
「
共
通
の
危
機
」
が
国
家
を
つ
く
る

―
近
世
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
け
る
軍
事
と
諸
身
分
―岩

崎

周
一

は
じ
め
に

「〈
共
通
の
危
機
〉
か
ら
国
家
は
生
ま
れ
た
A
usder
„gem
einen
N
ot‶w
urdederStaatgeboren」
(
)。
経
済
学
者
ヨ
ー
ゼ
フ
・

1

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
『
租
税
国
家
の
危
機
』（
一
九
一
八
年
）
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
い
て
は
オ

ス
マ
ン
帝
国
の
脅
威
が
諸
身
分
に
代
表
さ
れ
る
中
間
的
諸
権
力
と
王
権
の
協
働
を
必
須
と
し
、
こ
れ
が
結
果
と
し
て
君
主
国
に
お
け

る
国
家
形
成
を
促
進
し
た
事
情
を
指
摘
し
た
。
ま
た
こ
れ
と
同
時
に
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
、「
君
主
と
諸
身
分
と
の
争
い
に
関
し
て

君
主
の
側
に
立
ち
、
残
忍
な
領
主
勢
力
に
抗
し
被
抑
圧
者
の
た
め
に
戦
う
、
公
益
に
挺
身
し
た
国
父
と
し
て
君
主
を
描
く
に
は
、
自

由
主
義
化
し
な
が
ら
国
家
官
僚
主
義
的
な
方
向
を
と
る
タ
イ
プ
の
歴
史
家
に
み
ら
れ
る
頑
強
な
偏
狭
性
が
必
要
で
あ
る
」
(
)

と
も
述
べ
、

2

諸
身
分
が
国
家
形
成
と
の
関
連
に
お
い
て
、
と
か
く
「
反
動
的
」
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
警
告
を
発
し
て
い
る
。

し
か
し
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
軍
事
に
対
す
る
諸
身
分
の
直
接
的
な
貢
献
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
し

て
い
な
い
。
も
っ
と
も
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
も
と
よ
り
歴
史
家
で
は
な
く
、
ま
た
そ
も
そ
も
こ
の
著
作
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
さ
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な
か
未
曾
有
の
財
政
危
機
に
直
面
し
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
状
況
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
租
税
国
家
の
意
味
と
可
能
性
を
問
い

直
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
上
述
の
指
摘
は
、
後
年
そ
の
先
駆
性
に
よ
っ
て
大
い
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

も
の
の
、
こ
の
著
作
自
体
に
あ
っ
て
は
副
次
的
な
言
及
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
こ
の
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
指
摘
を
踏
ま

え
、
租
税
の
み
な
ら
ず
直
接
的
な
軍
事
貢
献
を
も
視
野
に
い
れ
た
上
で
、
諸
身
分
と
国
家
形
成
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
展
す

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
周
知
の
通
り
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
形
成
に
関
す
る
諸
身
分
の

意
義
は
、
そ
の
後
長
く
過
小
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
さ
し
く
諸
身
分
は
「
残
忍
な
領
主
勢
力
」
と
し
て
、
王
権
は
「
被
抑

圧
者
の
た
め
に
戦
う
、
公
益
に
挺
身
し
た
国
父
と
し
て
」、
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
軍
事
と
諸
身
分
の
問
題
は
、
近
世
オ
ー
ス
ト
リ

ア
・
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
研
究
に
お
い
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
長
く
等
閑
視
さ
れ
る
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。
も
と
よ
り
完
全
に
無
視

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
九
七
三
年
に
は
ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
が
近
世
前
期
の
内
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
領
邦
防
衛

と
国
家
形
成
の
関
係
を
探
究
し
た
重
要
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る(
)。

し
か
し
シ
ュ
ル
ツ
ェ
自
身
こ
の
研
究
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る

3

よ
う
に
、
軍
事
と
諸
身
分
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
は
従
来
の
研
究
に
お
い
て
ご
く
「
周
辺
的
」
な
扱
い
を
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
そ
う

し
た
傾
向
は
こ
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
て
優
に
三
十
年
以
上
が
経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
も
、
若
干
好
転
の
兆
し
が
み
ら
れ
る
と
は
言

え
、
な
お
継
続
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
貧
困
な
研
究
状
況
は
、
そ
も
そ
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
い
し
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
の
近
世
史
研
究
に
お
い

て
、
軍
事
史
も
諸
身
分
研
究
も
近
年
よ
う
や
く
注
目
を
再
び
集
め
始
め
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
け
だ
し
当
然
の
結

果
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
軍
事
史
に
つ
い
て
み
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
関
係
史
料
が
比
較
的
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の

の(
)、
今
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
軍
事
史
研
究
に
お
い
て
一
人
気
を
吐
い
て
い
る
感
の
あ
る
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ホ
ー
ヘ
ド
リ
ン
ガ
ー

4
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に
よ
れ
ば
、（
一
）
一
九
四
五
年
以
降
に
生
じ
た
戦
争
に
対
す
る
忌
避
感
情
、（
二
）
東
西
の
軍
事
的
緊
張
の
最
前
線
に
あ
り
な
が
ら

最
小
限
の
軍
事
力
し
か
も
た
な
い
永
世
中
立
国
と
し
て
戦
後
再
出
発
し
た
と
い
う
事
情
、
そ
し
て
（
三
）「
軍
国
主
義
国
家
」
プ
ロ
イ

セ
ン
と
の
相
違
を
強
調
し
た
い
意
識
の
三
つ
を
背
景
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
軍
事
史
に
対
す
る
関
心
は
小
さ
か
っ
た(
)。
5

ま
た
諸
身
分
研
究
は
二
十
世
紀
に
お
い
て
長
く
停
滞
を
続
け
、
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
研
究
に
お
け
る
「
中
間
的
諸
権
力
」
の

大
々
的
な
見
直
し
の
気
運
に
呼
応
す
る
形
に
よ
り
、
世
紀
が
改
ま
っ
て
よ
う
や
く
活
況
を
呈
し
始
め
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る(
)。
よ
っ
て

6

軍
事
と
の
直
接
的
関
係
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
絞
っ
て
諸
身
分
と
国
家
形
成
の
関
係
を
問
い
直
す
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ぬ
意
義
が
あ

ろ
う
。
ま
た
日
本
に
お
い
て
は
近
世
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
が
乏
し
く
、
と
り
わ
け
軍
事
に
関
し
て
は
皆

無
と
い
え
る
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
基
本
情
報
を
紹
介
す
る
こ
と
に
も
、
一
定
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う(
)。
7

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
本
稿
は
、
近
世
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
い
て
「
共
通
の
危
機
」
意
識
に
起

因
す
る
軍
事
の
発
展
が
国
内
諸
勢
力
の
幅
広
い
統
合
を
促
す
一
因
と
な
り
、
合
意
形
成
の
過
程
に
多
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
経

緯
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
も
と
よ
り
軍
事
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
考
察
す
る
上
で
は
、
軍
隊
そ
れ
自
体
を
一
つ
の

社
会
集
団
と
し
て
捉
え
て
そ
の
あ
り
よ
う
を
分
析
し
、
ま
た
軍
隊
と
社
会
の
双
方
向
的
な
関
係
・
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
上
述
の
課
題
の
み
を
扱
う

こ
と
と
す
る
。

一

常
備
軍
出
現
以
前
の
軍
隊

中
世
後
期
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
け
る
軍
隊
は
、
領
邦
君
主
が
雇
用
す
る
傭
兵
と
、
諸

「共通の危機」が国家をつくる
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身
分
に
よ
っ
て
徴
集
さ
れ
る
領
邦
徴
募
兵
Landesaufgeboten
を
二
本
柱
と
す
る
形
で
成
り
立
っ
て
い
た(
)。
前
者
に
関
し
て
ハ
プ

8

ス
ブ
ル
ク
家
と
の
関
わ
り
で
著
名
な
の
は
、
十
五
世
紀
末
に
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
に
よ
っ
て
育
成
・
重
用
さ
れ
た
「
ラ
ン
ツ

ク
ネ
ヒ
ト
Landsknecht」
で
あ
ろ
う(
)。

こ
れ
は
ド
イ
ツ
南
西
部
の
農
村
出
身
者
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
傭
兵
部
隊
で
、
ス
イ

9

ス
傭
兵
と
並
び
十
六
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
戦
場
で
勇
名
を
馳
せ
る
一
方
、
そ
の
暴
虐
行
為
に
よ
っ
て
恐
れ
ら
れ
た
。
も
っ
と

も
、
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
に
よ
っ
て
重
用
さ
れ
た
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
傭
兵
部
隊
で
あ
る
か
ら
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
と
っ
て
常

備
軍
的
な
存
在
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
敵
方
に
つ
く
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
雇
用
に
は
膨
大
な
費
用
を
要
し
た
。
し
か
し
、

旧
来
の
封
建
的
主
従
契
約
に
基
づ
く
封
臣
の
軍
役
奉
仕
は
用
途
・
期
間
・
地
理
的
範
囲
の
い
ず
れ
も
が
か
な
り
の
程
度
限
定
さ
れ
て

い
て(
)、
臨
機
応
変
に
活
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
戦
争
が
長
期
化
・
複
雑
化
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
限

10
定
を
顧
慮
せ
ず
に
す
む
傭
兵
の
存
在
は
不
可
欠
と
な
っ
て
い
っ
た
。

後
者
、
す
な
わ
ち
領
邦
徴
募
兵
は
原
則
と
し
て
緊
急
時
に
君
主
の
要
請
に
よ
り
諸
身
分
側
が
徴
募
し
て
提
供
す
る
も
の
で
、
先
述

の
封
臣
に
よ
る
軍
役
奉
仕
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る(
)。

十
四
世
紀
以
降
、
領
主
当
人
が
一
定
数
の
家
人
・
従
者
を
率
い
て
従
軍
す

11

る
ケ
ー
ス
は
減
退
し
、
都
市
・
農
村
か
ら
徴
募
さ
れ
た
民
衆
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
歩
兵
が
主
体
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
主

と
し
て
高
位
聖
職
者
、
貴
族
、
都
市
の
三
身
分
団
体
か
ら
な
る
「
諸
身
分
（
等
族
）
Stände」
が
領
邦
統
治
に
お
け
る
君
主
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
お
お
よ
そ
一
三
〇
〇
年
頃
に
成
立
し
、
領
邦
単
位
で
身
分
制
議
会
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と(
)、
兵
員
提
供
も
個

12

人
も
し
く
は
家
門
単
位
で
は
な
く
、
領
邦
議
会
に
お
け
る
君
主
と
の
折
衝
を
経
て
同
意
が
得
ら
れ
た
後
、
諸
身
分
が
一
切
の
責
任
を

負
っ
て
実
行
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
。

し
か
し
、
主
と
し
て
農
村
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
の
領
邦
徴
募
軍
は
、
そ
の
練
度
の
低
さ
か
ら
軍
事
的
価
値
に
乏
し
く
、

農
民
蜂
起
の
折
な
ど
に
は
む
し
ろ
危
険
な
存
在
に
す
ら
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
十
七
世
紀
に
入
り
、
徐
々
に
政
治
問
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題
と
宗
派
問
題
が
密
接
に
関
係
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
優
位
に
立
ち
、
王
権
と
諸
身
分
の
緊
張
が
高
ま
る
よ
う
に
な
る
と
、
貴
族

の
大
半
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
た
め
、
諸
身
分
が
提
供
す
る
軍
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
君
主
に
と
っ
て
脅
威
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
君
主
も
諸
身
分
も
こ
の
農
民
徴
募
兵
を
緊
急
時
に
比
較
的
容
易
に
動
員
で
き
る
兵
力
で
あ
る
た
め
に
重
視
し
続
け
、

十
六
世
紀
後
半
以
降
は
軽
微
な
が
ら
も
常
時
武
装
し
軍
装
を
整
え
た
民
兵
軍
と
し
て
組
織
化
し
て
い
っ
た(
)。

ま
た
対
オ
ス
マ
ン
戦
争

13

な
ど
の
折
に
は
こ
の
民
兵
軍
が
領
邦
の
外
部
に
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
領
邦
防
衛
」
の
原
則
に
反
す
る
と
し

て
、
諸
身
分
の
激
し
い
抵
抗
を
呼
び
起
こ
し
た
。
こ
れ
に
対
し
王
権
は
「
共
通
の
危
機
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
合
意
形
成
に
努
め
る

一
方
、
諸
身
分
に
対
す
る
軍
事
負
担
の
内
容
を
、
兵
員
の
直
接
提
供
か
ら
プ
ロ
の
傭
兵
を
雇
用
す
る
た
め
の
経
費
の
提
供
へ
と
、
十

六
世
紀
末
か
ら
徐
々
に
切
り
替
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

十
五
世
紀
に
入
っ
て
フ
ス
戦
争
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
侵
攻
と
い
っ
た
脅
威
に
直
面
す
る
と
、
君
主
は
諸
身
分
の
援
助
に
大
き
く
依

存
す
る
よ
う
に
な
っ
た(
)。
こ
う
し
た
状
況
に
応
じ
、諸
領
邦
に
お
い
て
も
軍
事
の
組
織
化
が
進
行
し
た
。
例
え
ば
上
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

14

下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
シ
ュ
タ
イ
ア
ー
マ
ル
ク
に
は
「
地
区
V
iertel」
と
呼
ば
れ
る
地
域
単
位
が
導
入
さ
れ
、
軍
事
行
政
は
こ
の
区
分

に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(
)。
こ
う
し
た
諸
身
分
の
管
理
責
任
に
よ
る
領
邦
防
衛
体
制
は
長
く
十
九
世
紀
初
頭
ま

15

で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
よ
う
に
君
主
国
が
崩
壊
す
る
一
九
一
八
年
に
至
る
ま
で
、
原
則
と
し
て
命
脈
を
保
つ
こ
と
と

な
り
、
軍
事
的
な
成
果
も
少
な
か
ら
ず
挙
げ
た
の
で
あ
っ
た(
)。
16

こ
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
脅
威
に
備
え
て
整
備
さ
れ
た
、「
軍
政
国
境
地
帯
M
ilitärgrenze」
に
お
け

る
防
衛
制
度
で
あ
る
。
ア
ド
リ
ア
海
か
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
東
部
に
至
る
約
一
千
キ
ロ
の
国
境
線
を
守
備
す
る
の
は
通
常
の
領
邦
防
衛
シ

ス
テ
ム
で
は
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
地
域
で
は
独
自
の
軍
事
植
民
シ
ス
テ
ム
が
発
展
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
要
所
に
配

置
さ
れ
た
常
駐
の
軍
隊
の
ほ
か
、
入
植
民
が
、
租
税
免
除
や
信
仰
の
自
由
と
い
っ
た
特
権
を
与
え
ら
れ
た
か
わ
り
に
無
給
で
軍
役
に

「共通の危機」が国家をつくる
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つ
く
義
務
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
兵
員
規
模
は
拡
大
の
一
途
を
辿
っ
て
一
七
四
〇
年
の
時
点
で
四
万
五
五
八
五
人
に
達
し(
)、
そ

17

の
優
れ
た
軍
事
力
と
忠
誠
心
の
高
さ
を
「
金
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
皇
帝
軍
の
宝
」
と
賞
賛
さ
れ
た(
)。
後
に
彼
ら
の
仮
想
敵
は

18

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
留
ま
ら
ず
皇
帝
の
敵
対
者
す
べ
て
と
さ
れ
、
三
十
年
戦
争
な
ど
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
以
外
で
も
活
用
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
原
則
的
に
は
旧
来
の
領
邦
防
衛
体
制
に
基
づ
く
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
た
め
、
十
八
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
、
制
度
上
は
民

兵
と
し
て
扱
わ
れ
た
（
今
日
の
研
究
に
お
い
て
も
常
備
軍
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
）。

ま
た
こ
の
地
域
に
お
け
る
軍
事
費
は
当
該
諸
地
域
の
自
弁
で
ま
か
な
え
る
規
模
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
諸
領
邦
か

ら
提
供
さ
れ
た
租
税
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
提
供
さ
れ
た
援
助
金
（
ト
ル
コ
税
）
が
こ
れ
を
支
え
た
。
さ
ら
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
諸

領
邦
は
、
例
え
ば
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
が
上
部
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
、
内
オ
ー
ス
ト
リ
ア
諸
領
邦
Innerösterreichische
Länder（
シ
ュ

タ
イ
ア
ー
マ
ル
ク
、
ケ
ル
ン
テ
ン
、
ク
ラ
イ
ン
の
三
邦
に
よ
り
構
成
）
が
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
―
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
国
境
線
を
と
い
っ
た
具

合
に
分
担
し
て
、
対
オ
ス
マ
ン
国
境
地
帯
の
防
衛
を
、
現
地
と
協
力
し
て
支
え
も
し
た(
)。
19

二

常
備
軍
の
創
設

火
器
の
発
達
な
ど
に
よ
る
軍
事
技
術
の「
革
命
」的
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
戦
術
・
兵
力
規
模
の
発
展
が
十
六
世
紀
以
降
顕
著
に
な
っ

た
こ
と
（「
軍
事
革
命
」
(
)

）、
そ
し
て
婚
姻
政
策
の
結
果
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
と
西
に
広
大
な
所
領
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、

20

軍
事
の
み
な
ら
ず
従
来
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
大
幅
な
見
直
し
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
の
中
央
行
政
諸
機
関

は
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
一
世
が
一
五
二
六
年
に
公
布
し
た
宮
廷
行
政
制
度
令
H
ofkffanzleiordnungen
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
が
、

こ
の
三
十
年
後
に
設
け
ら
れ
た
宮
廷
軍
事
会
議
H
ofkriegsratが
、
以
後
軍
事
に
お
け
る
最
高
機
関
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
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る(
)。
ま
た
常
備
軍
、
す
な
わ
ち
君
主
が
常
時
手
元
に
保
持
し
て
自
由
に
活
用
で
き
る
軍
隊

21の
必
要
性
を
唱
え
る
声
が
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
や
は
り
こ
の
時
期
で
あ
っ
た(
)。
22

し
か
し
、
あ
る
程
度
統
一
・
整
備
さ
れ
た
軍
制
が
一
応
確
立
さ
れ
る
の
は
、
三
十
年
戦

争
を
経
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
六
四
九
年
、
皇
帝
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
三
世
は
歩
兵

九
個
連
隊
と
騎
兵
十
個
連
隊
を
中
核
と
し
軍
政
国
境
地
帯
の
軍
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
兵
に
よ

り
強
化
さ
れ
た
総
勢
一
万
五
千
〜
二
万
人
規
模
の
混
成
軍
を
、「
軍
の
中
核
eine
„es-

senzvon
einerguten
arm
ada‶」
と
し
て
平
時
に
も
維
持
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
こ
こ

に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
け
る
常
備
軍
の
基
礎
が
す
え
ら
れ
た(
)。
そ
の
主
体
は
依
然

23

と
し
て
傭
兵
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
も
は
や
自
立
意
識
に
富
ん
だ
傭
兵
部
隊
の
集
積
で
は

な
く
、
君
主
に
服
属
し
そ
の
担
当
機
関
に
管
理
さ
れ
る
存
在
に
漸
次
変
貌
し
て
い
っ
た
。

ま
た
当
初
こ
の
常
備
軍
の
維
持
費
を
担
っ
た
の
は
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
除
く
世
襲
諸
領
で
あ
っ

た
が
、
一
七
一
五
年
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
一
七
四
〇
年
代
前
半
に
テ
ィ
ロ
ー
ル
も
こ
れ
に
加

わ
っ
た(
)。
24

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
け
る
常
備
軍
の
兵
員
規
模
は
拡
大
の
一
途
を
辿
っ
た
（
表

一
）。
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
公
称
で
あ
り
、
実
数
は
こ
れ
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た

こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
一
七
四
〇
年
に
お
け
る
兵
数
は
、
公
称

で
は
十
四
万
一
八
〇
〇
で
あ
っ
た
が
、
実
数
は
十
万
七
八
九
二
で
あ
っ
た(
)。
多
少
の
変
動

25

を
顧
慮
し
て
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
以
前
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
実
際
の
兵
数
は

「共通の危機」が国家をつくる
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表1：ハプスブルク君主国における常備軍の（公称）兵員規模の推移
（1650～1790年）

1650(P) 20,000 1710(W) 129,443 1745(W) 203,576 1763(W) 179,93320,000 1710(W) 129,443 1745(W) 203,576 1763(W)

1661(W) 53,000 1720(W) 162,727 1750(P) 156,750 1770(P) 151,64453,000 1720(W) 162,727 1750(P) 156,750 1770(P)

1683(W) 70,000 1730(W) 190,557 1756(P) 156,750 1780(P) 214,27370,000 1730(W) 190,557 1756(P) 156,750 1780(P)

1700(P) 82,122 1740(P) 143,538 1760(W) 201,960 1790(W) 314,78382,122 1740(P) 143,538 1760(W) 201,960 1790(W)

※ 歩兵・騎兵の正規軍のみ（砲兵・国境守備隊は含まず）。Ｐは平時、Ｗは戦
時を表す。

出典： Dickson, Finance and Government, Vol. 2, Appendix A; Hochedlinger,
Austria’s Wars of Emergence, p. 104.
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平時における歩兵・騎兵連隊の数と内訳

騎兵

総数 連隊数 重装騎兵 竜騎兵 フサール 軽騎兵 銃騎兵

32,861 35 20 12 335 20 12

32,861 35 20 12 335 20 12

30,678 40 18 12 1040 18 12

37,358 32 1032 7 8 5 28 5

42,460 32 9 7 8 6 27 8 6

戦時における歩兵・騎兵連隊の数と内訳

騎兵

総数 連隊数 重装騎兵 竜騎兵 フサール 軽騎兵 銃騎兵

49,273 35 20 12 335 20 12

44,609 38 18 14 638 18 14

44,044 43 18 12 12 143 18 12 12

49,946 32 1032 7 8 5 28 5

53,200 32 9 7 8 6 27 8 6



「共通の危機」が国家をつくる
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表2：18世紀ハプスブルク君主国の

年 総兵力
歩兵

総数 連隊数 ドイツ連隊数 ハンガリー イタリア ベルギー

1726 127,613 94,752 47 41 1 2 3127,613 94,752 47 41 1 2

1733 141,713 108,852 47 41 1 2 3141,713 108,852 47 41 1 2

1756 156,750 126,272 54 39 9 2 4156,750 126,272 54 39 9 2

1777 163,613 126,255 57 39 11 2 5163,613 126,255 57 39 11 2

1787 221,572 179,112 57 39 11 2 5221,572 179,112 57 39 11 2

出典：Dickson, Finance and Government, Vol. 2, Appendix A.

表3：18世紀ハプスブルク君主国の

年 総兵力
歩兵

総数 連隊数 ドイツ連隊数 ハンガリー イタリア ベルギー

1728 190,257 140,984 47 41 1 2 3190,257 140,984 47 41 1 2

1735 205,643 161,034 54 46 3 2 3205,643 161,034 54 46 3 2

1758 198,604 154,560 56 39 11 2 4198,604 154,560 56 39 11 2

1779 308,555 258,609 57 39 11 2 5308,555 258,609 57 39 11 2

1789 314,783 261,583 57 39 11 2 5314,783 261,583 57 39 11 2

出典： Dickson, Finance and Government, Vol. 2, Appendix A.



公
称
の
半
分
か
ら
三
分
の
二
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン
は
国
事
詔
書
に
関
し
、
こ
れ
を
確
か

な
も
の
と
す
る
唯
一
の
手
段
は
十
四
万
人
か
ら
な
る
軍
隊
だ
と
述
べ
た
が(
)、
実
態
は
そ
れ
に
程
遠
か
っ
た
。

26

も
っ
と
も
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
は
領
土
が
広
大
な
上
に
基
本
的
に
内
陸
国
で
あ
る
た
め
、「
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
敵
と
面
し
て
い

る
と
こ
ろ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
に
も
な
い
」（
ラ
イ
モ
ン
ト
・
モ
ン
テ
ク
ッ
コ
リ
）
状
態
に
あ
っ
た(
)。

例
え
ば
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争

27

が
勃
発
し
た
際
（
一
七
〇
一
年
）、
皇
帝
は
当
時
有
し
て
い
た
常
備
軍
お
よ
そ
八
万
を
、
イ
タ
リ
ア
に
三
万
、
ド
イ
ツ
に
二
万
、
残
り

三
万
を
（
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
侵
攻
に
備
え
て
）
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
と
い
う
具
合
に
分
散
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る(
)。
こ
う
し
た
状

28

況
は
十
八
世
紀
に
入
り
、
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
の
結
果
南
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
諸
地
域
（
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
、
サ
ル

デ
ィ
ー
ニ
ャ
、
シ
チ
リ
ア
、
ナ
ポ
リ
）
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
段
と
強
ま
っ
た
。
一
七
二
八
年
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国

を
訪
れ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
広
大
か
つ
分
散
し
た
支
配
領
域
を
十
分
に
守
備
で
き
る
だ
け
の
軍
事
力
を
保
持
す
る

こ
と
が
、
も
は
や
国
力
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る(
)。
近
年
の
研
究
で
は
、
国
事
詔
書
Pragm
atische
Sanktion
が

29

制
定
さ
れ
た
際
に
君
主
国
が
少
な
か
ら
ぬ
犠
牲
を
払
い
つ
つ
国
際
的
な
合
意
の
と
り
つ
け
に
腐
心
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事

情
が
存
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(
)。
30

連
隊
の
数
と
内
訳
を
み
る
と
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
諸
領
邦
の
重
要
性
が
顕
著
に
高
ま
っ
て
い
る
様
子
が
如
実
に
窺
え
る
（
表
二
、
三
）。

一
七
三
三
年
ま
で
は
一
つ
き
り
だ
っ
た
歩
兵
連
隊
の
数
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
継
承
戦
争
を
期
に
三
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
を
期
に

九
（
四
二
年
以
降
）、
七
年
戦
争
を
期
に
十
一
（
五
七
年
以
降
）
と
、
そ
の
戦
功
に
比
例
し
て
増
加
し
た
。
ま
た
フ
サ
ー
ル
と
呼
ば
れ

る
ハ
ン
ガ
リ
ー
軽
騎
兵
の
連
隊
の
数
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
前
の
平
時
に
お
い
て
は
三
つ
だ
っ
た
の
が
、
そ
れ
以
降
は
二
ケ

タ
に
達
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
兵
が
君
主
国
の
総
兵
力
に
占
め
る
割
合
も
、
一
七
〇
三
年
の
時
点

で
は
六
・
四
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、九
四
年
に
は
十
九
・
四
％
と
ほ
ぼ
三
倍
に
上
昇
し
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
の
中
に
あ
っ

一橋社会科学 第5号 2008年12月

178



て
と
か
く
そ
の
自
立
性
・
独
自
性
が
強
調
さ
れ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
る
が
、
巨
視
的
に
み
る
と
、
軍
制
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
君

主
国
へ
の
統
合
が
進
み
、
か
つ
そ
の
中
で
比
重
を
高
め
た
こ
と
で
そ
の
存
在
感
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

三

軍
事
行
政
と
諸
身
分

(一
)
「
軍
隊
の
君
主
国
化
」

三
十
年
戦
争
中
の
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
暗
殺
（
一
六
三
四
年
）
を
転
機
と
し
て
、
以
後
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
王
権
は
軍
事
の
中
央
集

権
化
に
着
手
し
た(
)。
制
度
面
に
お
い
て
は
三
十
年
戦
争
中
に
軍
事
監
理
庁
Generalkriegskom
m
issariatが
兵
站
担
当
機
関
と
し

31

て
新
設
さ
れ
、
宮
廷
軍
事
会
議
と
宮
廷
財
務
庁
の
間
で
連
絡
機
関
と
し
て
の
役
割
も
果
た
す
よ
う
に
な
る(
)。
さ
ら
に
国
内
産
業
の
活

32

性
化
を
も
狙
い
と
し
て
、
世
襲
諸
領
内
に
お
け
る
軍
事
産
業
の
育
成
も
図
ら
れ
た(
)。
こ
う
し
て
ホ
ー
ヘ
ド
リ
ン
ガ
ー
が
言
う
と
こ
ろ

33

の
「
軍
隊
の
君
主
国
化
D
ie
„M
onarchisierung‶desH
eeres」
が
、
緩
や
か
に
で
は
あ
る
が
進
行
し
て
い
く
こ
と
と
な
る(
)。

こ
の

34

同
じ
年
、将
帥
に
対
し
て
複
数
の
連
隊
の
同
時
所
持
を
禁
止
し
、ま
た
徴
兵
高
権
W
erbehoheitを
直
接
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

皇
帝
は
い
う
な
れ
ば
自
ら
最
大
の
軍
事
企
業
家
と
な
っ
た
。
ま
た
連
隊
の
維
持
費
お
よ
び
人
員
補
填
も
国
家
が
引
き
受
け
、
連
隊
長

O
brist-Inhaberが
死
亡
・
退
任
し
た
場
合
も
部
隊
は
も
は
や
解
散
せ
ず
、
国
家
が
後
任
を
任
命
し
て
存
続
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

一
六
八
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
を
出
奔
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
臣
下
と
な
っ
た
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
連
隊
長
と

な
っ
て
い
る(
)。
こ
う
し
て
連
隊
長
の
性
格
に
は
将
校
的
側
面
と
傭
兵
隊
長
的
側
面
と
が
混
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
徐
々
に
前
者
が
後

35

者
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
た(
)。
36

し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
般
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
三
十
年
戦
争
以
降
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
い
て
も
、
王
権

「共通の危機」が国家をつくる
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は
国
家
形
成
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
権
力
を
支
配
下
の
諸
地
域
・
諸
領
邦
に
行
き
渡
ら
せ
る
な
ど
と

い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
王
権
は
諸
身
分
に
具
現
化
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
「
中
間
的
諸
権
力
」
の

打
破
・
解
体
な
ど
は
考
え
ず
、
彼
ら
を
通
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら
と
共
に
統
治
す
る
道
を
選
択
し
た(
)。

イ
ギ
リ
ス
公
使

37

ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
一
七
三
五
年
に
本
国
に
送
っ
た
報
告
に
お
い
て
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
が
「
父
帝
を
心
か
ら
敬
愛
し
て
は
い
る
が
、

彼
を
ほ
と
ん
ど
諸
領
邦
の
管
理
人
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
が(
)、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
権
力
・
統
治
シ
ス
テ
ム
の

38

複
合
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
、
三
十
年
戦
争
以
降
の
「
近
世
後
期
」
に
あ
っ
て
も
、
王
権
に
と
っ
て
諸
身
分
と
の
協
働
は
不

可
避
で
あ
り
、
彼
ら
と
の
合
意
形
成
は
依
然
と
し
て
国
政
上
の
最
大
の
課
題
で
あ
り
続
け
た
。
軍
事
に
お
い
て
も
こ
れ
は
同
様
で
あ

り
、
む
し
ろ
諸
身
分
は
軍
事
面
に
お
け
る
貢
献
に
よ
り
、
三
十
年
戦
争
以
降
も
そ
の
権
力
と
影
響
力
を
保
ち
続
け
た
と
い
え
る(
)。
こ

39

の
時
期
に
は
ま
だ
制
度
的
な
整
備
・
統
一
も
ま
ま
な
ら
ず
、
例
え
ば
内
オ
ー
ス
ト
リ
ア
諸
領
邦
の
諸
身
分
は
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
―
ス

ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
に
お
け
る
軍
政
国
境
地
帯
を
監
督
す
る
官
庁
と
し
て
独
自
に
（
中
央
官
庁
と
同
名
の
）「
宮
廷
軍
事
会
議
」
を
一
五
七
八

年
に
シ
ュ
タ
イ
ア
ー
マ
ル
ク
の
首
都
グ
ラ
ー
ツ
に
設
け
て
い
た
が(
)、

こ
れ
は
一
七
〇
五
年
に
中
央
の
宮
廷
軍
事
会
議
の
下
部
組
織
と

40

さ
れ
は
し
た
も
の
の
存
続
し
続
け(
)、

一
七
三
七
年
の
時
点
に
お
い
て
も
、「
こ
の
国
境
地
帯
は
、
帝
国
の
領
域
と
い
う
よ
り
も
シ
ュ
タ

41

イ
ア
ー
マ
ル
ク
の
君
主
国
だ
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
権
限
と
影
響
力
を
保
持
し
た(
)。
ま
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
諸
身
分
は
、
一
五
一
一
年

42

に
制
定
さ
れ
た
「
ラ
ン
ト
小
書
Landlibell」
に
依
拠
し
て
民
兵
制
に
基
づ
く
固
有
の
軍
制
を
堅
持
し
、
中
央
か
ら
の
た
び
重
な
る
軍

事
負
担
・
軍
制
改
革
に
関
す
る
要
求
に
対
し
、
頑
強
に
抵
抗
を
続
け
た(
)。
こ
れ
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
お
よ
び
前
部
オ
ー
ス
ト
リ
ア(
)も
同
様

43

44

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
領
邦
は
、
時
に
多
少
の
改
変
は
許
容
し
つ
つ
も
、
い
ず
れ
も
独
自
の
軍
制
を
長
く
維
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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(二
)
兵
站
と
租
税

軍
事
の
実
務
面
に
お
い
て
王
権
が
諸
身
分
に
依
存
す
る
度
合
は
強
か
っ
た
。
軍
の
兵
站
・
宿
営
・
駐
屯
に
関
す
る
諸
業
務
は
、
中

央
の
官
庁
あ
る
い
は
近
隣
の
諸
領
邦
と
協
力
し
つ
つ
在
地
の
諸
身
分
が
担
当
し
て
経
費
を
提
供
し
た
し
、
兵
士
の
乱
暴
狼
藉
か
ら
臣

民
を
守
る
義
務
も
諸
身
分
が
負
っ
た(
)。

こ
れ
ら
の
諸
負
担
は
中
世
以
来
の
伝
統
・
慣
習
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
世
に
お
い

45

て
軍
の
規
模
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
こ
と
で
、
そ
の
遂
行
は
著
し
く
困
難
に
な
っ
た(
)。
例
え
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
中
の
一
七

46

四
七
年
に
、
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
諸
身
分
は
、
租
税
九
〇
万
グ
ル
デ
ン
お
よ
び
財
産
税
五
〇
万
グ
ル
デ
ン
に
加
え
、
兵
站
に
関
し
て

総
額
四
〇
万
四
五
〇
八
グ
ル
デ
ン
二
〇
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
に
達
す
る
金
銭
負
担
を
負
っ
て
い
る(
)。
し
か
も
実
際
に
は
、
さ
ら
に
諸
々
の

47

臨
時
的
な
現
物
負
担
が
加
わ
っ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
軍
の
規
模
の
拡
大
に
比
例
し
て
進
行
し
た
軍
需
の
拡
大
が
、
関
連
諸
地
域
の
経
済
状
況
に
好
影
響
を
も
た
ら
し
た
と

い
う
効
果
も
あ
っ
た(
)。
十
七
世
紀
に
お
け
る
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
経
済
不
況
か
ら
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
が
い
ち
早
く
抜
け
出
し
た

48

主
因
の
一
つ
と
し
て
、
一
六
八
三
年
以
降
の
一
連
の
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
が
も
た
ら
し
た
「
特
需
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(
)。

諸
身
分
を

49

な
す
領
主
層
は
こ
う
し
た
機
会
を
着
実
に
と
ら
え
、
増
収
に
成
功
し
た(
)。
50

し
か
し
、
こ
う
し
た
兵
站
に
関
す
る
諸
負
担
は
そ
の
性
質
上
い
つ
ど
の
よ
う
な
形
で
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う

問
題
が
あ
っ
た
た
め
、
身
分
を
問
わ
ず
当
該
地
域
の
住
民
に
ひ
ど
く
嫌
悪
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
兵
士
の
給
与
は
国
家
が
支
払
う
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
十
分
で
な
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
諸
身
分
が
特
別
な
手
当
を
支
給
し
た
。
例
え
ば
一
七
三
〇
年
代

に
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
最
高
宮
内
長
官
を
務
め
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
ラ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
同
地
の
場
合
、
兵
士
は
何
ヶ
月
に
も
わ

た
っ
て
給
与
を
受
け
取
っ
て
お
ら
ず
、諸
身
分
に
よ
る
特
別
の
援
助
が
な
け
れ
ば
、軍
は
と
う
に
軍
隊
と
し
て
の
体
を
な
さ
な
く
な
っ

て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う(
)。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
当
時
他
で
も
頻
繁
に
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た(
)。
一
七

51

52
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四
六
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
あ
る
試
算
に
よ
る
と
、
兵
士
に
対
す
る
未
払
い
給
与
の
総
額
は
、
四
〇
〇
万
グ
ル
デ
ン
を
超
え
て
い
た(
)。
53

そ
し
て
従
来
か
ら
特
に
そ
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
事
実
上
の
軍
事
費
と
し
て
の
租
税
提
供
と
い
う
重
大
な
負
担

が
あ
っ
た
。
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
租
税
提
供
以
外
の
分
野
に
お
け
る
諸
身
分
の
軍
事
上
の
貢
献
に
つ
い
て
の
検

討
を
主
題
と
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
租
税
収
入
が
国
家

歳
入
の
五
〜
七
割
を
占
め
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
期
に
租
税
の
額
が
お
よ
そ
七
倍
に
増
大
し
た
こ
と(
)、
そ
し
て
租
税
以
外
に
も
国
債

54

の
引
受
や
貸
付
金
の
提
供
と
い
っ
た
形
に
よ
り
、
諸
身
分
が
絶
え
ず
破
綻
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
国
家
財
政
を
支
え
る
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
の
三
点
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
く(
)。
55

(三
)
領
邦
徴
兵
制

本
稿
の
主
題
に
関
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
領
邦
徴
兵
制
Landrekrutenstellung」
の
出
現
で
あ
る(
)。
こ

56

れ
は
三
十
年
戦
争
中
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
戦
争
期
（
一
六
三
〇
〜
三
五
年
）
に
お
い
て
、
消
耗
著
し
い
皇
帝
軍
に
諸
領
邦
か
ら
兵
員
が

提
供
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
必
要
に
応
じ
て
領
邦
防
衛
の
た
め
に
諸
身
分
が
徴
募
・
編
成
し
て
君
主

に
提
供
す
る
従
来
の
民
兵
軍
に
は
問
題
が
多
く
、
三
十
年
戦
争
（
と
り
わ
け
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
参
戦
以
降
）
に
お
い
て
は
、
も
は
や
有

用
な
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
一
六
四
〇
年
代
か
ら
各
地
の
諸
身
分
は
危
急
の
際
に
、
武
装
・
軍
装
と
も
に
整
い
、

領
邦
貴
族
を
士
官
と
す
る
歩
兵
隊
Landesregim
enterお
よ
び
騎
兵
隊
Landschaftffsdragonerを
既
存
の
正
規
軍
に
倣
っ
て
組

織
し
た
。
そ
し
て
危
難
が
去
る
と
諸
身
分
は
こ
の
軍
隊
を
君
主
に
提
供
し
、
君
主
は
こ
れ
を
も
っ
て
既
存
の
軍
の
損
失
を
充
当
し
た

の
で
あ
っ
た
。

三
十
年
戦
争
の
終
結
に
伴
い
、
こ
の
制
度
は
い
っ
た
ん
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
、
常
備
軍
の
兵
員
規
模
拡
大
に
伴
っ
て
兵
士
の
需
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要
が
供
給
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
制
度
は
再
度
脚
光
を
浴
び
る
こ

と
と
な
る
。
王
権
は
第
二
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
（
一
六
八
三
年
）
と
そ
れ
以
降
の

対
オ
ス
マ
ン
戦
争
の
遂
行
に
際
し
、
現
下
の
危
難
が
「
共
通
の
危
機
」
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
、
さ
し
あ
た
り
世
襲
諸
領
の
諸
身
分
に
対
し
、
租
税
提
供
と

並
ん
で
常
備
軍
を
維
持
・
補
充
す
る
た
め
の
兵
馬
・
糧
秣
の
提
供
を
も
戦
時
に

お
け
る
事
実
上
の
義
務
と
す
る
こ
と
に
、
十
七
世
紀
末
ま
で
に
成
功
し
た
の
で

あ
っ
た
（
表
四
）。

こ
の
制
度
に
お
い
て
は
、
ま
ず
諸
連
隊
が
必
要
な
人
員
を
そ
れ
ぞ
れ
に
報
告

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
を
中
央
の
軍
事
諸
官
庁
が
と
り
ま
と
め
て
合

算
し
、
要
請
す
る
兵
馬
の
数
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
租
税
徴
集
に
お
け
る
領

邦
間
の
負
担
比
率(
)に

沿
っ
て
諸
領
邦
に
割
り
当
て
ら
れ
、
例
え
ば
要
請
さ
れ
た

57

兵
数
が
二
万
の
場
合
、
ボ
ヘ
ミ
ア
は
六
五
二
八
人
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
は
二
一
七
六

人
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
は
四
三
五
二
人
、
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
二
三
一
四
人
、

上
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
一
一
五
八
人
、
シ
ュ
タ
イ
ア
ー
マ
ル
ク
は
一
七
二
六
人
、

ケ
ル
ン
テ
ン
は
一
〇
一
三
人
、
ク
ラ
イ
ン
は
七
二
三
人
を
提
供
す
る
こ
と
と

な
っ
た(
)。
中
央
が
携
わ
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
、
そ
の
後
は
各
地
の
諸
身
分
の
行

58

政
機
関
が
メ
ン
バ
ー
に
負
担
を
割
り
当
て
、
実
際
の
徴
兵
作
業
か
ら
武
器
・
軍

装
・
三
ヶ
月
分
の
月
給
の
供
与
お
よ
び
身
体
検
査
ま
で
担
当
し
、
軍
馬
・
糧
秣

「共通の危機」が国家をつくる
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表4：ボヘミア・オーストリア諸領邦による兵員提供数の推移（1688～1748年）

1688 17,000 1704 20,000 1713 20,000 1735 25,000 1744 24,00017,000 1704 20,000 1713 20,000 1735 25,000 1744

1691 24,000 1705 20,000 1714 20,000 1736 25,000 1745 40,00024,000 1705 20,000 1714 20,000 1736 25,000 1745

1692 12,000 1706 29,500 1715 5,000 1737 20,000 1746 30,00012,000 1706 29,500 1715 5,000 1737 20,000 1746

1693 12,000 1707 20,000 1716 20,000 1738 25,000 1747 30,00012,000 1707 20,000 1716 20,000 1738 25,000 1747

1694 15,800 1708 20,000 1717 20,000 1739 25,000 1748 30,00015,800 1708 20,000 1717 20,000 1739 25,000 1748

1698 12,000 1709 20,000 1718 20,000 1740 20,00012,000 1709 20,000 1718 20,000 1740

1701 15,000 1710 20,000 1719 20,000 1741 15,00015,000 1710 20,000 1719 20,000 1741

1702 15,000 1711 20,000 1720 20,000 1742 20,00015,000 1711 20,000 1720 20,000 1742

1703 21,000 1712 20,000 1734 25,000 1743 24,00021,000 1712 20,000 1734 25,000 1743

出典：Hochedlinger, Der gewaffnete Doppeladler, S. 246; NÖLA. LH. 1688-1748.



物
資
を
含
め
て
提
供
し
た
。
例
え
ば
上
述
の
兵
数
二
万
の
事
例
の
場
合
、
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
重
装
騎
兵
用
の
軍
馬
四
六
三
頭
、

竜
騎
兵
用
の
軍
馬
二
三
三
頭
、
小
麦
四
万
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
、
カ
ラ
ス
麦
二
万
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
の
提
供
が
同
時
に
求
め
ら
れ
る
の
が
常

で
あ
っ
た(
)。
59

た
だ
し
、
先
に
述
べ
た
兵
站
関
連
の
負
担
と
同
様
、
こ
う
し
た
諸
負
担
も
し
ば
し
ば
金
銭
に
よ
る
代
納
で
処
理
さ
れ
た(
)。

例
え
ば

60

一
七
四
八
年
度
分
と
し
て
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
兵
員
三
二
四
一
人
、
軍
馬
一
一
七
九
頭
を
要
請
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
兵
員
は
半
数

の
一
六
二
一
人
を「
現
物
」、残
り
一
六
二
〇
人
を
一
人
あ
た
り
六
一
グ
ル
デ
ン
の
計
算
で
金
銭
に
て
提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
軍
馬
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
は
戦
場
が
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
べ
て
金
銭
で
提
供
す

る
よ
う
王
権
側
か
ら
要
望
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
半
ば
慣
例
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
一
頭
あ
た
り
重
装
騎
兵
用
軍
馬
一
〇
〇
グ
ル
デ

ン
、
竜
騎
兵
用
軍
馬
八
五
グ
ル
デ
ン
と
換
算
さ
れ
て
提
供
が
な
さ
れ
た(
)。
61

し
か
し
、
領
邦
徴
兵
制
の
導
入
は
、
良
質
な
兵
士
の
提
供
を
保
証
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
兵
士
の
確
保
が
困
難
で

あ
っ
た
の
は
諸
身
分
の
側
も
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
彼
ら
は
自
身
の
領
民
を
兵
員
と
し
て
提
供
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
し
か

し
彼
ら
は
領
主
と
し
て
の
見
地
か
ら
こ
れ
に
消
極
的
で
、
所
領
内
の
貧
民
、
下
層
民
、
あ
る
い
は
軽
犯
罪
者
を
提
供
す
る
に
留
め
て

「
良
民
」
の
保
護
に
努
め
る
の
が
常
で
あ
り
、
こ
の
た
め
王
権
側
が
強
制
的
な
徴
募
を
促
す
こ
と
も
あ
っ
た(
)。
62

四

「
公
益
」
を
め
ぐ
っ
て

「
危
機
」
の
た
び
ご
と
に
増
大
し
て
い
く
負
担
に
対
し
、
諸
身
分
は
決
し
て
従
順
に
従
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
領
邦
議
会
に
お

け
る
折
衝
に
お
い
て
は
、
王
権
側
が
「
共
通
の
危
機
」「
公
益
Gem
einw
ohl」「
君
主
国
の
保
全
Conservation
desU
niversi」
を
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持
ち
出
し
て
要
請
を
正
当
化
す
る
の
に
対
し
、
諸
身
分
側
が
負
担
の
過
重
と
「
虐
げ
ら
れ
、
貧
窮
に
あ
え
ぐ
臣
民
」
の
苦
境
を
強
調

し
て
抵
抗
し
、
王
権
側
が
少
な
か
ら
ず
譲
歩
し
て
決
着
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
末
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
は
バ
ル
カ

ン
半
島
で
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
し
華
々
し
い
戦
勝
を
重
ね
た
が
、
一
方
で
こ
の
時
期
は
租
税
要
請
を
め
ぐ
り
、
王
権
と
諸
身
分
の
対

立
が
も
っ
と
も
先
鋭
化
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た(
)。
63

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
戦
争
に
お
い
て
も
、
王
権
は
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
の
時
と
同
じ
く
「
公
益
と
君
主
国
の
保
全
」
を
声
高

に
喧
伝
し
て
戦
争
の
遂
行
に
血
道
を
あ
げ
た
が
、
諸
身
分
側
は
こ
れ
に
容
易
に
同
意
せ
ず
、
合
意
の
形
成
は
困
難
と
な
っ
た(
)。
例
え

64

ば
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
場
合
、
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
の
末
期
に
あ
た
る
一
七
一
二
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
租
税
協
定
の
更
新
を
め
ぐ
る

交
渉
に
お
い
て
、
君
主
側
が
戦
時
に
お
け
る
租
税
額
を
八
〇
万
グ
ル
デ
ン
、
平
時
の
そ
れ
を
六
〇
万
グ
ル
デ
ン
と
す
る
よ
う
提
案
し

た
の
に
対
し
、
同
地
の
諸
身
分
は
戦
時
と
平
時
の
区
別
を
つ
け
ず
に
租
税
額
を
一
律
六
〇
万
グ
ル
デ
ン
（
た
だ
し
最
初
の
一
年
は
五

〇
万
グ
ル
デ
ン
）
と
し
た
上
で
、
戦
時
に
お
け
る
租
税
の
追
加
要
請
は
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
の
場
合
に
限
っ
て
顧
慮
す
る
と
す
る
対
案

を
提
示
し
て
い
る(
)。

こ
う
し
て
彼
ら
は
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
と
そ
れ
以
外
の
戦
争
と
を
明
確
に
区
別
し
、
後
者
を
容
易
に
「
公
益
」
あ

65

る
い
は
「
共
通
の
危
機
」
に
関
わ
る
も
の
と
は
認
め
な
い
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
方
、
近
世
に
お
け
る
戦
争
の
規
模
の
拡
大
に
対
し
、
旧
来
の
領
邦
単
位
の
防
衛
シ
ス
テ
ム
で
は
と
う
て
い
対
応
で
き
な

い
こ
と
も
、
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
近
世
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
い
て
、
諸
身
分
の
中
核
を
な
す
大
貴
族

は
宮
廷
お
よ
び
中
央
行
政
に
幅
広
く
進
出
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
複
数
の
領
邦
に
所
領
お
よ
び
諸
身
分
資
格
を
所
有
し
て
い
た

ば
か
り
か
、
姻
戚
関
係
な
ど
を
通
じ
て
相
互
に
関
係
を
深
め
て
い
た(
)。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
王
権
と
「
中
間
的
諸
権
力
」
の
利
害
は
、

66

結
果
と
し
て
広
範
に
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
特
に
軍
事
に
関
し
、
王
権
と
諸
身
分
の
間
に
協
働
的
な
関
係
が
深
ま
る

「共通の危機」が国家をつくる
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よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
領
邦
議
会
の
開
会
時
期
は
年
に
一
度
年
明
け
早
々
と
す
る
こ
と
が
十
六
世
紀
以
降
ど
こ
に
お
い
て
も

通
例
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
一
月
一
日
に
始
ま
る
「
軍
事
年
度
M
ilitärjrahr」
に
合
わ
せ
た
予
算
編
成
を
希
望
す
る
君
主
側
の
要
請

に
よ
っ
て
、
一
七
〇
六
年
以
降
は
す
べ
て
の
領
邦
に
お
い
て
、
前
年
の
最
後
の
四
半
期
中
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(
)。

ま
た
一

67

七
二
二
年
の
租
税
交
渉
に
お
い
て
、
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
諸
身
分
は
軍
を
領
邦
の
安
寧
を
守
る
存
在
と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
君
主
国

の
最
も
偉
大
な
宝
das
grösste
K
leinod
des
U
niversi」
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
維
持
の
た
め
の
租
税
提
供
に
応
じ

る
旨
を
表
明
し
て
い
る(
)。
68

さ
ら
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
継
承
戦
争
の
際
、
そ
の
勃
発
の
直
後
か
ら
王
権
は
深
刻
な
財
政
危
機
に
陥
っ
た
た
め
、
財
産
税
の
徴
収
が
提

案
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
枢
密
会
議
で
は
、
諸
領
邦
と
の
間
に
取
り
結
ん
だ
租
税
協
定
に
お
い
て
は
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
の
場

合
に
の
み
追
加
徴
税
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
当
初
難
色
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
議
長
で
あ
り
ま
た
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
領
邦

長
官
も
兼
任
し
て
い
た
ア
ロ
イ
ス
・
ハ
ラ
ッ
ハ
は
、
現
下
の
状
況
は
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
の
時
期
よ
り
も
危
機
的
で
あ
り
、
よ
っ
て
誰

も
が
非
常
手
段
を
も
っ
て
「
公
衆
publicum
」
を
救
済
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
財

産
税
の
徴
収
が
決
定
さ
れ
た(
)。
69

ま
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
諸
身
分
も
、
常
備
軍
の
必
要
性
を
認
め
た
後
は
、
そ
の
維
持
に
必
要
な
経
費
の
支
出
を
執
拗
に
拒
む
こ
と
は

な
か
っ
た(
)。
さ
ら
に
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
は
、「
再
カ
ト
リ
ッ
ク
化
」
運
動
と
並
び
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
貴
族
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
王
権
に
仕

70

え
、
栄
達
を
果
た
す
機
会
と
な
っ
た(
)。
も
と
よ
り
領
邦
ご
と
に
温
度
差
は
あ
っ
た
が(
)、
総
じ
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
の
諸
身
分
を

71

72

成
す
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト
層
は
、
彼
ら
の
「
特
権
」
が
尊
重
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
君
主
国
の
安
寧
と
自
身
お
よ
び
領
邦
の
そ
れ

と
を
重
ね
合
わ
せ
る
思
考
を
、
徐
々
に
王
権
と
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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五

「
啓
蒙
絶
対
主
義
」
期
（
一
七
四
〇
〜
九
〇
年
）
に
お
け
る
諸
改
革

(一
)
一
七
四
〇
〜
六
五
年

一
七
三
三
年
以
降
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
継
承
戦
争
、
対
オ
ス
マ
ン
戦
争
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争

と
、
連
続
し
て
足
掛
け
十
五
年
に
わ
た
る
戦
争
を
一
時
も
離
脱
す
る
こ
と
な
く
戦
っ
た(
)。
こ
の
う
ち
本
稿
の
主
題
と
の
関
連
で
決
定

73

的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
（
一
七
四
〇
〜
四
八
年
）
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
に
お
い
て
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
君
主
国
が
解
体
の
危
機
に
直
面
し
た
際
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
諸
身
分
に
よ
る
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
へ
の
劇
的
な
支
援
表
明
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、
諸
身
分
は
こ
れ
を
明
ら
か
な
「
共
通
の
危
機
」
で
あ
る
と
捉
え
た
。
彼
ら
は
、「
光
輝
あ
る
オ
ー
ス
ト

リ
ア
王
家
の
正
当
な
る
本
分
そ
し
て
名
誉
の
守
護
と
維
持
、
そ
し
て
ま
た
世
襲
所
領
の
守
ら
れ
る
べ
き
自
由
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

こ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
諸
身
分
資
格
保
持
者
は
生
命
財
産
を
進
ん
で
な
げ
う
つ
覚
悟
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ど

ち
ら
も
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
」
と
述
べ
て
王
権
を
支
援
す
る
こ
と
を
明
白
に
表
明
し(
)、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
の
遂
行
に
積

74

極
的
に
協
力
し
た
の
で
あ
る(
)。「
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
王
位
が
救
わ
れ
た
の
は
、
フ
サ
ー
ル
の
名
で
知
ら
れ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
軽
騎
兵

75

の
武
勇
の
お
か
げ
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
反
抗
的
と
見
な
さ
れ
て
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
も
政
治
的
に
当
て
に
し
て
い
た
は
ず
の

ハ
ン
ガ
リ
ー
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
背
後
か
ら
攻
撃
し
て
独
立
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
プ
ラ
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
ザ
ン
ク
ツ
ィ

オ
ー
ン
の
内
容
の
と
お
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
そ
の
世
襲
領
に
「
不
可
分
」
に
結
び
つ
い
た
こ
と
に
よ
る
」
と
い
う
Ｈ
・
バ
ラ
ー

ジ
ュ
・
エ
ー
ヴ
ァ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
つ
い
て
の
指
摘
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
戦
争
は
、
王
権
そ
し
て
諸
身
分
、
さ
ら
に
は
平
民
ま
で

含
む
国
内
諸
勢
力
の
幅
広
い
統
合
・
結
束
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た(
)。
76

「共通の危機」が国家をつくる
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オ
ス
マ
ン
帝
国
に
代
わ
る
脅
威
と
し
て
台
頭
し
た
「
恐
る
べ
き
隣
国
」
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
警
戒
心
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承

戦
争
の
終
結
後
も
王
権
と
諸
身
分
の
間
に
「
共
通
の
危
機
」
意
識
を
継
続
さ
せ
、
四
八
年
か
ら
そ
の
翌
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
一

連
の
国
政
改
革
が
実
現
す
る
上
で
の
決
定
的
な
背
景
と
な
っ
た
。
改
革
の
主
導
者
と
な
っ
た
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
の
貴
族
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
ウ
グ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
諸
身
分
に
大
き
く
依
存
し
て
き
た
従
来
の
軍
事
行
政
の
あ
り
方
を
廃
し
て
軍
事
の
一

切
を
国
家
が
直
接
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
そ
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
新
た
な
租
税
シ
ス
テ
ム

の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
彼
は
さ
し
あ
た
り
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
除
く
世
襲
諸
領
に
狙
い
を
定
め
、
そ
の
防
衛
に
必

要
な
兵
数
を
一
〇
万
八
千
人
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
常
時
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
年
間
租
税
収
入
を
一
四
〇
〇
万
グ
ル
デ
ン
と
査

定
し
た
。
そ
し
て
こ
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
、
諸
領
邦
に
対
し
、
宿
営
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
軍
事
関
連
の
義
務
・
負
担
か
ら
解
放
す

る
代
わ
り
、
従
来
の
約
二
倍
の
租
税
を
課
す
必
要
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る(
)。
ハ
ウ
グ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
こ
の
提
案
は
、
一
貫
し
て
プ
ロ

77

イ
セ
ン
の
脅
威
を
強
調
し
「
共
通
の
危
機
」
意
識
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
の
修
正
を
経
つ
つ
も
諸
身
分
の
認
可
を
得
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た(
)。
78

た
だ
し
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
実
現
し
た
国
家
に
よ
る
軍
事
の
独
占
管
理
は
、
導
入
か
ら
わ
ず
か
数
年
で
、
期
待
し
た
よ
う
な
効

果
を
生
ま
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
国
は
膨
大
な
資
金
を
投
じ
、主
と
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
募
兵
活
動
を
お
こ
な
っ
た
が
、

こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
兵
士
の
質
は
劣
悪
で
、
脱
走
率
が
急
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
五
五
年
、
四
八
年
に
世
襲
諸
領
の
諸

身
分
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
租
税
協
定
に
背
く
形
で
、
領
邦
徴
兵
制
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た(
)。
こ
う
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル

79

ク
君
主
国
は
翌
年
に
勃
発
し
た
七
年
戦
争
を
、
ふ
た
た
び
旧
来
の
軍
事
行
政
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
、
諸
身
分
の
協
力
を
仰
ぎ
つ
つ
戦

う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る(
)。
そ
し
て
こ
の
戦
争
に
お
い
て
も
、
諸
身
分
は
「
共
通
の
危
機
」
意
識
に
基
づ
い
て
、
王
権
に
協
力
し

80

た
。
戦
費
・
兵
員
の
調
達
や
負
債
の
償
却
な
ど
に
関
し
て
諸
身
分
の
支
援
が
不
可
欠
と
な
っ
た
こ
と
で
、
以
後
諸
身
分
の
勢
威
は
高
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ま
っ
た
。
端
的
に
い
っ
て
、「
七
年
戦
争
は
諸
身
分
の
地
位
を
強
化
し
た
」（
ピ
ー
タ
ー
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
）
の
で
あ
っ
た(
)。
81

(二
)
一
七
六
五
〜
九
〇
年

す
で
に
七
年
戦
争
の
最
中
か
ら
、
政
府
内
で
は
軍
制
改
革
に
関
す
る
議
論
が
再
燃
し
て
い
た(
)。

こ
こ
で
軍
部
か
ら
主
張
さ
れ
た
の

82

は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
カ
ン
ト
ン
制
、
す
な
わ
ち
領
土
を
徴
兵
区
に
分
け
、
各
区
に
特
定
の
連
隊
に
対
す
る
兵
員
提
供
義
務
を
負
わ
せ

る
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宰
相
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
・
ア
ン
ト
ン
・
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
に
強
硬
に
反
対
し

た
。
彼
は
第
一
次
国
政
改
革
の
基
本
原
則
で
あ
っ
た
軍
と
民
の
明
白
な
区
分
を
堅
持
し
、
軍
事
の
「
国
有
化
」
を
推
進
す
る
一
方
、

諸
領
邦
と
そ
の
臣
民
を
「
軍
の
圧
力
」
か
ら
解
放
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
た
。
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
カ
ン
ト
ン
制
は
「
最

悪
の
奴
隷
制
に
し
て
暴
力
行
為
」
で
あ
り
、
君
主
国
を
構
成
す
る
諸
領
邦
の
国
制
に
ま
っ
た
く
そ
ぐ
わ
ず
、
健
全
な
「
国
民
精
神

N
ationalgeist」
を
も
つ
人
々
に
一
定
の
自
由
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
を
発
展
さ
せ
増
収
を
図
ろ
う
と
い
う
、
彼
の
、
そ
し

て
第
一
次
国
政
改
革
の
基
本
理
念
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る(
)。
83

し
か
し
六
五
年
に
父
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
の
後
を
受
け
て
即
位
し
た
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
模
範
と
し
て
軍
隊
と
社
会

を
緊
密
に
結
合
さ
せ
、
軍
役
を
通
し
て
人
々
の
共
属
意
識
を
高
め
国
家
に
対
す
る
奉
仕
の
精
神
を
涵
養
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う

考
え
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
た
め
、
軍
部
に
与
し
て
カ
ン
ト
ン
制
の
導
入
を
強
く
主
張
し
た(
)。
結
局
、
最
終
的
に
決
断
を
下
し
た
の
は

84

マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
で
、
彼
女
は
躊
躇
し
つ
つ
も
「
熟
慮
の
末
」
ヨ
ー
ゼ
フ
側
の
主
張
を
容
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
一
七
七
〇
年
に
さ
し
あ
た
り
世
襲
諸
領
の
み
を
対
象
と
し
て
徴
募
区
域
制
K
onskriptions-
und

W
erbbezirksystem
が
導
入
さ
れ
、
同
時
に
徴
兵
の
た
め
の
人
口
調
査
も
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(
)。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
層
か

85

ら
激
し
い
反
発
を
受
け
た
た
め
、
施
行
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
元
帥
ラ
シ
は
、
各
領
邦
の
諸
身
分
の
「
愛
国
心
」
に
訴
え
る
こ
と
で

「共通の危機」が国家をつくる
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打
開
を
図
っ
て
い
る
。
最
終
的
に
諸
身
分
は
こ
の
制
度
を
承
認
し
、
作
業
も
十
一
年
を
要
し
た
も
の
の
、
一
応
の
完
了
を
迎
え
た
。

こ
う
し
て
連
隊
は
所
轄
の
区
域
に
お
い
て
諸
身
分
と
交
渉
す
る
こ
と
な
く
、中
央
官
庁
の
協
力
の
も
と
に
直
接
徴
兵
す
る
こ
と
が（
理

論
上
は
）
可
能
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
制
度
を
厳
密
に
実
行
す
る
こ
と
は
必
然
的
に
領
主
権
力
へ
の
介
入
・
侵
害
を
伴
う
た
め
、
実
際
に
は
軍
も
自
由
に

は
振
る
舞
え
ず
、
結
果
と
し
て
以
前
と
同
じ
く
、
在
地
の
領
主
と
そ
の
配
下
に
大
き
く
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
誰
を

兵
役
に
送
る
か
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
領
主
役
人
の
専
権
事
項
と
な
り
、
し
ば
し
ば
貧
民
・
下
層
民
が
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た(
)。
徴

86

募
区
域
制
は
諸
身
分
の
排
除
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
中
間
諸
権
力
そ
の
も
の
の
排
除
に
は
失
敗
し
た
と
い
え
よ
う
。

徴
募
区
域
制
は
七
〇
年
代
後
半
か
ら
漸
次
世
襲
諸
領
以
外
の
諸
領
邦
・
諸
地
域
に
も
導
入
さ
れ
、
一
八
六
八
年
に
一
般
兵
役
制
が

施
行
さ
れ
る
ま
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
け
る
軍
役
の
基
本
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た(
)。
し
か
し
、
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
が
単

87

独
統
治
を
開
始
し
た
八
〇
年
以
降
に
導
入
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
、
前
部
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
事
前
に
議
会

に
お
い
て
諸
身
分
に
諮
ら
な
か
っ
た
た
め
に
激
し
い
抵
抗
を
受
け
、
九
〇
年
に
撤
回
さ
れ
る
に
至
っ
た(
)。
88

な
お
徴
募
区
域
制
の
導
入
に
先
立
ち
、
六
六
年
に
は
、
通
常
は
農
民
や
職
人
と
し
て
生
活
す
る
人
々
に
軍
籍
を
付
与
し
、
年
に
数

週
間
教
練
を
課
す
と
い
う
賜
暇
制
度
Beurlaubung
も
や
は
り
プ
ロ
イ
セ
ン
に
範
を
と
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
経
費
の
削
減

に
つ
な
が
る
上
に
平
民
を
軍
隊
に
な
じ
ま
せ
る
効
果
が
あ
る
と
し
て
重
用
さ
れ
、
八
二
年
に
は
こ
う
し
た
兵
士
が
総
兵
力
の
二
〇
％

ま
で
を
占
め
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
こ
の
制
度
は
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
成
功
し
た
が(
)、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
い
て
は
軍

89

に
対
す
る
反
感
を
民
間
に
掻
き
立
て
た
た
め
、
一
八
〇
二
年
に
は
廃
止
さ
れ
た(
)。
90
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(三
)
「
軍
隊
の
君
主
国
化
」
の
進
展

「
軍
隊
の
君
主
国
化
」
を
め
ぐ
る
動
き
は
、
上
述
の
よ
う
な
混
乱
を
抱
え
つ
つ
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
そ
し
て
七
年
戦
争

と
激
し
い
体
験
を
経
る
中
で
、
不
可
逆
的
に
進
行
し
て
い
た(
)。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
の
後
、
も
は
や
常
備
軍
的
傭
兵
軍
の
時
代

91

は
過
去
に
な
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
軍
隊
に
対
す
る
中
央
の
管
理
統
制
が
行
き
届
く
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
四
九
年
か
ら
、
軍
中

央
が
作
成
し
た
共
通
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
兵
士
・
将
校
の
教
練
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る(
)。
こ
の

92

マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
を
通
し
、
徐
々
に
ド
イ
ツ
語
が
軍
隊
に
お
け
る
公
用
語
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
っ
た(
)。
ま
た
五
二
年
に
は
主

93

と
し
て
平
民
を
対
象
と
し
た
士
官
学
校
が
ウ
ィ
ー
ナ
ー
・
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
設
立
さ
れ
、
忠
良
な
軍
人
層
の
育
成
が
図
ら
れ
た(
)。
94

連
隊
の
組
織
・
運
営
に
対
す
る
国
家
の
介
入
も
強
ま
っ
た
。
佐
官
級
将
校
の
任
用
に
宮
廷
軍
事
会
議
の
承
認
が
必
要
と
な
っ
た
の

は
六
五
年
、
軍
装
の
大
幅
な
改
変
が
な
さ
れ
連
隊
の
識
別
が
襟
章
の
色
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
六
七
年
、
従
来
連

隊
長
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
連
隊
に
番
号
制
が
導
入
さ
れ
た
の
は
六
九
年
の
こ
と
で
あ
る(
)。
兵
舎
の
設
置
・
整
備
も
五
〇
年
代
か

95

ら
国
家
の
主
導
に
よ
り
組
織
的
に
推
進
さ
れ
、
宿
営
負
担
の
軽
減
が
図
ら
れ
た(
)。
96

同
様
に
組
織
の
一
元
化
、
そ
し
て
「
周
辺
」
的
な
諸
地
域
を
軍
事
的
に
よ
り
緊
密
に
統
合
す
る
努
力
も
、
継
続
し
て
進
め
ら
れ
た
。

グ
ラ
ー
ツ
の
宮
廷
軍
事
会
議
は
四
三
年
に
廃
止
さ
れ
、
同
地
の
軍
は
国
境
防
衛
用
の
民
兵
軍
か
ら
君
主
国
の
常
備
軍
へ
と
そ
の
性
格

を
変
え
た
。
七
年
戦
争
に
お
い
て
は
こ
の
軍
か
ら
総
計
八
万
人
が
動
員
さ
れ
、
ミ
ラ
ボ
ー
伯
に
「
こ
れ
に
比
肩
す
る
軽
騎
兵
軍
は
な

い
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
軍
功
を
挙
げ
て
い
る(
)。
ま
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
原
則
と
し
て
従
来
の
民
兵
制
に
基
づ
く
防
衛
体
制
を
堅
持
し

97

た
が
、
一
方
で
四
五
年
に
は
、
同
地
に
常
備
軍
連
隊
を
設
置
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
七
一
年
の
時
点
で
そ
の
兵
数
は
六
千
に
達
し

て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
四
千
は
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
領
外
で
任
務
に
あ
た
っ
て
い
る(
)。
ま
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
軍
隊
は
も
っ
と
も
よ
く
集
権

98

化
さ
れ
、
将
校
は
通
常
の
軍
務
の
ほ
か
に
使
者
と
し
て
も
起
用
さ
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
赴
き
、
兵
士
は
ド
イ
ツ
語
を
学
ぶ
こ
と

「共通の危機」が国家をつくる
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が
で
き
た(
)。
こ
の
よ
う
に
世
襲
諸
領
外
の
諸
地
域
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
軍
事
面
に
関
し
て
は
、
統
合
に
向
け
た
全
体
的
な
動
き
に

99

あ
る
程
度
は
同
調
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
改
革
の
実
効
性
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
一
七
七
〇
年
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大

使
は
、
君
主
国
の
軍
隊
は
き
わ
め
て
良
好
な
状
態
に
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
ず
れ
の
国
に
も
引
け
を
取
ら
な
く
な
っ
た
と
本
国
宛

の
報
告
に
記
し
て
い
る
が(
)、

バ
イ
エ
ル
ン
継
承
戦
争
（
一
七
七
八
〜
七
九
年
）
に
お
け
る
軍
事
行
動
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
と

100

は
な
ら
な
か
っ
た(
)。

総
じ
て
制
度
と
実
態
の
間
に
は
引
き
続
き
少
な
か
ら
ず
乖
離
が
み
ら
れ
た
よ
う
で
、
外
面
的
に
は
強
い
印
象
を

101

も
た
ら
す
も
の
の
、
実
戦
に
お
い
て
は
ど
う
か
と
疑
問
を
呈
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た(
)。
102

お
わ
り
に

近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
広
範
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
い
て
も
と
り
わ
け
三
十
年
戦
争
以
降
、
王

権
は
軍
事
・
戦
争
を
主
要
な
起
動
力
と
し
て
、
国
家
形
成
を
主
導
し
て
い
っ
た
。
高
澤
紀
恵
氏
は
三
十
年
戦
争
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
つ

い
て
、「
と
き
の
宰
相
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
は
、
国
家
が
戦
争
と
い
う
「
緊
急
事
態
」
に
あ
る
こ
と
を
絶
え
ず
訴
え
、
そ
の
政
策
を
強
引
に

推
し
進
め
て
い
っ
た
。
こ
の
「
緊
急
事
態
」
の
恒
常
化
が
、
王
権
に
広
範
な
自
由
裁
量
権
を
与
え
、
徴
税
機
構
を
は
じ
め
と
す
る
国

家
装
置
の
発
展
に
寄
与
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が(
)、

こ
れ
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
ま
た
、

103

と
か
く
そ
の
自
立
性
・
独
自
性
が
強
調
さ
れ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
、
軍
事
に
お
い
て
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
へ
の
統
合
の
度
合
を
漸

進
的
に
深
め
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
軍
事
・
戦
争
を
大
き
な
起
動
力
と
し
た
国
家
形
成
の
進
展
は
、
諸
身
分
に
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代
表
さ
れ
る
中
間
的
諸
権
力
の
打
破
な
い
し
排
斥
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
ら
と
の
協
働
の
も
と
に
達
成
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン

グ
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
が
言
う
よ
う
に
、「
諸
身
分
と
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
中
間
的
な
発
展
段
階
に
あ
る
君
主
国
に
と
っ
て
、
国
内
の
資

源
を
活
用
し
、
合
意
を
と
り
つ
け
愛
邦
心
を
喚
起
す
る
上
で
、
傑
出
し
た
手
段
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る(
)。

そ
し
て
王
権
と
諸
身
分
が

104

協
働
的
な
関
係
を
築
く
上
で
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
た
の
は
、
ま
ず
オ
ス
マ
ン
帝
国
、
次
い
で
プ
ロ
イ
セ
ン
の
脅
威
に
よ
っ
て
恒

常
的
に
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、「
共
通
の
危
機
」
意
識
で
あ
っ
た
。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
確
か
に
軍
事
負
担
は
徐
々
に
拡
大
し
、
軍
事
に
対
す
る
国
家
の
権
限
も
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
も
の

の
、
そ
れ
は
常
に
中
世
以
来
の
伝
統
的
慣
習
に
の
っ
と
っ
た
上
で
諸
身
分
と
の
合
意
形
成
を
通
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
制

を
根
本
的
に
変
貌
さ
せ
る
よ
う
な
改
変
は
決
し
て
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
に
お
い
て
は
三
十
年
戦

争
後
に
お
い
て
も
常
に
諸
身
分
と
の
協
調
が
第
一
と
さ
れ
、
彼
ら
と
の
間
で
合
意
形
成
が
見
込
め
な
い
改
革
案
は
、
す
べ
て
実
行
さ

れ
ず
に
終
わ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
中
央
行
政
に
携
わ
る
大
臣
・
官
僚
な
ど
か
ら
は
、
諸
身
分
の
勢
力
を
で
き
る
だ
け
削
減
し
て
中
央

集
権
化
を
進
展
さ
せ
国
力
の
増
大
を
図
ろ
う
と
主
張
す
る
声
が
絶
え
ず
上
が
っ
て
い
た(
)。

し
か
し
一
方
で
、
徴
募
区
域
制
の
導
入
を

105

め
ぐ
る
議
論
に
お
け
る
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
の
主
張
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
諸
領
邦
の
国
制
を
尊
重
す
る
こ
と
と
国
家
利
益
を
追
求
す
る
こ

と
と
の
間
に
原
則
と
し
て
矛
盾
を
見
ず
、
む
し
ろ
こ
の
両
者
の
止
揚
に
よ
っ
て
こ
そ
君
主
国
全
体
の
繁
栄
や
改
革
の
実
現
が
可
能
に

な
る
と
い
う
見
方
も
、中
央
に
お
い
て
根
強
く
存
続
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
諸
身
分
と
の
協
働
志
向
に
変
化
が
生
ま
れ
た
の
は
、ヨ
ー

ゼ
フ
二
世
の
単
独
統
治
期
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ヨ
ー
ゼ
フ
が
諸
身
分
と
の
合
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
極
め
て
軽
視

し
、
上
か
ら
一
方
的
に
中
央
集
権
化
を
推
進
し
た
こ
と
は
国
内
諸
勢
力
の
激
し
い
反
発
を
惹
起
し
た
。
そ
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
そ
の

他
に
お
い
て
徴
募
区
域
制
の
撤
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
最
終
的
に
改
革
全
体
の
挫
折
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る(
)。

こ
れ
は
十
八
世
紀
末
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
諸
身
分
と
の
協
働
が
国
家
運
営
上
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
実

106
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際
に
ヨ
ー
ゼ
フ
の
後
に
即
位
し
た
レ
オ
ポ
ル
ト
二
世
は
、
諸
領
邦
の
国
制
と
諸
身
分
の
特
権
を
尊
重
し
再
確
認
す
る
こ
と
に
ま
ず
着

手
し
、
混
乱
の
収
拾
に
成
功
し
て
い
る(
)。

そ
し
て
革
命
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
は
ま
た
も
や
「
共
通
の
危
機
」
意
識
を
覚
醒
さ
せ
、
王

107

権
と
諸
身
分
の
結
束
を
再
度
促
し
た
の
で
あ
っ
た(
)。
108

一
方
で
、
諸
身
分
の
側
も
、
決
し
て
常
に
中
央
と
対
立
関
係
に
ば
か
り
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
中
央
の
方
針
に
反
発

し
抵
抗
す
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
「
公
益
」
に
反
す
る
行
為
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
中
央
の
施
策
に
問
題
が
あ
る

場
合
も
あ
り
、
宮
廷
軍
事
会
議
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
諸
機
構
の
不
手
際
や
機
能
不
全
と
い
っ
た
事
態
も
多
々
み
ら
れ
た(
)。

そ
し
て

109

諸
身
分
は
こ
う
し
た
事
態
を
た
び
た
び
収
拾
し
、
国
家
運
営
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
少
な
か
ら
ず
変
動
は
あ
っ
た
も
の

の
、
全
体
と
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
の
諸
身
分
は
近
世
を
通
じ
て
王
権
と
の
間
に
相
補
的
・
相
互
依
存
的
関
係
を
築
き
、
対
オ

ス
マ
ン
戦
争
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
、
七
年
戦
争
、
そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
と
い
っ
た
「
共
通
の
危
機
」
を
継
続
的
に
経
験

す
る
中
で
、協
働
の
度
合
を
深
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
顕
著
に
進
行
し
た
の
は
世
襲
諸
領
に
お
い
て
で
あ
る
が
、ハ
ン
ガ
リ
ー
や
テ
ィ

ロ
ー
ル
の
よ
う
に
自
立
意
識
あ
る
い
は
領
邦
意
識
の
強
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
さ
え
、
時
を
経
る
に
つ
れ
て
君
主
国
の
安
寧
と
自
身
の

そ
れ
と
を
結
び
つ
け
る
考
え
は
、
か
な
り
の
程
度
浸
透
し
て
い
っ
た
。「
共
通
の
危
機
」
と
そ
れ
へ
の
対
応
策
と
し
て
の
軍
制
の
発
展

は
、
総
じ
て
国
内
諸
勢
力
の
利
害
を
広
範
に
一
致
さ
せ
る
と
同
時
に
彼
ら
を
そ
の
当
事
者
と
も
な
し
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
の

統
合
に
少
な
か
ら
ず
寄
与
し
た
と
い
え
よ
う
。

(
)
Schum
peter,J.A
.,D
ieK
risedesSteuerstaates.in:D
ers.,A
ufusffätzttezurSoziologoie.T
übingen
1953,S.14.こ
の
著
作
は
、

1
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
研
究
に
お
け
る
重
要
な
キ
ー
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
軍
事
＝
財
政
国
家
M
ilitary
FiscalState」
の
理
論

的
先
駆
と
し
て
、
今
日
ド
イ
ツ
語
圏
の
み
な
ら
ず
、
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
Bonney,R.,Introduction.Bonney
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(ed.),T
heR
isiieofothtteFiFFsiicalStatttettin
E
uropoe,c.1200-1815.O
xfoffrd
1999,p
13;ブ
ラ
デ
ィ
ッ
ク
、
Ｍ
．
Ｊ
．（
酒
井
重
喜
訳
）

『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
国
家
の
成
立
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）。
な
お
こ
れ
に
は
邦
訳
が
あ
る
が
（
木
村
元
一
、
小

谷
義
次
訳
『
租
税
国
家
の
危
機
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）、
Fürstを
「
君
主
」
と
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
領
主
」
と
訳
す
な
ど
、

内
容
の
理
解
に
支
障
を
き
た
す
誤
訳
が
散
見
さ
れ
る
。

(
)
Schum
peter,D
ie
K
rise
des
Steuerstaates,S.16.

2(
)
Schulze,
W
.,
Landesdefeeffnsion
und
Stattatsttbildung.
Studien
zum
K
r
KK
iegsggw
esen
des
inneröstettrreichischen

3
T
e
TT
rritottrialslltattatetts(1((56466-161669)9.W
ien
/
K
öln
/
Graz
1973.

(
)
オ
ー
ス
ト
リ
ア
お
よ
び
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
の
軍
事
関
係
史
料
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
Pauser,J./
Scheutz,M
./

4
W
inkelbauer,
T
h.
(H
g.),
Q
uellenkunde
der
H
a
HH
bsburgrreggrm
onarchie
(1((6.66-18.
JaJJhrhundert)t.
E
in
exem
p
m
lallrisiiches

H
a
HH
ndbuch.W
ien
/
M
ünchen
2004,S.162-204
(1.1.4.M
ilitärw
esen).を
、
ま
た
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
最
重
要
施
設
で
あ

る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
公
文
書
館
の
「
軍
事
文
書
館
」
セ
ク
シ
ョ
ン
Ö
sterreichisches
Staatsarchiv.A
bteilung
K
riegsarchiv

の
史
料
状
況
に
つ
い
て
は
、
http://w
w
w
.oesta.gv.at/site/5006/default.aspx
に
あ
る
各
種
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
参
照
。

(
)
H
ochedlinger,M
.,‘Bella
gerant
alii…
?'O
n
the
State
ofEarly
M
odern
M
ilitary
H
istory
in
A
ustria.in:A
ustrttian

5
H
i
HH
siitottryr
Y
e
YY
arbook.30
(1999),pp.237-277.ま
た
二
十
世
紀
末
ま
で
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
軍
事
史
を
扱
っ
た
研
究
史
と
し

て
、
Broucek,P./Peball,K
.,G
eschichtettderöstettrreichisiichen
M
i
MM
litättrhisiitottriogorarrpahie.K
öln
/W
eim
ar/W
ien
2000.が
あ

る
。

(
)
A
m
m
erer,
G.
/
Godsey,
W
.
D
.
/
Scheutz,
M
.
/
U
rbanitsch,
P.
/
W
eiß,
A
.
S.
(H
g.),
Bündnisiipsartntter
und

6
K
o
KK
nkurrentettn
der
Landesfsüffrsrrtettn?
D
ie
Stättnde
in
der
H
a
HH
bsburgrreggrm
onarchie.W
ien
/
M
ünchen
2007.
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(
)
た
だ
し
一
般
兵
役
制
A
llgem
eineW
ehrpflffichtが
導
入
さ
れ
た
一
八
六
八
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。

7
大
津
留
厚
「﹇
増
補
改
訂
﹈
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
実
験

―
多
文
化
共
存
を
目
指
し
て
」（
春
風
社
、
二
〇
〇
七
年
）
第
三
章
、
武
藤
真
也

子
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
二
重
制
の
形
成
と
軍
制
再
編
」『
東
欧
史
研
究
』
第
二
〇
号
（
一
九
九
八
年
）、
四
五
〜
六
四
頁
。

(
)
H
ochedlinger,
M
.,
D
er
gew
affnete
D
oppeladler.
Ständische
Landesdefension,
Stehendes
H
eer

8
und
„Staatsverdichtung‶
in
derfrffühneuzeitlichen
H
absburgerm
onarchie.in:M
at'a,P./
W
inkelbauer,T
h.(H
g.),D
ie

H
a
HH
bsburgrreggrm
onarchie
162660
bisii
174770.
Leisiitungneggn
und
G
renzen
des
A
bsolutisiim
uspsararrdigiim
as.Stuttgart
2006,S.

227-228.

(
)
バ
ウ
マ
ン
、
Ｒ
．（
菊
池
良
生
訳
）『
ド
イ
ツ
傭
兵
（
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
）
の
文
化
史

中
世
末
期
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
／
非
国
家
組

9
織
の
生
態
誌
』（
新
評
論
、
二
〇
〇
二
年
）。

(
)
例
え
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
場
合
、軍
役
奉
仕
は
自
弁
に
て
一
ヶ
月
間
お
こ
な
う
も
の
と
基
本
的
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
Brunner,O
.,

10
Land
und
H
e
HH
rrsrrchafatff.
G
rundfdrffarrgaaeggn
der
tettrritottrialen
V
e
VV
rfraffssungnsgggsseggschichtett
Ö
stettrreichs
im
M
i
MM
ttettlallltettr.
6
A
uflff.

D
arm
stadt1970,S.360.

(
)
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
入
邦
か
ら
間
も
な
い
時
期
の
騎
士
社
会
の
様
相
を
活
写
し
た
文
芸
書
『
ザ
イ
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
ル

11
ブ
リ
ン
グ
』
第
三
編
「
騎
士
召
集
」（
一
二
九
一
年
頃
成
立
）
は
、
封
臣
に
よ
る
軍
役
奉
仕
が
本
来
ど
の
よ
う
な
原
則
の
も
と
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
か
を
知
る
上
で
好
個
の
文
献
で
あ
る
。
以
下
に
若
干
の
例
を
挙
げ
る
。「
ク
ー
エ
ン
リ
ン
グ
の
殿
よ
、﹇
…
…
﹈
騎
士
三
百

名
を
公
殿
に
、
差
し
出
す
名
誉
を
、
貴
殿
に
は
、
献
ず
る
こ
と
と
致
そ
う
ぞ
。
こ
の
要
請
は
、
貴
殿
へ
の
好
意
に
発
す
る
も
の
に
し
て
、

ま
た
、
貴
殿
の
偉
さ
を
思
う
な
ら
、
当
然
と
い
う
べ
き
勤
め
で
あ
ろ
う
」「
マ
イ
サ
ウ
の
殿
。﹇
…
…
﹈
二
百
名
の
騎
士
た
ち
を
、
公
に

提
供
な
さ
る
が
よ
い
。
し
て
、
そ
の
騎
士
の
面
々
は
、
主
馬
頭
の
ご
家
来
た
る
に
、
相
応
し
く
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
報
酬
は
貴
殿
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が
担
う
の
で
す
ぞ
。
彼
ら
を
戦
場
に
駆
る
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
か
強
要
は
禁
物
禁
物
。
強
制
さ
れ
た
ご
奉
仕
と
、
無
理
に
擦
っ
た
赤
い

頬
、
そ
れ
は
え
て
し
て
物
笑
い
の
種
」「
そ
の
者
﹇
郎
党
﹈
た
ち
は
軍
装
整
い
、
完
璧
な
騎
士
で
あ
る
べ
き
で
、
ど
百
姓
な
ど
一
人
た
り

と
も
混
じ
っ
て
い
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
百
姓
が
い
て
も
よ
ろ
し
い
の
は
、
鞍
係
の
輩
と
限
り
ま
し
ょ
う
」。（
作
者
不
詳
）
平
尾
浩
三
訳

『
ザ
イ
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
ル
ブ
リ
ン
グ

―
中
世
ウ
ィ
ー
ン
の
覇
者
と
騎
士
た
ち
―
』（
郁
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）、
一
二
〜
一
三
頁
。

(
)
H
assinger,H
.,D
ie
Landstände
derösterreichischen
Länder.Zusam
m
ensetzung,O
rganisation
und
Leistung
von
16

12
-
18.Jahrhundert.in:JaJJhrbuch
füffr
Landeskunde
von
N
i
NN
ederöstettrreich.36
(1964),S.989-1035.

(
)
H
ochedlinger,D
er
gew
affffnffete
D
oppeladler,S.230.

13(
)
Stöller,
F.,
Ö
sterreich
im
K
riege
gegen
die
H
usiten
(1420-1436).
in:
JaJJhrbuch
füffr
Landeskunde
von

14
N
i
NN
ederöstettrreich.29
(1929),S.1-88;Schulze,Landesdefeeffnsion
und
Stattatsttbildungn.g

(
)
Gutkas,K
.(H
g.),Landeschronik
N
i
NN
ederöstettrreichs.W
ien
1994,S.10;H
aider,S.,G
eschichtett
O
beröstettrreichs.

15
M
ünchen
1987,S.95-96;T
oiflff,L.,K
riegsgeschehen
und
Landschaftffsw
andel.in:H
eppner,H
./
Reisinger,N
.(H
g.),

Stettierm
arkrr.W
a
WW
ndeleiner
Landsddchafatffim
lallngneggn
18.JaJJhrhundert.ttW
ien
/
K
öln
/
W
eim
ar
2006,S.108-110.

(
)
K
ienast,A
.,D
as
W
ehrw
esen
in
Ö
sterreich.in:O
estettrreichisiicher
E
rbfbofflglleggkriege.174770-174778.N
a
NN
ch
den
FeFFld-A
ktettn

16
und
anderen
authttentisiichen
Q
uellen
bearbeitetttin
der
kriegesgggseggschichtlichen
A
btettilungn
desk.und
k.K
r
KK
iegesggarchivs.1.

Bd.W
ien
1896,S.502-515;Stolz,O
.,W
e
WW
hrverfraffssungn
und
Schützttenw
esen
in
T
irol
von
den
A
nfnäffngneggn
bisii
1918.

Innsbruck
/
W
ien
/
M
ünchen
1960.

(
)
K
ienast,D
as
W
ehrw
esen
in
Ö
sterreich,S.502.

17(
)
Rothenberg,G.E.,T
he
H
absburg
M
ilitary
System
s:Som
e
Reconsiderations.in:K
irály,B.K
.,/
Rothenberg,G.E.

18
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(eds.),SpSecialT
opoicsand
G
enerarrliziiationson
thtte18thtt
and
19thtt
Centuries.(W
a
WW
rand
Societytt
in
E
astCentrttarrlE
uropoe.

V
o
VV
l.I.II).N
ew
Y
ork
1979,pp.361-367.

(
)
H
ochedlinger,M
.,A
ustrttia's
W
a
WW
rsrr
ofoE
m
ergrreggnce.W
a
WW
r,rStatttetts
and
Societytt
in
thtte
H
a
HH
bsburgrr
M
o
MM
narchyh
168663-179777.77

19
London
2003,pp.83-92.

(
)
パ
ー
カ
ー
、
Ｊ
．（
大
久
保
桂
子
訳
）『
長
篠
合
戦
の
世
界
史

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
軍
事
革
命
の
衝
撃
』（
同
文
館
、
一
九
九
五
年
）、
大

20
久
保
圭
子
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
「
軍
事
革
命
」
論
の
射
程
」『
思
想
』
第
八
八
一
号
（
一
九
九
七
年
）、
一
五
一
〜
一
七
一
頁
、
ホ
ー
ル
、
Ｂ
．

Ｓ
．（
市
場
泰
男
訳
）『
火
器
の
誕
生
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
』（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）。

(
)
W
alter,F.,Ö
stettrreichisiiche
V
e
VV
rfraffssungnsgg-und
V
e
VV
rw
altungnsgggsseggschichtett
von
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