euzeit, K

öln （（（（, S. （（（-（（（, hier S. （（（. 

こ

の
議
論
は
、
一
六
世
紀

0

0

0

0

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
治
安
維
持
人
員
が
不

名
誉
な
出
自
を
持
つ
者
で
も
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
も
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
A
・
ベ
ン
ト
ラ
ー
ゲ
の
研
究
と
も
対

応
す
る
。Bendlage, A

ndrea, H
enkers H

etzbruder. D
as 

Strafverfolgungspersonal der R
eichsstadt N

ürnberg im
 

15. und 16. Jahrhundert, K
onstanz （11（. 

我
が
国
で
も
佐
久

間
弘
展
が
、
同
職
組
合
に
よ
る
治
安
維
持
人
員
に
対
す
る
蔑
視
が
す

で
に
一
六
世
紀
後
半

0

0

0

0

0

0

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
七
世
紀

0

0

0

0

に
入
っ

て
よ
り
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た
。
佐
久
間
弘
展
『
若
者
職

人
の
社
会
と
文
化　

一
四
～
一
七
世
紀
ド
イ
ツ
』
青
木
書
店
、
二
〇

〇
七
年
、
こ
こ
で
は
三
〇
四

－

三
〇
五
頁
。

（
（
（ 

松
本
「
近
世
ド
イ
ツ
の
治
安
イ
メ
ー
ジ
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」、
三
七

頁
。

（
（
（ Groebner, Valentin, D

er verletzte K
örper und die Stadt. 

Gew
alttätigkeit und Gew

alt in N
ürnberg am

 Ende des （（. 

Jahrhunderts, in: Lindenberger, T
hom

as/ Lüdtke, A
lf (H

g.), 

Physische G
ew

alt. Studien zur G
eschichte der N

euzeit, 

Frankfurt am
 M

ain （（（（, S. （（（-（（（, hier S. （（（.

（
（1
（ B

endlage, A
ndrea, Städtische Polizeidiener in der 

Reichsstadt N
ürnberg im

 （（. und （（. Jahrhundert, in: 

D
inges, M

artin/ Sack, Fritz (H
g.), U

nsichere G
roßstädte? 

V
om

 M
ittelalter bis zur P

ostm
oderne, K

onstanz （111, 

S. （（-（（; H
enselm

eyer, U
lrich, D

ienst-E
hre-G

ew
alt. 

Ü
berlegungen zur Interpretation der Gew

altdelinquenz 

von Stadtknechten und Bütteln in der spätm
ittelalterlichen 

Stadt, in: H
olenstein, A

ndré/ K
onersm

ann, Frank/ Pauser, 

Josef/ Sälter, Gerhard (H
g.), Policey in lokalen R

äum
en. 

O
rdnungskräfte und Sicherheitspersonal in G

em
einden 

und T
erritorien vom

 Spätm
ittelalter bis zum

 frühen 19. 

Jahrhundert, Frankfurt am
 M

ain （11（, S. （（-（1; Bendlage, 

A
ndrea/ H

enselm
eyer, U

lrich, Zur M
onopolisierung des 



史
観
第
一
八
〇
冊

七
八

Strafrechts. Gesellschaftliche Relevanz und Reichw
eite 

obrigkeitlicher N
orm

en in der Reichsstadt N
ürnberg im

 （（. 

und （（. Jahrhundert, in: Schlosser, H
ans/ Sprandel, Rolf/ 

W
illow

eit, D
ietm

ar (H
g.), H

errschaftliches Strafen seit dem
 

H
ochm

ittelalter. Form
en und E

ntw
icklungsstufen, K

öln 

（11（, S. （（（-（（（.

（
（（
（ H

offm
ann, C

arl A
., N

achbarschaften als A
kteure 

und Instrum
ente der sozialen K

ontrolle in urbanen 

G
esellschaften des sechzehnten Jahrhunderts, in: 

Schilling, H
einz (H

g.), Institutionen, Instrum
ente und 

A
kteure sozialer K

ontrolle und D
isziplinierung im

 

frühneuzeitlichen E
uropa, Frankfurt am

 M
ain （（（（, S. 

（（（-（1（, hier S. （（（.

（
（（
（ H

offm
ann, N

achbarschaften, S. （（（.

（
（（
（ H

ohkam
p, M

ichaela, Grausam
keit blutet, Gerechtigkeit 

zw
ackt. Ü

berlegungen zu G
renzziehungen zw

ischen 

legitim
er und nicht-legitim

er G
ew

alt, in: E
riksson, 

M
agnus/ K

rug-R
ichter, Barbara (H

g.), Streitkulturen. 

G
ew

alt, K
onflikt und K

om
m

unikation in der ländlichen 

G
esellschaft (16.-19. Jahrhundert), K

öln （11（, S. （（-

（（, hier S. （（f. 

こ
の
提
起
の
も
と
と
な
っ
た
社
会
学
で
の
指
摘

はB
aum

ann, Peter, Sind w
ir w

irklich so zivilisiert? 

F
ragen zu N

orbert E
lias‘ Zivilisationstheorie, in: 

Sozialw
issenschaftliche Inform

ationen （（ (（（（（), S. （（-（（

に
見
ら
れ
る
。

（
（（
（ 

以
下
の
拙
稿
で
す
で
に
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
齋
藤

敬
之
「
一
五
世
紀
後
半
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
都
市
内
平
和
・
治

安
維
持
政
策
の
進
展
―
ポ
リ
ツ
ァ
イ
案
件
を
中
心
に
―
」（『
比
較
都

市
史
研
究
』
第
三
一
巻
、
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
（、
四
三

－

五
八

頁
（、
こ
こ
で
は
五
五

－

五
六
頁
。
齋
藤
敬
之
「
都
市
社
会
に
お
け

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
暴
力
―
近
世
大
学
都
市
ラ
イ

プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
学
生
の
暴
力
行
為
に
関
す
る
予
備
的
考
察
―
」

（『
比
較
都
市
史
研
究
』
第
三
三
巻
、
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
（、
一

一

－

二
八
頁
（、
こ
こ
で
は
二
一

－

二
二
頁
。

（
（（
（ R

achel, W
alther, V

erw
altungsorganisation und 

Ä
m

terw
esen der Stadt L

eipzig bis 1627, Leipzig （（1（, 

hier S. （（（f. 

ま
た
、Bräuer, H

elm
ut, Im

 D
ienste des R

ates. 

O
rdnung und M

achtrealisierung durch R
atsbedienstete in 

einigen Städten O
bersachsens und der L

ausitz zw
ischen 

1500 und 1800, Leipzig （1（（, S. （（-（1

も
参
照
。

（
（（
（ 

例
え
ば
一
四
六
五
年
三
月
一
三
日
の
参
事
会
決
定
で
規
定
さ
れ
て

い
る
。
同
決
定
の
抄
訳
は
、
齋
藤
「
都
市
内
平
和
・
治
安
維
持
政
策

の
進
展
」、
五
五

－

五
六
頁
を
参
照
。

（
（（
（ R

achel, Verw
altungsorganisation und Ä

m
terw

esen, 



近
世
都
市
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
治
安
維
持
人
員
の
行
動
と
そ
れ
に
対
す
る
認
識

七
九

S. （（; T
hiem

e, H
orst, Städtische G

erichtsbarkeit im
 

Feudalism
us. Bem

erkungen zur Geschichte und Tätigkeit 

des Leipziger Stadtgerichtes zw
ischen （（（（ und （（（（, in: 

A
rbeitsberichte zur G

eschichte der Stadt L
eipzig （ (（（（（), 

S. （（-（（, hier S. （（. 

こ
う
し
た
治
安
維
持
人
員
の
多
様
な
任
務
や

柔
軟
な
動
員
に
つ
い
て
は
、
ベ
ン
ト
ラ
ー
ゲ
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
を

事
例
に
指
摘
し
て
い
る
。Bendlage, H

enkers H
etzbruder, S. 

（（（.

（
（（
（ Stadtarchiv Leipzig (
以
下StadtA

L), Ratsbuch, Bd. （（, fol. 

（v.

（
（（
（ 

齋
藤
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
暴
力
」、
二
二
頁
。
ま

た
、Rachel, Verw

altungsorganisation und Ä
m

terw
esen, S. 

（（（

に
よ
る
と
、
後
に
四
名
へ
と
増
員
さ
れ
た
と
い
う
。

（
（1
（ Siebenhüner, K

im
, “Zechen, Zücken, Lärm

en”. Studenten 

vor dem
 Freiburger U

niversitätsgericht 1561-1577, 

Freiburg im
 Breisgau （（（（, S. （（.

（
（（
（ 

先
に
挙
げ
た
ベ
ン
ト
ラ
ー
ゲ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
関
す
る
研
究

に
詳
し
い
。

（
（（
（ K

rug-R
ichter, B

arbara, »D
u B

acchant, quid est 

Gram
m

atica?« K
onflikte zw

ischen Studenten und Bürgern 

in Freiburg/ Br. in der Frühen N
euzeit, in: K

rug-Richter, 

B
arbara/ M

ohrm
ann, R

uth-E
. (H

g.), P
raktiken des 

K
onfliktaustrags in der Frühen N

euzeit, M
ünster （11（, S. 

（（-（1（, hier S. （（.

（
（（
（ H

oyer, Siegfried, Stadt und U
niversität Leipzig im

 （（. 

Jahrhundert, in: Jahrbuch für R
egionalgeschichte （（ (（（（（), 

S. （（1-（（（, hier S. （（（; Rudolph, Susanne, D
as Verhältnis 

zw
ischen städtischer und universitärer Gerichtsbarkeit, in: 

D
öring, D

etlef (H
g.), Stadt und U

niversität Leipzig. Beiträge 

zu einer 600-jährigen w
echselvollen G

eschichte, Leipzig （1（1, 

S. （（（-（（（, hier S. （（（f. 

ま
た
、
治
安
維
持
人
員
が
手
工
業
者
か
ら

任
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
の
暴
力
」、
二
二
頁
で
言
及
し
て
い
る
。

（
（（
（ Zarncke, F

riedrich (H
g.), D

ie Statutenbücher der 

U
niversität L

eipzig. A
us den ersten 150 Jahren ihres 

Bestehens, Leipzig （（（（, S. （（.

（
（（
（ Zarncke, D

ie Statutenbücher, S. （（. 

ま
た
、Hoyer, Siegfried,  

D
ie Gerichtsbarkeit der U

niversität Leipzig bis zum
 Ende 

des （（. Jahrhunderts, in: R
echtsbücher und R

echtsordnung  

in M
ittelalter und früher Neuzeit (Sächsische Justizgeschichte, 

Bd. （), D
resden （（（（, S. （（（-（（（, hier S. （（（; Rudolph, D

as 

Verhältnis, S. （（1

も
参
照
。

（
（（
（ 
一
四
五
二
年
及
び
一
四
六
六
年
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
「
都
市
内
平

和
・
治
安
維
持
政
策
の
進
展
」
五
五
頁
、
及
び
齋
藤
「
コ
ミ
ュ
ニ
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ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
暴
力
」、
一
六
頁
。
一
四
五
八
年
に
つ
い
て

は
、Zarncke, D

ie Statutenbücher, S. （（. 

治
安
維
持
人
員
に
よ

る
学
生
へ
の
取
り
締
ま
り
の
問
題
が
よ
り
高
次
元
の
も
の
へ
と
転
化

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、Schuh, M

axim
ilian, Von alten Bürgern 

und jungen Studenten im
 spätm

ittelalterlichen Ingolstadt. 

Universität und Stadt im
 Generationenkonflikt?, in: H

äberlein, 

M
ark/ K

uhn, Christian/ H
öhl, Lina (H

g.), G
enerationen in 

spätm
ittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten (ca. 

1250-1750), K
onstanz （1（（, S. （（-（（, hier S. （（

を
参
照
。

（
（（
（ 

こ
の
二
つ
の
協
定
の
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
（ 

こ
こ
で
は
、
以
下
の
註
で
示
す
よ
う
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
市
立
文
書

館
（Stadtarchiv Leipzig

（
所
蔵
の
都
市
裁
判
所
の
記
録
と
、
ラ

イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
文
書
館
（U

niversitätsarchiv Leipzig

（
所
蔵

の
大
学
内
で
の
裁
判
の
記
録
を
用
い
る
。

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （r.

（
（1
（ 

こ
の
事
件
で
は
犯
人
は
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
件
を
扱
っ
た
裁

判
記
録
は
、
被
害
を
受
け
た
都
市
下
僕W

ürtzenberger

や
同
僚
た

ち
の
証
言
記
録
か
ら
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
。

（
（（
（ U

niversitätsarchiv Leipzig (

以
下UA

L), GA
, III, M

, N
r. （, 

fol. （v-（r.

（
（（
（ 

E
・
リ
ア
マ
ン
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
事
例
か
ら
論
じ
た
よ
う
に
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
一
連
の
青
年
貴
族
の
態
度
の
背
景
と
し
て
、
貴

族
出
身
の
若
者
や
学
生
は
し
ば
し
ば
見
張
り
役
の
権
威
を
認
め
よ
う

と
せ
ず
、
貴
族
の
出
自
で
あ
り
か
つ
大
学
に
属
し
て
い
る
と
い
う
二

重
の
意
味
で
の
特
権
的
地
位
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。Lierm

ann, Elke, M
uffen, W

etzen, Raupen. Freiburger 

Studentenhändel im
 （（. und （（. Jahrhundert, in: Braun, 

T
ina/ Lierm

ann, Elke, Feinde, Freunde, Zechkum
pane. 

Freiburger Studentenkultur in der Frühen N
euzeit, M

ünster 

（11（, S. （（-（（（, hier S. （（.

（
（（
（ UA

L, GA
, III, M

, N
r. （, fol. （v.

（
（（
（ 

と
く
に
喚
声
を
上
げ
るJauchzen

と
い
う
行
為
は
そ
の
典
型
で
あ

り
、
次
章
で
扱
う
事
例
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
行
為
に
つ
い
て
は
、

Siebenhüner, Studenten vor dem
 Freiburger Universitätsgericht, 

S. （（; Lierm
ann, Freiburger Studentenhändel, S. （（f.

（
（（
（ 

糾
問
手
続
（Inquisitionsverfahren

（
に
お
け
る
一
般
糾
問
と

後
述
す
る
特
別
糾
問
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
こ
こ

で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
前
者
は
証
拠
収
集
な
ど
犯
罪
行
為
（
罪
体

corpus delicti

（
の
解
明
を
目
的
と
し
、
後
者
は
前
者
を
踏
ま
え

て
犯
人
の
特
定
と
そ
の
責
任
認
定
、
量
刑
の
確
定
を
目
的
と
し
て
い

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
差
し
当
た
り
、
J
・
ブ
ル
ネ
マ
ン
著
、
上
口

裕
訳
『
近
世
ド
イ
ツ
の
刑
事
訴
訟
』
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
、
と
く

に
一
八

－

二
一
頁
、
三
六
五

－

三
六
七
頁
を
参
照
。

（
（（
（ K

rug-R
ichter, B

arbara, Von M
essern, M

änteln und 
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一

M
ännlichkeit. A

spekte studentischer K
onfliktkultur 

im
 frühneuzeitlichen Freiburg im

 Breisgau, in: W
iener 

Zeitschrift zur G
eschichte der N

euzeit （ (（11（), S. （（-（（, 

hier S. （（.

（
（（
（ 

ク
ル
ー
ク
・
リ
ヒ
タ
ー
は
一
五
九
〇
年
九
月
の
事
件
を
紹
介
し

て
い
る
。K

rug-R
ichter, V

on M
essern, M

änteln und 

M
ännlichkeit, S. （（.

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, hier fol. （（r. 

訳
文
中
の
［　

］
内
は
筆
者
が
言
い
換
え
た
箇
所
あ
る
い
は
補
っ
た

箇
所
を
示
す
。
以
下
の
史
料
引
用
も
同
様
。

（
（（
（ StadtA

L, R
ichterstube, Strafakten, N

r. （（（, hier fol. 

（（r-（（r. 

麻
織
物
工Jacob Lindener

も
同
様
の
証
言
を
し
て
い
る
。

Ebd., hier fol. （（r-（（v.

（
（1
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（v-（（r.

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（r.

（
（（
（ 

こ
の
裁
判
で
は
四
六
項
目
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（ 

二
人
の
容
疑
者
及
び
九
人
の
証
人
が
尋
問
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（ StadtA
L, R

ichterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （1r:

「Johan K
lipstein

氏
の
と
こ
ろ
の
若
者
た
ち
が
家
に
帰
る
際
に
喚
声

を
上
げ
た
り
大
声
で
歌
っ
て
い
た
り
し
た
こ
と
こ
そ
が
見
張
り
役
た

ち
が
［
暴
力
を
振
る
う
］
原
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
（O

b nicht 

w
ahr, das die w

ache keine andere vrsache dartzue gehabt, 

als das Johann K
lipsteins bursche inn heim

b gehenn, etw
as 

geiauchtzet vnndt inn die laute gesungenn?

（」

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （1v.

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（r:

「
教

会
の
近
く
に
や
っ
て
来
た
見
張
り
役
の
う
ち
の
誰
か
が
角
の
と
こ
ろ

でK
lipstein

氏
に
遭
遇
し
た
の
で
殻
竿
で
打
ち
か
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
（O

b nicht die ieniegenn vonn der w
ache, so bey der 

kirchenn herkom
m

enn, vff K
lipsteinenn, da sie ihn einn 

eckleinn vonn seinem
 hauße angetroffenn m

it denn flegeln 

zuegeschlagenn?

（」

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （1v-（（r.

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（v-（（r.

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（r:

「
見

張
り
役
た
ち
は
［K

lipstein

氏
の
懇
願
に
］
気
を
留
め
ず
に
、
ひ
ど

く
悪
態
を
つ
き
、
汚
い
言
葉
を
何
度
も
浴
び
せ
、
彼
の
家
の
戸
の
前

で
彼
に
向
か
っ
て
殻
竿
で
無
慈
悲
に
殴
り
か
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
の
か
（O

b nicht w
ahr, das die w

ache deßenn vngeachtet 

grewlich gefluchett, die Sacram
enta heuffi

g raus geschuttett, 

vnndt vff K
lipsteinn vor seinen eigenen haußthur m

it denn 

flegellnn gantz vnbarm
hertzigk zuegeschlagenn.

（」

（
（1
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（v:

「
見

張
り
役
は
殻
竿
で
何
度
も
無
慈
悲
にK

lipstein

氏
の
家
や
戸
を
叩
い
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た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
（O

b nicht w
ahr, das die w

ache m
itt 

denn flegellnn etliche m
ahl graw

sam
bich ann K

lipsteins haus 

vnndt thur geschlagen?

（」

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（v-（（r:

「
見
張
り
役
は
ひ
ど
く
悪
態
を
つ
き
、［K

lipstein

氏
に
］
汚
い
言

葉
を
浴
び
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
（O

b nicht die w
ache 

grew
lich vnndt abschew

lich gefluchett, auch m
itt hundert 

taußent sacram
entenn vm

b sich gew
orffenn?

（」

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（r:

「
こ

こ
で
言
及
し
て
い
な
い
別
の
見
張
り
役
も
、K

lipstein

氏
の
家
の

中
に
い
た
者
た
ち
を
悪
党
や
盗
人
と
罵
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の

か
（O

b nicht berurte w
ache alle die ieniegenn, so dam

alls 

inn K
lipsteins hauße gew

eßenn, etliche m
ahl vor schelm

enn 

vnndt diebe gescholten?

（」

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（r:

「
見

張
り
役
は
彼
ら
［
家
の
中
に
い
た
者
た
ち
］
を
挑
発
し
、『
お
い
お
前

ら
悪
党
、
盗
人
よ
、
外
に
出
て
こ
い
、
こ
の
ち
く
し
ょ
う
め
』
と
言
っ

た
の
で
は
な
い
か（O

b nicht die w
ache sie heraus gefordert 

vnndt gesaget, kom
bt heraus ihr schelm

enn vnndt diebe, 

das euch gots hundert taußent sacram
ent fuhre?

（」

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（r.

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（r.

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（v:

「
証

人
は
、K

lipstein

氏
が
バ
ー
フ
ー
ス
教
会
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来

た
見
張
り
役
た
ち
の
中
の
一
部
に
よ
っ
て
傷
や
攻
撃
を
受
け
た
、

と
信
じ
証
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
（O

b nicht 

zeuge eigentlich glaube, w
iße vnndt bekennen m

uße, das 

K
lipsteinn die schädenn vnndt stöße von dem

 einen hauffenn 

aus der w
ache bekom

m
enn, w

elcher bey der B
aarfußer 

kirchenn nebenn dem
 röhrkastenn herkom

m
enn?

（」

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（v:

「
証

人
は
、K

lipstein

氏
が
そ
の
見
張
り
役
に
何
ら
か
の
原
因
を
与
え

た
、
と
正
真
正
銘
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
（O

b zeuge m
it 

w
ahrheit sagenn könne, das K

lipstein derselbiegen w
ache 

einiege vrsache dartzue gebenn?

（」

（
（（
（ StadtA

L, Richterstube, Strafakten, N
r. （（（, fol. （（v-（（r:

「Johann K
lipstein

氏
は
敬
虔
で
平
穏
か
つ
名
誉
あ
る
男
性
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
誰
と
も
口
論
な
ど
す
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
（O

b nicht Johann K
lipsteinn gar einn from

m
er, 

stiller vnndt ehrlicher m
an sey, der sich m

it niem
andt zue 

zancken pflege?

（」

（
（（
（ 
こ
う
し
た
暴
力
の
行
使
の
正
当
化
に
つ
い
て
は
、B

endlage, 

H
enkers H

etzbruder, S. （（（-（（（

を
参
照
。

（
（1
（ 

こ
こ
で
処
罰
さ
れ
た
の
はH

ans Roll

で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
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三

く
、「
二
人
の
容
疑
者
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
実
際
にK

lipstein

を
攻
撃

し
負
傷
さ
せ
た
の
か
」と
い
う
第
四
六
項（StadtA

L, Richterstube, 

Strafakten, N
r. （（（, fol. （（r

（
に
つ
い
て
、Julius Girsche

が

「H
ans Roll

以
外
に
は
あ
り
得
ま
せ
ん
」（Ebd., fol. （（v

（
と
明
言

し
た
の
に
対
し
て
、H

ans Roll

は
「
自
分
の
攻
撃
がK

lipstein

に

命
中
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
し
言
え
ま
せ
ん
」（Ebd., fol. （（r

（
と

答
え
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
裁
判
記
録
に
お
い
てJulius 

Girsche

に
対
す
る
処
罰
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。


