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一

【
要
約
】
　
最
近
、
一
八
世
紀
以
前
の
「
古
き
手
工
業
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
単
な
る
経
済
活
動
で
は
な
く
、
包
括
的
で
多
面
的
な
生
活
文
化
を
形
成
し

て
い
た
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
多
面
性
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
都
市
の
市
民
権
と
手
工
業
に
お
け
る
営
業
権
が
一
組
の
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
政
治
的

機
能
を
経
済
的
機
能
と
並
ぶ
「
古
き
手
工
業
」
の
も
う
一
つ
の
重
要
機
能
と
捉
え
、
乎
工
業
が
都
市
の
自
治
体
制
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
一
八
世
紀
以
前
の
都
市
の
在
り
方
を
考
慮
し
て
、
三
つ
の
帝
国
都
市
を
選
び
、
こ
れ
ら
の
都
市
に
お
け
る
政
治
体

制
と
手
工
業
と
の
係
わ
り
を
検
討
の
手
が
か
り
と
し
た
。
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一
八
世
紀
以
前
の
「
古
き
手
工
業
」
が
単
な
る
経
済
活
動
、
営
業
活
動
で
は
な
く
、
包
括
的
で
多
面
的
な
生
活
文
化
を
形
成
し
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
一
九
七
〇
年
代
の
初
め
に
ベ
ル
ク
マ
ン
の
著
作
に
よ
っ
て
こ
の
点
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
以
来
、
工
業
化
時
代
の
手
工
業
を
主
な
対
象
と

す
る
研
究
者
の
間
に
お
い
て
も
常
識
的
な
知
識
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
中
世
や
近
世
初
頭
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
工
業
化

時
代
の
手
工
業
史
の
直
接
的
な
前
提
と
な
る
一
八
世
紀
に
限
っ
て
言
え
ば
、
「
古
き
手
工
業
」
の
こ
の
よ
う
な
包
括
性
、
多
面
性
を
具
体
的
に

肉
づ
け
す
・
作
滋
養
と
進
展
し
て
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
・
多
少
の
疑
問
を
暴
示
せ
ざ
蚤
習
得
な
い
・
天
世
紀
の
雷
害
に
つ
い
岡

て
包
括
性
、
多
面
性
の
呼
称
の
み
が
先
行
し
、
内
実
の
解
明
が
必
ず
し
も
そ
れ
に
伴
わ
な
い
原
因
は
、
次
の
よ
う
な
所
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
　
6
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る
。　

ド
イ
ツ
手
工
業
史
の
研
究
状
況
か
ら
見
る
と
一
八
世
紀
は
一
種
の
狭
間
を
な
し
て
い
る
。
民
俗
学
の
立
場
か
ら
一
八
世
紀
の
「
小
市
民
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

生
活
に
つ
い
て
先
駆
的
な
著
作
を
物
し
た
メ
ラ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
手
工
業
の
黄
金
時
代
は
中
世
か
ら
近
世
初
頭

に
求
め
ら
れ
、
一
八
世
紀
は
「
古
き
手
工
業
」
の
衰
退
期
に
過
ぎ
な
い
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
古
い
時
代
の
手
工
業
史
研
究
の
中

で
は
一
八
世
紀
は
ど
う
し
て
も
「
継
子
」
扱
い
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、
一
八
○
○
年
を
過
ぎ
る
と
、
手
工
業
は
工
業
化
と
の
関
連
で

再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
近
で
は
手
工
業
が
工
業
化
の
中
で
以
前
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
遙
か
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
役
割
を
果
た
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
八
世
紀
の
手
工
業
は
古
い
時
代
の
手
工
業
史
と
近
代
手
工
業
史
の
間
に
取

り
残
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
で
は
、
近
代
手
工
業
史
の
研
究
者
の
間
に
お
い
て
も
、
経
済
活
動
に
特
化
し
た
工
業
化
時
代
の

手
工
業
と
は
異
な
っ
て
、
「
古
き
手
工
業
」
は
多
機
能
性
、
多
面
性
を
備
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
共
通
の
理
解
と
な
っ
て
お
り
、
近
代
手
工

業
史
の
出
発
点
の
状
況
と
し
て
こ
の
多
面
性
が
議
論
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
近
代
手
工
業
史
の
直
接
的
な
関
心
は
飽
く
ま
で

も
一
、
八
○
○
年
以
降
の
手
工
業
の
発
展
に
あ
り
、
一
八
世
紀
の
多
機
能
的
な
手
工
業
の
姿
は
既
に
克
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
あ
る
い
は
克
服
さ
れ

て
し
ま
っ
た
状
態
と
し
て
視
野
の
一
角
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
古
き
手
工
業
」
の
多
面
性
、
包
括
性
は
、
近
代
手
工
業
史
に
と

っ
て
は
分
析
の
対
象
と
い
う
よ
り
、
単
な
る
理
論
的
枠
組
、
あ
る
い
は
背
景
説
明
に
留
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
先
の
ベ
ル
ク
マ
ン
の
著
作

に
お
い
て
も
、
研
究
の
中
心
は
一
九
世
紀
の
ベ
ル
リ
ン
手
工
業
の
発
展
を
経
済
的
、
数
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
の
手
工
業
は
手
工
業
史
の
焦
点
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、

工
業
化
時
代
の
手
工
業
に
直
接
先
行
す
る
一
八
世
紀
の
「
古
き
手
工
業
」
が
通
り
一
遍
の
多
機
能
性
の
指
摘
で
片
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て

好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
時
代
の
「
古
き
手
工
業
」
の
多
面
性
を
も
う
少
し
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
試
み

よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
業
を
実
際
に
進
め
る
段
に
な
る
と
、
今
度
は
単
純
に
包
括
性
、
多
機
能
性
を
強
調
す
る
こ
と
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帝国都市と手工業（谷口）

の
持
っ
て
い
る
も
う
一
つ
の
問
題
点
が
現
れ
て
く
る
。
そ
の
も
う
一
つ
の
問
題
点
と
い
う
の
は
、
単
に
多
機
能
性
を
強
調
す
る
の
み
で
は
「
古

き
手
工
業
」
は
あ
の
機
能
も
こ
の
機
能
も
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
ま
り
、
経
済
以
外
で
は
一
体
ど
の
機
能
が
機
軸
と
な

る
の
か
、
ど
の
機
能
を
第
一
に
取
り
上
げ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
所
に
あ
る
。
「
古
き
手
工
業
」
の
持
つ
様
々

な
機
能
を
何
の
脈
絡
も
な
く
列
挙
す
る
の
み
で
は
、
「
古
き
手
工
業
」
は
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
を
際
限
な
く
飲
み
込
ん
で
、
却
っ
て
ア
モ
ル

フ
ァ
ス
な
様
相
を
墨
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
古
き
手
工
業
」
の
多
機
能
性
と
い
う
場
合
、
先
ず
ど
の
よ
う
な
側
面
に
着
目
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
見
出

す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
古
き
手
工
業
」
に
お
い
て
は
、
最
終
段
階
に
至
る
ま
で
、
手
工
業
の
営
業
権
が
そ
れ
ぞ
れ
の

都
市
を
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
手
工
業
の
営
業
権
と
市
民
権
は
一
対
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
手
工
業
者
は
親
方
の
資
格

を
取
得
す
る
と
同
時
に
市
剥
権
を
も
取
得
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
都
市
と
い
う
小
共
同
体
の
政
治
体
制
に
手
工
業
春
が
ど
の
よ
う

に
係
わ
っ
て
い
た
の
か
、
手
工
業
は
都
市
と
の
関
連
の
中
で
政
治
的
、
行
政
的
、
法
的
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問

題
を
経
済
以
外
の
最
も
重
要
な
側
面
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
が
順
当
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
幸
い
、
都
市
の
自
治
体
制
や
そ
の
中
で
の
手
工

業
者
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
都
市
に
関
す
る
都
市
史
研
究
の
中
か
ら
一
定
の
材
料
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い

て
は
、
主
と
し
て
既
存
の
都
市
史
の
研
究
を
整
理
し
な
が
ら
、
手
工
業
者
と
都
市
の
政
治
体
制
と
の
関
係
、
「
古
き
手
工
業
」
が
旧
型
都
市
と

の
関
連
で
果
た
し
て
い
た
機
能
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
た
だ
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
単
に
手
工
業
と
の
繋
が
り
と
い
う
域
を
越
え
て
、
都
市
の
自
治
体
制
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
の
字

数
を
費
や
す
こ
と
に
し
た
。
そ
も
そ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旧
体
綱
下
に
お
い
て
は
、
都
市
は
全
国
共
通
の
都
市
条
令
と
い
っ
た
も
の
に
基
づ
い

て
そ
の
自
治
体
制
を
構
築
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
が
独
自
に
都
市
と
し
て
の
権
利
を
獲
得
し
、
そ
れ
ぞ
れ

別
個
の
や
り
方
で
市
政
を
敷
い
て
い
た
。
従
っ
て
、
都
市
の
政
治
体
制
と
手
工
業
の
関
連
を
問
う
と
い
う
場
合
に
も
、
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
都

市
一
般
で
は
な
く
、
個
々
の
都
市
の
政
治
的
仕
組
み
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
、
そ
の
中
に
「
古
き
手
工
業
」
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
作
業
を
行
わ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
都
市
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
論
文
や
訳
書
が
散
見
さ
れ
る
の
み

で
、
一
般
的
性
格
づ
け
と
い
う
点
で
も
、
こ
こ
で
特
に
問
題
と
な
る
個
別
の
都
市
の
政
治
制
度
に
関
す
る
知
識
と
い
う
点
で
も
、
未
だ
十
分
な

紹
介
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
晦
・
つ
ま
り
・
苦
き
手
工
業
」
と
い
う
「
部
分
」
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
個
あ
都
市
の
自
治

体
制
と
い
う
「
全
体
」
に
つ
い
て
の
知
識
を
所
与
の
も
の
と
し
て
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
都
市

の
政
治
制
度
の
再
構
成
を
試
み
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
中
に
お
け
る
「
古
き
手
工
業
」
の
役
割
を
検
討
す
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
都
市
と
は
言
っ
て
も
、
す
べ
て
の
都
市
を
網
羅
的
に
対
象
と
な
し
得
る
筈
も
な
く
、
こ
こ
で
は
、
本
論
の

冒
頭
に
述
べ
る
よ
う
な
理
由
か
ら
幾
つ
か
の
帝
国
都
市
に
的
を
絞
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
都
市
に
つ
い
て
情
報
が
欠
け
て

い
る
と
い
う
の
は
飽
く
ま
で
我
が
国
の
研
究
状
況
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
八
世
紀
に
つ
い
て
は
幾
分
手
薄
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
は
旧
型
の
都
市
の
歴
史
に
関
し
て
膨
大
な
研
究
文
献
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
な
が
ら
、
本
稿
で
は
そ
の
極

一
部
を
利
用
し
得
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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一
八
世
紀
以
前
の
ド
イ
ツ
に
は
帝
国
都
市
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
都
市
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
画
題
の
中
で
皇

帝
に
直
属
す
る
地
位
を
保
ち
、
一
種
の
都
市
共
和
国
を
形
成
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
帝
国
の
消
滅
期
に
至
る
ま
で
こ
れ
ら
の
都
市
と
皇
帝
と
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①

の
法
的
、
精
神
的
絆
は
決
し
て
磨
滅
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
市
政
の
混
乱
期
に
は
帝
国
に
よ
る
介
入
も
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
通
常
の
時
期
に

は
、
こ
れ
ら
の
都
市
に
対
す
る
皇
帝
の
支
配
は
全
く
形
式
的
な
も
の
に
留
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
お
い
て
有
力
市
民
に
よ
る
共
和
政
治
が

行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
六
四
八
年
忌
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
条
約
以
後
は
、
皇
帝
権
力
そ
の
も
の
が
化
石
化
の
道
を
辿
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
皇
帝
が
帝
国
都
市
に
対
し
て
実
質
的
な
支
配
を
及
ぼ
す
場
面
は
一
段
と
少
な
く
な
っ
た
。

　
一
方
、
皇
帝
権
力
の
形
骸
化
と
は
裏
腹
に
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
大
規
模
領
邦
国
家
は
近
代
的
統
治
機
構
の
整
備
を
進
め
て
中
央
集
権
国

家
の
体
裁
を
整
え
て
い
っ
た
。
も
と
よ
り
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
存
続
し
て
い
る
限
り
、
領
置
国
家
の
権
力
集
中
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
っ
た

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
領
邦
所
属
の
都
市
は
こ
の
よ
う
な
中
央
集
権
化
の
影
響
を
受
け
て
中
世
以
来
の
自
治
権
を
次
第
に
蝕
ま
れ
て
い

っ
た
。
し
か
し
、
帝
国
国
原
の
壁
に
護
ら
れ
て
い
た
帝
国
都
市
に
は
こ
う
し
た
領
邦
国
家
に
お
け
る
都
市
自
治
圧
迫
の
動
き
は
直
接
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
帝
国
都
市
に
お
い
て
は
、
最
後
ま
で
参
事
会
を
中
心
と
し
た
自
治
体
制
が
保
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

帝
国
都
市
は
い
わ
ば
近
代
化
し
て
ゆ
く
国
家
権
力
の
隙
間
に
取
り
残
さ
れ
た
真
空
地
帯
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
外
部
か
ら
禦
肘
を
加
え
ら
れ
ず
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

放
置
さ
れ
た
場
合
、
都
市
の
自
治
体
制
が
ど
の
よ
う
な
姿
を
示
す
か
の
を
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
領
邦
国
家
に
よ
っ
て
自
治
権
を
制
約
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
領
邦
都
市
の
政
治
体
制
も
帝
国
都
市
の
こ
の
純
粋
培
養
的
自
治

制
度
と
か
け
離
れ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
領
邦
国
家
は
都
市
の
自
治
体
舗
を
掘
り
崩
し
て
は
い
た

も
の
の
、
一
八
世
紀
の
段
階
で
は
い
ま
だ
都
市
制
度
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
再
編
成
す
る
に
は
到
っ
て
お
ら
ず
、
中
世
以
来
の
個
別
的
都
市
権

に
基
づ
く
都
市
の
自
治
制
度
が
形
の
上
で
は
持
続
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
帝
国
都
市
と
領
邦
都
市
の
間

に
は
制
度
上
の
共
通
性
が
あ
り
、
帝
国
都
市
の
自
治
制
度
に
つ
い
て
の
知
見
は
一
定
の
限
定
を
加
え
れ
ば
領
邦
都
市
に
も
当
て
嵌
ま
る
の
で
あ

る
。
帝
国
都
市
の
自
治
制
度
は
決
し
て
五
〇
余
り
の
帝
国
都
市
に
固
有
の
特
異
な
制
度
で
は
な
く
、
旧
型
の
都
市
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
自
治

体
制
を
い
わ
ば
純
化
さ
れ
た
形
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
世
や
近
世
初
頭
な
ら
ば
と
も
か
く
、
一
八
世
紀
と
も
な
れ
ば
帝
国
都
市
は
弱
小
都
市
に
偏
っ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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確
か
に
、
一
八
世
紀
に
は
帝
国
都
市
の
最
盛
期
は
過
ぎ
去
っ
て
お
り
、
領
邦
国
家
の
首
都
が
急
速
な
成
長
を
遂
げ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
帝
国

都
市
の
人
口
は
低
迷
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
ま
た
、
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
最
盛
期
に
比
べ
れ
ば
、
か
な
り
の
人
口
減
少
を
記
録
し

た
帝
園
都
市
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
帝
国
都
市
が
局
地
的
な
重
要
性
し
か
持
た
な
い
小
都
市
に
転
落
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

表
1
は
一
八
○
○
年
前
後
の
ド
イ
ツ
の
大
都
市
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
も
か
な
り
の
数
の
帝
国
都
市
が
見
受
け
ら
れ
る
。
人
口

数
万
と
い
う
数
字
は
い
か
に
も
小
規
模
と
い
う
印
象
を
与
え
る
が
、
ド
イ
ツ
の
大
都
市
が
同
時
代
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
都
市
に
比
べ
て

殊
更
み
す
ぼ
ら
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

de　Vries

1）　Berlin

　2）　Hamburg±・

3）　1〈6nigsberg

4）　Dresden

5）　Breslau

6）　1〈61n＊

7）　Danzig

　8）　iMagdeburg

9）　Bremen＊＋

10）

11）　MUnchen

12）　Leipzi．F

13）　Augsburrg±・

14）　N±　tirnberg＊

Frankfurt　a．1　．＊

15）　Braunschweig

16）　Potsddam

lsoooe

10000

59000

55000

54000

42000

40000

37000

36000

35000

34eoo

32000

28060

27000

27000

27000

　
な
る
ほ
ど
、
近
世
に
入
っ
て
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
国
際
貿
易
の
基
軸
が
大
西
洋

沿
岸
に
移
動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
は
経
済
的
に
不
利
な
立
場
に
置
か

れ
て
い
た
し
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
遠
心
的
傾
向
に
災
い
さ
れ
て
統
一
的
な

政
治
的
中
心
地
が
育
つ
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
一
八
世
紀

の
ド
イ
ツ
に
は
ロ
ソ
ド
ソ
や
パ
リ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
都
市
は
欠
け
て
い
た
。

し
か
し
、
一
八
○
○
年
前
後
に
一
〇
〇
万
都
市
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
ロ
ン

ド
ン
、
五
五
万
の
人
口
を
数
え
て
い
た
パ
リ
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
都

市
の
中
で
は
他
の
都
市
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
例
外
的
存
在
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
イ
ギ
リ
ス
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）
の
場
合
ロ
ン
ド
ン
に
次

ぐ
第
二
の
都
市
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
人
口
は
僅
か
八
万
四
〇
〇
〇
人
、
フ
ラ

ン
ス
の
場
合
も
パ
リ
に
続
く
第
二
の
都
市
リ
ヨ
ン
の
人
口
は
僅
か
一
〇
万
九

〇
〇
〇
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
表
2
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
都
市
を
比
較
の
対
象

と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
と
ド
イ
ツ
の
都
市
の
間
に
格
段
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表1　1800年前後の・ドイツの上位15都市

Bairoch　u．　a． de　Vries

　1）　Berlifi　172000
　2）　Hamburg＊　130000

　3）　K6nigsberg　60000

4）　Dresden　60000
5）　Breslau　60000

　6）　Frankfurt　a．　M．＊　48000

　7）　1〈61n＊　41000

8）　MUnchen　40000
9）　Danzig　37000
10）　Bremen＊　36000
11）　1｛agdeburg　360eO

12）　Leipzig　30000
13）　Augsburg＊　30000

14）　Nu“rnberg＊　30000

15）　Braunschweig　30000

・alfロは学葦国都市



帝国都市と手工業（谷口）

　　　　　　　　　　表2 1800年前後のイギリスとフランスの上位15都市

de　VriesBairoch　u．　a．

Paris

Lyon
Bordeaux

Rouen

Marseil！e

Nantes

Lille

Strasbourg

Tou正ouse

Orleans

Nimes

Metz

Amiens

Caen

Toulon

581000

100000

8SOOO

81000

78000

74000

59000

48000

45000

43000

40000

39000

36eoo

34000

32000

865000

550000

London

Edingburgh

Liverpool

Gla．sgow

Manchester

Birmingham
Bristol

Leeds

Shefie互d

Plymouth

1　orwich

Portsmouth

Bath

l　ottingham

Newcastle

Hull

82000

78000

77000

70000

69000

64000

53000

46000

43000

37000

32000

32000

29000

28000

28000

Paris 550000

Lyon
Marseille

Bordeaux

Rouen

Nantes

Lille

Toulouse

Strasbourg

Orleans

iMetz

Nimes

Amiens

Caen

Montpellier

logoeo

101000

96000

soooe

77000

56000

50000

4gooe

48000

46000

41000

40000

35000

33000

948000Londen

ル1εしnchester

Edingburgh

Liverpool

Birmingharn

G正asgow
Bristol

Leeds

Shefield

Norwich

1　ewcastle

Portsrnouth

Bath

Hull

Nottingham

84000

83000

s3eoo

71000

70000

64000

53000

46000

37000

33000

33000

33000

30000

29000

の
規
模
の
違
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
旧
体
制
下
の
帝
国
都
市
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
翻
に

保
護
さ
れ
て
都
市
自
治
を
よ
り
純
粋
な
形
で
保
持
し
て
お
り
、
し
か
も
、

帝
国
都
市
の
す
べ
て
が
地
方
の
弱
小
都
市
に
転
落
し
、
都
市
と
し
て
の
特

性
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
帝
国
都
市
の
中
に
も
人

口
集
積
地
と
し
て
の
都
市
の
特
質
を
維
持
し
た
都
市
は
存
在
し
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
帝
国
都
市
を
手
が
か
り
に
し
て
工
業
化
以
前
の

ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
自
治
の
在
り
方
を
整
理
し
、
更
に
そ
の
よ
う
な
都

市
自
治
と
都
市
手
工
業
と
の
係
わ
り
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
決
し

て
偏
っ
た
試
み
と
い
う
諺
り
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

数
に
限
り
が
あ
る
と
は
い
え
、
大
き
な
帝
国
都
市
を
す
べ
て
取
軌
上
げ
る

こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
帝
国
都
市
の
中

か
ら
ケ
ル
ン
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
と
い
う
比
較
的
大

き
な
、
し
か
も
政
治
に
異
な
っ
た
体
制
を
持
つ
都
市
を
選
び
、
こ
れ
ら
の

都
市
に
お
け
る
手
工
業
と
自
治
制
度
の
関
係
を
検
討
し
な
が
ら
、
旧
型
の

都
市
社
会
の
中
で
手
工
業
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
を
探

っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
先
ず
最
初
に
、
ケ
ル
ン
、
ア
ゥ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
三

つ
の
帝
国
都
市
が
ど
れ
だ
け
の
人
口
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
ち
の
人
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口
の
中
で
手
工
業
者
は
ど
の
よ
う
な
割
合
を
占
め
て
い
た
の
か
を
見
て
お
こ
う
。
一
九
世
紀
に
入
っ
て
正
確
な
人
口
調
査
が
行
わ
れ
る
以
前
に

つ
い
て
は
推
定
値
で
満
足
す
る
以
外
に
な
い
が
、
一
八
○
○
年
前
後
に
は
ケ
ル
ン
の
入
口
は
お
よ
そ
四
万
一
〇
〇
〇
人
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

人
口
は
お
よ
そ
三
万
人
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
人
口
も
お
よ
そ
三
万
人
を
数
え
て
い
た
。
当
時
の
水
準
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
都
市
は
比
較

的
大
き
な
都
市
の
部
類
に
入
る
。
も
っ
と
も
、
市
政
に
係
わ
る
政
治
的
権
利
の
有
無
と
い
う
点
か
ら
言
う
と
、
こ
こ
に
掲
げ
た
人
口
の
す
べ
て

が
こ
れ
ら
の
都
市
の
市
民
を
構
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
帝
国
都
市
に
限
ら
ず
、
一
八
世
紀
以
前
の
旧
型
の
都
市
に
お
い
て
は
、
都
市
の
住
民
は
、
都
市
共
同
体
の
活
動
に
参
加
す
る
権
利
を
持
っ
た

市
民
権
保
有
者
あ
る
い
は
市
民
と
単
な
る
住
民
と
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
お
い
て
政
治
に
参
加
し
、
手
工
業
を
営
み
、
不

動
産
を
取
得
し
、
ま
た
困
窮
に
陥
っ
た
場
合
に
公
的
扶
助
を
受
け
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
の
は
市
民
権
保
有
者
1
1
市
民
の
み
で
あ
り
、
単
な
る

住
民
は
そ
の
よ
う
な
権
利
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
市
民
権
取
得
の
具
体
的
な
条
件
は
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
が
、
一
般

的
に
言
う
と
、
よ
そ
者
が
市
民
権
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
定
の
宗
派
に
属
し
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
ケ
ル
ン
の
場
合
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
に
は
逆
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
）
、
嫡
出
児
で
あ
る
こ
と
、
一
定
の
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
所
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
条
件
を
満
た
し
た
上
、
か
な
り
の
額
の
手
数
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
ケ
ル
ン
、
ア
ウ
ク
ス
ベ
ル
ク
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
三
つ
の
帝
国
都
市
で
は
都
市
人
口
の
う
ち
ど
の
程
度
が
こ
の
市
民
権
を
取

得
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
ル
ン
の
場
合
、
一
七
七
九
年
の
時
点
に
お
け
る
市
民
権
（
正
確
に
は
小
市
民
権
）
保
有
老
の
数
が
明
ら
か
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

っ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
お
よ
そ
四
二
五
〇
人
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
市
民
権
保
有
者
は
人
口
の
お
よ
そ
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
女
性
は
通
常
市
民
権
を
取
得
せ
ず
、
入
口
の
中
に
は
未
成
年
者
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
家
族
を
単
位
（
一
家
族
四

人
と
す
る
一
以
下
同
様
）
と
し
て
考
え
る
と
、
市
民
と
そ
の
家
族
は
ケ
ル
ン
の
人
口
の
お
よ
そ
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

　
市
民
以
外
の
住
民
を
見
る
と
、
手
工
業
の
営
業
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
合
法
的
な
居
住
を
認
め
ら
れ
て
い
た
居
留
民
、
独
自
の
法
秩
序
に
服

し
て
い
た
聖
職
者
、
同
じ
く
特
別
の
法
的
身
分
を
持
ち
都
市
の
法
制
度
の
将
外
に
あ
っ
た
貴
族
や
そ
の
家
臣
、
市
民
の
家
父
長
権
の
中
に
取
り
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込
ま
れ
て
い
た
職
人
や
家
事
使
用
人
、
あ
る
い
は
全
く
の
非
合
法
的
居
住
者
な
ど
そ
の
法
的
地
位
は
雑
多
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
割
合

が
半
数
に
満
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
住
民
の
中
で
は
市
民
と
そ
の
家
族
が
法
的
に
言
っ
て
最
も
大
き
な
均
質
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。
ケ
ル

ン
以
外
の
都
市
に
つ
い
て
も
こ
の
点
の
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ケ
ル
ン
に
は
同
じ
頃
ど
の
程
度
の
手
工
業
者
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
時
期
が
ず
れ
る
が
、
一
七
九
七
～
九
九
年
置
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

で
ケ
ル
ン
の
手
工
業
経
営
者
は
二
三
八
四
人
を
数
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
手
工
業
者
は
市
民
権
保
有
者
の
中
で
は
お
よ
そ
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
市
民
権
保
有
者
の
中
で
は
手
工
業
者
が
数
の
う
え
で
圧
倒
的
な
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
く
、
手
工
業
君
た
ち
は
一
部
の
職
種
を
除
い
て
ツ
ン
フ
ト
（
ヶ
ル
ソ
で
は
ア
ム
ト
と
呼
ば
れ
る
）
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。

　
ケ
ル
ン
は
中
世
以
来
の
手
工
業
都
市
で
あ
り
、
職
種
の
数
は
多
か
っ
た
。
ツ
ン
フ
ト
制
度
が
崩
壊
し
た
直
後
の
一
八
世
紀
末
に
も
ま
だ
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

○
近
く
の
職
種
が
残
存
し
て
い
た
。
そ
れ
以
前
に
は
更
に
多
く
の
職
種
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
職
種
の

す
べ
て
が
ツ
ン
フ
ト
を
形
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
火
酒
醸
造
や
葉
巻
製
造
な
ど
比
較
的
新
し
く
誤
っ
た
職
種
は
ツ
ン
フ
ト
外
の
自
由
営

業
で
あ
っ
た
。
ま
た
就
業
者
の
人
数
が
少
な
す
ぎ
て
一
つ
の
ツ
ン
フ
ト
を
形
成
で
き
な
い
職
種
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
近
縁
の
職
種
の
ツ
ン
フ

ト
に
吸
収
さ
れ
る
か
、
弱
小
職
種
同
士
が
集
ま
っ
て
ツ
ン
フ
ト
を
形
成
す
る
か
し
て
い
た
。
結
局
、
ケ
ル
ン
で
は
五
〇
近
く
の
ツ
ン
フ
ト
が
公

　
　
　
　
　
⑨

認
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
ツ
ン
フ
ト
に
は
ア
ム
ッ
マ
イ
ス
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
二
人
の
会
長
が
お
り
、
外
部
に
対
し
て
ツ
ン
フ
ト
を
代
表
し
て
い
た
。
ま
た
、

ツ
ン
フ
ト
の
金
庫
を
管
理
し
、
書
類
に
署
名
し
、
構
成
員
の
規
約
違
反
を
監
視
し
、
親
方
作
品
の
鑑
定
を
行
う
の
も
、
彼
ら
の
役
馬
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
ツ
ン
フ
ト
所
属
の
親
方
の
選
挙
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ツ
ン
フ
ト
の
幹
部
に
よ
る
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
た
。
ケ
ル
ン
の
場
合
、

＝
一
一
九
六
年
の
ツ
ン
フ
ト
革
命
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
政
治
体
制
が
一
八
世
紀
末
ま
で
継
続
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
ツ
ン
フ
ト
は
幾
つ
か
が

寄
り
集
ま
っ
て
ガ
ッ
フ
ェ
ル
と
呼
ば
れ
る
政
治
的
ツ
ン
フ
ト
（
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
数
は
二
二
。
但
し
一
部
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
は
ツ
ン
フ
ト
と
は
関
係
の
な
い
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

人
の
組
織
）
を
形
成
し
て
い
た
。
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⑪

　
次
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
市
民
権
保
有
者
の
数
は
一
七
九
六
年
の
時
点
で
四
六
六
七
人
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
、
早
旦
二
万
人
の
内
の
お
よ
そ
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
市
民
権
保
有
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
家
族
を
単
位
と
し
て
見
る
と
、
市

民
と
そ
の
家
族
は
人
口
の
六
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
ケ
ル
ン
と
比
べ
る
と
市
民
権
保
有
者
の
比
率
が
高
い
が
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の

市
民
権
取
得
条
件
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
途
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
人
口
と
市
民
権
保
有
者
数
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

市
の
性
格
に
絡
む
複
雑
な
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
市
民
権
保
有
者
の
中
で
手
工
業
者
が
占
め
る
割
合
は
、
ケ
ル
ン
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
も
高
か
っ
た
。
一
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

八
年
頃
の
数
値
で
は
手
工
業
親
方
は
二
七
三
七
人
を
数
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
市
民
権
保
有
者
の
数
値
と
手
工
業
者
の
数
値
で
は
時
期
が
少
し

ず
れ
て
い
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
が
、
手
工
業
者
は
市
民
権
保
有
潜
の
お
よ
そ
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

因
み
に
、
人
口
に
対
す
る
手
工
業
者
と
そ
の
家
族
の
比
率
は
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
手
工
業
者
は
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
流
通
関
係
の
職
種
の
従
業
者
と
共
に
一
七
の
ツ
ン
フ
ト
と
三
つ
の
ツ
ン
フ
ト
類
似
団
体
（
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

細
解
毛
、
画
工
、
床
屋
）
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
職
種
の
数
が
二
〇
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
こ
で
も

複
数
の
類
似
の
職
種
が
集
ま
っ
て
一
つ
の
ツ
ン
フ
ト
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
金
属
加
工
業
者
の
ツ
ン
フ
ト
に
は
一
九
も
の
近

縁
の
職
種
が
集
ま
っ
て
い
た
。
ツ
ン
フ
ト
外
の
自
由
営
業
を
認
め
ら
れ
て
い
た
職
種
を
も
含
め
て
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
一
三
〇
余
り
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

種
の
手
工
業
が
営
ま
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
ツ
ン
フ
ト
あ
る
い
は
ツ
ン
フ
ト
類
似
団
体
に
は
フ
ォ
…
ア
ゲ
ー
ア
ー
と
呼
ば
れ
る
会
長
と
、
検
査
親
方
が
お
り
、
会
員
の
登
録
、

共
有
財
産
の
管
理
、
会
員
の
規
約
違
反
の
監
視
、
会
員
同
士
の
争
い
の
調
停
、
製
品
の
検
査
な
ど
に
当
た
っ
て
い
た
。
会
長
や
検
査
親
方
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
こ
で
は
ケ
ル
ン
の
よ
う
に
選
挙
制
で
は
な
く
、
ツ
ン
フ
ト
側
の
推
薦
し
た
者
の
中
か
ら
参
事
会
が
任
命
し
て
い
た
。
ケ
ル
ン
と
は
異
な
っ
て
、

ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
一
三
六
八
年
に
成
立
し
た
ツ
ン
フ
ト
中
心
の
政
治
体
制
が
一
五
四
八
年
に
崩
壊
し
、
そ
れ
以
後
ツ
ン
フ
ト
の
自
治
権
は

大
幅
に
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
様
子
を
見
て
お
こ
う
。
残
念
な
が
ら
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
、
一
八
世
紀
の
市
民
権
保
有
者
の
数
に
つ

い
て
は
数
字
が
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
数
の
上
で
は
手
工
業
考
が
市
民
権
保
有
者
の
中
で
最
大
の
集
団
を
形
成

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
手
工
業
の
経
営
老
に
関
し
て
は
、
一
七
八
五
年
の
時
点
で
郭
外
地
を
も
含
め
て
二
八
六
六
人
と
い
う
数
値
が

　
　
　
　
　
　
⑰

記
録
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
手
工
業
者
と
そ
の
家
族
の
対
人
口
比
は
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
市
民
と
そ
の
家
族
は
こ
こ
で

も
人
口
の
一
部
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
手
工
業
者
が
市
民
権
保
有
者
の
中
に
占
め
る
割
合
が
こ
の
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
を
か

な
り
上
回
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
、
一
四
世
紀
の
ツ
ン
フ
ト
闘
争
を
都
市
貴
族
が
押
さ
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
他
の
多
く
の
都
市

と
は
異
な
っ
て
手
工
業
者
の
自
治
団
体
と
し
て
の
ツ
ン
フ
ト
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
手
工
業
を
自
由
に
営
業
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
は
糺
問
局
と
い
う
市
の
役
所
が
手
工
業
者
を
監
督
し
て
お
り
、
こ
の
役
所
か

ら
手
工
業
規
約
を
与
え
ら
れ
た
一
一
〇
の
職
種
に
は
宣
誓
手
工
業
と
い
う
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
他
の
都
市
の
ツ
ン
フ
ト
手
工
業

に
相
当
し
、
こ
れ
ら
の
職
種
を
営
む
に
は
、
他
の
都
市
で
ツ
ン
フ
ト
手
工
業
の
親
方
に
な
る
場
合
と
同
じ
様
な
手
続
き
を
踏
ん
だ
上
、
糺
問
局

に
お
い
て
親
方
名
簿
に
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
宣
誓
手
工
業
以
外
の
職
種
は
自
由
営
業
と
さ
れ
た
が
、
経
営
者
は
少
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
七
～
一
八
世
紀
を
通
じ
て
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
留
ま
っ
て
い
た
。

　
宣
誓
手
工
業
に
指
定
さ
れ
た
職
種
で
は
、
参
事
会
に
よ
っ
て
宣
誓
者
と
呼
ば
れ
る
数
名
の
役
員
が
任
命
さ
れ
て
い
た
。
宣
誓
者
の
役
割
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
親
方
に
手
工
業
規
約
を
遵
守
さ
せ
、
ま
た
親
方
試
験
を
実
施
し
、
新
規
の
親
方
を
認
定
し
、
製
品
の
検
査
に
当
た
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
当
初
、
宣
誓
者
は
糺
問
局
に
よ
る
手
工
業
者
監
視
の
協
力
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
八
世
紀
に
は
職
種
の
利
害
の
代
弁
者
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
性
格
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
以
上
が
ケ
ル
ン
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
と
い
う
三
つ
の
帝
国
都
市
に
お
け
る
一
八
世
紀
末
の
人
口
と
市
民
権
保
有
者
数
、

そ
の
中
で
の
手
工
業
者
の
比
重
、
お
よ
び
手
工
業
者
の
組
織
形
態
で
あ
る
。
市
民
権
保
有
者
が
人
口
の
中
に
占
め
る
割
合
は
都
市
の
規
模
と
性
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格
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
市
政
と
直
接
的
な
関
わ
り
を
も
つ
市
民
権
保
有
者
の
中
で
は
手
工
業
者
は
常
に
高
い
割
舎
を
占
め
て
い
た
。
し
か
も
、

手
工
業
者
は
職
種
を
基
盤
に
し
た
組
織
を
持
ち
、
自
ら
の
意
志
を
結
集
で
き
る
態
勢
を
整
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
組
織
に
許
容
さ

れ
た
自
治
の
度
合
い
は
都
市
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
中
に
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
よ
う
に
行
政
の
完
全
な
下
請
け
組
織
も
あ
っ
た
が
、
そ

76　（382）

の
よ
う
な
組
織
の
場
合
に
す
ら
手
工
業
者
の
利
害
を
代
弁
す
る
機
能
は
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
…
八
世
紀
末
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
国
制
に
つ
い
て
は
〉
雲
影
量
研
く
・
○
・
男
・
〈
∴

　
導
ミ
恥
諺
需
q
藷
酔
寒
禽
需
㈹
一
驚
嵩
ま
一
気
O
◎
↓
包
一
ピ
芝
冷
ω
σ
巴
O
p
一
の
①
刈
を
参

　
照
。
帝
国
都
市
と
帝
国
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
図
σ
o
謬
O
ρ
ω
・
り
O
傘
を
見
よ
。

②
　
外
部
か
ら
禦
肘
を
加
え
ら
れ
な
い
場
合
、
都
市
の
自
治
体
制
が
ど
の
よ
う
な
姿

　
を
示
す
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
コ
ッ
ホ
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
手
が
か
り
に

　
考
察
を
試
み
て
い
る
。
＜
σ
q
r
類
o
o
ダ
閃
∴
O
黛
§
蕊
畑
黛
恥
§
恥
い
薦
ミ
驚
審
ミ
窺
ミ
予

　
砺
暮
零
丁
≦
一
¢
・
。
ぴ
巴
窪
一
㊤
Q
。
ω
．

③
表
1
の
数
字
は
、
＜
昌
。
ω
、
旨
α
∴
窪
ミ
§
軸
§
い
9
寒
ミ
軸
ミ
帖
§
嵩
8
1
嵩
0
9

　
い
。
匿
8
一
㊤
。
。
合
ヒ
d
鋤
δ
。
詳
勺
こ
い
し
σ
無
8
㌧
℃
．
6
滞
く
掃
”
卜
犠
憾
魯
ミ
ミ
馬
§

　
職
＄
鼠
§
肋
象
ミ
二
三
↓
§
ぐ
。
ω
§
。
。
O
O
昏
h
。
。
“
9
0
0
5
σ
く
。
お
。
。
◎
。
に
よ
る
。
表
2

　
の
数
値
も
両
書
に
よ
る
。
本
文
中
の
数
字
は
と
り
あ
え
ず
後
者
に
よ
る
。

④
ケ
ル
ン
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
い
ず
れ
の
都
市
に
つ
い
て

　
も
、
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
少
し
つ
つ
異
な
っ
た
人
口
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
く
σ
q
ピ
国
。
じ
。
ロ
σ
o
欝
’
出
”
出
話
σ
q
．
“
N
さ
鼠
智
ミ
馬
§
a
暑
§
映
ミ
↓
N
ミ
野
離
ω
薯
ミ
．
計

　
し
σ
島
．
b
。
b
園
α
置
一
り
δ
い
ψ
器
㎞
冥
一
8
ぽ
a
”
H
∴
b
村
憾
。
ミ
耕
“
ぎ
き
繍
ミ
ミ
碍
や

　
逡
ミ
q
ミ
§
翫
ミ
砺
ミ
ミ
ミ
N
9
い
恥
轟
§
穿
ミ
馬
田
ミ
蟻
、
職
き
題
ミ
ミ
蹄
匙
ミ
N
職
、
㌧

　
崇
2
p
§
α
1
＜
h
o
＝
一
り
間
り
、
ω
■
峯
h
∴
切
鋒
〇
二
』
．
“
b
智
葡
亀
暮
霧
円
匙
ミ
さ
へ
簡
ぎ
薦

　
噛
ミ
嵐
。
。
．
旨
ミ
、
ミ
嵩
糺
ミ
、
”
O
α
け
鉱
コ
α
q
2
あ
8
、
ω
噛
冠
｛
∴
O
o
巳
一
〇
ダ
P
F
鱒
．
い

　
口
話
σ
q
∴
O
塁
“
ミ
h
ミ
馬
匙
ミ
的
ミ
ミ
昏
砧
魯
裳
嘩
b
コ
・
〉
鼠
昌
、
ω
2
洋
σ
Q
騨
二
一
㊤
G
。
μ
o
Q
■

　
ミ
ご
切
p
ω
ω
①
r
勺
∴
さ
9
登
戸
無
。
壽
㌧
ミ
§
恕
ぎ
喬
§
ミ
㌧
Q
亀
、
き
㌧
盟
σ
q
筥
鴛
貯
σ
q
窪

　
一
ゆ
Q
。
○
。
℃
ψ
卜
。
に
∴
乏
一
〇
。
。
3
両
∴
b
措
偽
ミ
竃
ご
ミ
ミ
砧
誉
い
≧
ミ
｝
さ
自
薦
ミ
9
き
ミ
守
a

　
恥
き
傍
さ
§
N
ミ
恥
§
ミ
謎
O
黛
ω
ε
け
茜
騨
二
一
㊤
①
Q
。
、
ω
」
同
b
。
…
勺
臣
。
崔
2
㌧
Ω
こ
出
屋
σ
q
∴

　
峯
ぎ
誉
恥
薦
隔
窯
β
ロ
多
窪
一
箋
一
「
ω
．
ω
ド
ご
O
α
ヨ
ヨ
①
㌍
閃
∴
§
碁
客
§
ミ
①
畿
①

　
窯
楠
§
愛
読
き
ミ
§
翫
ミ
霜
既
忘
鈎
ミ
ミ
リ
§
§
富
津
画
“
9
ミ
き
§
嵩
9
ミ
ミ
ミ
（
嵐
q
．

　
1
謎
●
奪
．
）
鮪
9
ミ
零
ミ
お
◎
。
頓
、
ω
．
一
9

⑤
　
劉
一
8
＝
巳
四
窟
。
．
p
O
‘
o
◎
．
o
。
Q
。
㌧
り
b
。
喩
こ
8
頃
‘
一
8
映
∴
ヒ
d
鋒
。
貝
廿
p
帥
．
O
‘
ω
．

　
一
課
∴
男
装
器
ゴ
p
p
O
こ
の
。
詔
｛
∴
ω
3
雰
窪
、
即
く
∴
b
d
ぐ
。
頓
鼻
熱
き
§
砧
概
ミ

　
肉
驚
忘
偽
－
い
ミ
ミ
　
≧
粛
尋
ま
薦
、
》
β
α
Q
ω
σ
霞
σ
q
　
旨
○
。
○
。
”
o
Q
・
Q
。
も
。
…
O
①
画
影
a
、
≦
∴

　
O
蓉
§
聖
職
§
織
ミ
葡
ミ
ミ
a
言
ミ
ッ
§
喰
き
馬
嘩
乞
母
口
σ
臼
σ
q
H
簿
9
ω
凸
黛
．

⑥
署
｛
8
据
凱
“
p
p
O
弓
ω
．
＝
O
中

⑦
国
σ
。
｝
ぎ
。
q
い
り
∴
し
。
§
σ
⇒
ミ
馬
§
｝
い
黛
藍
㌧
q
9
卵
営
α
ぎ
呂
α
を
貯
口
δ
。
。
8
ω
．
謀
｛
‘

　
置
．
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
が
ツ
ン
フ
ト
手
工
業
者
と
し
て
挙
げ
て
い
る
数
宇
に
自
営
業

　
者
の
一
部
を
加
え
る
。

⑧
国
σ
o
匿
ρ
ω
篇
。
。
卜
⊃
占
。
。
圃
の
職
業
頻
度
表
を
参
照
。

⑨
丙
①
＝
①
琶
①
嵩
℃
類
『
ω
σ
q
∴
p
p
O
．
、
ψ
ホ
ふ
b
。
、
0
心
P
＜
σ
q
ド
き
。
ゴ
。
げ
。
巳
p

　
切
〔
r
『
ω
．
ω
心
㊤
l
Q
◎
0
9

⑩
蜜
8
凱
三
“
P
P
O
・
ω
・
お
α
h
」
a
h
・
な
お
、
ケ
ル
ン
に
お
け
る
ツ
ン
フ
ト

　
闘
争
や
一
三
九
六
年
体
制
の
成
立
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
林
毅
『
ド
イ
ツ
中
世

　
都
市
と
都
市
法
』
（
創
文
社
、
一
九
八
○
年
）
が
あ
る
。

⑪
鵠
ω
。
。
巴
“
費
ρ
■
9
ω
．
繍
㎞
じ
ロ
。
洋
σ
Q
①
ぴ
殉
∴
b
蕊
ミ
ミ
§
菩
帖
起
」
薦
§
詰

　
弓
馬
ミ
S
恥
薦
ミ
砧
亀
ミ
9
鼠
馬
ミ
尉
§
恥
さ
ミ
偽
鳶
帖
ミ
切
黛
鴇
ミ
、
ぎ
〉
當
σ
q
ω
σ
霞
σ
Q

　
一
り
刈
P
ω
■
も
。
脚
．



帝国都市と手工業（谷口）

⑫
　
幾
つ
か
の
都
市
に
つ
い
て
人
口
と
市
民

　
の
数
を
示
せ
ば
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
数

　
値
は
次
の
書
物
に
よ
る
。
賊
害
げ
。
ヤ
毒
∴

　
O
題
鳥
ミ
ミ
盛
切
ミ
§
章
じ
づ
9
ど
諸
｛
ぢ
0
7
0
＝

　
一
⑫
Q
。
N
ω
．
自
伊
野
9
巨
o
o
ω
①
層
口
㌔
U
‘

　
＝
冨
σ
q
■
”
ミ
ミ
寒
嘩
切
α
．
一
吻
頃
9
ヨ
σ
母
α
q

　
お
Q
。
さ
。
”
ω
幽
ω
①
9
　
ω
の
こ
図
o
o
財
㌧
国
∴

　
O
悉
ミ
ミ
鵡
§
ミ
磁
ミ
ミ
琴
ミ
自
国
二
女
ミ
｝

　
≦
一
〇
ω
9
0
窪
　
一
㊤
Q
。
。
。
”
の
9
H
Q
。
μ
　
N
O
卜
。
∴

　
菊
α
鳥
①
♂
≦
．
Ω
∴
§
葺
軸
ミ
民
題
帖
Q
ミ

　
専
＆
翠
§
ミ
砧
画
ミ
N
N
．
楠
§
乱
姿
’
誉
ミ
ー

　
ぎ
“
ミ
ミ
さ
ω
g
洋
α
q
，
訴
一
㊤
Q
。
9
0
り
．
謁
㌧
一
b
。
一

　
庸
∴
O
雷
ゆ
ヨ
器
詳
　
〉
∴
緊
＆
象
ミ
偽
昏
ぎ

　
O
塁
偽
ミ
ら
ミ
辞
い
郎
σ
①
9
n
お
。
。
Q
。
”
ω
。
心
露
■

⑬
ω
8
ヰ
窪
；
’
P
O
こ
ω
．
G
。
。
。
－
蒔
一
の
職

　
業
表
に
よ
る
。

⑭
凄
ω
ω
巴
”
9
』
■
ρ
㌧
ω
』
刈
．

亙

蓑3　幾つかの都市の人口と市民権保有者数

市民の
対入口比

7・17　90

9．68

11．46

10．37

15．56

8．45

8．33

市

12781人
9000

4848

4250

4667

2164

2000

人　P

178308人

93000

42300

41000

30000

2560e

24000

名市都

Berlin

Hamburg
Frankfurt

K61n
Augsburg

Mainz

L髄beck

（1803）

（1763／1759）

（1819／1817）

（1779）

（1796）

（1792）

（1789）

⑯
　
ω
零
陣
①
コ
“
p
・
野
○
こ
ψ
誌
．
職
種
の
数
は
国
【
）
①
盈
P
o
っ
．
G
。
Q
。
1
凸
の
職
業
表

　
に
よ
る
。

⑬
b
ご
Φ
茸
α
q
㊦
二
曽
』
．
9
の
」
＝
h
・
＜
σ
q
ド
磐
。
7
知
9
二
貯
⑦
山
〈
α
算
ω
∴
O
§
ミ
ら
ミ
馬

　
§
恥
ぎ
簡
寒
薦
ミ
9
ミ
逡
｝
ミ
ミ
禽
§
馬
さ
塁
ま
ミ
h
噛
～
§
§
角
§
ミ
恥
き
ミ

　
肉
ζ
§
§
匂
謎
圏
ト
ミ
ミ
§
N
－
魯
ミ
漁
〉
＝
σ
q
。
・
σ
母
α
q
お
の
距
ω
■
蟄
．

⑰
≦
圃
①
ω
け
”
鋭
p
O
‘
ω
」
0
㊤
し
謡
。

⑱
同
9
巳
P
Q
D
●
ω
。
。
ひ
①
ω
ひ
O
α
畷
‘
“
9
刈
S
ど
の
よ
う
な
職
種
が
宣
誓
手
工
業

　
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
国
σ
o
盆
2
ω
・
一
逡
宥
り
α
の
一
覧
表
を

　
見
よ
。

⑲
目
σ
。
＆
ρ
。
ワ
．
①
り
臨
．
な
お
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
手
工
業
に
つ
い
て
は
牟
田
和

　
男
コ
八
世
紀
都
市
秩
序
の
中
の
手
工
業
者
」
上
山
安
敏
編
『
近
代
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ

　
法
社
会
史
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
七
年
）
～
燭
○
～
一
六
四
頁
に
お
い
て

　
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
市
民
権
保
有
老
の
中
で
高
い
割
合
を
占
め
、
利
益
代
弁
機
構
を
も
備
え
て
い
た
手
工
業
者
の
意
向
は
市
政
に
ど
の
よ
う
に
反
映

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
帝
国
都
市
の
自
治
体
制
に
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
次
に
、
三
つ
の
帝
国
都
市
に
お
け
る
政
治
制
度
の
概
要
を
一
八
世
紀
の
状
況
を
中
心
に
纏
め
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
も
ち
ろ
ん
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
は
基
本
的
に
は
個
別
に
都
市
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
帝
国
都
市
と
は
言
っ
て
も
、
三
つ
の
都
市
が
何
ら
か
の
共
通
の
法
律
に
基
づ
い
て
自
治
体
制
を
構
築
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
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ノ

こ
こ
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
制
度
を
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
条
約
で
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
野
君
主
た
ち
に
は
事
実
上
の
主
権
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
と
同
時

に
帝
国
都
市
に
も
彼
ら
と
全
く
同
等
の
地
位
が
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
帝
国
都
市
に
認
め
ら
れ
た
こ
の
実
質
上
の
主
権
の
担
い
手
は
参

事
会
と
呼
ば
れ
る
自
治
機
関
で
あ
っ
た
。
参
事
会
は
領
邦
斎
主
と
同
じ
よ
う
に
都
市
の
内
部
に
対
し
て
は
統
治
権
、
立
法
権
、
裁
判
権
を
行
使

し
、
．
外
部
に
対
し
て
は
外
交
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
共
通
点
は
こ
こ
ま
で
で
、
参
事
会
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
、

ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
る
か
は
、
中
世
以
来
の
歴
史
的
経
緯
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
。

　
ω
　
ケ
ル
ン
の
場
合
、
参
事
会
を
中
心
と
す
る
自
治
体
制
の
基
本
的
な
姿
は
既
に
一
三
九
六
年
置
形
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
一
三
九
六
年
の

政
治
体
制
は
都
市
貴
族
ど
ツ
ン
フ
ト
の
抗
争
に
ツ
ン
フ
ト
側
が
勝
利
を
収
め
た
結
果
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
、
ツ
ン
フ
ト
が
ガ
ッ
フ
ェ
ル
と
い

う
組
織
を
通
じ
て
参
事
会
の
選
挙
な
ど
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
た
。
こ
の
政
治
体
制
は
、
途
中
で
若
干
の
手
直
し

を
受
け
た
の
み
で
、
一
七
九
四
年
に
ケ
ル
ン
が
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
軍
事
占
領
さ
れ
、
事
実
上
帝
国
都
市
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
す
る
ま
で
維

持
さ
れ
た
。

　
最
高
決
定
機
関
で
あ
る
参
事
会
に
は
四
九
人
の
参
事
会
員
が
所
属
し
て
い
た
。
各
参
事
会
員
の
任
期
は
一
年
と
さ
れ
、
毎
年
六
月
二
四
日
の

聖
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
二
四
人
、
＝
一
月
二
五
日
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
二
五
人
の
参
事
会
員
の
改
選
が
行
わ
れ
た
。
も
と
も
と
参
事
会
員
は
特
定
の
人

物
へ
の
権
力
の
集
中
を
避
け
る
た
め
一
旦
任
期
を
終
え
る
と
二
年
間
は
再
選
さ
れ
な
い
規
定
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
に
は
こ
の

規
定
は
既
に
有
名
無
実
化
し
て
お
り
、
一
度
参
事
会
員
に
選
ば
れ
た
者
は
特
に
問
題
が
な
い
限
り
二
年
後
に
は
必
ず
再
選
さ
れ
る
と
い
う
仕
組

み
が
で
き
上
が
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
参
事
会
員
は
実
質
的
に
終
身
制
と
な
り
、
二
四
人
と
二
五
人
の
六
つ
の
チ
ー
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
二
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
休
暇
期
間
を
挾
み
な
が
ら
交
互
に
参
事
会
の
職
務
を
担
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
参
事
会
員
が
事
実
上
終
身
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ツ
ン
フ
ト
に
よ
っ
て
描
成
さ
れ
る
ガ
ッ
フ
ェ
ル
が
参
事
会
員
の
大
部
分
を

選
出
す
る
と
い
う
手
続
き
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
六
月
改
選
の
参
事
会
員
二
四
人
の
内
一
七
人
、
一
二
月
改
選
の
参
事
会
員
二
五
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帝国都市と手工業（谷口）

人
の
内
一
九
人
、
都
合
三
六
人
の
参
事
会
員
が
形
式
上
は
最
後
ま
で
ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
た
。
残
り
の
参
事
会
員
（
六
月
改
選

分
七
人
、
一
二
月
改
選
分
六
人
）
は
新
た
に
構
成
さ
れ
た
参
事
会
自
体
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
。
　
ガ
ッ
フ
ェ
ル
選
出
の
参
事
会
員
と
参
事
会
選
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
参
事
会
員
の
間
に
権
限
の
上
で
は
区
別
は
な
く
、
参
事
会
の
決
定
は
二
人
の
市
長
を
加
え
て
多
数
決
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。

　
参
事
会
の
定
例
会
議
は
毎
週
月
曜
日
、
水
曜
日
、
金
曜
日
の
午
前
中
に
市
庁
舎
で
開
催
さ
れ
た
。
参
事
会
員
は
名
誉
職
で
あ
っ
た
が
、
会
議

へ
の
出
席
手
当
て
は
支
給
さ
れ
た
。
四
九
人
の
参
事
会
員
は
全
員
会
議
に
出
席
し
て
議
案
を
提
出
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
参
事
会
の
会
合

に
は
参
事
会
員
の
他
に
二
人
の
市
長
（
参
事
会
員
で
は
な
い
が
、
発
言
権
と
投
票
権
を
も
つ
）
、
四
人
の
法
律
顧
問
官
、
二
人
の
書
記
官
の
幽
席
が
認

め
ら
れ
て
い
た
。
議
決
の
際
に
は
、
先
ず
二
人
の
市
長
が
意
見
を
述
べ
、
参
事
会
員
が
就
任
し
て
い
る
官
職
の
序
列
に
従
っ
て
態
度
を
表
明
し

た
。
市
長
と
序
列
一
位
、
二
位
の
参
事
会
員
の
意
見
が
一
致
し
、
他
の
参
事
会
員
か
ら
意
見
が
出
な
け
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
そ
の
案
件
に
つ
い

て
の
賛
否
は
決
し
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
た
。
参
事
会
の
決
定
は
す
べ
て
書
記
官
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
、
市
の
書
記
局
か
ら
関
係
老
に
伝
え

　
　
③

ら
れ
た
。

　
参
事
会
員
を
選
出
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
二
二
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
大
部
分
は
複
数
の
ツ
ン
フ
ト
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
に

は
毛
皮
製
造
工
や
革
紐
製
造
工
の
ツ
ン
フ
ト
の
よ
う
に
単
独
で
ガ
ッ
フ
ェ
ル
を
構
成
し
て
い
る
ツ
ン
フ
ト
も
あ
り
、
ま
た
ア
イ
ゼ
ン
マ
ル
ク
ト
、

ヴ
ィ
ツ
デ
ヅ
ク
、
ヒ
ン
メ
ル
ラ
イ
ヒ
の
三
つ
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
は
主
に
商
人
を
構
成
員
と
し
、
ツ
ン
フ
ト
と
は
繋
が
り
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
は
、
毛
織
物
工
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
四
人
を
例
外
と
し
て
、
一
人
な
い
し
二
人
の
選
出
す
べ
き
参
事
会
員
の
員
数
が
割
り
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
ら
れ
て
い
た
。
員
数
が
一
人
の
楊
合
に
は
六
月
か
一
二
月
か
ど
ち
ら
か
に
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
ガ
ッ
フ
ェ
ル
は
、
参
事
会
員
の
他
に
、
ガ
ッ

フ
ェ
ル
の
会
長
に
当
た
る
軍
旗
長
（
終
身
制
）
、
参
事
会
か
ら
重
要
問
題
に
つ
い
て
の
諮
聞
に
与
か
る
四
四
人
委
員
会
の
委
員
、
同
じ
く
四
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
構
成
さ
れ
る
会
計
監
査
委
員
会
の
委
員
を
選
出
し
た
。

　
ガ
ッ
フ
ェ
ル
は
こ
う
し
た
選
挙
集
会
を
開
く
た
め
に
会
館
を
持
っ
て
い
た
。
選
挙
集
会
は
会
長
の
軍
旗
長
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
た
。
も
っ
と

も
、
選
挙
と
雷
っ
て
も
、
形
式
的
な
手
続
き
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
前
任
者
の
死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
実
質
選
挙
が
行
わ
れ
る
揚
合
に
も
、
ガ
ッ
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フ
ェ
ル
の
幹
部
や
当
該
ガ
ッ
フ
ェ
ル
選
出
の
参
事
会
員
が
予
め
数
人
の
候
補
者
を
準
備
し
、
そ
の
中
か
ら
公
開
で
当
選
者
が
選
ば
れ
る
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
二
二
人
の
ガ
ヅ
フ
ェ
ル
会
長
は
全
員
で
軍
旗
長
会
議
を
構
成
し
、
参
事
会
に
よ
っ
て
市
政
が
適
正
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
監
督
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
軍
旗
長
会
議
に
は
、
軍
事
組
織
で
も
あ
っ
た
ガ
ッ
フ
ェ
ル
を
動
員
し
て
市
の
体
制
を
防
衛
す
る
任
務

　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
や
が
て
軍
旗
長
自
身
が
参
事
会
員
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
軍
旗
長
の
市
政
に
対
す
る
監
督
機
能

　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

　
最
高
決
定
機
関
で
あ
る
参
事
会
に
責
任
を
負
い
な
が
ら
、
外
部
に
対
し
て
市
を
代
表
し
、
市
の
行
政
機
構
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
の
は
二
人
の
市
長
で
あ
っ
た
。
市
長
は
参
事
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
任
期
は
一
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
参
事
会
員
と
同
じ
く
二

年
後
に
は
必
ず
再
選
さ
れ
る
と
い
う
習
慣
が
生
ま
れ
、
実
質
的
に
は
終
身
欄
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
た
。
ま
た
参
事
会
員
と
同
じ
よ
う
に
一
年
間

現
職
を
務
め
、
二
年
間
待
機
す
る
三
組
の
市
長
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
但
し
、
待
機
中
の
市
長
は
休
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
別
の

重
要
な
職
務
に
就
い
て
い
た
。
六
月
二
四
日
間
始
ま
る
任
期
を
務
め
終
え
た
二
人
の
市
長
は
、
直
ち
に
会
計
局
長
（
役
所
は
水
曜
局
と
呼
ば
れ
る
）

に
転
出
し
、
更
に
次
の
年
に
は
市
の
債
務
を
管
理
す
る
心
皮
局
長
に
転
出
し
た
。
こ
う
し
て
待
機
期
間
を
終
え
た
市
長
が
三
年
目
に
は
も
う
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

度
現
職
に
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
市
長
、
会
計
局
長
、
金
曜
局
長
は
名
誉
職
で
は
な
く
、
か
な
り
の
額
の
給
与
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。

　
参
事
会
員
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
市
長
に
選
任
さ
れ
る
に
は
ケ
ル
ン
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
多
く
の
市
長
は
選
任
さ
れ

る
以
前
に
参
事
会
員
を
務
め
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
が
、
参
事
会
員
を
務
め
る
こ
と
が
市
長
選
出
の
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
市
長
は
参
事
会
員

の
職
務
を
兼
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
市
長
に
選
ば
れ
た
者
は
参
事
会
員
を
辞
職
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
や
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

と
は
異
な
っ
て
参
事
会
の
中
核
部
が
法
的
に
都
市
貴
族
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
ケ
ル
ン
で
も
市
長
は
事
実
上
少
数
の
家
系
に
集

申
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
世
紀
後
半
に
市
長
を
出
し
た
家
系
は
僅
か
一
二
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
家
系
は
相
互
に
通
婚
し
、
一
般

の
市
民
と
は
か
け
離
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
ま
た
多
く
の
家
系
は
ケ
ル
ン
の
周
辺
に
所
領
を
獲
得
し
、
帝
国
か
ら
貴
族
の
身
分
を
認
め
ら

　
　
　
⑨

れ
て
い
た
。
彼
ら
は
ケ
ル
ン
に
お
け
る
実
質
上
の
都
市
貴
族
の
家
系
で
あ
っ
た
。

80　（386）



帝国都市と手工業（谷口）

　
市
長
職
が
参
事
会
員
と
の
兼
務
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
と
は
逆
に
、
参
事
会
員
の
み
が
就
任
で
き
る
高
級
官
職
が
三
〇
ほ
ど
設
け
ら

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
官
職
も
参
事
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
任
期
は
通
例
一
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
官
職
に
も
二
年
後
に
は
再
選
と
い

う
慣
行
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
の
定
員
は
大
部
分
が
二
名
で
あ
っ
た
の
で
、
幾
つ
か
の
職
務
を
兼
任
す
る
参
事
会
員
も
存
在
し
た
。

参
事
会
員
自
体
は
ケ
ル
ン
で
は
名
誉
職
で
あ
っ
た
が
、
参
事
会
員
は
こ
れ
ら
の
官
職
に
就
く
こ
と
に
よ
っ
て
給
与
や
手
数
料
な
ど
を
手
に
す
る

　
　
　
　
　
⑩

こ
と
に
な
っ
た
。

　
参
事
会
員
の
就
任
す
る
高
級
官
職
の
中
で
最
も
序
列
の
高
か
っ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
の
監
察
官
に
相
当
す
る
シ
ュ
テ
ィ
ム
マ
イ
ス
タ
ー
と
呼
ば

れ
る
官
職
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
テ
ィ
ム
マ
イ
ス
タ
…
の
一
人
は
市
長
の
一
人
と
と
も
に
市
の
軍
隊
の
管
理
に
も
当
た
っ
て
い
た
。
こ
の
官
職
を
始

め
と
す
る
上
位
六
つ
の
官
職
が
特
に
格
式
の
高
い
官
職
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
高
級
官
職
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
数
か
ら
も
推
測

で
き
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
の
職
務
内
容
は
究
め
て
具
体
的
で
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
官
職
の
間
の
職
務
の
配
分
も
均
衡

を
欠
い
て
い
た
。
ま
た
、
官
職
と
は
い
っ
て
も
、
行
政
と
裁
判
は
ま
だ
厳
密
に
区
分
さ
れ
て
お
ら
ず
、
参
事
会
高
級
官
職
の
中
に
も
司
法
職
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

含
ま
れ
て
い
た
。
更
に
、
一
見
行
政
職
に
見
え
る
官
職
に
も
裁
判
機
能
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
市
長
や
参
事
会
高
級
官
職
の
他
に
、
ケ
ル
ン
の
場
合
、
参
事
会
に
所
属
し
な
い
高
級
官
職
と
し
て
馬
入
の
法
律
顧
問
官
と
二
人
の
書
記
官
が

い
た
。
彼
ら
は
、
市
長
や
参
事
会
員
と
は
異
な
っ
て
制
度
の
上
で
も
終
身
雇
用
で
あ
っ
た
。
法
律
顧
問
官
は
参
事
会
に
法
的
助
言
を
与
え
る
役

目
で
、
参
事
会
に
出
席
し
、
発
言
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
法
律
顧
問
団
や
参
事
会
の
諮
問
委
員
会
の
一
員
と
し
て
助
言
を
与

え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
、
書
記
官
は
参
事
会
の
議
事
録
を
作
成
し
、
参
事
会
に
様
々
の
書
類
や
手
紙
を
提
出
す
る
役
目
を
負
っ
て
い
た
。

書
記
宮
は
、
更
に
記
録
係
と
し
て
参
事
会
の
諮
問
委
員
会
や
水
曜
局
、
金
濯
局
の
会
議
に
出
席
し
た
。
法
律
顧
問
官
も
書
記
官
も
法
的
知
識
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

必
要
と
し
、
大
学
出
身
者
が
一
定
期
間
参
事
会
員
を
務
め
た
あ
と
任
命
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

　
㈲
　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
と
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
政
治
制
度
は
以
上
の
よ
う
な
ケ
ル
ン
の
自
治
制
度
と
は
対
照
的
な
姿
を
示
し
て
い
た
。
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
で
は
、
ケ
ル
ン
と
は
逆
に
旧
来
の
都
市
貴
族
が
一
四
世
紀
の
ツ
ン
フ
ト
闘
争
を
乗
り
切
り
、
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
政
治
体
制
が
殆
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ど
変
化
す
る
こ
と
な
く
一
八
世
紀
末
ま
で
維
持
さ
れ
た
。
一
方
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
一
三
六
八
年
に
ツ
ン
フ
ト
革
命
が
成
功
し
、
一
旦
ツ

ン
フ
ト
を
中
心
と
す
る
自
治
体
制
が
で
き
あ
が
っ
た
が
、
一
五
四
八
年
に
な
っ
て
も
う
一
度
都
市
貴
族
の
支
配
が
復
活
し
て
き
た
。
ア
ウ
グ
ス

ブ
ル
ク
で
は
、
こ
の
一
五
四
八
年
体
制
が
若
干
の
修
正
を
受
け
な
が
ら
一
八
〇
六
年
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
両
市
に
お
け
る
政
治
制
度
の
重

点
は
ケ
ル
ン
と
は
逆
に
如
何
に
し
て
都
市
貴
族
の
支
配
を
維
持
す
る
か
に
置
か
れ
て
い
た
。

　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
、
自
治
制
度
の
中
心
と
な
る
組
織
は
小
参
事
会
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
小
参
事
会
は
四
五
人
の
参
事
会
員
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
ケ
ル
ン
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
小
参
事
会
の
中
に
身
分
に
よ
る
区
分
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。
小
参
事
会

の
身
分
別
の
員
数
は
、
一
八
世
紀
の
段
階
に
お
い
て
は
都
市
貴
族
（
閥
族
）
か
ら
三
一
人
、
メ
ー
ラ
ー
か
ら
四
人
、
商
人
か
ら
三
人
、
一
般
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
ら
七
人
と
な
っ
て
い
た
。

　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
貴
族
は
一
四
世
紀
後
半
に
ツ
ン
フ
ト
革
命
に
よ
っ
て
市
政
か
ら
排
除
さ
れ
た
後
も
、
閉
鎖
的
な
社
交
ク
ラ
ブ
を
作

っ
て
そ
の
勢
力
を
保
ち
、
一
五
四
八
年
に
再
び
権
力
の
座
に
復
活
し
て
き
た
。
こ
れ
以
後
、
彼
ら
閥
族
は
小
参
事
会
に
お
い
て
三
分
の
二
の
議

席
を
占
め
、
市
の
最
重
要
官
職
を
押
さ
え
て
、
帝
国
都
市
体
制
が
崩
壊
す
る
ま
で
市
政
を
牛
耳
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
皇
帝
か
ら

貴
族
の
称
号
を
受
け
、
多
く
の
家
系
が
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
周
辺
に
領
地
を
所
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
途
中
で
何
度
か
増
員
が
行
わ
れ
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
数
は
減
少
の
一
途
を
辿
り
、
一
八
世
紀
末
に
は
二
七
家
族
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
閥
族
に
次
ぐ
第
二
の
身
分
と
見
倣
さ
れ
た
の
は
メ
ー
ラ
ー
と
い
う
身
分
で
あ
る
。
こ
の
身
分
は
閥
族
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
富
裕
な
商
人
な

ど
を
閥
族
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
閥
族
の
社
交
ク
ラ
ブ
に
迎
え
入
れ
る
た
め
一
五
世
紀
後
半
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
性
格
上
人
数
は
一
定
し

て
い
な
か
っ
た
。
　
一
七
七
五
年
頃
に
は
二
八
人
、
一
七
八
八
年
に
は
一
八
人
が
こ
の
身
分
に
属
し
て
い
た
。
第
三
の
身
分
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
の
は
商
人
で
あ
る
。
一
七
八
八
年
の
時
点
で
は
二
＝
人
が
商
人
の
社
交
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
て
い
た
。
こ
の
三
つ
の
身
分
以
外
の
市
民
権
保

有
者
が
一
般
の
市
民
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
メ
ー
ラ
ー
、
商
人
、
一
般
市
民
の
三
つ
の
身
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
参
事
会
員
の
人
数
は
、
合
計

し
て
も
全
体
の
三
分
の
一
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
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し
か
も
、
小
参
事
会
の
構
成
員
が
こ
れ
ら
四
つ
の
身
分
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
割
り
当
て
ら
れ
た
参
事
会
員
が
こ
れ
ら

の
身
分
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
、
一
五
四
八
年
に
体
制
が
発
足
し
て
以
来
、

参
事
会
員
は
事
実
上
の
終
身
制
で
あ
り
、
実
質
的
な
改
選
は
前
任
の
参
事
会
員
が
死
亡
し
た
り
、
何
か
の
事
情
で
辞
職
し
た
り
し
た
場
含
に
し

か
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
も
毎
年
八
月
三
日
に
小
参
事
会
を
一
旦
解
散
し
、
改
選
の
手
続
き
を
取
る

老
い
う
儀
式
が
取
り
行
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
改
選
の
儀
式
そ
の
も
の
が
、
ケ
ル
ン
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
市
民
に
よ
る
選

挙
と
い
う
形
を
取
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
小
参
事
会
改
選
の
儀
式
は
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
。
八
月
三
日
の
早
朝
、
任
期
満
了
を
迎
え
た
小
参
事
会

の
構
成
員
と
、
大
参
事
会
の
構
成
員
が
市
庁
舎
に
集
ま
る
と
こ
ろ
が
ら
手
続
き
が
始
ま
っ
た
。
先
ず
大
参
事
会
が
任
期
を
終
え
た
三
一
人
の
閥

族
出
身
の
参
事
会
員
の
中
か
ら
二
人
の
新
し
い
参
事
会
員
を
選
出
し
、
更
に
残
り
二
九
人
の
閥
族
出
身
の
参
事
会
員
が
互
選
に
よ
っ
て
三
人
の

新
し
い
参
事
会
員
を
選
び
出
し
た
。
こ
の
五
人
が
新
し
い
小
参
事
会
の
母
体
と
な
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
定
員
三
一
人
に
達
す
る
ま
で
閥
族
出
身

の
新
し
い
参
事
会
員
が
次
々
に
選
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
新
参
事
会
員
は
直
ち
に
宣
誓
を
行
い
、
次
の
新
参
事
会
員
の
選
考
作
業
に
加

　
　
⑯

わ
っ
た
。

　
閥
族
出
身
の
新
参
事
会
員
三
一
人
を
選
び
終
え
た
後
、
残
り
の
三
つ
の
身
分
の
参
事
会
員
一
四
人
が
こ
の
三
一
人
の
参
事
会
員
の
手
に
よ
っ

て
選
ば
れ
た
。
し
か
し
、
残
り
の
身
分
の
参
事
会
員
は
す
ぐ
に
小
参
事
会
の
会
議
に
加
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
前
に
、
三
一
人
の
閥
族

出
身
者
の
互
選
に
よ
っ
て
小
参
事
会
の
執
行
委
員
会
に
相
当
す
る
枢
密
参
事
会
の
構
成
員
七
人
、
更
に
そ
の
中
か
ら
市
の
最
高
責
任
者
で
あ
る

都
市
管
理
官
二
人
が
選
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
三
一
人
の
手
に
よ
っ
て
六
人
の
市
長
、
三
人
の
会
計
官
、
三
人
の
建
築
監
督
官
が
選
出
さ
れ

た
。
こ
う
し
て
政
治
組
織
の
中
枢
部
を
閥
族
で
押
さ
え
た
後
、
よ
う
や
く
改
選
の
結
果
が
公
表
さ
れ
、
他
の
三
つ
の
身
分
の
参
事
会
員
が
小
参

事
会
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
＝
ハ
四
八
年
以
降
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
す
べ
て
の
役
職
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
派
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

平
等
に
割
り
振
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
小
参
事
会
改
選
の
儀
式
も
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
派
に
別
れ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
う
し
て
選
ば
れ
た
小
参
事
会
が
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
も
行
政
、
立
法
、
裁
判
の
最
高
決
定
権
を
握
っ
て
い
た
。
案
件
の
日
常
的
な

処
理
は
執
行
委
員
会
で
あ
る
枢
密
参
事
会
と
都
市
管
理
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
最
終
決
定
を
下
す
の
は
小
参
事
会
で
あ
り
、
と
り
わ

け
市
の
財
産
の
処
分
や
借
財
に
つ
い
て
は
厳
し
く
小
参
事
会
に
よ
る
承
認
が
求
め
ら
れ
た
。
小
参
事
会
の
会
議
は
火
曜
日
、
木
曜
日
、
土
曜
日

の
午
前
一
〇
時
か
ら
市
庁
舎
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
八
時
か
ら
は
枢
密
参
事
会
の
会
合
が
行
わ
れ
た
。
小
参
事
会
、
枢
密

参
事
会
と
も
都
市
管
理
官
が
議
長
を
務
め
た
。
重
要
官
職
に
就
い
て
い
る
参
事
会
員
は
通
常
の
小
参
事
会
へ
の
出
席
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

お
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
、
ケ
ル
ン
と
は
異
な
っ
て
参
事
会
員
に
は
給
与
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。

　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
最
高
官
職
は
、
他
の
都
市
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
市
長
で
は
な
く
、
都
市
管
理
官
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
定
員
は

二
名
で
、
一
六
四
八
年
以
降
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
派
の
各
一
名
が
選
ば
れ
た
。
毎
年
改
選
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
実
質
上
は
終
身

制
で
あ
る
。
都
市
管
理
官
の
任
務
は
、
機
密
事
項
の
処
理
、
市
の
収
入
の
処
理
、
市
の
文
書
と
印
章
の
保
管
、
そ
れ
に
参
事
会
の
司
会
で
あ
っ

た
。
都
市
管
理
官
は
他
の
官
職
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
市
の
慈
善
基
金
を
管
理
す
る
官
職
の
み
は
都
市
管
理
官
が
兼
任
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
都
市
管
理
官
を
含
む
枢
密
参
事
会
は
小
参
事
会
の
執
行
委
員
会
の
役
割
を
果
た
し
た
他
に
、
市
の
行
政
や
裁
判
の
監
督
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
当
た
っ
た
。
特
に
会
計
検
査
は
枢
密
参
事
会
の
専
管
事
項
で
、
他
の
参
事
会
員
に
は
市
の
財
政
状
況
は
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
都
市
管
理
官
の
下
に
は
、
ケ
ル
ン
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
参
事
会
員
に
留
保
さ
れ
た
行
政
と
裁
判
の
高
級
官
職
が
三
〇
余
り
存
在
し
た
。
こ

こ
で
も
各
官
職
の
定
員
は
普
通
二
名
で
あ
り
、
多
く
の
参
事
会
員
が
複
数
の
官
職
に
就
任
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
ケ
ル
ン
と
同
じ
よ
う

に
職
務
の
内
容
は
具
体
的
で
限
定
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
職
務
の
配
分
も
偏
っ
て
い
た
。
各
官
職
へ
の
選
任
は
小
参
事
会
に
お
け
る
選
挙
に
よ

っ
た
が
、
実
質
上
は
終
身
制
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
、
参
事
会
員
は
四
つ
の
身
分
に
別
れ
て
い
た
の
で
、
ど
の
身
分
の
参
事
会

員
に
ど
の
官
職
が
割
り
当
て
ら
れ
る
か
も
次
第
に
固
定
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
参
事
会
高
級
官
職
に
つ
い
て
も
カ
ト
リ
ヅ
ク
と
ル
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
派
の
均
衡
が
厳
し
く
守
ら
れ
て
い
た
。

　
最
も
重
要
な
官
職
で
あ
る
会
計
官
、
建
築
監
督
官
、
市
長
は
三
一
入
の
閥
族
出
身
の
参
事
会
員
の
み
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
。
市
の
収
入
と
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支
出
を
管
理
し
て
い
た
三
人
の
会
計
官
は
す
べ
て
閥
族
出
身
の
参
事
会
員
で
占
め
ら
れ
、
そ
の
う
ち
二
人
は
枢
密
参
事
会
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。

建
築
監
督
官
は
市
内
の
建
築
活
動
の
監
視
な
ど
を
行
う
役
職
で
、
閥
族
出
身
の
参
事
会
員
二
人
、
メ
ー
ラ
ー
出
身
の
参
事
会
員
一
人
が
こ
の
職

務
に
就
い
た
。
宗
派
の
均
衡
は
会
計
官
、
建
築
監
督
官
計
六
人
の
間
で
保
た
れ
て
い
た
。
市
長
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
、
市
の
代
表
者

で
は
な
く
、
警
察
業
務
と
簡
易
裁
判
の
担
当
官
で
あ
っ
た
。
定
員
は
六
名
で
、
三
組
の
市
長
が
四
ヵ
月
交
代
で
実
務
を
担
当
し
た
。
閥
族
出
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
参
事
会
員
三
名
、
そ
の
他
の
身
分
の
参
事
会
員
各
一
名
が
こ
の
官
職
に
就
任
し
た
。

　
こ
う
し
た
参
事
会
高
級
官
職
の
他
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
も
参
事
会
員
の
資
格
を
も
た
な
い
者
の
就
任
す
る
高
級
官
職
が
存
在
し
た
。
法

的
知
識
を
必
要
と
す
る
参
事
会
法
律
顧
問
官
、
市
書
記
官
と
参
事
会
書
記
官
、
市
裁
判
所
判
事
、
市
書
記
局
事
務
官
な
ど
が
そ
れ
で
、
彼
ら
は

枢
密
参
事
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
。
参
事
会
法
律
顧
問
官
は
六
名
お
り
、
法
的
助
言
を
与
え
る
た
め
に
小
参
事
会
、
枢
密
参
事
会
、
あ
る
い

は
参
事
会
の
そ
の
他
の
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
市
書
記
官
と
参
事
会
書
記
官
の
二
名
は
小
参
事
会
、
枢
密
参

事
会
な
ど
の
議
事
録
作
成
、
書
類
準
備
の
役
目
を
負
い
、
ま
た
市
の
書
記
局
を
統
括
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
官
職
に
も
宗
派
の
平
等
と
い
う
原

　
　
　
　
　
　
⑫

則
が
適
用
さ
れ
た
。

　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
小
参
事
会
や
高
級
官
職
は
事
実
上
都
市
貴
族
に
独
占
さ
れ
、
一
般
市
民
の
市
政
に

対
す
る
影
響
は
極
力
排
除
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
も
市
民
全
体
を
代
表
す
る
組
織
が
全
く
欠
如
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
都
市
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
役
割
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
の
は
大
参
事
会
で
あ
っ
た
。
大
参
事
会
は
小
参
事
会

の
会
員
と
市
裁
判
所
判
事
を
も
含
め
て
三
〇
〇
人
の
会
員
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
会
員
は
四
つ
の
身
分
に
割
り
振
ら
れ
た
定
員
に
応
じ
て
都

市
管
理
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
大
参
事
会
が
招
集
さ
れ
る
の
は
毎
年
八
月
の
小
参
事
会
改
選
儀
式
の
際
と
、
極
意
に
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

こ
る
非
常
事
態
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
形
骸
化
し
な
が
ら
も
、
大
参
事
会
が
協
賛
の
機
関
と
し
て
な
お
存
続
し
て

い
た
こ
と
は
共
同
体
と
し
て
の
都
市
を
考
え
る
上
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
㈹
　
最
後
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
自
治
体
制
を
見
て
み
よ
う
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
も
行
政
、
立
法
、
外
交
の
最
終
決
定
権
を
握
っ
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て
い
た
の
は
小
参
事
会
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
小
参
事
会
は
四
二
入
の
参
事
会
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
す
べ
て
の
参
事
会
員
が
同
じ
権
限
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

場
合
、
小
参
事
会
員
は
次
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
た
。

　
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
二
六
人
の
市
長
で
あ
る
。
彼
ら
は
小
参
事
会
の
心
心
を
な
し
て
お
り
、
二
人
つ
つ
組
に
な
っ
て
四
週
間
交
代
で
実
際
の

市
長
と
し
て
の
業
務
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
選
ば
れ
る
に
は
都
市
貴
族
（
閥
族
）
の
身
分
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
都

市
貴
族
は
特
別
の
社
交
ク
ラ
ブ
を
形
成
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
閉
鎖
性
は
強
く
、
ま
た
帝
国
騎
士
へ
の
同
化
志
向
も
強
か
っ
た
。
一
八
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

末
に
は
古
い
一
族
の
死
滅
や
一
部
の
家
系
の
帝
国
騎
士
へ
の
転
身
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
都
市
貴
族
の
家
系
は
二
三
に
減
少
し
て
い
た
。

　
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
大
参
事
会
員
（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
は
ゲ
ナ
ン
テ
と
呼
ば
れ
る
）
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
八
人
の
古
参
大
参
事
会
員
で
、
市
長
グ

ル
ー
プ
の
補
助
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
若
い
都
市
貴
族
出
身
老
や
親
族
が
重
な
る
た
め
第
一
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
な
か

っ
た
都
市
貴
族
出
身
者
が
選
ば
れ
た
。
第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
、
八
つ
の
手
工
業
職
種
（
毛
織
物
工
、
皮
な
め
し
工
、
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
、
パ
ソ
屋
、
毛

皮
製
造
工
、
金
細
工
師
、
肉
屋
、
仕
立
屋
）
か
ら
選
ば
れ
た
八
人
の
参
事
会
賛
助
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
常
時
小
参
事
会
に
出
席
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
儀
式
の
際
に
だ
け
会
議
に
加
え
ら
れ
た
。

　
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
も
、
こ
れ
ら
の
参
事
会
員
は
事
実
上
終
身
制
で
あ
っ
た
が
、
毎
年
改
選
の
手
続
き
が
取
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は

小
参
事
会
改
選
の
儀
式
は
復
活
祭
の
後
の
水
嚢
日
に
行
わ
れ
た
。
先
ず
、
大
参
事
会
に
よ
っ
て
元
の
小
参
事
会
か
ら
二
人
の
、
ま
た
元
の
小
参

事
会
に
よ
っ
て
大
参
事
会
か
ら
三
人
の
選
挙
委
員
が
選
ば
れ
、
こ
の
五
人
の
選
挙
委
員
に
よ
っ
て
二
六
人
か
ら
な
る
市
長
グ
ル
ー
プ
と
八
人
の

手
工
業
者
グ
ル
ー
プ
の
新
参
事
会
員
が
選
出
さ
れ
た
。
一
方
、
古
参
大
参
事
会
員
の
グ
ル
ー
プ
は
二
六
人
の
市
長
グ
ル
…
プ
に
よ
っ
て
選
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
も
小
参
事
会
は
当
初
は
月
曜
日
、
水
曜
日
、
金
曜
日
の
午
前
中
に
開
か
れ
て
い
た
が
、
後
に
は
毎
日
開
催
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
参
事
会
の
日
常
業
務
は
こ
こ
で
は
七
人
の
古
参
参
事
会
員
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
た
。
重
要
問
題
は
参
事
会
に
提
出
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す
る
前
に
こ
の
七
人
の
間
で
協
議
さ
れ
、
財
政
担
当
官
の
報
告
も
こ
の
七
人
の
会
議
に
提
出
さ
れ
た
。
ロ
ー
ズ
ン
ガ
ー
と
呼
ば
れ
る
二
人
の
財

政
担
当
官
や
、
市
門
の
鍵
や
市
の
印
章
を
保
管
し
、
市
内
の
秩
序
維
持
に
当
た
る
三
人
の
最
高
指
揮
官
は
、
こ
の
七
人
の
古
参
参
事
会
員
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

か
ら
選
ば
れ
た
。
七
人
の
会
議
に
は
実
務
の
順
番
の
回
っ
て
き
た
二
人
の
市
長
も
加
わ
っ
た
。

　
小
参
事
会
の
中
核
を
な
す
二
六
人
の
市
長
は
＝
二
人
の
古
参
市
長
と
一
三
人
の
新
参
市
長
に
分
か
れ
、
ロ
ー
ズ
ン
ガ
ー
な
ど
の
重
要
官
職
に

は
古
参
市
長
が
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
、
古
参
、
新
参
と
い
う
区
分
と
は
別
に
、
二
六
人
の
市
長
は
、
古
い
体
制
の
名
残
で
、
本
来
の
市
長
と
参

審
員
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
た
。
参
審
員
の
方
は
通
常
の
市
長
の
職
務
の
他
に
飛
騨
裁
判
に
立
ち
会
う
と
い
う
職
務
を
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
四
週
間
交
代
で
実
務
を
担
当
す
る
二
人
の
市
長
は
、
必
ず
古
参
市
長
と
新
参
市
長
、
本
来
の
市
長
と
参
審
員
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
実
際
の
業
務
を
担
当
す
る
二
人
の
市
長
は
行
政
、
裁
判
、
外
交
を
統
括
し
、
七
人
制
古
参
参
事
会
員
の
会
議
や
小
参
事
会
の
議
長
を
務
め
た
。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
に
も
、
実
務
市
長
、
ロ
ー
ズ
ソ
ガ
ー
、
最
高
指
揮
官
の
他
に
、
参
事
会
員
の
み
が
就
任
す
る
こ
と
の
で
き
る
数
多
く

の
参
事
会
高
級
官
職
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
専
門
知
識
を
持
っ
た
助
言
者
と
し
て
か
な
り
の
数
の
参
事
会
法
律
顧
問
官
や
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

事
会
書
記
官
が
雇
わ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
実
務
市
長
以
下
の
官
職
は
有
給
で
あ
っ
た
。

　
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
も
一
般
市
民
に
よ
る
小
参
事
会
へ
の
影
響
は
で
き
る
だ
け
排
除
さ
れ
て
い
た
が
、
市
民
団
全
体
を
代
表
す
る
機

関
と
し
て
の
大
参
事
会
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
い
た
。
議
員
の
人
数
は
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
っ
た
が
、
一
七
八
七
年
の
時
点
で

は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
を
代
表
す
る
合
計
二
七
九
人
の
議
員
が
大
参
事
会
を
構
成
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
各
身
分
を
代
表
す
る
と
は
言
っ
て
も
、

こ
こ
で
も
大
参
事
会
員
は
小
参
事
会
に
よ
る
指
名
制
で
あ
り
、
終
身
制
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
大
参
事
会
が
招
集
さ
れ
る
機
会
は
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

く
、
毎
年
の
小
参
事
会
の
選
挙
の
際
と
新
し
い
税
金
を
導
入
す
る
場
合
や
戦
争
が
迫
っ
た
場
合
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　
以
上
が
三
つ
の
帝
国
都
市
に
お
け
る
政
治
調
度
の
概
要
で
あ
る
。
ケ
ル
ン
と
他
の
二
つ
の
都
市
で
は
か
な
り
様
相
を
異
に
し
て
い
る
が
、
い

ず
れ
の
都
市
に
お
い
て
も
、
手
工
業
者
の
代
表
が
市
の
最
高
決
定
機
関
で
あ
る
（
小
）
参
事
会
に
顔
を
出
し
て
は
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
参
事
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会
へ
の
関
与
は
形
式
的
・
儀
礼
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
お
り
、
政
治
の
実
権
は
都
市
貴
族
出
身
の
少
数
の
参
事
会
員
や
、
彼
ら
を
補
佐
す
る
法

律
上
の
知
識
を
持
っ
た
高
級
官
職
保
有
者
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
。
手
工
業
者
が
彼
ら
の
地
位
を
左
齋
す
る
可
能
性
、
ま
し
て
や
手
工
業
者
自

身
が
政
策
決
定
の
中
枢
部
へ
入
り
込
む
可
能
性
は
殆
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ケ
ル
ン
の
よ
う
に
ツ
ン
フ
ト
が
ガ
ッ
フ
ェ
ル
と
い

う
組
織
を
通
じ
て
参
事
会
員
を
選
挙
す
る
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
所
で
す
ら
、
墓
本
法
の
規
定
の
強
引
な
解
釈
に
よ
っ
て
参
事
会
員

の
地
位
は
ツ
ン
フ
ト
の
拘
束
か
ら
実
質
上
切
り
離
さ
れ
て
い
た
。
市
民
権
保
有
者
の
中
で
多
数
を
占
め
な
が
ら
、
手
工
業
者
は
最
終
決
定
機
関

で
あ
る
参
事
会
の
中
枢
部
へ
の
関
与
を
拒
否
さ
れ
、
市
民
団
の
中
で
も
最
も
低
い
社
会
的
地
位
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
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○
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～
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ガヅフェルの名称

1）毛織物組合ガッフェル

　　　（毛織物工と三つの近縁のツンフト）

2）アイゼンマルクト

　　　（商人）

3）シュヴァルツェンハウス

　　　（染色工，大目商人）

4）金細工師と金箔師

5）ヴィソデック

　　　（商人）

6）毛皮製造工

7）ヒソメルライヒ

　　　（商人）

8）画工

　　　（画工，紋章工，鞍工，ガラスエ）

9）アーレン

　　　（革紐製造工）

10）石工

　　　（蘇杢㌔蠕鮒旨繍屋）

11）鍛冶屋：

12）パン屋

13）ピール醸造工

14）ベルト製造工

　　　ぼ灘i融護畿撃麹
15）肉屋

16）魚組合

17）仕立屋

18）靴屋

　　　（二二，皮なし工，木靴工）

19）甲冑師

　　　（甲冑師，鞄工，刀鍛冶，床屋）

20）二品工とHamacher

21）樽屋

　　　（樽屋，ワイン組合，ワイン運搬人）

22）亜麻織工
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三
つ
の
帝
国
都
市
の
政
治
制
度
の
検
討
か
ら
、
乎
工
業
者
は
市
民
の
申
で
多
数
を
占
め
、
ま
た
一
定
の
組
織
を
持
ち
な
が
ら
、
政
策
決
定
機

関
で
あ
る
参
事
会
か
ら
実
質
的
に
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
確
認
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
手
工
業
者

が
市
政
に
何
ら
の
影
響
も
及
ぼ
し
得
ず
、
市
政
の
中
心
部
を
占
め
る
都
市
貴
族
に
よ
っ
て
一
方
的
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
と
見
る
の
は
早
計
で
あ

ろ
う
。

　
確
か
に
、
都
市
の
政
治
的
決
定
権
を
掌
握
し
て
い
た
都
市
貴
族
は
一
般
市
民
と
の
社
会
的
、
身
分
的
な
格
差
を
強
調
し
、
一
般
市
民
に
対
し

て
支
配
者
と
し
て
臨
も
う
と
す
る
態
度
を
取
っ
た
。
し
か
し
、
都
市
貴
族
が
如
何
に
統
治
者
を
装
お
う
と
も
、
都
市
が
本
来
持
っ
て
い
た
市
民

権
保
有
者
の
誓
約
共
同
体
と
い
う
性
格
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
都
布
と
い
う
極
小
共
同
体
に
共
に
身
を
委
ね
て
い
る

と
い
う
点
か
ら
も
、
都
市
貴
族
が
市
民
の
多
数
の
意
向
に
逆
ら
っ
た
政
策
を
長
く
続
け
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
参

事
会
の
統
治
は
実
際
に
は
市
民
の
側
の
あ
る
種
の
精
神
的
同
意
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
、
参
事
会
に
お
い
て
最
終
的
な
政
策
決
定
に
係
わ
る
都
市
貴
族
は
複
数
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
の
問
に
常
に
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ



帝国者百船と手コニ業（谷口）

る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
否
、
む
し
ろ
意
見
は
相
違
し
て
い
る
の
が
通
常
で
、
有
力
な
都
市
貴
族
の
家
系
の
間
に
は
恒
常
的
な
対
抗
関
係
が
存

在
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
実
態
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
、
枢
密
参
事
会
に
所
属
す
る
有
力
家
系
ラ
ン
ゲ
ソ

マ
ン
テ
ル
と
シ
ご
ア
ッ
テ
ン
、
レ
ー
リ
ソ
ゲ
ン
と
カ
ー
ル
、
イ
ム
ホ
ー
フ
と
プ
ル
ン
メ
ル
ン
の
間
に
は
厳
し
い
対
立
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の

対
立
す
る
家
系
は
そ
れ
ぞ
れ
勢
力
の
拡
大
を
求
め
て
、
参
事
会
の
中
に
、
ま
た
一
般
の
市
民
の
中
に
も
支
持
者
を
広
げ
て
い
っ
た
。
逆
に
、
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

持
者
た
ち
は
こ
れ
ら
の
有
力
都
市
貴
族
の
恩
顧
に
鎚
っ
て
地
位
や
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
。
都
市
貴
族
に
よ
る
市
政
の
運
営
は
、
誓
約
共
同
体

の
残
照
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
バ
ト
ロ
ソ
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
と
い
う
繋
が
り
に
よ
っ
て
も
、
支
配
さ
れ
る
側
の
市
民
か
ら
一
定
の

制
約
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
参
事
会
と
王
学
一
般
の
間
の
政
治
的
な
関
係
か
ら
離
れ
て
、
行
政
や
裁
判
の
具
体
的
な
運
営
面
に
視
点
を
移
す
と
、
参
事
会
と
手
工
業
者
と

の
間
に
は
更
に
重
要
な
繋
が
り
が
現
れ
て
く
る
。
三
つ
の
都
市
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
輸
出
産
業
と
し
て
の
手
工
業
の
繁
栄
期
は
既
に
終
わ

っ
て
い
た
が
、
な
お
幾
許
か
の
輸
出
手
工
業
は
一
八
世
紀
に
入
っ
て
も
残
存
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
、
一
八
世
紀
に

入
っ
て
も
銀
製
品
や
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
綿
織
物
の
輸
出
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
れ
に
、
い
ず
れ
の
都
市
に
お
い
て
も
、
食
料
や
衣

料
な
ど
の
日
用
品
の
供
給
は
ま
だ
手
工
業
が
頼
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
都
市
の
経
済
生
活
や
社
会
生
活
の
保
全
に
責
任
を
負
う
参
事
会
に

と
っ
て
は
、
手
工
業
者
の
活
動
を
一
方
で
は
統
制
し
、
一
方
で
は
保
護
す
る
こ
と
が
、
最
も
重
要
な
任
務
の
一
つ
と
な
り
、
そ
の
た
め
の
様
々

な
通
路
が
参
事
会
と
手
工
業
者
の
間
に
形
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
行
政
や
裁
判
の
面
で
の
参
事
会
と
手
工
業
者
の
接
触
を
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
、
市
政
と
手
工
業
者
の
関
係
に
別

の
角
度
か
ら
光
り
を
当
て
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ケ
ル
ン
の
場
合
、
先
に
触
れ
た
ツ
ン
フ
ト
闘
争
を
め
ぐ
る
経
緯
か
ら
、
ツ
ン
フ
ト
は
手
工

業
者
の
自
治
組
織
と
い
う
性
格
を
比
較
的
強
く
残
し
て
い
た
。
ツ
ン
フ
ト
集
会
は
恒
常
的
に
開
か
れ
て
お
り
、
ツ
ン
フ
ト
の
会
長
も
、
親
方
全

員
に
よ
る
か
、
幹
部
に
よ
る
か
は
別
と
し
て
、
ツ
ン
フ
ト
内
部
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
参
事
会
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
ツ
ン
フ
ト
の
規
約
を
会
員
に
遵
守
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
ツ
ン
フ
ト
は
紛
れ
も
な
く
行
政
の
下
請
け
的
な
機
能
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を
も
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ツ
ン
フ
ト
に
は
、
退
職
し
た
ア
ム
ッ
マ
イ
ス
タ
ー
や
そ
の
他
の
ツ
ン
フ
ト
の
幹
部
か
ら
構
成
さ
れ

る
裁
判
機
構
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
ツ
ン
フ
ト
法
廷
が
会
員
同
士
の
係
争
の
裁
定
や
規
約
違
反
に
対
す
る
処
分
決
定
に
当
た
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
判
決
の
執
行
は
参
事
会
の
承
認
を
得
て
、
市
の
役
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
裁
判
の
面
で
も
ツ
ン
フ
ト
は
市
の
組
織
の
未
端
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
い
う
性
格
を
兼
ね
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
参
事
会
の
側
に
は
、
参
事
会
員
の
就
任
す
る
高
級
官
職
の
一
つ
と
し
て
ガ
ッ
フ
ェ
ル
・
参
事
会
選
挙
担
当
委
員
（
定
員
二
名
）

が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
ツ
ン
フ
ト
や
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
問
題
を
取
り
扱
う
窓
口
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ツ
ン
フ
ト
内
部
で
自
主
的
に

問
題
が
処
理
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
二
人
の
委
員
が
問
題
に
介
入
し
、
更
に
決
定
が
参
事
会
に
委
ね
ら
れ
る
場
合
に
は
、
彼
ら
が
参
事
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
状
況
を
報
告
し
た
。
ツ
ン
フ
ト
法
廷
の
判
決
に
不
服
の
者
も
こ
の
二
人
の
参
事
会
員
に
上
訴
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
更
に
、
参
事
会
の
側
に
は
、
こ
う
し
た
ツ
ン
フ
ト
の
問
題
全
般
を
担
当
す
る
参
事
会
員
と
は
別
に
、
特
定
の
手
工
業
職
種
に
係
わ
る
参
事
会

高
級
官
職
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ビ
ー
ル
・
火
酒
担
当
官
（
定
員
単
名
）
は
市
内
で
販
売
さ
れ
る
ビ
ー
ル
と
火
酒
の
贔
質
と
量
を
監
督
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
樽
屋
が
規
定
通
り
の
樽
を
製
作
し
て
い
る
か
否
か
も
監
視
し
て
い
た
。
肉
市
場
監
督
官
（
定
員
六
名
）
は
肉
が
規
定
通

り
の
場
所
に
お
い
て
規
定
通
り
の
価
格
と
量
と
品
質
で
販
売
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
し
て
い
た
。
屠
殺
場
が
清
潔
に
保
た
れ
て
い
る
か

否
か
を
調
査
す
る
の
も
彼
ら
の
役
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
彼
ら
は
肉
の
消
費
税
が
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
監
視
し
て
い
た
。
金
箔
師

・
染
色
担
当
委
員
（
定
員
四
人
）
は
金
の
加
工
で
量
が
誤
魔
化
さ
れ
て
い
な
い
か
、
絹
の
染
色
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
監
督
し
て
い
た
。

印
章
官
（
定
員
二
名
）
は
市
の
度
量
衡
を
監
視
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
市
内
で
販
売
さ
れ
る
織
物
に
不
正
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
目
を
光
ら
せ
て
い
た
。

　
ま
た
、
市
場
全
体
を
監
督
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
市
長
は
穀
物
市
場
を
も
監
視
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
の
関
連
で
パ
ン
の
価
格
の
決
定
も

市
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
穀
物
価
格
の
動
向
は
宣
誓
し
た
穀
物
仲
買
人
か
ら
市
長
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
報
告
に

基
づ
い
て
、
毎
週
、
パ
ン
騰
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
参
事
会
員
と
パ
ソ
屋
の
ツ
ン
フ
ト
の
四
人
の
ア
ム
ツ
マ
イ
ス
タ
ー
の
立
ち
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会
い
の
下
に
、
市
長
に
よ
っ
て
（
実
際
に
は
市
長
法
廷
の
書
記
官
に
・
ち
て
）
パ
ン
の
価
格
が
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
休
業
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

市
長
の
就
任
す
る
会
計
周
長
に
は
建
築
手
工
業
を
監
督
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

　
一
方
、
都
市
貴
族
の
支
配
が
貫
徹
し
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
に
は
、
ツ
ン
フ
ト
の
会
長
や
幹
部
は
小
参
事
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

て
お
り
、
ツ
ン
フ
ト
の
自
治
組
織
と
し
て
の
側
面
は
最
小
限
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
品
質
の
管
理
や
軽
微
な
裁
判
は
事
柄
の
性

質
上
ツ
ン
フ
ト
の
自
主
管
理
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
手
工
業
者
に
対
す
る
市
の
側
か
ら
の
行
政
や
裁
判
は
、
一
七
一
＝
年
以
降
、
手
工

業
法
廷
と
呼
ば
れ
る
組
織
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
手
工
業
法
廷
の
判
事
は
参
事
業
高
級
官
職
で
、
都
市
貴
族
出
身
の
参
事
会
員
四
人
、
そ

の
他
の
身
分
の
参
事
会
員
二
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
他
に
、
法
的
知
識
を
持
っ
た
専
門
家
が
審
議
官
（
二
名
）
お
よ
び
法
廷
書
記
官
（
一
名
）

と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
組
織
は
、
営
業
権
の
授
与
を
も
含
め
て
手
工
業
者
に
関
す
る
行
政
や
裁
判
を
一
手
に
引
き
受
け
て
お
り
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
程
度
は
規
則
を
制
定
す
る
機
能
も
備
え
て
い
た
。
た
だ
し
、
織
工
、
染
色
工
、
仕
上
工
な
ど
織
物
関
係
の
手
工
業
者
は
、
そ
の
重
要
性
か
ら

特
別
扱
い
と
さ
れ
、
織
匠
会
館
委
員
会
と
呼
ば
れ
る
別
組
織
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
委
員
会
も
参
事
会
員
の
就
任
す
る
高
級
宮
職

で
あ
り
、
都
市
貴
族
出
身
者
二
人
、
そ
の
他
の
身
分
の
参
事
会
員
一
名
か
ら
な
っ
て
い
た
。
委
員
会
を
補
佐
す
る
た
め
に
織
工
ツ
ソ
フ
ト
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
は
三
人
の
陪
席
委
員
が
出
た
。

　
か
つ
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
も
数
名
の
参
事
会
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ツ
ン
フ
ト
を
分
担
し
て
管
理
す
る
方
式
が
・
取
ら
れ
て
お
り
、
ツ

ン
フ
ト
に
係
わ
る
参
事
会
高
級
官
職
は
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
式
は
上
に
述
べ
た
よ
う
に
織
工
ツ
ソ
フ
ト
を
例
外
と
し
て
一
七
一
二
年

に
改
め
ら
れ
、
手
工
業
者
を
手
工
業
法
廷
に
よ
っ
て
一
括
し
て
管
理
す
る
方
式
に
移
行
し
た
た
め
、
手
工
業
関
係
の
参
事
会
官
職
は
減
少
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
市
の
土
木
事
業
や
建
築
物
を
管
理
す
る
建
築
監
督
官
（
定
員
嘉
名
）
は
建
築
関
係
の
手
工
業
者
を
監
督
し
て
お
り
、
ビ
ー

ル
、
ワ
イ
ン
、
酢
な
ど
の
液
体
に
か
か
る
税
金
を
徴
収
し
て
い
た
消
費
税
局
（
定
員
三
名
）
も
手
工
業
者
と
係
わ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
パ
ン
の
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

格
は
穀
物
消
費
税
局
に
よ
っ
て
、
肉
の
価
格
は
肉
消
費
税
局
の
報
告
に
基
づ
い
て
参
事
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
。
手
工
業
法
廷
を
も
含

め
て
こ
れ
ら
の
手
工
業
に
係
わ
る
参
事
会
高
級
官
職
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
に
つ
い
て
の
知
識
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
ツ
ン
フ
ト
の
会
長
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⑨

を
呼
ん
で
情
報
を
得
て
お
り
、
手
工
業
者
の
側
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
一
定
の
発
言
権
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
自
治
組
織
と
し
て
の
ツ
ン
フ
ト
が
存
在
し
な
か
っ
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
問
題
に
つ
い
て
は
手
工
業
者
が

発
言
す
る
道
が
開
か
れ
て
い
た
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
糺
問
局
と
い
う
役
所
が
す
べ
て
の
手
工
業
者
を
管
理
し
て
い

た
。
糺
問
局
は
参
事
会
員
の
就
任
す
る
糺
問
官
（
五
二
）
と
実
務
を
担
当
す
る
法
廷
書
記
官
（
一
名
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
糺
問
局
は
手

工
業
規
約
の
作
成
、
手
工
業
者
の
争
い
の
調
停
、
規
約
違
反
に
対
す
る
処
罰
、
親
方
や
職
人
の
登
録
な
ど
手
工
業
者
に
係
わ
る
一
切
の
業
務
を

行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
職
種
の
細
部
に
わ
た
る
決
定
を
行
う
た
め
に
は
、
手
工
業
の
知
識
を
持
っ
た
者
の
協
力
は
不
可
欠
で
あ
り
、
宣
誓
手

工
業
と
し
て
認
定
さ
れ
た
職
種
に
関
し
て
は
手
工
業
者
の
中
か
ら
数
名
の
幹
部
が
任
命
さ
れ
、
糺
問
局
の
活
動
を
手
助
け
し
て
い
た
。
手
工
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

者
は
こ
う
し
た
職
種
の
幹
部
を
通
じ
て
糺
問
局
の
裁
定
や
手
工
業
規
約
の
変
更
に
意
向
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
の
他
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
揚
含
に
も
、
重
要
な
職
種
に
つ
い
て
は
参
事
会
員
の
就
任
す
る
高
級
官
職
に
よ
る
監
督
が
行
わ
れ
て
い
た
。

醸
造
業
委
員
会
は
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
の
監
視
に
当
た
り
、
製
粉
業
・
製
パ
ン
業
委
員
会
は
パ
ン
屋
の
、
雄
牛
・
獣
脂
局
委
員
会
は
肉
屋
の
活
動

を
規
弛
し
て
い
た
。
更
に
、
市
場
秩
序
維
持
、
葬
儀
保
険
、
防
火
、
度
量
衡
な
ど
に
関
す
る
委
員
会
も
手
工
業
者
と
接
触
を
持
っ
て
い
た
。
ま

た
、
建
築
関
係
の
手
工
業
者
に
つ
い
て
は
、
参
事
会
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
建
築
監
督
官
を
長
と
す
る
建
築
局
が
監
督
を
行
っ
て
い
た
。
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
手
工
業
者
が
糺
問
局
の
所
管
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
建
築
手
工
業
者
は
実
質
的
に
は
こ
の
建
築
局
の
管
轄
下
に
入
っ
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
三
つ
の
帝
国
都
市
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
参
事
会
員
の
就
任
す
る
高
級
官
職
の
か
な
り
の
部
分
が
、
参
事
会
員
の
高
い

政
治
的
、
社
会
的
格
式
と
は
裏
腹
に
、
手
工
業
者
に
対
す
る
日
常
的
で
、
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
接
触
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、

手
工
業
老
は
こ
う
し
た
接
触
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
立
場
か
ら
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
意
向
を
担
当
の
参
事
会
員
や
最

終
決
定
機
関
で
あ
る
参
事
会
に
確
実
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
市
民
と
し
て
の
手
工
業
考
は
参
事
会
と
の
間
に
か
細
い
繋
が
り
し
か
持
た
な

か
っ
た
の
に
対
し
て
、
具
体
的
な
生
産
活
動
、
営
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
面
で
の
手
工
業
者
は
参
事
会
と
の
間
に
太
く
て
多
様
な
繋
が
り
を

持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
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縷
述
の
非
難
を
恐
れ
ず
、
結
論
を
繰
り
返
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
旧
型
の
都
市
に
お
い
て
は
、
手
工
業
者
層
は
、
数
の
上
で
は
、
都
市

共
同
体
の
政
治
に
係
わ
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
市
民
権
保
有
者
1
一
市
民
の
中
で
多
数
を
占
め
て
お
り
、
ま
た
ツ
ン
フ
ト
と
い
う
組
織
も
持
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
市
政
の
最
終
決
定
機
関
で
あ
る
（
小
）
参
事
会
は
、
決
し
て
手
工
業
老
層
の
執
行
委
員
会
を
形
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
参
事
会
の
議
席
の
大
部
分
は
少
数
の
都
市
貴
族
、
あ
る
い
は
都
市
の
上
層
市
民
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
と
手
工
業

者
の
聞
の
政
治
的
、
社
会
的
懸
隔
が
様
々
な
形
で
強
調
さ
れ
て
、
手
工
業
者
層
が
参
事
会
の
構
成
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
最
小
限
に
押
さ

え
ら
れ
て
い
た
。
ケ
ル
ン
の
よ
う
に
制
度
的
に
は
ツ
ン
フ
ト
が
ガ
ッ
フ
ェ
ル
と
い
う
組
織
を
通
じ
て
参
事
会
を
選
出
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
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た
所
に
お
い
て
も
、
事
態
は
他
の
都
市
と
異
な
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
手
工
業
者
は
参
事
会
に
よ
っ
て
一
方
的
に
支
配
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
参
事
会
は
、
実
際

に
行
政
や
裁
判
を
行
う
場
合
に
は
参
事
会
員
が
最
高
責
任
者
と
し
て
就
任
す
る
様
々
の
竜
門
官
職
を
設
け
て
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
手
工
業
者

の
団
体
に
対
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
立
場
か
ら
こ
う
し
た
官
職
の
活
動
に
協
力
し
、
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
手
工
業
老
は
こ

の
機
会
を
利
用
し
て
自
ら
の
意
向
を
参
事
会
の
側
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
協
力
関
係
は
、
手
工
業

者
に
自
ら
の
利
害
を
行
政
に
反
映
さ
せ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
手
工
業
者
の
組
織
が
市
の
行
政
や

裁
判
の
末
端
機
関
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
は
、
手
工
業
者
の
同
業
組
合
は
実
は
旧
型
都
市
の
政
治

体
制
の
一
部
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
本
稿
の
結
論
は
、
も
と
よ
り
、
比
較
的
大
規
模
な
帝
国
都
市
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
小
規
模
な
帝
国
都
市
の
場

合
、
あ
る
い
は
領
邦
都
市
の
場
合
に
は
、
参
事
会
の
構
成
や
参
事
会
と
手
工
業
者
の
関
係
に
多
少
の
椙
違
が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
初

に
述
べ
た
よ
う
に
大
規
模
な
帝
国
都
市
は
旧
型
都
市
の
自
治
制
度
の
扁
種
の
純
粋
型
を
表
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
、
他
の
類
型
の
都
市
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
に
よ
っ
て
こ
こ
で
の
結
論
に
修
正
を
施
す
べ
き
か
否
か
を
検
討
す
る
作
業
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
「
古
き
手
工
業
」
の
多
機
能
性
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
経
済
以
外
の
側
面
に
係
わ
る
手
工
業
の
機
能
の
す
べ
て
が
都
市
と
手
工
業
の
関

係
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
手
工
業
に
お
け
る
社
会
的
体
面
の
観
念
、
手
工
業
者
組
織
の
自
助
機
能
な
ど
の
重
要
な
問
題
が
本
稿
の
慮

外
に
取
り
残
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
直
接
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
古
き
手
工
業
」
の
こ
れ
ら
の
機
能
に
つ
い
て
も
、
本
稿
に
お
け
る
結

論
を
踏
ま
え
な
が
ら
更
に
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
①
領
邦
都
市
の
政
治
体
制
と
手
工
業
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
　
　
り
っ
・
お
ふ
P
①
㌣
。
。
b
。
を
参
照
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Handwerker　in　der　Reichsstadt

von

TANIGucHi　Kenji

　　In　letzter　Zeit　wird　es　betont，　daB　das　zUnftig　geregelte　“alte　Handwerk”

vor　18．　Jahrhundert　weit　mehr　als　nur　Erwerbstatigl〈eit　war，　es　vielmehr

eille　umfassende，　mult漁nktionelle　Lebenskultur　darstellte．　Aber　bis　heute

ist　es　noch　nicht　erklart，　auBer　den　6konomischen　Funktionen，　wo　der

Schwerpunkt　dieser　Multifunktionalitat　lag．　Doch　das　Zusammenfallen

von　Meisterschaft　und　Bttrgerrecht　macht　es　deutlich，　daB　das　alte

Elandwerl〈　als　wichtigste　Funktionen　eine　politische　Rolle　in　der　Selbst－

verwaltung　der　Stadt　spielte．　ln　diesem　Aufsatz　werden　diese　po！itische

Funktionen　des　Handwrks　in　dem　stadtischen　Regiment　ausgefUhrt．　Dabei

werden　clrei　verschiedenartige　Reichsstadte　als　Untersuchtingsgebiet

ausgewahlt．

The　lndus　Enigma　：　Contradiction　and　Key　Evidence

by

Xu　Chao－long

　　Nearly　eighty　years　of　studies　on　the　rise　of　the　prehistoric　lndus

Valley　civilization　have　only　yielded　an　unfruitful　and　enigmatic　theory

that　the　IMature　Harappan　culture　emerged　without　a　break　from　the

‘Pre－Harappan　’　or　the　‘Early　Harappan　’　culture　over　the　entire　extension

of　ehe　Valley．　The　viewpoint　is　primarily　based　on　dubious　factors　such

as　the　fact　t’nat　the　two　kinds　o’f　superimposed　strata　at　several　sites，

representing　the　‘Pre－Hrappan’　culture　or　the‘Early　Harappan’　in　the

lower　levels　and　the　M　ature　Harappan　in　the　upper，　exist　without　any

gap　between　them，　or　that　the　pottery　from　both　of　the　cultt1res　is

generally　homogeneous．　The　author，　however，　dwells　on　a　c1ear　break

between　the　strata　discernible　at　Kot　Diji　and　Gumla　in　particular，　and
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