
近
世
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
に
お
け
る
救
貧
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宮

」

ロ岡

【
要
約
】
　
～
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
救
貧
を
め
ぐ
る
問
題
が
深
刻
化
し
、
慈
善
・
寄
付
の
現
状
に
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
体
制
に
お
け
る
救
貧
の
単
位
で
あ
り
、
か
つ
、
富
者
と
貧
者
が
私
的
な
慈
善
・
寄
付
を
つ
う
じ
て
結

び
つ
く
場
で
も
あ
っ
た
教
区
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ン
ド
ン
市
内
の
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
を
主
た
る
対

象
と
し
て
取
り
上
げ
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
お
け
る
こ
の
教
区
の
救
貧
活
動
を
、
救
貧
の
た
め
の
財
源
、
救
貧
扶
助
を
受
け
た
人
々
、
慈

善
・
寄
付
の
動
機
な
ど
、
様
々
な
角
度
か
ら
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
教
区
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
救
貧
法
に
よ
る
公
的
な
救
貧
と
、
私
的
慈

善
に
よ
る
貧
者
へ
の
援
助
と
が
救
貧
の
現
場
に
お
い
て
い
か
に
機
能
し
て
い
た
か
を
、
実
態
に
即
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
四
巻
一
号
　
二
〇
〇
一
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
六
世
紀
後
半
か
ら
～
七
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
人
口
増
加
に
起
因
す
る
貧
困
が
悪
化
し
、
救
貧
法
が
導
入
さ
れ
る
に
至
る
時
期
に
あ

た
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
画
期
を
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
改
革
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。
修
道
院
や
兄
弟
団
な
ど
慈
善
的

活
動
の
担
い
手
が
解
散
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
救
貧
に
お
け
る
真
空
状
態
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
こ
の

時
期
に
慈
善
・
寄
付
な
ど
の
問
題
が
多
く
の
論
者
か
ら
様
々
な
議
論
を
引
き
出
す
こ
と
と
な
り
、
「
救
貧
」
は
こ
の
時
代
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て

前
面
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。



近世ロンドンの教区における救貧（宮川）

　
こ
の
時
代
の
救
貧
を
考
察
す
る
う
え
で
教
区
鵠
蔚
げ
に
注
目
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
利
点
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に

成
立
し
た
救
貧
法
体
制
に
お
い
て
教
区
は
救
貧
の
単
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宗
教
改
革
以
前
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宗
教
改
革
以
後
に
お
い
て

も
、
教
区
は
富
者
と
貧
者
が
様
々
な
寄
付
・
慈
善
を
介
し
て
結
び
つ
く
場
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
教
区
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
救
貧
法

に
よ
る
公
的
な
救
貧
と
、
私
的
慈
善
に
よ
る
貧
者
へ
の
援
助
と
が
救
貧
の
現
場
に
お
い
て
い
か
に
機
能
し
て
い
た
か
を
、
実
態
に
即
し
て
考
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
（
ロ
ン
ド
ン
）
に
お
け
る
救
貧
の
実
態
を
、
教

区
に
焦
点
を
お
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
、
そ
の
た
め
の
予
備
作
業
と
し
て
、
第
一
章
で
は
、
慈
善
・
寄
付
の
現
状
が
当

時
の
人
々
に
よ
り
い
か
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
、
当
時
の
説
教
、
著
作
な
ど
を
史
料
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
、
教
区
に
お
け

る
救
貧
活
動
の
財
源
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
第
三
章
で
は
、
教
区
に
お
け
る
救
貧
活
動
の
実
態
を
実
例
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し

て
、
第
四
章
に
お
い
て
、
教
区
に
お
け
る
救
貧
の
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
教
区
民
か
ら
の
寄
付
に
つ
い
て
、
主
に
寄
付
者
の
動
機
に
注
目
し
て

考
察
す
る
。

第
一
章
　
【
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
お
け
る
慈
善
・
寄
付
を
め
ぐ
る
言
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
同
時
代
人
に
よ
る
慈
善
・
寄
付
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
お
お
ま
か
に
言
っ
て
、
悲
観
論
と
楽
観
論
と
に
分
類
で
き
る
。

　
ま
ず
悲
観
論
よ
り
み
て
み
よ
う
。
こ
の
種
の
議
論
の
論
調
は
、
宗
教
改
革
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
、
お
よ
び
、
同
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
と
比

較
し
て
、
宗
教
改
革
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
慈
善
・
寄
付
の
現
状
が
、
お
お
い
に
見
劣
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
防
ぎ
ヨ
霧
類
露
8
は
一
五
七
七
年
に
お
こ
な
っ
た
説
教
に
お
い
て
、
当
時
の
慈
善
・
寄
付
の
衰
え
を
嘆
い
て
い
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
確
か
に
ロ
ン
ド
ン
に
は
救
貧
の
た
め
の
準
備
が
あ
り
、
ホ
ス
ピ
タ
ル
も
機
能
し
て
は
い
る
も
の
の
、
個
々
の
私
人
曾
く
象
Φ
鋒
①
p
の
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

仰
は
乏
し
く
、
私
的
な
施
し
も
不
足
し
て
い
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
ピ
磐
頴
p
8
0
訂
号
門
8
昌
も
一
六
世
紀
後
半
当
時
の
信
仰
の
衰
え
を
嘆
い

て
い
る
。
外
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
か
れ
ら
の
貴
族
・
聖
職
者
に
よ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
さ
か
ん
な
こ
と
、
教
会
・
修
道
院
な
ど
の
立
派
な
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③

こ
と
を
誇
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
我
々
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
○
冨
ら
Φ
誹
。
昌
は
述
べ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
よ
り
詳
し
く
、
ま
た
確
か
な
根
拠
に
基
づ
い
た
悲
観
論
の
主
張
と
し
て
、
勺
臣
甘
ω
ε
げ
び
①
ω
の
一
五
九
三
年
の
著
作
を
取
り
上

げ
る
。
ロ
ン
ド
ン
市
長
9
普
①
腎
じ
d
β
o
賦
①
に
宛
て
た
献
呈
の
辞
に
よ
れ
ば
、
ω
塞
げ
げ
①
ω
は
、
　
五
九
二
年
ま
で
に
約
三
ヶ
月
ほ
ど
全
国
を
旅

行
し
、
過
去
に
設
立
さ
れ
た
教
会
建
築
、
学
校
、
ホ
ス
ピ
タ
ル
な
ど
の
施
設
の
現
状
を
視
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
多
く
が
荒

廃
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
の
著
作
執
筆
の
動
…
機
と
し
て
、
か
れ
は
、
当
時
の
人
々
に
自
ら
善
行
σ
q
o
O
傷
≦
o
鱒
ω
を
な
さ
な
い
ま
で
も
、

先
人
が
遺
し
た
も
の
を
維
持
す
る
よ
う
訴
え
か
け
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
イ
ギ
リ
ス
人
を
批
判
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

理
由
を
与
え
な
い
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。

　
特
に
ω
嘗
げ
げ
①
ω
は
、
こ
の
著
作
の
第
二
章
を
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
の
審
付
・
慈
善
行
為
の
重
要
性
、
お
よ
び
、
過
去
に
イ
ギ
リ
ス

人
が
行
っ
た
寄
付
・
慈
善
行
為
の
列
挙
と
称
賛
に
あ
て
て
い
る
。
宗
教
改
革
以
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
に
お
い
て
は
、
業
に
よ
る
救
済

が
否
定
さ
れ
た
た
め
、
善
行
を
な
す
必
要
は
な
い
、
と
公
言
す
る
者
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
側
に
身
を
置
き
つ
つ
も
、
ω
ε
げ
び
Φ
ω
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

信
仰
の
証
し
と
し
て
善
行
を
な
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
、
寄
付
・
慈
善
行
為
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。

　
ω
9
げ
げ
Φ
ω
の
現
状
認
識
で
は
、
一
六
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
過
去
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
同
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
と
比
べ
て
、
善
行
の

点
で
大
い
に
見
劣
り
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
の
論
拠
と
し
て
、
彼
は
先
人
に
よ
る
寄
付
・
慈
善
行
為
の
顕
著
な
例
を
列
挙
す
る
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
・
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
両
大
学
の
諸
学
寮
の
設
立
者
の
リ
ス
ト
に
始
ま
る
こ
の
列
挙
に
お
い
て
、
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
中
世
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

例
で
あ
り
、
一
六
世
紀
末
当
時
の
人
々
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
目
的
で
こ
の
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
で
は
、
当
時
に
お
け
る
寄
付
・
慈
善
行
為
の
衰
え
の
原
因
に
つ
い
て
、
ω
窪
げ
げ
①
ω
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
彼
に
よ
る
と
原
因
は

地
主
ジ
ェ
ン
ト
リ
を
は
じ
め
と
す
る
富
裕
層
の
都
市
居
住
と
奢
修
に
あ
る
。
か
つ
て
の
富
裕
層
が
多
く
の
従
者
を
抱
え
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
や

施
し
に
多
く
の
支
出
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
最
近
の
富
裕
層
は
都
市
に
住
居
を
構
え
、
収
入
の
多
く
を
贅
沢
な
衣
服
や
豪
華
な
邸
宅
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

費
や
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
富
裕
層
の
都
市
居
住
と
奢
修
が
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
に
反
す
る
と
い
う
見
解
は
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世

68　（68）
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③

紀
前
半
に
か
け
て
繰
り
返
し
出
さ
れ
た
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
帰
郷
令
」
の
認
識
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
他
方
、
　
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
悲
観
論
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
寄
付
・
慈
善
行
為
は
、

宗
教
改
革
以
後
大
い
に
発
展
し
た
の
で
あ
っ
て
、
同
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
を
も
上
回
る
の
だ
、
と
い
う
正
反
対
の
議
論
、
「
楽
観
論
」
と

で
も
い
う
べ
き
議
論
が
存
在
し
た
。

　
た
と
え
ば
、
閃
鑓
昌
9
。
。
↓
臨
α
q
σ
q
Φ
は
、
修
道
院
解
散
が
貧
困
問
題
の
悪
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
反
論
す
る
。
彼
は
、
か

つ
て
の
修
道
院
に
比
べ
て
、
宗
教
改
革
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
地
主
は
貧
民
や
借
地
人
に
対
し
て
苛
酷
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
同
時

に
当
時
の
貧
困
問
題
の
原
因
を
修
道
院
解
散
以
外
に
求
め
る
べ
き
こ
と
を
も
強
調
す
る
。
物
資
の
不
足
、
人
口
増
加
、
物
価
高
騰
が
真
の
原
因

で
あ
っ
て
、
こ
の
状
況
下
で
は
、
仮
に
修
道
院
が
存
続
し
て
い
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
寛
大
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
甲
一
σ
q
σ
q
Φ
の
著
書
執
筆
に
先
立
つ
数
年
間
、
す
な
わ
ち
一
五
八
○
年
代
の
状
況
の
厳
し
さ
を
、
津
磁
。
q
Φ
は
、
神
が
イ

ギ
リ
ス
の
富
裕
層
を
試
す
た
め
に
与
え
た
試
練
と
と
ら
え
る
。
こ
の
危
機
の
さ
い
に
イ
ギ
リ
ス
の
富
裕
層
が
示
し
た
対
応
（
都
市
へ
の
食
糧
提
供
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

貧
民
向
け
の
食
糧
の
廉
価
販
売
な
ど
）
は
、
富
裕
層
が
こ
の
試
練
に
見
事
に
応
え
た
例
で
あ
る
、
と
6
昌
α
q
σ
q
①
は
主
張
す
る
。

　
ま
た
、
園
。
げ
①
誉
↓
《
巳
①
《
は
、
宗
教
改
革
以
後
の
救
貧
対
策
の
進
展
を
強
調
す
る
。
彼
は
、
か
つ
て
は
無
視
さ
れ
て
い
た
貧
民
の
叫
び
が
取

り
上
げ
ら
れ
、
怠
り
が
ち
で
あ
っ
た
救
貧
が
滞
り
な
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
し
、
こ
れ
を
「
真
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
奇

跡
」
と
表
現
し
て
い
る
。
彼
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
活
動
や
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
植
民
に
果
た
し
た
ロ
ン
ド
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

貿
易
商
の
活
躍
で
あ
る
。

　
園
○
げ
①
諄
芝
葵
Φ
臼
き
は
、
日
空
一
①
《
同
様
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
成
果
を
称
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
外
国
の
例
と
比
較
す

る
。
彼
に
よ
る
と
、
執
筆
の
前
年
（
一
六
〇
六
年
）
に
ロ
ン
ド
ン
の
四
つ
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
お
い
て
救
貧
扶
助
を
受
け
た
孤
児
、
負
傷
兵
、
そ

の
他
の
労
働
不
能
者
は
四
二
五
八
人
に
の
ぼ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
ロ
ン
ド
ン
が
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
点
で
世
界
の
ど
の
都
市
に
も
優
る
と
主
張

　
⑪

す
る
。
冒
ぎ
囚
ぼ
α
q
は
、
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
聖
堂
再
建
の
た
め
の
寄
付
を
呼
び
か
け
た
説
教
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
｝
世
即
位
以
後
一
七
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年
間
に
大
学
、
図
書
館
、
説
教
の
た
め
に
多
く
の
寄
付
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
寄
付
の
成
果
は
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ナ
ポ
リ
、
ミ
ラ
ノ
、
ロ
ー
マ
）
を
も
凌
ぐ
こ
と
を
主
張
し
た
。

　
以
上
の
楽
観
論
が
い
ず
れ
も
や
や
主
観
的
に
過
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
よ
り
客
観
的
な
裏
付
け
に
基
づ
い
て
議
論
を
展
開
し
た
の

が
、
》
巳
冨
≦
芝
自
簿
で
あ
る
。
彼
は
、
一
六
三
四
年
の
著
作
の
巻
宋
に
お
い
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
以
後
に
な
さ
れ
た
主
要
な
寄
付
の
実
態
を

リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
し
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
以
後
の
六
〇
年
間
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
時
代
の
六
〇
年
間
に
な
さ
れ
た
も
の
の
二
倍
の
寄
付
が
な
さ
れ

た
と
の
数
値
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
単
に
量
の
点
で
優
る
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
寄
付
の
質
・
目
的
の
点
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
に

優
る
と
い
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
が
、
虚
栄
心
か
ら
、
あ
る
い
は
、
罪
の
許
し
・
救
済
を
得
る
た
め
に
善
行
を
行
う
の
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
は
た
だ
信
仰
の
証
し
と
し
て
、
そ
し
て
神
を
称
え
る
た
め
に
善
行
を
行
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
類
籠
9
は
イ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

リ
ス
人
は
善
行
を
批
判
し
、
そ
れ
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
非
難
に
対
す
る
反
論
に
数
量
的
裏
付
け
を
与
え
た
と
．
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
寄
付
・
慈
善
行
為
の
現
状
に
つ
い
て
、
相
反
す
る
議
論

が
並
存
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
必
ず
し
も
信
頼
す
べ
き
デ
ー
タ
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
は
著
者
の
主
観
、
印
象

を
述
べ
た
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
無
批
判
に
鵜
呑
み
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
最
も
数
量
的
に
確
固
た
る
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
る
か
に
み
え
る
類
厳
簿
の
著
書
で
さ
え
、
現
在
の
研
究
で
は
か
な
り
誤
り
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
悲
観
論
、
楽

観
論
の
主
張
の
違
い
は
単
に
こ
れ
ら
の
著
作
の
種
類
、
執
筆
の
意
図
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
論
者
と
の
論
争
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
著
作
で
あ
れ
ば
、
宗
教
改
革
以
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
寄
付
・
慈
善
行
為
の
成
果
を

誇
張
す
る
の
に
対
し
て
、
国
内
の
聴
衆
に
対
し
て
寄
付
を
呼
び
か
け
る
場
合
に
は
悲
観
的
な
現
状
が
強
調
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
歴
史
研
究
の
史
料
と
し
て
扱
う
に
際
し
て
は
、
相
応
の
批
評
的
配
慮
と
対
応
が
要
求
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
六
世
紀
後
半
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
寄
付
・
慈
善
行
為
を
め
ぐ
っ
て
、
か
く
も
多
様
か
つ
豊
か
で
宕
－

δ
a
。
巴
な
醤
説
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
か
ら
、
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
大
き
さ
が
窺
え
る
し
、
同
時
に
こ
れ
ら
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近世ロンドンの教区における救貧（宮川）

の
史
料
は
考
察
す
べ
き
諸
々
の
論
点
を
我
々
に
提
供
し
て
く
れ
る
点
で
も
貴
重
で
あ
る
。

　
以
上
の
著
作
で
は
、
そ
れ
ら
の
性
格
上
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
は
、
最
終
的
に
～
六
〇

一
年
の
救
貧
法
に
収
束
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
諸
々
の
法
律
が
成
立
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
行
政
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
で

は
、
救
貧
法
に
よ
る
救
貧
、
す
な
わ
ち
救
貧
税
℃
○
○
＝
鋤
8
を
財
源
と
す
る
救
貧
と
、
上
の
諸
々
の
著
作
・
説
教
が
奨
励
し
て
い
た
寄
付
・
慈

善
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
同
時
代
人
の
一
人
、
開
○
げ
①
答
≧
ぼ
昌
は
～
六
〇
三
年
の
著
作
に
お
い
て
、
救
貧
法
の
導
入
が
寄
付

を
促
進
し
た
と
の
興
味
深
い
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
救
貧
法
に
よ
り
、
援
助
に
値
す
る
貧
昆
号
ω
霞
く
ヨ
σ
q
℃
o
O
H
と
物
乞
い
や
ご
ろ
つ
き
な
ど

と
が
区
別
さ
れ
た
結
果
、
寄
付
者
は
か
れ
ら
の
寄
付
・
慈
善
が
物
乞
い
ら
を
利
す
る
こ
と
な
く
、
有
効
に
活
用
さ
れ
る
と
の
確
信
を
得
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
で
き
、
そ
の
こ
と
が
寄
付
増
加
に
つ
な
が
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
教
区
に
お
け
る
救
貧
の
現
状
を
検
討
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
事
情
は
お
そ
ら
く
そ
う
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

①
≦
内
．
｝
。
己
貴
聖
§
ミ
専
§
帖
轟
穿
魯
ミ
賦
。
。
阜
N
象
9
匙
い
ミ
魯
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馬
詳

　
9
§
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N
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p
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題
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。
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ρ
℃
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竃
’
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勺
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首
ω
葺
げ
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Φ
ρ
郎
§
翫
器
馬
。
9
ミ
き
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ぴ
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a
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⑩
ω
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甲

　
島
。
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ω
g
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ω
刈
ム
ρ
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ω
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9
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ω
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9
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。
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ず
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】
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ω
）
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Q
ミ
§
§
§
鮮
§
譜
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ぎ
謡
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β
O
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Q
り

　
署
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マ
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ま
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国
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Ψ
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誉
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寒
昼
§
§
壽
宰
白
鼠
○
×
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。
蒼

　
お
8
も
ワ
｝
ミ
山
卜
⊃
P

⑨
顔
汚
。
『
寓
話
α
q
ρ
曽
専
。
蔓
ぶ
ミ
b
§
亀
駄
§
・
b
ミ
舞
曼
駐
昏
§

　
ぎ
賊
ミ
さ
§
ミ
§
題
禽
9
ミ
㌔
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ミ
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駄
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隔
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娼
§
ミ
配
賦
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ミ
§
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⑤
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晒

　
導
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ミ
b
亀
跨
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鴨
さ
ミ
§
艦
馬
⑥
b
d
§
い
ミ
ミ
§
ミ
鴨
b
亀
題
駄
O
ミ
凄
、
鴨
－

　
誉
§
タ
ど
。
注
。
p
ま
。
。
P
毛
．
↓
φ

⑩
勾
。
び
象
ぞ
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Φ
ざ
ぎ
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卜
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謡
ミ
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ミ
§
扇
ぎ
籍
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鼻
§
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O
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黎
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四
馬
§
団
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8
P
箸
’
①
刈
－
①
。
。
9

⑪
幻
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§
§
寒
亀
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駄
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§
隔
9
ミ
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ピ
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巳
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P
一
①
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ρ
題
・
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噂
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⑬
ぎ
砕
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≦
琶
①
∬
貯
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縁
ぽ
鋳
ミ
賊
％
§
縞
織
貸
Q
§
§
N
§
§
駄
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－

㌧
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ピ
8
縣
o
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①
ω
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．
一
ト
∂
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∴
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．

⑭
≦
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q
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専
§
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N
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ぴ
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隷
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b
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第
二
章
　
教
区
に
お
け
る
救
貧
の
た
め
の
財
源

　
救
貧
税
と
私
的
慈
善
と
が
救
貧
活
動
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
W
・
K
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
、
遺
言
書
史
料
と
貧
民
監
督
宮
の
会

計
簿
と
を
比
較
し
た
結
果
、
一
六
六
〇
年
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
救
貧
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
総
額
の
う
ち
、
救
貧
税
に
よ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
が
七
％
を
超
え
た
こ
と
は
な
い
、
と
の
主
張
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
P
・
ス
ラ
ッ
ク
は
、
ジ
ョ
ー
ダ
ン
が
利
用
し
た
貧
民
監
督

官
の
会
計
簿
は
一
部
の
み
で
あ
る
こ
と
、
遺
贈
財
産
は
目
的
通
り
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
一
七
世
紀
初
頭
、
一
七
世

紀
中
頃
、
一
七
世
紀
末
の
三
つ
の
時
期
に
つ
い
て
救
貧
税
収
入
と
救
貧
目
的
の
基
本
財
産
（
O
げ
蝉
H
一
酢
μ
げ
一
①
①
μ
住
O
ぞ
簿
①
口
け
）
か
ら
の
収
入
と
の
比
較

を
お
こ
な
い
、
～
七
世
紀
中
頃
に
両
者
が
ほ
ぼ
等
し
い
額
を
集
め
て
い
た
こ
と
、
一
七
世
紀
末
に
は
救
貧
税
収
入
が
私
的
慈
善
か
ら
の
収
入
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
た
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
R
・
W
・
ハ
！
ラ
ン
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
、
救
貧
税
収
入
が
私
的
慈
善
か
ら
の
収
入
を
上
回
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
方
、
王
・
ア
ー
チ
ャ
ー
に
よ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
ロ
ン

ド
ン
の
研
究
で
は
、
一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
救
貧
税
収
入
の
伸
び
が
停
滞
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
遺
贈
な
ど
に
よ
る
私
的
慈
善
は

貧
困
問
題
悪
化
に
対
応
し
て
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ア
ー
チ
ャ
ー
も
、
救
貧
税
収
入
が
救
貧
に
果
た
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

役
割
の
割
合
を
、
ジ
ョ
ー
ダ
ン
よ
り
は
は
る
か
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
の
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
主
張
と
は
異
な
り
、
そ
の
後
の
実
証
研
究
に
よ
り
、
一
六
六
〇
年
以
前
に
お
い
て
も
救
貧
税
か
ら

の
収
入
が
救
貧
活
動
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
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単
に
救
貧
税
収
入
と
私
的
慈
善
か
ら
の
収
入
の
比
重
で
は
な
い
。
事
実
、
近
年
、
救
貧
・
慈
善
の
歴
史
の
研
究
に
お
い
て
、
公
的
福
祉
と
私
的

慈
善
と
を
対
立
的
に
捉
え
て
き
た
従
来
の
見
解
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
従
来
の
研
究
は
、
公
的
な
福
祉
と
私
的
慈
善
と
い
っ
た
よ

う
に
二
元
論
的
に
区
分
し
、
こ
れ
ら
対
立
す
る
要
素
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
位
置
付
け
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
私
的
慈
善
優
勢
の
社
会
か
ら
、
近
代
的
な
福
祉
国
家
へ
と
到
達
す
る
と
の
前
提
に
基
づ
い
て
砥
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
二
元
論
・
目
的
論
に
陥
る
こ
と
な
く
、
過
去
の
社
会
に
お
い
て
公
的
な
福
祉
と
私
的
慈
善
と
が
い
か
に
相
補
い
つ
つ
救

貧
活
動
に
貢
献
し
て
い
た
か
を
解
明
す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
研
究
の
課
題
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
右
の
よ
う
な
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
、
教
区
窟
誘
げ
に
着
目
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
利
点
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
エ
リ
ザ
ベ
ス

期
に
成
立
し
た
救
貧
法
体
制
に
お
い
て
教
区
は
救
貧
の
単
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
死
後
の
魂
の
救
済
を
求
め
て
貧
者
へ
の
施
し
が
な
さ
れ
た
宗

教
改
革
以
前
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宗
教
改
革
以
後
に
お
い
て
も
、
教
区
は
卜
者
と
貧
者
が
様
々
な
寄
付
・
慈
善
を
介
し
て
結
び
つ
く
場
で
あ

っ
た
。
よ
っ
て
、
教
区
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
救
貧
法
に
よ
る
公
的
な
救
貧
と
、
私
的
慈
善
に
よ
る
貧
者
へ
の
援
助
と
が
救
貧
の
現
場

に
お
い
て
い
か
に
機
能
し
て
い
た
か
を
、
実
態
に
即
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
以
下
の
章
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
内
の
約
一
〇
〇
教
区
の
う
ち
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
ω
け
．
b
d
鋤
学

§
o
｝
o
臼
①
≦
団
×
畠
窪
σ
Q
Φ
教
区
を
主
た
る
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
お
け
る
こ
の
教
区
の
救
貧
活
動
を
、

公
的
救
貧
と
私
的
慈
善
と
の
関
わ
り
あ
い
に
注
目
し
つ
つ
、
救
貧
の
た
め
の
財
源
、
救
貧
扶
助
を
受
け
た
人
々
、
慈
善
・
寄
付
の
動
機
な
ど
、

様
々
な
角
度
か
ら
解
明
し
て
い
く
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
申
央
部
に
位
置
す
る
比
較
的
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

裕
な
教
区
で
あ
り
、
慈
善
・
寄
付
を
多
く
集
め
た
教
区
と
し
て
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
教
区
は
、
慈
善
・
寄
付
や
救
貧
の
実
態
を
示
す
史

料
に
も
恵
ま
れ
て
お
り
、
教
区
レ
ベ
ル
で
の
救
貧
の
実
態
を
解
明
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
有
効
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
教
区
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
を
加
え
て
お
く
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
教
区
制
度
は
一
〇
1
＝
世
紀
に
形
成
さ
れ
始
め
、
＝
一
世
紀
ま
で
に

は
全
国
的
に
成
立
し
た
。
本
来
教
会
の
単
位
で
あ
っ
た
教
区
は
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
は
世
俗
的
・
行
政
的
役
割
を
積
極
的
に
担
う
よ
う
に
な
る
。
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一
五
五
五
年
の
公
道
法
（
田
σ
q
ぎ
避
》
。
け
）
に
よ
り
、
公
道
の
管
理
責
任
が
教
区
に
委
ね
ら
れ
た
の
も
そ
の
～
例
で
あ
る
し
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
時

代
の
～
連
の
救
貧
法
に
よ
り
、
救
貧
貴
任
が
教
区
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
さ
え
な
っ
た
の
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。

　
教
区
運
営
の
中
心
を
担
っ
た
の
は
教
区
無
く
Φ
。
。
什
蔓
で
あ
り
、
こ
こ
に
出
席
し
た
主
だ
っ
た
教
区
民
に
よ
り
、
教
区
の
役
員
の
人
選
や
教
区

の
支
出
・
収
入
な
ど
の
重
要
事
項
が
決
定
さ
れ
た
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
の

教
区
会
の
議
事
録
く
Φ
ω
け
曙
ζ
ヨ
三
Φ
ω
が
残
っ
て
お
り
、
教
区
会
で
の
議
論
や
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
も
含
め
た
、
教
区
の
活
動
全
般
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
詳
細
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
。
教
区
の
業
務
を
担
当
し
た
教
区
役
員
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
の
が
教
区
委
員
O
げ
霞
警
≦
費
ら
Φ
μ
で
あ
り
、

こ
の
役
員
の
会
計
簿
○
げ
霞
黒
毛
鶴
巳
魯
。
。
”
》
8
。
仁
纂
に
よ
り
、
収
入
・
支
出
を
通
し
た
教
区
の
活
動
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

　
⑧

あ
る
。

　
ま
ず
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
救
貧
目
的
の
財
源
に
つ
い
て
、
同
教
区
の
教
区
委
員
会
計
簿
に
基
づ
き
、

考
察
す
る
。

　
こ
の
教
区
で
は
救
貧
活
動
に
ど
れ
ほ
ど
の
金
額
を
集
め
、
費
や
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
る
。
こ
の
教
区
の
教
区
委
員
会
計

簿
は
～
五
九
八
年
度
以
後
の
も
の
が
残
存
し
て
い
る
た
め
、
考
察
対
象
と
な
る
の
は
一
五
九
八
年
か
ら
一
六
四
〇
年
ま
で
の
約
四
〇
年
間
と
な

る
。
ま
た
、
こ
こ
で
対
象
と
す
る
の
は
、
教
区
内
の
貧
民
の
た
め
に
な
さ
れ
た
救
貧
活
動
に
限
ら
れ
る
。
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
市
の
教
区
で
は
他

の
教
区
の
た
め
の
援
助
（
聾
Φ
ぎ
融
島
）
や
負
傷
兵
援
助
の
た
め
の
支
出
が
な
さ
れ
、
教
区
委
員
会
計
簿
で
は
こ
れ
ら
の
支
出
も
救
貧
目
的
の
支

出
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
支
出
は
直
接
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
貧
民
の

た
め
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
考
察
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。

　
こ
の
教
区
の
教
区
委
員
会
計
簿
の
う
ち
、
～
六
三
四
年
以
後
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
活
動
内
容
に
応
じ
て
、
救
貧
用
、
説
教
用
、
教
区
教
会

用
、
教
区
の
雑
務
用
の
四
つ
の
項
目
に
区
分
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
収
入
・
支
出
の
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
救
貧
目
的
の
収
入
・
支
出

の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
六
　
二
三
年
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
収
入
の
形
態
（
救
貧
税
、
教
区
の
所
有
す
る
不
動
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産
か
ら
の
家
賃
収
入
、
利
子
、
罰
金
、
寄
付
、
埋
葬
料
な
ど
）
ご
と
の
区
分
は
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
一
六
三
四
年
以
後
の
よ
う
な
活
動
内
容

ご
と
に
項
目
を
分
類
す
る
と
い
う
配
慮
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
教
区
の
所
有
す
る
家
屋
か
ら
の
家
賃
収
入
を
、
救
貧
目
的
と
説
教

師
職
維
持
目
的
に
分
割
し
て
用
い
る
な
ど
、
一
・
つ
の
収
入
項
目
に
複
数
の
支
出
目
的
が
付
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
一
六
三

三
年
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
救
貧
の
た
め
の
財
源
の
正
確
な
額
を
算
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
支
出
に
関
し
て
は
、
一
六

三
三
年
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
も
、
会
計
簿
に
記
さ
れ
た
支
出
目
的
の
記
述
か
ら
救
貧
目
的
の
支
出
の
額
を
算
出
で
き
る
。
ま
た
、
救
貧
税
に

よ
る
収
入
・
支
出
に
つ
い
て
は
一
六
三
四
年
以
前
以
後
を
問
わ
ず
算
出
可
能
で
あ
る
た
め
、
救
貧
目
的
の
支
出
の
う
ち
、
救
貧
税
を
財
源
と
す

る
も
の
と
そ
れ
以
外
（
寄
付
収
入
な
ど
を
財
源
と
す
る
も
の
）
と
の
お
お
よ
そ
の
比
率
を
割
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
、
＝
ハ
四
〇
年
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
救
貧
目
的
の
支
出
の
額
と
そ
の
中
に
占
め
る
救

　
d
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

表1　St　Bartholomew　Exchange　＄S：区救貧支出

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：£一S一

年 救貧税 救貧税以外 計

1602 26－8－8 22一ユ7－1 49－5－9

1605 32－18－8 18－7－8 51－6－4

1610 38－2－8 工3－17－4 52－0－0

1615 37－15－3 13－17－4 51－12－7

1620 45－18－8 19－19－6 65－18－2

1626 38－7－0 21－14－7．5 60－1－7．5

1630 43－15－4 68－12－1 112－7－5

1635 47－0－6 48－17－5 95－17－11

1640 54－8－2 53－2－7 107－10－9

Vesti’y　MinutesげSt．　Bai’tho～omeZV，　AccountsげSt．　Ba

thogomewより作成。

貧
寒
を
財
源
と
す
る
支
出
の
額
の
推
移
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
教
区
の
救
貧
活
動
の

財
源
の
変
化
を
跡
付
け
て
み
た
い
。

　
表
1
は
一
六
四
〇
年
以
前
の
時
期
に
お
け
る
、
救
貧
税
を
財
源
と
す
る
支
出
額
と
、
そ
れ

以
外
の
財
源
か
ら
の
救
貧
目
的
の
支
出
の
額
、
そ
し
て
両
者
を
合
わ
せ
た
救
貧
目
的
の
支
出

の
合
計
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
は
教
区
委
員
の
会
計
簿
と
教
区
会
議

事
録
と
を
用
い
た
。
こ
の
表
よ
り
以
下
の
事
柄
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
ず
救
貧
目
的
の
支
出

の
総
額
に
つ
い
て
は
、
一
六
〇
〇
年
代
か
ら
一
六
二
〇
年
代
の
中
頃
ま
で
は
多
少
の
増
減
を

伴
い
つ
つ
も
安
定
し
て
い
た
が
、
一
六
二
〇
年
代
の
後
半
よ
り
増
加
傾
向
に
転
じ
て
い
る
。

　
ま
た
、
救
貧
税
を
財
源
と
す
る
支
出
は
一
六
　
○
年
代
に
一
度
増
加
し
た
後
、
し
ば
ら
く

停
滞
し
、
そ
の
後
一
六
三
〇
年
代
に
再
び
増
加
し
た
。
一
六
一
〇
年
代
の
救
貧
税
支
出
の
増

加
は
、
救
貧
税
収
入
全
体
の
う
ち
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
送
金
す
る
額
が
減
少
し
て
、
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⑨

や
が
て
消
滅
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
送
金
額
の
減
少
は
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
に
広
く
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
は
ス
ラ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ク
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
救
貧
税
以
外
の
財
源
に
基
づ
く
支
出
は
、
～
六
二
〇
年
代
中
頃
ま
で
は
停
滞
し
て
い
た
が
、
一
六
二
〇
年
代
後
半
以
降
、
持
続
的
に
増
大
し

は
じ
め
、
救
貧
税
収
入
に
匹
敵
す
る
よ
う
に
な
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
一
六
二
〇
年
代
中
頃
ま
で
救
貧
税
以
外
の
財
源
に
基
づ
く
支
出
が

停
滞
し
た
原
因
は
、
家
賃
収
入
や
信
託
財
産
か
ら
の
収
入
な
ど
、
固
定
し
た
収
入
源
が
あ
ま
り
増
加
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
一
六
二
〇
年

代
後
半
以
後
の
増
加
は
、
富
裕
な
教
区
民
が
相
次
い
で
救
貧
用
に
大
規
模
な
寄
付
を
お
こ
な
っ
て
、
救
貧
の
た
め
の
定
期
的
な
財
源
が
拡
充
し

て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
教
区
で
救
貧
用
に
多
額
の
寄
付
を
お
こ
な
っ
た
教
区
民
の
典
型
と
し
て
空
。
訂
a
国
ω
7

σ
。
諺
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
六
三
〇
年
以
降
、
彼
が
呉
服
商
組
合
に
信
託
し
た
遺
贈
よ
り
、
毎
年
こ
の
教
区
の
救
貧
用
に
二
〇
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ン
ド
と
い
う
大
金
が
届
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
救
貧
用
資
金
の
大
幅
な
拡
充
が
実
現
し
て
い
る
。

　
で
は
、
救
貧
税
以
外
の
財
源
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
。
先
述
し
た
通
り
、
救
貧
目
的
の
財
源
の
詳
細
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の

で
き
る
の
は
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、
一
六
三
四
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
、

一
六
三
五
年
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
、
教
区
の
救
貧
目
的
の
財
源
を
実
例
に
即
し
て
み
て
み
よ
う
。

　
表
2
は
教
区
委
員
会
計
簿
よ
り
、
一
六
三
五
年
に
救
貧
目
的
の
収
入
を
項
目
別
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
六
三
五
年
に
は
、
救
貧
目
的

の
た
め
に
総
額
九
ニ
ポ
ン
ド
＝
ニ
シ
リ
ン
グ
七
ペ
ン
ス
の
収
入
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
救
貧
税
に
よ
る
も
の
は
四
五
ポ
ン
ド
五
シ
リ
ン
グ
八

ペ
ン
ス
。
救
貧
税
以
外
を
財
源
と
す
る
も
の
は
四
七
ポ
ン
ド
七
シ
リ
ン
グ
一
一
ペ
ン
ス
で
あ
り
、
救
貧
税
か
ら
の
収
入
を
凌
い
で
い
る
。
ま
た
、

こ
の
表
は
、
救
貧
税
以
外
の
救
貧
用
の
収
入
が
、
家
賃
収
入
や
ギ
ル
ド
へ
の
信
託
財
産
か
ら
の
収
入
の
よ
う
な
毎
年
定
期
的
に
入
っ
て
く
る
固

定
収
入
と
、
肉
食
許
可
の
た
め
の
科
料
の
よ
う
な
不
定
期
な
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
収
入
源
の
う
ち
、
か
つ

て
の
教
区
民
に
よ
る
寄
付
が
不
動
産
購
入
資
金
に
あ
て
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ギ
ル
ド
へ
の
信
託
財
産
か
ら
の
収
入
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

家
賃
収
入
も
実
際
は
寄
付
に
よ
る
収
入
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
救
貧
税
以
外
の
財
源
と
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
教
区
民
に
よ
る
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表2　1635年におけるセント・バーソロミュー・エクスチェンジ教区の救貧：目的の財源

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：£一s－d）

45一　5一　8

47一　7一一l1

15－12一＋　O

弓
つ
つ
つ
弓
－
o
つ
　
ヨ

つ
↓
ゆ
略
銘
略
二
つ
　
1
6

30

P
2
2
4
0
2
0
　
1

92－13一　7

救貧税

救貧税以外

　［内訳］

　教区所有の家2軒の家賃収入

ギルドを通じてのもの

　Hmnble氏の寄付（刺繍業組合を通じて）

　S三τJames　Wilfordの寄付（マーチャント・テーラーズ・カンパニを通じて）

　Thomas　Ormstonの寄付（織布取組合を通じて）

　Thomas　Bramlyの寄付（小問物商組合を通じて）

　Margaret　Daineの寄付（鉄器商組合を通じて）

　Richard　Fishbornの寄付（呉服商組合を通じて）

レソト期間中の肉食許可のため（3人より）

救貧用収入合計

出典：Accoztnts　of　St．　Bartholomew，　pp；ユ01－102；VestiッMinutes　of　St．　Bartho～omew，　vol．1，　p．125．

寄
付
お
よ
び
そ
れ
か
ら
生
じ
る
利
益
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
寄
付
か
ら
の
収
入
、
と
り
わ
け
定
期
的
な
収
入
は
さ

ら
に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
翌
年
の
一
六
三
六
年
以
後
、
教
区
民

6
ゲ
。
日
毬
甘
ω
ω
。
ロ
の
寄
付
に
よ
り
、
毎
年
ニ
ポ
ン
ド
｝
ニ
シ
リ
ン
グ
が
貧
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

用
の
パ
ン
の
代
金
と
し
て
、
救
貧
用
収
入
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
＝
ハ

五
〇
年
に
は
、
教
区
は
さ
ら
に
不
動
産
を
購
入
し
、
救
貧
目
的
の
家
賃
収
入
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

年
一
〇
ポ
ン
ド
増
や
し
て
い
る
。
こ
の
一
六
五
〇
年
の
救
貧
目
的
の
収
入
の
内

訳
は
、
救
貧
税
に
よ
る
も
の
が
四
四
ポ
ン
ド
一
七
シ
リ
ン
ダ
ー
ペ
ン
ス
、
そ
れ

以
外
の
財
源
に
よ
る
も
の
が
八
一
ポ
ン
ド
三
ペ
ン
ス
と
な
っ
て
お
り
、
救
貧
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

以
外
の
収
入
が
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、

救
貧
目
的
の
資
金
は
、
主
に
救
貧
税
と
教
区
民
に
よ
る
寄
付
か
ら
の
収
入
に
よ

っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
お
り
、
後
者
が
前
者
を
凌
駕
し
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
例
を
、

他
の
教
区
の
例
と
比
較
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
か
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
に
隣
接
す
る
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ

ァ
ー
・
ル
・
ス
ト
ッ
ク
ス
教
区
、
な
ら
び
に
、
テ
ム
ズ
川
南
岸
サ
ザ
ー
ク
の
セ

ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
教
区
内
の
一
地
区
、
パ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ン
の
例
を
取
り
上
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表3　1629年におけるセント・クリストファー・ル・ストックス教区の救貧目的の財源

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝£一s－d）

ヨ
2
　
つ
つ
つ

瀦
旙
凹

O－10一　0

3一　O一　0

6一一　O一　2

1一　O一　O

O一　4一　0

52一ユ0－4

救貧税

救貧税以外

　［内訳］

　　Horspoole氏の寄付

　　Seward氏の寄付

　　Davis夫人の寄付

ギルドを通じて

　Parson氏の寄付（マーチャント・テーラーズ・カンパニを通じて）

　K6ndrick氏の寄付（服地商組合を通じて）

聖餐式での献金

レソト期問中の肉食：許可

不　明

合　計

E，Freshfield（ed．），　Accomψtesげ’ゐθOheci’chwai・densげthe　ParysheげSt．

1575－1662（London，1885），　P、67よりイ乍成。

Christofer’s　in　Londo

げ
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
と
比
較
す
る
。
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
教
区
は
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
と
同
様
、
ロ
ン
ド
ン
市

の
中
心
部
に
位
置
し
、
比
較
的
富
裕
な
教
区
に
属
す
る
が
、
セ
ン
ト
・
バ
！

ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
に
比
べ
て
、
比
較
的
入
口
規
模
が
小
さ
い
と
い
う
特
徴
を

　
⑯

も
つ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ン
は
テ
ム
ズ
川
南
岸
に
位
置
し

て
お
り
、
か
な
り
貧
し
い
地
域
に
属
し
て
い
る
。
パ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ン
地
域

は
、
大
教
区
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
イ
ア
・
サ
ザ
ー
ク
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
の

地
域
の
貧
民
監
督
官
は
独
自
の
会
計
簿
を
つ
け
て
お
り
、
教
区
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
救
貧
行
政
の
あ
り
か
た
を
再
構
成
で
き
る
。

セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
を
含
め
た
こ
の
三
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
ロ

ン
ド
ン
に
お
け
る
教
区
の
あ
り
か
た
の
幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
割
り
出
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
教
区
の
救
貧
目
的
の
収
入
の
内
訳
を
詳
細
に

見
る
と
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
と
の
相
違
が
鮮
明
と
な
る
。
表

3
は
一
六
二
九
年
の
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
教
区
の
救
貧
目
的
の
収
入

の
内
訳
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
に

比
べ
て
寄
付
収
入
が
少
な
い
分
、
救
貧
税
へ
の
依
存
度
が
高
い
こ
と
が
わ
か

る
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
と
の
相
違
と
し
て
、
さ
ら
に
、
聖
餐

式
で
の
献
金
が
か
な
り
の
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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近世ロンドンの教区における救貧（宮川）

セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
で
は
こ
の
種
の
収
入
が
救
貧
用
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
セ
ン
ト
・
ク
リ

ス
ト
フ
ァ
ー
教
区
で
は
、
聖
餐
式
で
の
献
金
は
、
お
そ
ら
く
乏
し
い
寄
付
収
入
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　
パ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ン
は
、
テ
ム
ズ
川
南
岸
の
貧
し
い
地
域
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
地
区
の
貧
民
監
督
官
の
会
計
簿
か
ら
も
窺

え
る
。
上
の
二
つ
の
教
区
と
異
な
る
こ
の
教
区
の
特
徴
は
、
罰
金
や
貧
民
の
財
産
の
売
却
益
な
ど
か
ら
の
収
入
が
比
較
的
大
き
な
比
重
を
占
め

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
地
域
内
に
は
ス
ワ
ン
座
ω
≦
き
↓
冨
当
言
が
あ
り
、
劇
場
や
役
者
た
ち
か
ら
取
り
立
て
た
金
も
救
貧
に
あ

て
ら
れ
て
い
た
が
、
当
時
の
役
者
の
身
分
、
品
行
、
評
判
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
も
罰
金
の
一
種
と
み
な
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、

教
区
の
定
期
支
給
金
受
給
習
習
霧
δ
富
お
と
な
っ
た
貧
民
の
財
産
を
売
却
し
て
救
貧
の
財
源
に
あ
て
る
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
先
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

二
教
区
で
は
見
ら
れ
ぬ
収
入
源
で
あ
り
、
こ
の
地
域
の
貧
困
の
度
合
い
、
寄
付
収
入
の
乏
し
さ
な
ど
を
物
語
る
も
の
と
い
え
る
。

　
以
上
の
考
察
の
結
果
か
ら
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
お
よ
び
、
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
教
区
、
パ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ン
地
区
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
救
貧
税
が
救
貧
目
的
の
財
源
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
や
は
り
、
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
主
張

は
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
他
方
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
の
例
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
寄
付
・
慈
善
か
ら
の
救
貧
の
た
め
の
収
入
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、

こ
の
点
で
は
、
一
七
世
紀
前
半
に
、
寄
付
・
慈
善
の
ピ
ー
ク
を
見
出
し
た
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
説
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
七
世

紀
の
前
半
に
は
、
救
貧
税
収
入
と
寄
付
・
慈
善
か
ら
の
収
入
双
方
の
増
大
が
進
行
し
て
、
救
貧
財
源
の
全
体
的
充
実
が
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
救
貧
税
以
外
の
財
源
の
内
訳
は
、
教
区
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
相
違
は
教
区
の
置
か
れ
た
状
況
の
違
い

を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
救
貧
税
以
外
の
財
源
は
、
救
貧
税
に
よ
る
救
貧
、
す
な
わ
ち
「
公
的
な
」
救
貧
を
補
う
役
割

を
そ
れ
な
り
に
果
た
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
補
い
方
に
、
教
区
の
個
性
・
独
自
性
が
多
様
に
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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。
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収
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近世ロンドンの教区における救貧（宮川）

第
三
章
救
貧
の
実
態

　
こ
こ
で
は
教
区
の
救
貧
活
動
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
人
々
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
教
区
に
お
け
る
救
貧
活
動
に
は
、
救
貧
税
を
財
源
と
し
た
、

定
期
支
給
金
受
給
者
需
謬
δ
竃
屋
に
対
す
る
も
の
と
、
そ
れ
以
外
の
財
源
に
基
づ
く
も
の
と
に
区
分
で
き
る
。

　
ま
ず
、
定
期
支
給
金
受
給
者
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、
教
区
会
議
事
録
と
教

区
委
員
会
計
簿
か
ら
、
一
六
二
六
年
以
降
の
毎
年
の
定
期
支
給
金
受
給
者
の
人
数
、
支
給
額
が
判
明
す
る
（
表
4
参
照
）
。

　
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
定
期
支
給
金
受
給
者
は
、
労
働
不
能
の
老
人
や
病
人
、
子
供
を
多
く
抱
え
た
寡
婦
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
＝
ハ
○
○
年
の
教
区
委
員
会
計
簿
に
は
定
期
支
給
金
受
給
者
一
〇
組
の
年
齢
、
家
族
、
病
気
か
否
か
な
ど
の
詳
細
な
情
報
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
年
齢
は
最
も
若
い
者
で
六
六
歳
、
最
高
齢
は
八
五
歳
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
寡
婦
は
六
人
含
ま
れ
る
。
二
組
は
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
子
供
を
抱
え
て
い
る
。
ま
た
、
病
気
で
労
働
で
き
な
い
も
の
も
導
入
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
年
齢
が
ど
こ
ま
で
正
確
な
も
の
で

あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
受
給
者
が
い
ず
れ
も
老
齢
、
病
身
、
労
働
不
能
な
ど
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
定
期
支
給
金
受
給
者
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
、
貧
し
い
教
区
民
は
通
常
、
教
区
会
や
教
区
委
員
、
貧
民
監
督
官
ら
に
請
願
す
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
教
区
の
書
記
ω
昆
夢
ω
自
の
妻
は
、
～
六
三
〇
年
の
夫
の
死
後
、
定
期
支
給
金
受
給
を
求
め
て
請
願
し
、
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

三
〇
年
一
〇
月
の
教
区
会
で
了
承
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
一
六
三
四
年
四
月
に
受
給
者
と
な
っ
た
跨
嘗
ゲ
。
昌
国
ρ
に
は
、
両
足
を
骨
折
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

労
働
不
能
と
な
っ
た
結
果
、
教
区
会
に
請
願
し
て
、
受
給
者
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
請
願
し
て
も
受
理
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
寡
婦
の
団
余
土
8
は
、
一
六
三
〇
年
に
救
貧
を
求
め
て
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

署
し
た
が
、
却
下
さ
れ
、
よ
う
や
く
一
六
三
四
年
四
月
に
な
っ
て
、
受
給
者
二
名
の
死
去
の
後
、
受
給
者
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
定
期
支
給
金

は
、
教
区
民
か
ら
の
毎
週
の
救
貧
税
よ
り
捻
出
さ
れ
て
お
り
、
支
給
額
の
枠
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
救
貧
税
負
担
増
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い

受
給
者
増
加
は
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
只
乗
。
昌
の
よ
う
に
受
給
者
の
死
に
よ
る
空
席
待
ち
を
強
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
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　　表4　定期支給金受給者と孤児の人数

St．　Bartholomew　Exchange教区：（1626－1640年）

年
定期支給金受給者数

i毎週の支給額：ペンス）

　　　孤児の人数

i毎週の支給額：ペンス）

1626年 9（122） 4（80）

1627 9（152） 4（80）

1628 7（94） 4（80）

1629 7（94） 4（80）

1630 7（75→63） 5（100）

1631 8（70） 6（110）

1632 8（60） 9（174）

1633 6（44） 9（174）

1634 8（63） 7（136）

1635 8（53） 8（ユ34）

1636 8 9

1637 7 8

1638 6 9

1639 6 9

1640 7 1！

stl’Y　Minutes　of　St．　Bai・thoiomewより｛乍成。

見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
教
区
か
ら
定
期
的
に
救
貧
扶
助
を
受
け
た
者
と
し
て
、
定
期
支
給
金
受

給
者
の
他
に
教
区
の
負
担
で
養
わ
れ
る
孤
児
が
い
る
。
一
般
に
成
人
に
比

べ
て
孤
児
の
場
合
、
扶
助
に
か
か
る
一
人
あ
た
り
の
支
出
の
額
が
大
き
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
表
4
の
成
人
の
受
給
者
と
孤
児
に
対
す
る
支
給

額
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
表
4
よ
り
、
～
六
三
〇
年
ご
ろ
か

ら
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
で
養
わ
れ
る
孤
児
の
人
数
が
増
加
し

た
こ
と
、
一
六
三
〇
年
以
後
、
支
給
額
の
点
で
孤
児
へ
の
支
給
額
が
成
人

へ
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
教
区
の
場

合
、
孤
児
ひ
と
り
あ
た
り
原
則
と
し
て
週
二
〇
ペ
ン
ス
（
年
差
ポ
ン
ド
六

シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
）
と
か
な
り
の
高
額
を
支
給
し
て
い
た
た
め
、
孤
児
の

増
加
は
教
区
の
救
貧
財
政
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
か
っ
た
。
事

実
、
一
六
三
〇
年
に
は
、
孤
児
の
増
加
に
よ
る
救
貧
支
出
の
増
大
に
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
た
め
、
成
人
の
定
期
支
給
金
受
給
者
七
人
へ
の
支
給
額
を
週
あ
た
り
計
一
ニ
ペ
ン
ス
減
額
す
る
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
救
貧
税
を
財
源
と
し
た
救
貧
活
動
に
加
え
て
、
ギ
ル
ド
や
教
区
に
委
託
さ
れ
た
基
金
に
基
づ
く
定
期
的
な
扶
助
や
、
病
人
な

ど
に
対
す
る
臨
時
の
救
貧
支
出
も
教
区
の
救
貧
活
動
に
は
含
ま
れ
て
い
た
。

　
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
が
と
り
わ
け
寄
付
収
入
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
特
に
一
六
三
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

以
後
、
例
の
教
区
民
空
爵
舘
傷
劉
珍
ぴ
。
語
が
呉
服
商
組
合
に
委
託
し
た
基
金
か
ら
、
年
二
〇
ポ
ン
ド
が
救
貧
用
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
六
世
紀
中
頃
以
来
、
こ
の
教
区
の
教
区
民
で
あ
っ
た
日
げ
。
日
当
○
毒
Φ
ω
8
昌
の
寄
付
に
基
づ
き
、
貧
罠
用
の
パ
ン
の
た
め
に
毎
週
一
業
ペ
ン
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ス
が
分
配
さ
れ
、
さ
ら
に
お
な
じ
く
教
区
民
で
あ
っ
た
ω
蹄
O
Φ
禽
σ
q
Φ
し
d
黛
器
ω
の
寄
付
に
基
づ
い
て
貧
民
用
の
石
炭
の
た
め
に
毎
週
一
八
ペ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ス
が
分
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
寄
付
の
受
益
者
に
は
、
救
貧
税
の
定
期
支
給
金
受
給
者
以
外
も
含
ま
れ
て
お
り
、
救
貧
税
に
よ
る
、
比
較

的
固
定
化
さ
れ
た
扶
助
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
一
六
三
〇
年
＝
｝
月
に
罰
ω
葛
。
導
の
寄
付
二
〇
ボ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ド
が
三
〇
入
の
貧
し
い
教
区
民
に
分
配
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
定
期
金
給
金
受
給
者
は
七
名
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
定
期
支
給
金
や
寄
付
の
分
配
の
ほ
か
に
、
様
々
な
か
た
ち
で
教
区
は
貧
民
の
生
活
を
援
助
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
、
教
区

が
貧
民
に
仕
事
を
さ
せ
、
そ
の
報
酬
を
支
払
う
こ
と
が
あ
る
。
一
六
〇
一
年
の
救
貧
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
教
区
が
原
材
料
を
購
入

し
て
、
そ
れ
を
貧
民
に
加
工
さ
せ
る
、
と
い
う
例
は
他
の
多
く
の
教
区
と
同
様
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
に
お

　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
て
も
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
の
教
区
で
は
様
々
な
雑
務
を
貧
し
い
教
区
民
に
お
こ
な
わ
せ
、
そ
れ
に
報
酬
を
支
払
っ
て
い
た
。

仕
事
の
内
容
は
男
女
で
異
な
っ
て
お
り
、
男
性
は
主
に
浮
浪
者
監
視
人
、
教
区
か
ら
の
犬
の
追
い
出
し
、
大
工
仕
事
、
清
掃
、
そ
れ
に
寺
男
な

ど
の
役
職
を
あ
て
が
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
女
性
は
ペ
ス
ト
流
行
時
の
感
染
者
の
探
索
、
病
人
の
看
護
、
孤
児
養
育
な
ど
を
任
さ
れ
た
。

　
ま
ず
男
性
の
貧
民
の
仕
事
に
つ
い
て
見
る
。
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
他
所
か
ら
流
入
す
る
浮
浪
者
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

在
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
市
の
区
≦
p
益
に
は
治
安
維
持
の
た
め
の
役
職
で
あ
る
治
安
官
。
o
亭

ω
莚
瓢
Φ
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
浮
浪
者
問
題
に
十
分
に
対
応
で
き
ぬ
た
め
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
以
来
、
市
長
の
命
令
で
教
区
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

浮
浪
者
、
ご
ろ
つ
き
、
物
乞
い
を
監
視
す
る
浮
浪
者
監
視
人
尿
嚢
恥
2
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、
一
五
八
○
年
代
か
ら
一
六
三
〇
年
代
に
か
け
て
合
計
五
人
の
監
視
人
が
雇
わ
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
の
給
料
の
額
は
一

定
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
捻
出
方
法
も
、
監
視
人
み
ず
か
ら
が
教
区
民
よ
り
集
金
す
る
方
法
、
教
区
が
一
括
し
て
定
額
を
支
払
う
方
法
、
救
貧
税

そ
の
他
の
地
方
税
毒
8
の
納
税
額
に
応
じ
て
教
区
民
に
課
税
す
る
方
法
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
五
人
の
い
ず
れ
も
が
こ

の
教
区
の
定
期
支
給
金
受
給
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
役
職
の
給
料
は
か
れ
ら
受
給
者
に
と
っ
て
定
期
支
給
金
か
ら
の
収
入
を
補
う
重

要
な
収
入
源
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
こ
の
役
職
就
任
を
め
ぐ
り
定
期
支
給
金
受
給
者
間
で
争
い
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
も
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顕
著
な
例
は
、
一
六
一
七
年
、
前
の
監
視
人
く
遺
忘
ヨ
が
一
部
の
教
区
民
の
支
持
を
後
ろ
盾
に
、
薪
た
に
選
ば
れ
た
監
視
人
↓
Φ
象
9
の
就
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
教
区
会
の
決
定
に
よ
り
、
＜
践
建
ヨ
側
の
主
張
は
斥
け
ら
れ
た
。

　
他
に
男
性
の
貧
し
い
教
区
昆
の
仕
事
と
し
て
教
区
教
会
の
雑
務
を
お
こ
な
う
寺
男
が
あ
る
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
の
場
合
、
一

六
一
三
年
ま
で
寺
男
を
務
め
た
≦
巳
鈷
日
芝
訂
暗
8
昌
や
そ
の
後
を
引
き
継
ぎ
、
一
六
二
九
年
ま
で
務
め
た
智
ぎ
く
高
曇
ヨ
な
ど
、
定
期
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

給
金
を
受
け
て
い
る
貧
民
が
寺
男
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
教
区
罠
に
よ
る
貧
民
向
け
の
寄
付
に
お
い
て
も
、
寄
付
者
が
指
定
し
た

受
益
者
に
教
区
の
書
記
や
寺
男
が
含
ま
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
霞
象
p
置
国
落
げ
0
5
の
遺
贈
年
払
〇
ポ
ン
ド
の
分
配
の
さ
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
の
受
益
者
に
は
つ
ね
に
書
記
と
寺
男
が
含
ま
れ
て
い
た
。
同
様
に
、
日
げ
。
ヨ
霧
○
馨
Φ
ω
8
μ
や
ω
搾
○
①
9
σ
q
Φ
ゆ
錠
器
ω
の
寄
付
か
ら
の
毎
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
分
配
に
お
い
て
も
、
書
記
と
寺
男
が
恩
恵
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
セ
ン
ト
・
バ
！
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
で
は
、
寺
男
は
救
貧
扶
助
の

対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
は
、
宗
教
改
革
以
後
、
教
区
の
書
記
や
寺
男
ら
、
教
区
教
会
で
雇
用
さ
れ
る
人
々
の
収
入
が
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

き
く
減
少
し
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
教
区
教
会
の
書
記
、
寺
男
の
収
入
の
減
少
は
、
女
性
の
貧
し
い
教
区
民
の
仕
事
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
宗
教
改
革
以
前
に
は
、

教
区
の
貧
し
い
女
性
は
聖
職
者
の
式
服
の
洗
濯
・
補
修
や
教
会
で
用
い
る
ロ
ー
ソ
ク
の
製
造
な
ど
か
ら
報
酬
を
得
て
い
た
が
、
宗
教
改
革
以
後
、

書
記
や
寺
男
が
こ
の
種
の
仕
事
を
新
た
な
収
入
源
と
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
女
性
教
区
民
の
仕
事
は
、
病
人
看
護
、
孤
児
養
育
な
ど
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
教
区
の
孤
児
は
通
常
、
支
度
金
を
付
け
ら
れ
て
徒
弟
に
出
さ
れ
る
ま
で
、
女
性
教
区
民
に
預
け
ら
れ
た
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ

ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、
女
性
の
定
期
支
給
金
受
給
者
の
ほ
と
ん
ど
が
孤
児
養
育
を
委
ね
ら
れ
、
そ
の
費
用
・
報
酬
を
得
て
い
る
。
先
に

定
期
支
給
金
の
分
配
に
お
い
て
、
成
人
の
受
給
者
よ
り
も
孤
児
の
方
が
一
人
あ
た
り
の
支
給
額
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
孤
児
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

支
給
の
～
部
は
、
養
育
に
あ
た
っ
た
女
性
の
報
酬
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
を
繰
り
返
し
襲
っ
た
ペ
ス
ト
流
行
の
た
び
に
、
女
性
の
貧
し
い
教
区
民
が
看
護
係
ぎ
Φ
℃
頭
ω
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近世ロンドンの教区における救貧（富川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

｛
9
静
④
鍮
昆
や
ペ
ス
ト
患
者
や
死
者
の
探
索
係
と
し
て
起
用
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一
五
八
二
年
五
月
二
〇
日
の
教
区
会
で
は
、
看
護
係
に

指
名
さ
れ
た
女
性
は
、
彼
女
ら
の
奉
仕
を
考
慮
し
て
、
救
貧
用
の
現
金
や
石
炭
の
分
配
に
お
い
て
、
他
の
者
よ
り
も
多
く
支
給
さ
れ
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

昼
四
ペ
ン
ス
、
夜
四
ペ
ン
ス
の
報
酬
と
食
事
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
定
期
支
給
金
以
外
に
教
区
は
貧
民
を
様
々
な
か
た
ち
で
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
へ
の
扶
助
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

い
わ
ば
、
教
区
の
運
営
に
不
可
欠
の
雑
務
の
遂
行
と
救
貧
と
を
結
合
さ
せ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
世
イ
ギ
リ
ス
救
貧
史
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
こ
の
時
期
の
救
貧
の
性
格
に
つ
い
て
、
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
当

時
教
区
の
救
貧
行
政
を
担
っ
て
い
た
、
中
層
の
人
々
の
道
徳
・
基
準
を
貧
民
に
押
し
付
け
る
た
め
の
手
段
と
み
な
す
べ
き
か
、
ま
た
は
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

慣
習
的
に
認
め
ら
れ
た
、
い
わ
ば
貧
者
の
権
利
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
す
べ
き
か
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
セ
ン
ト
・

バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
事
例
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　
貧
し
い
教
区
民
が
、
救
貧
税
を
財
源
と
し
た
定
期
支
給
金
の
み
な
ら
ず
、
富
裕
な
教
区
民
に
よ
る
寄
付
や
教
区
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
仕
事

に
も
生
活
を
依
存
す
る
こ
と
は
、
反
面
、
生
活
全
般
を
教
区
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
当
然
、
そ
れ
だ
け
貧
民
へ
の
教
区
有
力
者
の
支
配
が

強
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
、
そ
の
傾
向
を
示
す
例
は
数
多
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
触
れ
た
一
五
八
二
年
五
月
二
〇
日
の
教
区
会
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

看
護
係
へ
の
報
酬
に
つ
い
て
の
記
述
の
直
後
に
、
看
護
係
就
任
を
拒
ん
だ
貧
し
い
教
区
民
へ
の
救
貧
を
停
止
す
べ
き
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

教
区
会
に
集
ま
っ
た
教
区
の
有
力
者
は
、
救
貧
停
止
を
ち
ら
っ
か
せ
て
、
ペ
ス
ト
感
染
の
危
険
が
高
い
看
護
係
へ
の
就
任
を
強
要
し
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
他
、
歴
代
の
寺
男
も
就
任
の
さ
い
の
条
件
と
し
て
、
「
か
れ
ら
が
き
ち
ん
と
振
舞
う
あ
い
だ
、
そ
し
て
教
区
が
望
む
あ
い
だ
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

雇
う
」
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
実
質
上
か
れ
ら
の
雇
用
は
教
区
の
意
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
事
実
、
＝
ハ
＝
二
年
＝
月
二
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
は
教
区
会
の
不
興
を
買
っ
た
寺
男
桑
田
貯
ヨ
ミ
げ
巴
Φ
8
詳
は
、
解
雇
さ
れ
て
い
る
。
他
の
教
区
で
も
事
情
は
同
様
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
ロ

ン
ド
ン
東
部
郊
外
の
セ
ン
ト
・
ダ
ン
ス
タ
ン
・
ス
テ
プ
ニ
i
教
区
ω
『
∪
毒
ω
3
　
ω
8
智
①
《
で
は
、
一
六
〇
～
年
八
月
二
七
日
の
教
区
会
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
、
寺
男
が
教
区
委
員
に
悪
態
を
つ
い
た
な
ど
の
理
由
で
突
然
解
雇
さ
れ
て
い
る
。
貧
し
い
教
区
民
の
お
か
れ
た
弱
い
立
場
を
端
的
に
示
す
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の
が
、
一
六
〇
七
年
～
○
月
一
一
日
の
教
区
会
議
事
録
の
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
〇
人
の
定
期
支
給
金
受
給
者
を
選
ん
だ
後
、
か
れ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

秩
序
だ
っ
た
振
る
舞
い
と
教
区
の
た
め
に
最
大
限
奉
仕
す
べ
き
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
実
際
に
教
区
有
力
者
に
対
し
て
反
抗
的
で
あ
る
と
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

由
で
定
期
支
給
金
を
カ
ッ
ト
さ
れ
た
例
も
多
い
。

　
他
方
、
教
区
に
お
け
る
救
貧
に
は
一
種
人
道
主
義
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
思
わ
せ
る
部
分
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
顕
著
に
示
す
の
が
病

人
に
対
す
る
援
助
で
あ
る
。
一
般
に
病
人
に
対
す
る
救
貧
扶
助
は
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
で
は
か
な
り
手
厚
い

と
い
え
る
。
「
六
三
「
年
に
定
期
支
給
金
受
給
者
と
な
っ
た
病
人
の
勺
無
臼
田
臨
亀
の
場
合
、
以
後
約
二
〇
年
に
渡
っ
て
、
定
期
支
給
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

他
、
年
ニ
ポ
ン
ド
の
家
賃
と
看
護
費
用
と
が
教
区
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
不
品
行
や
怠
惰
を
理
由
に
教
区
会
で
非
難
さ
れ
た
り
、

定
期
支
給
金
を
停
止
さ
れ
た
り
し
た
者
に
対
し
て
も
、
か
れ
ら
が
い
っ
た
ん
病
気
・
負
傷
に
陥
っ
た
場
合
、
教
区
は
意
外
に
手
厚
い
援
助
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。
寺
男
の
妻
で
一
六
二
九
年
以
後
寡
婦
と
な
っ
た
く
費
舞
臼
は
、
教
区
有
力
者
へ
の
反
抗
、
娘
の
虐
待
な
ど
の
件
で
教
区
を
騒

が
せ
、
定
期
支
給
金
停
止
を
受
け
た
り
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
＝
ハ
三
七
年
に
彼
女
が
病
気
と
な
っ
て
以
後
、
教
区
は
彼
女
に
毎
週
こ
シ
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

グ
四
ペ
ン
ス
、
彼
女
の
看
護
を
す
る
寡
婦
国
辱
p
巳
（
彼
女
も
教
区
の
定
期
支
給
金
受
給
者
）
に
毎
週
ニ
シ
リ
ン
グ
を
与
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
例
と
し
て
、
先
述
し
た
寡
婦
国
白
も
ω
8
の
ケ
ー
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
女
は
一
六
三
〇
年
に
定
期
支
給
金
受
給
を
請
願

し
た
が
却
下
さ
れ
、
よ
う
や
く
一
六
三
四
年
に
受
給
を
み
と
め
ら
れ
た
。
以
後
国
日
需
8
は
一
六
四
〇
年
に
死
去
す
る
ま
で
定
期
支
給
金
を

受
け
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
間
教
区
会
に
よ
り
再
三
注
意
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ン
ゴ
を
往
来
で
強
引
に
売
る
な
ど
の
行
為
を
止
め
ず
、

よ
う
や
く
一
六
三
五
年
五
月
に
教
区
が
彼
女
の
家
賃
を
負
担
す
る
な
ど
救
貧
扶
助
額
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
に
止
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
⑳

た
の
で
あ
る
。
国
司
覇
8
の
行
為
は
、
教
区
か
ら
救
貧
扶
助
額
の
増
額
を
引
き
出
す
た
め
の
、
～
種
の
か
け
ひ
き
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
、
貧
し
い
教
区
民
が
救
貧
扶
助
を
当
然
の
権
利
と
み
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
救
貧
税
を
財
源
と
す
る
救
貧
に
は
、
比
較
的
柔
軟
性
を
欠
く
面
が
あ
っ
た
。
主
と
し
て
寄
付
収
入
を
財
源
と
し

た
救
貧
扶
助
は
、
こ
の
よ
う
な
救
貧
税
に
よ
る
貧
民
救
済
の
欠
点
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
や
は
り
こ
れ
が
、
当
時
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の
「
公
的
な
」
救
貧
と
「
私
的
な
」
慈
善
と
の
関
係
の
実
態
を
よ
く
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
救
貧
行
政
を
担
っ
た
教
区
の
指
導
層
の
側
に
は
、
救
貧
を
通
じ
て
貧
し
い
教
区
民
の
振
る
舞
い
、
態
度
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
ょ
う
と

す
る
意
図
が
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
救
貧
扶
助
を
受
け
る
側
は
、
請
願
を
通
じ
て
扶
助
を
引
き
出
す
な
ど
、
援
助
を
当

然
の
権
利
と
み
な
す
傾
向
も
み
ら
れ
、
当
時
の
教
区
に
お
け
る
救
貧
を
め
ぐ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
し
て

興
味
深
い
。
さ
ら
に
こ
こ
へ
病
人
の
援
助
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
指
導
層
の
温
情
主
義
的
態
度
が
加
わ
り
、
事
態
は
よ
り
複
雑
化
す
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
章
の
寄
付
・
慈
善
の
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

近世mンドンの教区における救貧（宮川）
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第
四
章
寄
付
者
の
実
態

　
か
つ
て
W
・
K
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
、
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
寄
付
・
慈
善
活
動
に
つ
い
て
の
研
究
に
お

い
て
、
宗
教
改
革
以
後
、
慈
善
の
性
格
が
変
化
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
寄
付
・
慈
善
の
重
点
が
教
会
建
築
の
た
め
の
寄
付
な
ど
の
宗
教
目
的

か
ら
、
救
貧
・
教
育
な
ど
世
俗
目
的
に
シ
フ
ト
し
た
こ
と
、
ま
た
、
宗
教
改
革
以
前
の
無
差
別
の
救
貧
に
代
わ
っ
て
、
プ
ロ
・
テ
ス
タ
ン
ト
の
も

と
で
、
救
貧
の
対
象
の
限
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
援
助
に
値
す
る
貧
民
号
ω
臼
く
ぎ
α
q
℃
。
9
の
み
が
救
貧
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
た
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
。
宗
教
改
革
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
を
重
視
す
る
寄
付
に
つ
い
て
の
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
見
解
に
対
し
て
、

そ
の
後
、
幾
つ
か
の
批
判
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
、
J
・
F
・
ト
ム
ソ
ン
は
、
中
世
史
家
の
立
場
か
ら
ジ
ョ
ー
ダ
ン
説
批
判
を
お
こ
な
い
、
宗
教
改
革
以
前
の
ロ
ン
ド
ン
市
民
に
よ

る
遺
影
書
を
検
討
し
た
結
果
、
宗
教
上
の
変
化
の
な
か
っ
た
時
期
に
も
慈
善
・
寄
付
の
傾
向
に
変
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
葬
式
の
さ
い



近世ロンドンの教区における救貧（宮川）

　　　　　　　　　表5　寄：付者のリスト

　　　　（セント・バーソロミュー・エクスチェンジ教区）

年 名　　　前 金額（£一s－d） 目的

1580 Lady　Wilford 20－0－0 救貧

？ Richard　Ne亡！naker 20－0－0 救貧

1594 Thomas　Danser 工一〇一〇 救貧

1595 Thmas　Cater 50－0－0 説教

1598 Mrs　Danser 2－0－0 不明

1598 Mrs　Goodman 2－0－0 救貧

1599 Roger　Parrat 5－0－0 説教

1599 Roger　Parrat 4－0－0 救貧：

1599 Mrs　Danser 3－0－0 救貧

1600 Elizabeth　Can 5－0－0 救貧

1600 El玉zabeth　Can 5－13－4 説教

1600？ Thomas　Webb 13－6－8 説教

1603 George　Cater 10－0－0 救貧

1603 William　Hin 2－0－0 救貧

1604 Sir　John　Hart 3－6－8 救貧

1608 Sir　Gyles　H・wland 3－6－8 救貧

1609 Mr　Frithe 0－16－8（毎年） 説教

1609 Mr　Frithe 1－10－0侮年） 救貧

1611 Leonard　White 20－0－0 説教

1617 Thomas　Church 10－0－0 不明

1620 Samuel　Hears 10－0－0 不明

1620 Philip　Sparck 10－0－0 不明

1621 Mary　White 10－0－0 教会建築

1621 Richard　Sprengham 20－0－0 不明

1623 Mr　Bramley 3－18－0 不明

1624 Dr　Hill 10－0－0 不明

1624 Zachary　Heylin 10－0－0 救貧

1626 R。bert　Ducey 5－0－0 救貧

1627 John　Brown 25－0－0 救貧
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の
施
し
に
つ
い
て
、
宗
教
改
革
以
前
に
も
受
益
者
の
限
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
ト
ム
ソ
ン
は
慈

善
．
寄
付
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
の
社
会
的
状
況
の
変
化
で
は
な
い
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
の
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
ジ
ョ
ー
ダ
ン
説
へ
の
批
判
は
、
＝
ハ
世
紀
前
半
の
ロ
ン
ド
ン
を
対
象
と
し
た
S
・
ブ
リ
ッ
グ
デ
ン
や
一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ン
ド
ン
を
対
象
と

し
た
一
．
ア
ー
チ
ャ
ー
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
寄
付
・
慈
善
の
目
的
が
世
俗
的
傾
向
を
帯
び
て
い
く
こ
と
に
つ
い



年 名　　　箭 金額（£一s一の 目的

1627 Mrs　Parrat 2－0－0 救貧

ユ627 Sir　Henry　Mart重n 25－0－0 救貧

1627 John　Woodward 6℃一〇 説教

1628 Sir　Tho：nas　Moulson 2－0－0 救貧

1629 John　M韮ward 20－0－0 不明

1629 John　Woodward 5－0－0 不明

1629 Ellyn　Wo。dward 10－0－0 不明

1629 William　Lee 1－0－0 不明

1630 Sir　Thomas　Mou正son 1－16℃ 救貧

1630 Richard　Fishbom 500－0－0 説教

1630 Richard　Fishborn 400－0－0 救貧

1630 Richard　Crawshaw 16－O－0 救貧

1631 Richard　Crawshaw 150－0－0 救貧

1631 Richard　Crawshaw 50－0－0 教会建築

1631 Richard　Crawshaw 20－0－0（毎年） 説教

1631 John　Eaglesfie夏d 3－0－0 救貧

ユ632 Wi韮iam　Drew 10－0－0 救貧

ユ634 Hugh　Perry 270－0－0 説教

1636 ThOmas　Mustard 10－0－0 救貧

1636 Winiam　Angel 2－0－0 救貧

1636 Thomas　Jesson 70－0－0 救貧

1636 Arthur　Weale 1－0－0 救貧

1638 Mr　Hill 2－0－0 救貧

1638 Richard　C・upα 1－0－0 救貧

1638 Mr　Cambe互1 5－0－0 救貧

1639 Sir　Thomas　Moulson 5－0－0 救貧

1640 Lady　Cambell 2－Q－Q 救貧

ユ640 Sir　Edward　Warder 1－0－0 救貧

Vesti：y　Minutesげ翫Bat・titolomeevおよびACCOZtntsげ翫Bar－
tholomewよりイ乍成。
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て
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
に
同
意
す
る
。
ブ
リ
ッ
グ
デ
ン
は
、
遺
言
書
の
分
析
に
基
づ
き
、
宗
教
改
革
前
後
の
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
慈
善
・
寄
付
に
つ
い

て
考
察
し
た
結
果
、
宗
教
改
革
以
後
、
救
貧
目
的
の
遺
贈
を
お
こ
な
う
者
の
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
ア
ー
チ
ャ
ー

は
こ
の
傾
向
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に
も
継
続
す
る
と
の
主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
人
と
も
こ
の
救
貧
目
的
の
慈
善
の
増
加
の
原
因

を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
の
み
求
め
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
市
民
が
増
大
す
る
救
貧
の
負
担
に
多
様
な
対
応
を
示
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
大
き
い
と
の
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。
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で
は
、
当
時
の
寄
付
者
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
か
。
以
下
は
、
こ
の
よ
う
な
～
般
論
を
、
教
区
の
寄
付
者
の
実
状
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ

と
に
よ
り
、
検
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
に
お
け
る
寄
付
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
表
5
は
、
一
六
四
〇
年
ま
で

の
教
区
会
の
議
事
録
と
教
区
委
員
会
計
簿
に
記
さ
れ
た
教
区
へ
の
寄
付
者
と
そ
の
目
的
と
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
寄
付
に
は
、
一
回
き
り

の
も
の
、
そ
の
寄
付
を
基
本
財
産
と
し
て
長
期
に
渡
っ
て
収
入
を
も
た
ら
す
も
の
な
ど
様
々
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
区
別
せ
ず
、
す

べ
て
一
件
と
し
て
数
え
て
い
る
。
ま
た
、
寄
付
の
金
額
も
数
ポ
ン
ド
か
ら
数
百
ポ
ン
ド
ま
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
金
額
に
関
わ
ら
ず

す
べ
て
～
件
と
し
て
数
え
る
。

　
寄
付
の
特
に
集
中
し
た
時
期
と
し
て
、
一
五
九
〇
年
代
か
ら
一
六
〇
〇
年
代
初
め
と
、
～
六
二
〇
年
代
か
ら
一
六
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
時

期
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
寄
付
の
目
的
は
、
ほ
と
ん
ど
が
救
貧
用
も
し
く
は
説
教
用
で
、
教
会
建
築
の
た
め
の
も
の
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
の
寄
付
者
の
動
…
機
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
教
区
会
議
事
録
に
は
、
遺
贈
者
の
遺
言
書
の
写
し
が
添
付
さ
れ
た

り
、
寄
付
者
の
意
向
に
つ
い
て
も
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
手
が
か
り
に
動
機
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
当
然
考
慮
す
べ
き
な
の
は
、
自
ら
の
属
す
る
地
域
社
会
へ
の
愛
着
で
あ
ろ
う
。
G
・
ギ
ブ
ス
に
よ
る
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の

ロ
ン
ド
ン
の
諸
教
区
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、
法
的
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
な
さ
れ
る
寄
付
は
、
集
団
と
し
て
の
教
区
の
ま
と
ま
り
の
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
　
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
多
く
の
寄
付
を
集
め
た
セ
ン
ト
・
バ
！
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区

で
は
、
富
裕
な
教
区
民
が
教
区
と
い
う
地
域
社
会
の
統
合
の
問
題
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
た
と
え
ば
、
市
参
事
会
員
代
理
な
ど
も
務
め
、
一
六
三
一
年
に
死
去
し
た
、
菊
一
畠
刀
傷
9
磐
ω
冨
≦
は
、
救
貧
用
に
五
〇
ポ
ン
ド
を
遺
贈
し

た
が
、
そ
の
さ
い
、
熱
雷
執
行
人
に
対
し
て
、
教
区
に
古
く
か
ら
住
ん
で
、
彼
と
も
な
じ
み
の
深
い
三
人
の
貧
し
い
教
区
民
に
特
別
の
配
慮
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
よ
う
に
、
要
望
し
て
い
る
。
こ
の
例
か
ら
も
、
教
区
お
よ
び
そ
こ
に
住
む
人
々
へ
の
配
慮
と
い
う
、
い
わ
ば
寄
付
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
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動
機
が
確
認
で
き
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
教
区
と
い
う
地
域
社
会
に
お
け
る
死
者
の
記
憶
の
永
続
化
を
願
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
も
動
機
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
ロ
ン
ド
ン
富
裕
市
民
の
遺
言
書
を
分
析
し
た
D
・
ピ
ッ
ク
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
遺
言
者
に
よ
り
施
し
を
受
け
た

者
が
、
遺
言
者
の
魂
の
救
済
の
た
め
に
祈
っ
た
宗
教
改
革
以
前
と
同
様
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
遺
言
者
に
と
っ
て
も
こ
の
動
機
が
依
然
重
要
で
あ

　
　
　
　
⑥

つ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、
一
六
〇
一
年
頃
に
死
去
し
た
日
げ
。
目
霧
芝
①
げ
び

が
、
＝
ニ
ポ
ン
ド
六
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
を
教
区
に
遺
贈
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
、
年
一
〇
シ
リ
ン
グ
で
毎
年
彼
の
命
日
に
少
な
く
と
も
神

学
士
の
学
位
を
有
す
る
者
に
よ
り
、
説
教
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
残
り
の
金
を
教
区
の
た
め
に
用
い
る
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
例

　
　
　
　
⑦

が
見
ら
れ
る
。
残
り
の
収
入
年
三
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
は
救
貧
用
資
金
に
ま
わ
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
六
一
五
年
に
死
去
し
た
小
間
物
商
人
組
合

の
薫
白
賦
ヨ
冒
器
ω
は
、
同
組
合
の
貧
し
い
メ
ン
バ
ー
の
た
め
に
年
金
を
寄
付
し
た
が
、
そ
の
受
益
者
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
受
け
る

た
め
、
そ
し
て
、
寄
付
者
を
し
て
か
く
も
有
徳
か
つ
恵
み
深
く
さ
せ
た
全
能
の
神
へ
の
感
謝
を
さ
さ
げ
る
た
め
に
」
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ユ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
教
会
で
の
毎
週
の
説
教
に
出
席
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　
さ
ら
に
自
ら
の
慈
善
・
寄
付
を
先
例
と
し
て
、
後
進
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
寄
付
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
も
寄
付
の
動
機
と
し
て

挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
顕
著
な
例
が
前
に
も
挙
げ
た
空
畠
輿
望
国
昏
げ
。
諺
で
あ
る
。
彼
は
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス

チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
貧
民
の
た
め
に
毎
年
二
〇
ポ
ン
ド
の
金
が
分
配
さ
れ
る
べ
く
呉
服
商
組
合
に
遺
贈
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
遣
言
書
に
お
い

て
、
「
自
分
の
寄
付
が
、
他
の
富
裕
な
教
区
罠
に
よ
る
献
金
や
救
貧
税
納
税
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
毎
年
の
救
貧
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

増
加
さ
せ
る
よ
う
に
」
配
慮
す
る
よ
う
、
教
区
民
に
対
し
て
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
教
区
の
慈
善
・
寄
付
収
入
の
多
さ
（
と
り
わ
け
エ
ハ
ニ
○
年

代
後
半
か
ら
一
六
三
〇
年
代
に
お
け
る
）
は
、
こ
の
田
昏
げ
。
白
の
よ
う
な
人
物
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
慈
善
・
寄
付
が
、
寄
付
者
の
（
死
後
の
）
名
誉
・
評
判
を
高
め
、
後
進
へ
の
模
範
と
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
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ば
、
当
然
、
寄
付
行
為
を
お
お
や
け
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
代
に
個
人
の
追
悼
説
教
｛
§
曾
巴
ω
Φ
§
。
昌

が
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
た
事
実
は
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
る
。

　
追
悼
説
教
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
＝
二
世
紀
頃
に
は
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
聴
衆
に
死
者
の
魂
の
た
め
に
祈
る
よ
う
勧
め
た
り
、
死
、

最
後
の
審
判
、
天
国
、
地
獄
な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
促
す
の
が
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
宗
教
改
革
以
後
、
ジ
ョ
ン
・
ノ
ッ
ク
ス
や
ト

マ
ス
・
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
ら
急
進
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
裏
付
け
の
な
い
こ
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
傾
向
な
ど
を
理
由
に
激
し
い

批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
教
会
主
流
は
、
教
化
の
手
段
と
し
て
追
悼
説
教
を
支
持
し
た
。
と
く
に
一
七
世
紀
以
後
、
刊
行
さ
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
も
多
く
な
り
、
　
七
五
〇
年
ま
で
に
実
に
一
三
〇
〇
点
以
上
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
追
悼
説
教
の
構
成
は
、
通
常
、
聖
書
に
基
づ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
つ
い
て
解
説
す
る
部
分
と
、
故
智
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
と
か

ら
な
っ
て
い
た
。
あ
く
ま
で
も
主
要
な
の
は
、
前
者
の
教
義
の
解
説
部
分
で
あ
っ
て
、
故
人
の
称
賛
は
二
の
次
と
さ
れ
た
。
特
に
＝
ハ
世
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
こ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
一
七
世
紀
以
後
、
故
人
の
伝
記
的
要
素
が
強
ま
っ
て
い
く
。

　
故
人
に
つ
い
て
触
れ
る
場
合
、
単
に
故
人
を
称
賛
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
聴
衆
に
対
し
て
模
範
を
示
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。

主
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
対
象
と
し
て
は
、
故
人
の
家
系
、
教
育
、
公
的
な
活
動
・
役
職
、
信
仰
、
そ
し
て
慈
善
・
寄
付
行
為
が
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
、
慈
善
・
寄
付
行
為
に
つ
い
て
は
、
故
人
に
よ
る
寄
付
の
詳
細
な
リ
ス
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
い
わ
ば
慈
善
行
為
の
実

例
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
聴
衆
に
さ
ら
な
る
慈
善
を
促
す
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
市
民
冒
匿
国
魂
量
。
障
の
よ

う
に
、
遺
贈
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
た
遺
言
書
を
刊
行
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
彼
の
遺
多
書
の
副
題
は
、
「
永
久
に
記
憶
し
、
模
倣
さ
れ
る
に

値
す
る
、
特
筆
す
べ
き
慈
善
の
行
為
に
満
ち
た
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
人
々
へ
の
模
範
を
示
す
意
図
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

⑫
る
。　

セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
教
区
民
で
、
そ
の
追
悼
説
教
が
刊
行
さ
れ
た
人
物
の
｛
人
と
し
て
、
一
六
二
五
年

に
死
去
し
た
例
の
空
。
げ
舞
仙
軸
性
げ
。
導
が
い
る
。
か
れ
の
追
悼
説
教
で
は
、
全
四
五
ペ
ー
ジ
の
う
ち
、
約
一
五
ペ
ー
ジ
が
故
人
の
伝
記
的
部
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分
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ハ
ン
チ
ィ
ン
ド
ン
で
の
誕
生
に
は
じ
ま
り
、
ロ
ン
ド
ン
で
の
徒
弟
修
業
、
信
仰
生
活
な
ど
、
か
れ
の
人

生
の
多
様
な
側
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
目
を
引
く
の
は
、
高
言
げ
○
ヨ
の
慈
善
活
動
で
あ
り
、
総
額
一
万
ポ
ン
ド
以
上
に
の

ぼ
る
寄
付
が
詳
細
な
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
の
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
呉
服
商
組
合
に
対
し
て
、
若
い
メ
ン
バ
ー
の

資
金
と
し
て
な
ら
び
に
貧
し
い
メ
ン
バ
ー
の
援
助
の
た
め
に
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
。
ロ
ン
ド
ン
の
四
つ
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
対
し
て
合
計
約
一
〇
〇

〇
ポ
ン
ド
。
彼
の
出
身
地
の
ハ
ン
チ
ィ
ン
ド
ン
へ
施
療
院
、
学
校
、
説
教
師
職
の
た
め
に
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
に
対
し
て
は
救
貧
お
よ
び
説
教
師
職
維
持
の
た
め
に
九
〇
〇
ポ
ン
ド
の
寄
付
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
追
悼
説
教
に
お
い
て
、
慈
善
・
寄
付
行
為
の
模
範
例
が
示
さ
れ
、
称
賛
さ
れ
た
た
め
、
さ
ら
に
一
部
の
追
悼
説
教
が
刊
行
さ
れ

さ
え
し
た
た
め
、
故
人
の
先
例
が
多
く
の
人
々
に
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
、
さ
ら
な
る
寄
付
を
促
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た

一
六
二
〇
年
代
か
ら
一
六
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
に
お
け
る
寄
付
の
増
加
も
、
こ
の
よ

う
な
文
脈
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
教
区
に
お
け
る
寄
付
や
遺
言
の
実
例
を
こ
の
よ
う
に
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
寄
付
の
動
機
は
、

本
章
の
は
じ
め
に
整
理
し
た
諸
研
究
が
述
べ
る
以
上
に
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
寄
付
の
動

機
の
特
色
は
、
宗
教
的
か
、
世
俗
的
か
の
い
ず
れ
か
と
い
う
の
で
は
な
く
、
宗
教
の
装
い
を
残
し
、
そ
れ
を
利
用
し
つ
つ
も
、
実
態
に
お
い
て

は
世
俗
の
方
向
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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近世ロンドンの教区における救貧（宮川）

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
｝
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
救
貧
税
が
救
貧
の
重
要
な
財
源
と
し
て
定
着
し
て
い
っ

た
一
方
で
、
私
的
な
慈
善
・
寄
付
の
果
た
す
役
割
も
依
然
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、
救
貧
法
に
基
づ
い
た
救
貧
扶
助
に
加
え

て
、
貧
し
い
教
区
民
の
状
態
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
扶
助
が
臨
機
応
変
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
救
貧
法
に
よ
る

「
公
的
な
」
救
貧
と
私
的
慈
善
・
寄
付
に
よ
る
扶
助
と
の
有
機
的
な
補
完
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
教
区
は
、
救
貧
を
通
じ

て
の
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
、
救
貧
扶
助
を
貧
者
の
権
利
と
み
な
す
貧
し
い
教
区
民
と
の
聞
に
お
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
せ
め
ぎ
あ
い
の
場

で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。
教
区
の
富
裕
層
に
よ
る
寄
付
・
慈
善
の
動
…
機
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
が
触
れ
る
こ
と
の
な
い
、
地
域
社

会
に
根
ざ
し
た
ロ
ー
カ
ル
な
諸
要
因
が
果
た
す
重
要
な
役
割
を
具
体
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。

　
一
六
世
紀
後
半
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
慈
善
・
寄
付
行
為
を
め
ぐ
る
多
様
で
窓
一
Φ
鼠
8
一
な
言
説
が
存
在
し
た
こ
と
は
第
一
章
で
み

た
と
お
り
で
あ
る
。
本
論
の
考
察
は
、
あ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
同
時
代
人
た
ち
に
よ
る
「
自
己
評
価
」
に
対
し
て
明
確
な
判
定
を
下
す
に
は
至

っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
救
貧
の
現
状
を
衰
退
・
沈
滞
と
み
る
方
向
の
評
価
に
対
し
て
は
、
教
区
の
救
貧
の
現
場
検
証
の
結
果

か
ら
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
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一
方
、
そ
も
そ
も
教
区
と
は
教
会
の
単
位
で
あ
り
、
宗
教
活
動
が
そ
の
本
来
の
…
機
能
・
役
割
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
慈
善
・
救
貧
行
為
を
支
え

る
宗
教
的
思
想
・
理
念
に
つ
い
て
の
体
系
的
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。
と
く
に
一
六
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
宗
教
改
革
の
結
果
、
貧
民
観
、

救
貧
観
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
今
回
の
教
区
レ
ベ
ル
の
救

貧
・
慈
善
の
実
態
に
つ
い
て
の
論
考
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
　
大
販
府
四
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Bitrge1n　als　ldeal　angesehen．　Ftir　die　sttidtischen　Beh6rden　war　auch　die

Ausgabe　des　Pfiegegeldes，　das　die　Armenverwaltung　den　Bewohnem　der

Fanzillenhtiuser　gab，　ein　fatales　Ereigrtis．　Die　Beamten　aber，　die　rnit　den

FarnXenhtiusern　in　dienstljchem　Kontakt　standen，　sympathisierten　ein　wenigmit

dessen　Bewohnern．　Vor　den　schliessticheR　Aktionen　dieser　Beh6rden　suchteR

zwei　Vemieter．　ihre　Mieteinriahmen　zu　sichem．　Aber　die　Bewohner　revoltierten
　　　　　　　　　　　　’

gegen　die　Versuche　der　Vermieter　oder　der　Beh6rde，　die　mit　ihren

wirtschaftlichen　lnteressen　im　widerspruch　staRden．

　　Im　Jahre　1828　hatte　darm　das　Polizeiprasidium　erfolgreich　ein　Reglement

ex！assen　k6rmen，　dass　die　Aftermiete　von　diesem　Zeitpunkt　an　verbot．　Dieses

Verbot　konnte　auch　durchgesetzt　werden．　Mehr　aber　konnte　von　seiten　dieser

Beh6rde　nicht　untemommen　werden，　trotz　des　zweimaligen　AufrLih！rs　und　der

Cholera－Epidemie　im　Jahre　1831．　Der　Magistrat，　die　Armenverwaltung　und　das

PoSzeiprtisidium　hatteR　in　den　20er　Jahren　das　19．　Jahrhunderts　mit　der

Wohnungsreformbewegung　um　die　Mitte　des　19．　Jahrhunderts　in　Berlin　die

Reformkoflzepte，　die　Angst　vor　den　Gefahren　der　FamllienkAuser　ttnd　die

Betonung　von　btirgerlichen　Werten　gemeinsam．　Daraus　kann　man　schliessen，

dass　beide　Bewegungen　Teil　der　gleichen　Reaktion　der　Berliner　Bttr－

gergese｝lschaft　auf　die　Wohnungsfrage　waren．

Poor　Relief　in　the　Early　Modern　London　Parish

by

MIYAGAWA　Tsuyoshi

　　The　problem　of　poor　relief　was　getting　severer　in　late　16th　and　early　17th

century　England．　Many　authors　and　preachers　were　concerned　about　the

problem　of　charity　and　poor　relief．　This　article　is　a　discussion　of　the　functioR　of

the　parish　in　poor　relief　in　late　16th　and　early　17th　century　ERgland．　The　parish　in

England　was　not　oniy　an　essential　unit　on　which　the　system　of　Elizabethan　poor－

law　depended，　but　also　the　milieu　in　which　private　charity　united　the　rich　and　the

poor．　This　article　mamly　focuses　on　the　parish　of　St　Bartholomew　Exchange　in

London　and　tries　to　explore　the　various　aspects　of　poor　relief　in　this　parish，

namely　the　resources　of　poor　relief，　the　recipients　of　aid　and　the　motives　of

（ユ62）



donors．　Through　the　inteRsive　research　on　a　parish，　we　caR　understarid　how　the

public　social　weifare　based　on　the　poor　rate　and　the　various　kinds　of　aid　based　on

private　charity　co－operated　in　the　forefront　of　relief　of　the　poor．

A　study　for　reconstruction　of　the　historical　view　about　the　establishment

　　　　process　of　Syugendo：the　emergence　and　development　of　Genja

by

ToKuNAGA　Seiko

　　This　study，　based　on　a　search　of　literary　sources，　aims　to　review　the

assumption　that　Syugendo　was　established　in　the　Heian　era　by　the　Genja，　for

whom，　like　their　supposed　successors，　the　Syugenja，　discipline　on　holy　mountains

and　Genryol｛u　（supernatural　power）　were　the　essential　characteristics．

　　The　study　revealed　that　the　word　“Genja”　meant　faith　healers　who　practiced

Kaji　cures　（sorcely　cures）　without　regard　for　the　experience　of　discipline　on　holy

mountains．　The　terrn　appeared　in　the　10th　century，　wheR　the　Tendai　school

formed　a　new　religioR　which　used　Yorigito　（the　cure　using　Yorimashi）．

　　fVso　revealed　was　that　originally　there　existed　no　significant　relatioR　between

discipline　on　holy　mountains　and　Genryol〈u．　ln　the　Nara　era，　faith　healers　were

primartly　required　to　fulfill　the　Buddhist　seif－improvement，　Jogyo　（leading　an

bnmacuJate　life）　and　Jjkal　（observing　dharma）．　However，　as　demand　for　Kajj

cures　grew　and　discipline　on　holy　mountains　became　active　and　methodically

established，　request　for　Jogyo　and　Jikai　decijr｝ed　to　a　secondary　position　behind

Genryoku．

　　The　development　of　Kaji　cures　and　disciplme　can　be　seen　as　a　deviation　from

esoteric　Buddhism．　The　e！nergence　ef　the　GeRja　represents　the　divershication

and　the　expansion　of　esoteric　Buddhism　in　the　10th　century，　rather　than　a　simple

improvement　in　discipline．
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