
植
民
運
動
払
　
　
　
削
夜
の
英
国
経
済
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

ー
ー
十
六
世
紀
の
経
済
不
況
と
そ
の
対
応
一

越

智

武

臣

楠民蓮動前夜の英国経済（上）　（越恕）

…
【
要
麹
屡
讐
変
化
が
、
・
禽
讐
に
影
響
し
、
・
の
・
諸
家
肇
を
製
す
・
糞
詰
㌢
時
占
だ
立
・
て
、
無
関
心
姦
∴

一
　
い
え
な
い
問
題
の
ひ
と
つ
に
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
。
本
稿
は
、
近
代
初
頭
の
英
国
に
お
け
る
、
両
者
の
連
関
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
。
そ
し
て
、
十
　
へ

一
六
階
期
・
そ
は
・
薬
袋
塁
走
い
く
つ
翁
わ
れ
・
く
・
麗
経
済
・
国
愚
策
の
、
・
ず
そ
の
箪
の
屈
折
点
で
あ
・
ξ
・
を
明
ら
か
に
・
・

　　

､
と
し
た
。
研
究
史
的
に
は
、
こ
の
時
代
の
国
際
経
済
に
関
す
る
わ
が
国
の
通
説
に
も
触
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
議
論
の
発
展
と
教
示
が

い
待
た
れ
る
・
し
か
し
・
従
来
も
・
ば
ら
国
内
経
済
史
的
観
点
の
優
位
性
に
お
い
て
行
わ
れ
た
近
代
英
国
経
済
史
研
究
を
・
国
際
的
連
関
に
お
い
て
位
置
づ
け
／

｝
る
と
い
う
操
作
は
、
研
究
の
道
程
か
ら
い
。
て
も
、
そ
の
間
堰
、
識
に
お
い
て
も
、
＋
分
錘
解
し
て
も
ら
え
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

問
題
の
所
在
－
一
近
世
初
頭
の
国
際
経
済

　
英
国
史
上
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
的
な
」
主
権
国
家
が
確
立
し
た
の

は
、
一
五
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
国
際
政
治
の
う
え
で
い
え

ば
、
あ
の
英
国
独
自
な
形
を
と
っ
た
宗
教
改
革
と
い
う
事
件
に
よ
っ

て
、
ま
た
国
内
政
治
の
う
え
で
は
、
こ
の
事
件
を
め
ぐ
る
一
連
の
行

政
革
命
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
し
ば
ら

く
周
知
の
こ
と
と
し
て
、
議
論
を
繊
発
さ
せ
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ

で
、
宗
教
改
革
が
終
結
を
み
た
一
五
四
〇
年
代
の
は
じ
め
か
ら
、
一

五
五
八
年
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
冠
位
を
迎
え
る
約
二
〇
年
間
の
英
国

に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
残
さ
れ
た
七
年
の
晩
年
と
、
前
後
の
光
芒

に
姿
を
消
し
た
よ
う
な
、
二
つ
の
治
世
が
横
わ
っ
て
い
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
少
年
王
エ
ド
ワ
ー
ド
六
白
（
一
五
四
七
一
五
一
一
　
）
と
カ
ト

リ
ッ
ク
・
メ
ア
リ
i
（
　
五
五
三
一
五
八
）
の
短
命
な
治
世
で
あ
る
。
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一
般
に
、
　
こ
の
十
ム
ハ
世
紀
二
一
二
半
欄
州
の
鼎
火
国
を
、
ど
・
う
評
価
す
る
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
権
威
の
こ
と
ば
は
、
か

な
ら
ず
し
竜
積
極
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
史
家

は
、
そ
の
円
熟
し
た
政
治
史
研
究
の
結
末
を
、
次
の
よ
う
な
判
断
に

托
し
た
。
　
「
一
五
一
二
八
年
の
は
じ
め
ま
で
に
、
ヘ
ン
リ
ー
は
王
国
と

国
教
会
と
そ
の
血
統
を
確
立
し
て
い
た
。
の
こ
る
治
世
の
物
語
砂
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

色
癒
せ
て
は
な
い
に
し
て
も
、
比
較
的
意
義
の
少
な
い
も
の
だ
」
と
。

文
化
史
家
の
説
く
と
こ
ろ
も
、
ほ
ぼ
間
断
で
あ
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
、

モ
ア
ら
に
代
表
さ
れ
る
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
潮
流
は
、
宗
教
改
革
と

と
竜
に
一
度
せ
き
庇
め
ら
れ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
出
現
ま
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

約
一
世
代
の
空
隙
を
経
験
し
た
、
と
。
翻
っ
て
、
従
来
の
祉
会
経
済

史
研
究
に
つ
い
て
み
て
も
、
こ
れ
も
周
知
の
よ
う
に
、
漸
移
的
な
農

脱
層
の
分
解
、
毛
織
物
工
業
の
発
達
、
そ
れ
に
応
じ
た
社
会
的
新
陳

代
謝
、
要
す
る
に
近
代
的
農
工
業
の
成
立
過
程
が
、
千
篇
一
律
に
説

か
れ
る
だ
け
で
、
と
く
に
こ
の
時
代
が
ど
う
だ
、
と
い
っ
た
議
論
に

　
　
　
　
　
④

出
会
わ
さ
な
い
。
こ
う
し
て
、
研
究
者
は
、
宗
教
改
革
時
代
か
ら
、

い
と
も
簡
単
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
時
代
へ
と
跳
び
う
つ
る
。
あ
い
だ

に
は
さ
ま
れ
た
時
代
は
、
た
か
だ
か
新
旧
紅
教
の
血
醒
い
争
覇
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
綴
ら
れ
た
時
代
と
し
て
、
言
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
敬
震
な
少
年
新
教
王
、
コ
般
祈
藤
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
ン
げ
ア
ぜ
　

の
制
定
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
く
「
血
ま
み
れ
だ
メ
ア
リ
ー
」
の
カ

ト
リ
ッ
ク
反
動
の
時
代
一
か
つ
て
前
世
紀
の
ウ
イ
ッ
グ
史
家
た
ち

が
与
え
た
、
こ
の
よ
う
な
テ
ユ
…
ダ
ー
史
解
釈
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
現

行
の
教
科
書
的
叙
述
を
み
て
竜
分
る
よ
う
に
、
決
し
て
変
化
を
み
た

と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
歴
史
解
釈
の
欠
陥
…
は
、
そ
れ
が
余
り
に
も
政
治
史
的
で
あ
り
、
理

念
史
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
岡
意
で
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
欠
陥

の
最
た
る
も
の
は
、
次
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最

近
の
歴
史
研
究
の
動
向
は
、
英
国
に
お
い
て
も
、
ま
た
わ
が
国
に
お

い
て
竜
、
と
く
に
こ
の
時
代
に
関
す
る
、
社
会
経
済
史
研
究
の
異
常

な
発
達
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
の
成
果
た
る
や
、

ほ
と
ん
ど
従
来
の
政
治
史
的
解
釈
、
ま
し
て
や
文
化
史
的
解
釈
を
、

動
か
し
て
な
い
と
い
う
奇
妙
な
現
象
で
あ
る
。
た
と
え
て
い
え
ば
、

営
々
と
し
て
掘
ら
れ
た
、
社
会
経
済
史
研
究
の
無
数
の
燧
道
を
よ
そ

に
、
ま
だ
伝
統
的
な
ウ
ィ
ヅ
グ
史
観
の
山
容
は
、
旧
態
依
然
と
し
た

形
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
個
鋼
研
究
と
全
体

解
釈
の
乖
離
は
、
わ
れ
わ
れ
の
英
　
闘
史
研
究
に
お
い
て
、
あ
な
が
ち

こ
の
時
代
だ
け
に
竜
限
ら
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
新
史
学
と
称
し
な
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が
ら
臥
い
つ
ま
で
も
陳
腐
癒
方
法
を
教
条
視
し
て
き
た
瓢
こ
れ
ま
で

の
社
会
経
済
史
研
究
の
土
鼠
的
な
視
野
の
狭
さ
と
、
ま
た
一
般
史
家

の
無
協
働
に
も
原
図
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
社
会
経
済
史
研
究
竜
、
そ
れ
が
社
会
学
・
経
済
学
の

一
分
野
で
あ
る
と
同
時
に
、
手
事
学
の
一
分
野
で
も
あ
る
限
り
、
最

小
限
度
次
の
要
件
を
充
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
前
者
と
し

て
は
、
対
象
が
ど
れ
く
ら
い
計
思
懸
研
究
に
た
え
う
る
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ぎ
に
歴
史
学
と
し
て
は
、
時
代
掘
握
の

問
題
が
、
や
は
り
第
一
に
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
竜
、
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
素
材
と
し
て
の
計
量
的
結
果

が
判
明
し
な
け
れ
ば
、
時
代
把
握
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
悶
果
関

係
が
短
夜
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
従
来
の
社
会
経
済
史
研

究
の
成
果
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
き
、
さ
き
の
計
量
的
研
究
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
以
前
の
研
究
者
は
、
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
は
だ
不
満
足
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
情
熱
を
注
ぎ
、
そ
の
意
味

で
、
わ
が
国
英
国
社
会
経
済
史
研
究
の
大
き
な
遺
産
の
ひ
と
つ
と
な

っ
た
、
農
民
層
分
解
の
研
究
ひ
と
つ
を
と
り
上
げ
て
み
て
電
、
他
国

、
と
比
較
し
た
そ
の
深
度
や
規
模
に
つ
い
て
は
、
正
直
の
と
こ
ろ
、
論

者
が
確
言
し
て
い
る
だ
け
の
結
論
が
で
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
依

然
と
し
た
論
争
の
継
続
は
、
逆
に
そ
の
臨
難
性
の
な
に
よ
り
の
証
拠

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
　
一
国
経
済
の
動
向
を
ト
す
る
に
足
る
史
料

が
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
内
市
場
の
研
究
竜
、
そ
の
例
外

で
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
主
義
成
立
史
の
．
研
究
視
角
と

し
て
行
わ
れ
た
こ
う
し
た
研
究
も
、
要
す
る
に
で
て
き
た
結
果
は
、

そ
こ
に
自
生
的
・
漸
…
移
的
な
農
民
樒
分
解
…
が
み
ら
れ
、
市
場
の
形
成

が
み
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
、
資
本
関
係
め
成
立
が
み
ら
れ
た
と
い
う
、

一
種
の
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
に
終
っ
た
観
が
あ
り
、
一
般
史
解
釈
に
と
っ

て
、
そ
れ
ほ
ど
積
極
酌
な
結
論
が
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
す
で
に
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
英
圏
が
「
古
典
的
な
」

資
本
主
義
の
歩
み
を
は
じ
め
た
と
い
う
、
経
済
史
家
の
常
套
語
に
対

し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
留
保
が
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
。　

経
済
史
研
究
に
必
須
の
短
期
的
研
究
が
で
き
て
な
い
！
そ
れ
も

上
述
の
よ
う
な
研
究
対
象
を
撰
ぶ
場
合
、
た
だ
断
片
的
に
し
か
の
こ

っ
て
な
い
史
料
的
制
約
か
ら
い
っ
て
、
お
そ
ら
く
当
分
不
可
能
事
に

近
い
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
一
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
従
来

の
研
究
が
陥
っ
た
一
種
の
麻
痺
状
態
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
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い
ま
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
・
一
3
に
、
固
形
化
し
て
し
ま
っ
た
歴
史
意

識
の
停
滞
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ひ
と
つ
の

方
法
が
ゆ
き
詰
ま
れ
ば
、
別
の
方
法
を
と
っ
て
み
る
と
い
う
、
努
力
の

不
足
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
屯
よ
い
。
し
か
し
、
私
が
こ
こ
で
歴
史
意

識
と
い
っ
た
こ
と
に
は
、
も
う
少
し
深
い
意
昧
が
あ
る
。
か
つ
て
フ

ィ
ヅ
シ
ャ
ー
教
授
は
、
そ
の
著
名
な
論
文
の
な
か
で
、
　
「
二
〇
世
紀

は
、
要
す
る
に
十
六
世
紀
を
ば
、
み
ず
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
え
ず
つ
く
り
か
え
つ
つ
あ
る
」
と
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
私
が
こ

こ
で
い
お
う
と
す
る
の
も
、
歴
史
学
の
も
っ
て
い
る
、
こ
の
ナ
ル
シ

サ
ス
的
な
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
農
民
層
の
分
解
、

局
地
的
市
場
圏
の
展
開
と
い
っ
た
、
も
っ
ぱ
ら
圏
内
経
済
の
問
題
が
、

わ
れ
わ
れ
の
歴
史
意
識
の
中
心
課
題
と
な
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
と

陶
様
に
、
英
国
に
お
い
て
も
、
　
い
わ
ゆ
る
「
照
内
事
情
の
問
題
」

0
9
乙
一
試
○
ゆ
○
団
閃
昌
σ
q
す
影
α
ρ
¢
霧
鉱
○
昌
が
、
一
種
の
標
語
と
な
り
、

こ
れ
に
則
し
た
マ
ス
・
オ
ブ
ザ
ヴ
ェ
イ
シ
ョ
ン
が
、
一
世
を
風
靡
し

た
時
代
屯
あ
る
。
私
が
こ
こ
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
英
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

お
い
て
は
、
と
く
に
第
一
次
大
戦
後
の
学
界
事
情
で
あ
る
が
、
か
の

大
恐
慌
を
転
婆
と
す
る
世
界
経
済
の
、
ひ
い
て
は
国
際
情
勢
の
新
し

い
変
化
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
に
も
別
様
の
視
角
を
与
え
た
。
端

的
に
い
え
ば
、
国
際
経
済
の
動
向
と
そ
れ
に
対
応
す
る
国
家
政
策
の

椙
関
と
い
う
問
題
へ
の
開
眼
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
も
、
い
ま
紀
央

に
立
っ
て
、
ふ
た
た
び
過
去
を
眺
め
る
と
き
に
、
こ
う
し
た
問
題
接

近
の
重
要
さ
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
し
て
、
竜
う
ひ
と

つ
い
い
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
視
角
に
立
つ
と
き

の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
な
り
た
し
か
な
計
量
的
数
字
を
・
駆
使
し
う

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
、
國
内
経
済
が
先
か
、
国
際
経

済
が
先
か
、
と
い
う
不
毛
な
議
論
に
立
入
っ
て
い
る
余
胤
は
な
い
。

あ
え
て
い
え
ば
、
両
者
は
不
可
分
な
竜
の
で
あ
り
、
分
離
し
て
は
考

え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
付
即
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
英
国
史
上
に
お
い
て
、
い
わ
ば

「
失
わ
れ
た
世
代
」
で
あ
る
、
一
五
四
う
五
〇
年
代
と
い
う
時
代
を

眺
め
て
み
れ
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
た
か
も
、

一
五
三
〇
年
代
が
、
こ
の
国
民
の
政
治
・
文
化
生
活
の
ひ
と
つ
の
転

期
と
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
こ
そ
は
、
ま
さ
に
国
民
経
済
の
曲

り
角
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
し
ば
ら
く
、
近

代
初
頭
の
英
国
を
と
り
ま
く
、
国
際
経
済
の
見
取
の
図
を
描
く
こ
と

か
ら
始
め
た
い
と
偲
う
。
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①
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
ρ
カ
●
頴
写
9
ど
8
プ
。
司
β
幽
。
画
配
。
ノ
・
0
8

　
ぽ
¢
○
質
ヨ
O
o
〈
o
窪
露
①
馨
”
お
切
Q
。
”
瓜
。
こ
騎
浮
㏄
す
p
畠
麟
昌
俄
¢
目
日
賃
自
o
H
μ

　
一
⑩
㎝
伊
お
よ
び
彼
の
一
連
の
論
交
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
な
お
邦
語
交

　
献
の
注
臼
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
大
野
真
樗
「
イ
ギ
リ
ス
宗
教
改
革
と
絶

　
対
童
義
」
　
（
『
横
浜
大
学
論
叢
』
昭
三
四
）
、
　
植
村
雅
彦
「
イ
ギ
リ
ス
岡

　
教
会
成
立
に
関
す
る
　
考
察
」
（
『
史
林
』
屋
職
の
三
、
昭
三
五
）
、
能
…
田

　
淳
美
「
イ
ギ
リ
ス
初
期
絶
対
王
政
下
の
議
会
と
富
僚
」
　
（
門
蒲
洋
史
学
撫

　
五
七
、
昭
三
八
）
、
な
ど
が
あ
る
。

②
　
ω
陰
日
じ
d
貯
。
沖
8
巳
。
目
零
づ
σ
q
㌶
欝
倉
や
素
札

③
節
渇
9
9
二
日
σ
o
錺
碕
↓
9
営
9
ω
試
。
駕
し
譲
ρ
毛
．
。
。
お
一
。
。
。
。
b
．
・
こ
れ

　
に
対
す
る
見
解
と
し
て
は
、
∪
．
丸
運
ダ
8
プ
。
⇒
①
二
鉱
ω
ω
窪
8
磐
◎
国
二
σ
q
，

　
｝
冨
び
頃
露
鑓
2
μ
冨
露
㌔
お
㎝
Q
。
箪
も
℃
．
¶
ω
1
刈
野
筆
者
臼
身
の
意
見
に
つ
い
て

　
は
、
　
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
・
イ
デ
ア
ー
ル
の
形
成
－
英
濁
近
代
難
民
文
化

　
の
系
譜
」
（
『
立
命
館
文
学
』
二
〇
三
、
二
〇
照
、
昭
三
七
）
に
つ
い
て
み

　
ら
れ
た
い
。
と
く
に
二
〇
四
号
、
四
三
頁
以
下
。

④
こ
の
点
は
、
と
く
に
わ
が
隅
の
学
界
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
英
圏
の
学
界
に
お
い
て
は
、
の
ち
に
も
の
べ
る
よ
う
に
、
新
し
い
鰐
題
接

　
近
の
方
向
が
み
ら
れ
る
。

⑤
十
六
・
七
世
紀
経
済
史
研
究
へ
の
反
省
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
フ
ィ
ヅ

　
シ
ャ
ー
教
授
の
就
任
演
説
が
想
起
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
男
．
玉
屑
冨
び
①
び

　
目
臣
。
ω
騨
審
Φ
纂
プ
9
昌
創
Q
D
①
〈
①
⇒
伴
Φ
O
鐵
膏
び
　
O
O
峯
梓
郎
三
軍
”
8
げ
㊦
　
0
9
二
（

　
》
α
q
o
。
。
β
団
質
σ
q
房
プ
国
0
8
0
讐
8
鴻
一
ω
ぎ
蔓
～
騎
o
g
9
鼠
。
碧
客
Q
o
・
”

　
ノ
δ
ピ
嫉
引
く
”
瓢
9
り
Q
O
り
μ
①
α
N
（
船
山
栄
一
「
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
に
お
け

　
る
十
六
・
七
枇
紀
」
『
経
済
学
論
集
』
一
一
七
の
一
、
　
昭
帰
馬
、
　
鳳
そ
の
紹

　
介
で
あ
る
）
。

⑥
閃
．
い
麟
ω
冨
さ
O
o
日
覆
霞
σ
獲
一
摩
①
巳
。
。
ρ
a
℃
o
腎
団
ぎ
の
㌶
－

　
富
o
p
夢
一
O
①
p
ε
蔓
国
嵩
σ
q
冨
澤
食
閃
P
出
◆
勾
こ
く
○
ピ
区
”
宕
ρ
b
。
層
お
心
ρ
や

　
り
ρ
国
．
竃
■
O
㌶
器
－
≦
蕾
9
回
”
団
。
・
沼
蕩
ヨ
国
8
謬
9
臨
。
国
恥
。
・
叶
。
ぞ
し
繍
9

　
や
描
Q
Q
●
な
お
、
o
抄
ピ
．
じ
ご
’
ω
ヨ
諄
戸
6
7
0
日
餌
ω
富
｛
o
穏
目
β
翫
O
増
訟
p
o
O

　
μ
詮
ρ
も
Q
9
臼
霧
ぎ
昏
㊦
嵩
置
鉱
。
。
⑳
ρ
ま
p
く
9
三
画
一
8
P
や
δ
N

⑦
た
と
え
ば
、
O
■
ピ
．
竃
9
茜
戸
ゆ
臥
汁
臥
轟
切
懸
婁
Φ
窪
夢
①
芝
舞
q
。
層
お

　
同
Q
Q
占
Φ
心
O
（
お
切
O
）
”
唱
”
画
o
o
ρ
以
下
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
こ
ろ
の
史
学
を

　
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
ト
ー
ニ
ー
史
学
を
指
摘
し
て
お
い
、
て
よ
か
ろ
う
。

　
拙
稿
「
ト
ー
ニ
ー
甜
教
授
の
死
に
田
心
・
）
」
（
『
歴
史
磁
†
研
鷹
九
葱
　
二
山
ハ
七
、
　
昭
二
二

　
七
）
参
照
。
　
一
般
に
、
ウ
イ
ッ
グ
史
学
と
ト
ー
ニ
ー
史
学
の
問
題
、
お
よ

　
び
ト
ー
ニ
ー
か
ら
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
へ
の
問
題
意
識
の
転
位
に
つ
い
て
は
、

　
二
十
世
紀
史
学
思
想
史
の
課
題
と
し
て
、
い
ず
れ
坂
り
扱
い
た
い
と
田
心
っ

　
て
い
る
。

　
ヨ
ー
旦
ッ
パ
近
代
初
頭
の
国
際
経
済
に
つ
い
て
は
、
従
来
次
の
よ

う
な
こ
と
が
、
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
四
九
二

年
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
る
新
大
陸
発
見
以
来
、
こ
こ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
も
た
ら
さ
れ
る
莫
大
な
銀
が
、
他
方
東
印
度
商
贔
、
と
く
に
胡
椒

を
中
心
と
す
る
香
料
買
付
け
の
た
め
、
東
洋
に
輸
出
さ
れ
る
と
い
う

関
係
か
ら
、
東
印
度
貿
易
と
新
大
陸
貿
易
と
は
、
著
し
く
異
っ
た
性

格
を
も
ち
つ
つ
も
相
互
に
か
た
く
結
び
つ
く
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ア

メ
リ
カ
叙
を
そ
の
掌
・
中
に
握
り
瓦
た
掴
寮
、
伺
特
に
菓
印
度
貿
易
を
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壱
支
配
し
・
ワ
昏
と
じ
う
可
能
性
が
爾
現
し
た
こ
軋
し
か
も
．
そ
①

銀
を
入
手
す
る
に
は
、
そ
の
学
窓
と
し
て
、
織
物
な
か
ん
ず
く
毛
織

物
を
豊
嘗
田
低
廉
に
供
給
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

近
代
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
新
大
陸
・
東
洋
を
結
ぶ
、
「
三
角
貿
易
偏

の
成
立
に
つ
い
て
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
し
か
し
、
余
り
に
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
一
見
自
明
な
よ
う
に
み
え
る
こ
の
仮

説
竜
、
些
細
に
検
討
し
て
み
る
と
き
に
は
、
案
外
そ
れ
ほ
ど
自
明
で

な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
少
く
と
も
、
も
っ
と
崇
重
な
検
討
を
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
一
、
二
の
素
朴
な
疑
問
か
ら
始

め
て
み
よ
う
。
そ
の
第
一
は
、
そ
も
い
く
も
ア
メ
リ
カ
銀
の
流
入
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
一
五
二
〇
年
代
の
メ
キ
シ
コ

征
服
に
始
ま
り
、
三
〇
年
代
の
ペ
ル
…
侵
略
に
よ
っ
て
、
次
第
に
増

加
の
一
途
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
と
に
四
五
年
の
有
名
な
ポ
ト
シ
銀

山
の
開
発
に
よ
っ
て
急
増
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
統
計
的

　
　
　
　
　
　
　
　
②

結
果
も
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は
お
び
た
だ
し
い
銀
の

流
入
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
こ
れ
を
、
も
う
少
し
注
意
深
く
数

字
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
　
一
五
四
五
年
以
前
の
大
陸
銀
の
流
入
量
は
、

た
と
え
ば
四
五
年
か
ら
六
〇
年
間
の
流
入
量
の
、
僅
か
に
約
八
分
の

一
に
過
ぎ
ず
、
新
大
陸
隠
勢
史
の
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
異
常
に
少
な

い
こ
と
が
確
が
め
ら
れ
る
。
し
た
が
ワ
て
、
今
か
れ
わ
れ
が
問
題
と

し
て
い
る
十
六
世
紀
前
半
期
に
お
い
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
は
と
・
も
か

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
ル
コ
ド
ラ
ド
ド

く
と
し
て
、
新
大
陸
の
黄
金
境
が
、
他
言
こ
と
に
英
国
の
よ
う
な
僻

遠
の
地
に
、
ど
れ
だ
け
の
魅
力
で
あ
ら
た
か
は
、
大
い
に
疑
問
と
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
英
国
の
新
大
陸
貿
易
は
、
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

ろ
ほ
と
ん
ど
特
寵
す
べ
き
も
の
を
竜
た
な
い
。
疑
問
の
第
二
は
、
大

陸
銀
の
輪
番
そ
の
も
の
が
、
い
っ
た
い
そ
れ
ほ
ど
の
対
価
を
必
要
と

し
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ソ
キ
ス
タ
ロ
ド
レ
ス

頭
の
新
大
陸
の
銀
…
開
発
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
征
服
者
の
も
と
に
課
せ
わ

れ
た
、
原
住
民
イ
ン
デ
ィ
オ
の
苛
酷
極
ま
り
な
い
強
制
賦
役
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
対
価
貿
易
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
片
貿
易
の
結
果
が
、
ス
ペ
イ
ン
経
済
の
将
来
と
新
大
陸
住
罠
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ど
の
よ
う
な
悲
惨
を
竜
た
ら
し
た
か
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
毛
織

物
が
、
そ
の
対
価
と
し
て
、
輸
出
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
事
実
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
の
と
こ

ろ
、
そ
れ
が
ど
れ
く
ら
い
の
量
に
達
し
た
か
を
…
が
す
具
体
的
な
数
掌
・

　
　
⑤

は
な
く
、
開
拓
当
初
の
諸
般
の
事
情
は
、
ま
す
ま
す
こ
う
し
た
推
定

を
過
大
視
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
早
・
い
は
、
な

し
が
、
毛
織
物
輸
出
の
た
め
に
は
、
そ
の
販
路
が
あ
る
こ
と
が
第
一
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の
条
件
と
な
ろ
う
が
、
主
に
中
南
米
に
入
植
し
た
初
期
ス
ペ
イ
ン
植

属
地
の
風
土
的
条
件
に
加
え
て
、
そ
の
人
口
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も

正
確
な
数
字
は
な
い
が
、
移
民
は
悪
女
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

う
の
が
、
ど
う
も
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
移
民
の
社
会
的
階

層
か
ら
考
え
て
竜
、
そ
の
消
費
水
準
竜
知
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

以
上
は
、
ス
ペ
イ
ン
移
民
に
つ
い
て
の
印
象
で
あ
る
が
、
北
欧
系
移

罠
の
定
着
は
、
こ
れ
・
も
ス
ペ
イ
ン
政
府
の
独
占
と
制
限
と
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
遅
れ
た
。
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
に
、
最
初
の
英
国
移
民
が
永
久
的
な

根
を
下
ろ
し
た
の
は
一
六
〇
七
年
、
ニ
ュ
…
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、

周
知
の
よ
う
に
一
六
二
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
十
七
世

紀
と
も
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
植
民
運
動
の
あ
と
を
追
っ
て
、
新
大
陸

貿
易
が
、
や
や
本
格
的
な
形
を
と
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

ま
だ
十
七
世
紀
末
に
お
い
て
さ
え
も
、
英
国
に
関
し
て
い
え
ば
、
レ

イ
フ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ズ
の
最
近
の
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

新
大
陸
…
貿
欄
勿
は
、
対
リ
ヨ
ー
ロ
ッ
。
抑
留
ハ
易
に
比
べ
て
、
輪
…
出
胤
皿
は
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ま
だ
六
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
と
少
な
く
と
も
、
今
問
題
の
十
六
世
紀
に
お
い
て
、
毛
織

物
の
主
要
市
場
が
新
大
陸
に
あ
る
と
み
る
、
い
わ
ゆ
る
三
角
貿
易
の

三
四
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
抵
、
ど
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
、
そ

の
可
能
性
は
か
な
9
疑
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
，

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
は
、

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
主
要
産
菜
で
あ
る
毛
織
物
生
産
国
と

い
え
ば
、
ま
ず
指
を
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
英
国
で
あ
る
が
、

こ
の
国
の
毛
織
物
輸
出
は
、
の
ち
に
掲
げ
る
統
計
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
十
六
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
異
常
な
伸
び
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
竜
新
大
陸
市
場
を
重
視
す

べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
、
こ
の
毛
織
物
は
ど
こ
に
輸

出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
、
当
然
な
問
題
が
生
ず
る
。
こ
れ
に
答
え
る

こ
と
こ
そ
、
実
は
十
六
世
紀
英
圏
経
済
史
に
と
っ
て
、
は
な
は
だ
重

要
な
音
ゆ
味
を
も
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
際
輸
出
毛
織
物
が
、

直
接
ス
ペ
イ
ン
に
輸
娼
さ
れ
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
の
半
揚
を
経
由
し

つ
つ
ス
ペ
イ
ン
に
渡
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
新
大
陸
に
趨
っ
た
ろ
う

と
い
う
想
定
も
な
し
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
一
五
三
〇
年
、
ヘ
ソ

リ
！
聖
堂
に
よ
る
　
「
ス
ペ
イ
ン
会
魏
」
　
の
認
可
は
、
英
顯
両
陶
間

の
貿
易
の
存
在
を
、
確
認
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

と
て
十
六
世
紀
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
義
を
過
重
視
す
る
こ
と
は
、

当
を
失
し
て
い
よ
う
。
ヘ
ン
リ
ー
の
と
っ
た
ス
ペ
イ
ン
王
女
キ
ャ
サ

リ
ン
の
離
婚
、
続
く
宗
教
改
革
の
諸
政
策
は
、
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の

93　（615）



牙
威
と
取
り
ひ
き
し
た
、
英
國
商
人
の
運
命
を
見
舞
わ
な
か
っ
た
は

ず
は
な
い
。
三
女
と
し
た
英
国
商
人
に
対
す
る
迫
害
の
事
実
を
の
こ

し
て
、
こ
れ
も
四
カ
年
代
の
末
ま
で
に
は
、
と
る
に
足
り
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
③

と
な
っ
て
し
ま
う
。
再
び
ス
ペ
イ
ン
会
社
再
興
の
動
き
が
み
ら
れ
る

の
は
、
十
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
近

代
英
国
の
形
成
期
、
毛
織
物
工
業
の
演
じ
た
役
割
を
重
祝
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
い
っ
た
い
そ
の
市
場
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
先

刻
の
問
題
に
立
ち
帰
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

①
　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
と
く
に
わ
が
岡
に
お
い
て
、
大
塚

　
久
雄
教
授
の
業
績
に
典
型
的
な
叙
述
が
み
ら
れ
、
ひ
ろ
く
流
布
さ
れ
た
見

　
解
で
あ
る
と
思
う
。
同
氏
『
近
代
欧
州
経
済
史
序
説
』
上
、
昭
二
一
、
五

　
四
頁
参
照
。

②
　
た
と
え
ば
、
大
…
塚
教
授
前
掲
書
、
三
三
頁
。

③
当
時
新
大
陵
商
賂
の
開
拓
は
、
た
え
ざ
る
二
王
か
ら
の
干
渉
を
受
け
て

　
い
る
し
、
ブ
リ
ス
ト
ル
を
は
じ
め
繭
方
娠
礁
港
は
、
史
上
も
っ
と
も
沈
滞
…
の

　
時
捌
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
二
方
諸
港
の
復
興
、
従

　
っ
て
、
そ
の
新
大
陸
貿
易
の
開
始
は
、
少
く
と
も
十
七
世
紀
中
期
以
後
に

　
属
す
る
窺
実
で
あ
る
。
○
．
O
◎
蜀
9
ヨ
初
餌
ざ
両
降
σ
Q
嵩
。
，
げ
○
〆
・
禽
ω
o
霧
目
三
選
①

　
α
葺
冒
σ
Q
け
び
①
O
Φ
算
貰
δ
。
。
o
協
国
ヨ
禽
σ
q
⑳
雛
o
ρ
お
二
一
娼
や
岱
。
♪
回
9
．

④
拙
稿
、
「
ス
ペ
イ
ン
史
概
説
」
（
『
地
理
と
働
界
の
歴
史
』
一
、
昭
三

　
〇
）
。

⑤
　
前
掲
、
大
塚
教
授
の
薯
書
に
も
、
実
際
の
数
ψ
†
は
あ
げ
ら
れ
て
な
い
。

⑥
　
蔽
大
醗
移
民
擁
（
励
の
困
難
に
凹
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
6
」
固
．
篤
餌
雛
鐸
σ
q
”

　
↓
冨
（
δ
ρ
口
鳥
目
聖
．
幽
σ
q
欝
賦
9
戸
び
暮
づ
．
o
o
質
○
り
娼
巴
嵩
餌
謬
島
叶
剛
お
貯
象
。
硫
旨

　
夢
0
8
ヨ
δ
○
協
♂
ぎ
鵠
壱
ω
げ
費
α
q
ρ
δ
同
。
。
曝
喝
・
δ
㎝
暮
℃
霧
既
彦
●
次
に

　
の
べ
る
ス
ペ
イ
ン
政
府
の
移
民
独
占
権
に
つ
い
て
も
、
本
霞
を
参
照
。

⑦
図
．
U
戯
す
脚
達
冨
げ
司
。
話
一
σ
q
口
癖
践
ρ
浅
①
9
嵩
O
ρ
閃
ρ
螢
涛
こ

　
ぐ
O
ピ
／
・
陣
卸
瓢
ρ
b
つ
▼
お
α
倉
℃
．
同
㎝
ピ
8
斜
配
O
H
9
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
拙

　
仙
擶
も
、
…
九
鷺
七
一
五
八
年
度
ハ
ル
大
学
に
お
け
る
局
氏
の
セ
ミ
ナ
ー
に

　
負
、
）
と
こ
ろ
多
い
こ
と
を
紀
し
て
、
感
謝
の
微
意
を
表
わ
し
た
い
。

⑧
㍗
艶
事
ヨ
獲
範
ω
o
ρ
グ
一
霞
一
試
彰
。
目
簿
窺
鷲
冨
ρ
謹
。
。
㎝
ム
績
G
。
（
δ
お
ソ

　
℃
℃
曾
卜
。
ミ
ω
£
（
ご
幻
ρ
諺
ω
3
・
し
営
（
ぴ
ワ
ト
。
㎝
’
な
お
、
9
9
0
9
μ
器
劉

　
ω
白
騨
巨
図
富
σ
Q
劉
ω
げ
累
巽
9
μ
9
簿
。
・
8
舜
a
鄭
σ
q
8
鋳
o
Z
o
ノ
ノ
．
ノ
＜
o
缶
O
ヨ

　
叶
㎞
冨
国
竃
蔓
o
Q
貯
冨
2
μ
爵
O
O
纂
母
ざ
切
巳
ぎ
賦
羅
9
芸
①
囲
塁
笛
ε
富

　
O
h
鵠
冨
8
二
〇
巴
男
霧
①
鍵
。
び
噂
翼
と
芦
お
α
ρ
℃
や
鴇
三
二
大
塚
教
授
前

　
　
　
　
四
五
頁
で
は
、
こ
の
点
、
十
六
世
紀
に
お
け
る
「
ス
ペ
イ
ン
会
社
」

　
の
意
味
が
か
な
り
重
視
さ
れ
て
い
る
。
嗣
世
紀
に
お
け
る
対
ス
ペ
イ
ン
貿

　
易
を
ど
の
二
度
に
み
る
か
、
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
い
っ
た
い
、
十
六
世
紀
と
い
う
時
代
を
、
と
く
に
経
済
史
的
に
眺

め
た
と
き
、
こ
の
世
紀
が
、
従
来
の
英
顛
経
済
の
。
ハ
タ
ー
ソ
を
大
き

く
変
え
た
も
の
と
し
て
、
首
都
“
ソ
ド
ソ
の
発
展
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
ま
で
は
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
世
末
期
に
お
い
て
も
、

こ
の
首
都
の
比
重
が
決
し
て
少
さ
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人

口
は
こ
れ
に
続
く
、
ヨ
ー
ク
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
約
三
倍
、
し
か
し
、

94　〈616），
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ぜ
い
ぜ
い
二
万
足
ら
ず
の
人
口
差
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
．

し
ば
ら
く
政
治
的
観
点
を
は
ず
せ
ば
、
経
済
的
に
は
、
そ
の
差
異
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

程
度
問
題
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
す
で
に
ル

ネ
サ
ン
ス
の
光
ま
ば
ゆ
い
爾
欧
の
諸
都
市
と
較
べ
れ
ば
、
そ
の
お
く

れ
は
論
ず
る
ま
で
も
な
か
っ
た
。
ア
ル
プ
ス
の
南
に
憧
れ
た
十
五
世

塵…

p
国
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
㎜
限
に
映
っ
た
も
の
は
、
た
ん
に
古
典
の

学
問
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
た
憲
の
蚤
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
六
世
紀
が
終
る
ま
で
に
は
、
ロ
ン
ド

ン
は
、
他
都
市
を
大
き
く
引
き
放
し
た
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
顕
著
な
消
費
の
中
心
地
」
と
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
、
エ
リ
ザ
ベ

ス
朝
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
限
に
は
、
菊
欧
都
市
も
に
わ
か
に
魅
力
を

減
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
う
し
た
首
都
の
変
化
は
な

ぜ
起
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、

十
六
世
紀
英
国
経
済
に
占
め
る
、
ロ
ン
ド
ン
の
特
殊
な
位
覆
と
繁
栄

と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
い
ま
で
は
、
た
い
が
い
明
ら

か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
英
国
毛
織
物
工
業
は
、
十

四
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
羊
毛
原
料
輸
出
国
よ
り
、
製
晶
輸
出
圏
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
、
フ
ァ
タ
ー
ル
な
境
界
を
飛
躍
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
二
二
四

七
年
に
は
、
初
め
て
自
国
毛
織
物
商
人
に
対
す
る
輸
出
課
税
の
施
行

を
み
る
。
こ
の
傾
向
が
駅
以
後
多
少
の
リ
セ
ジ
載
ン
を
く
り
か
え
し

な
が
ら
も
、
成
立
期
に
あ
る
近
代
王
権
の
財
政
的
基
礎
を
う
る
お
し
、

ま
た
大
陸
と
は
違
っ
た
広
範
な
農
村
工
業
の
母
胎
に
支
え
ら
れ
な
が

ら
展
開
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
幾
多
の
論
文
に
よ
っ
て

論
証
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
に
竜
聖
像
さ

れ
な
が
ら
、
こ
と
の
重
大
さ
ほ
ど
に
は
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
点
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
、
最
大
の
毛
織
物
輸
出
港
と
し
て
の
ロ
ン

ド
ン
の
登
場
、
ビ
ソ
ド
フ
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
ロ
ソ
ド
ソ
軸
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
芝
川
拙
」
U
O
類
畠
○
箒
－
｝
⇔
げ
芝
Φ
穏
℃
ρ
×
冨
と
い
茅
つ
、
曲
山
隠
経
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

済
に
打
ち
こ
ま
れ
た
巨
大
な
商
路
の
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で

に
、
ヘ
ン
リ
ー
八
景
の
治
世
初
年
に
お
い
て
、
首
都
の
港
湾
は
、
最

大
の
輸
藩
命
未
染
色
毛
織
物
に
つ
い
て
い
え
ば
、
全
面
貿
易
量
の
実

に
八
割
を
は
き
だ
し
て
い
る
。
こ
の
趨
勢
は
、
ほ
ぼ
十
六
世
紀
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

じ
て
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
十
六
世
紀
英
国
経
済
史
を
貫
い
て
い
る
、

こ
の
巨
大
な
白
色
帯
を
よ
り
鮮
明
に
浮
き
上
が
ら
す
た
め
に
、
し
ば

ら
く
そ
の
周
辺
部
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

　
試
み
に
、
上
掲
図
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ャ
ン
ツ
の
古
典
的
な
統
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

表
を
、
筆
者
に
お
い
て
計
算
し
、
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
年

代
が
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
治
世
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
欠
陥
は
あ
る
に

95　（617）
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し
て
も
、
ロ
ソ
ド
ソ
毛
織
物
輸
畠
の
上
昇
傾
向

は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
と
同
時

に
、
　
こ
れ
と
対
踪
的
な
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
、
ブ

リ
ス
ト
ル
、
　
ハ
ル
な
ど
、
　
い
わ
ゆ
る
主
要
な

　
ア
ウ
ト
ぶ
エ
ト

「
地
方
港
」
貿
易
の
明
ら
か
な
下
降
傾
向
を
観

取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
人
も
し
岡

様
な
図
表
化
の
操
作
を
、
前
記
シ
ャ
ン
ツ
の
統

計
に
つ
い
て
繰
り
か
え
す
こ
と
を
い
と
わ
な
い

な
ら
ば
、
上
記
都
市
の
ほ
か
、
南
方
で
は
エ
ク

風
炉
ー
が
そ
う
で
あ
り
、
東
海
岸
で
は
、
ボ
ス

ト
ン
、
イ
プ
ス
ウ
．
イ
ッ
ヂ
、
サ
ソ
ウ
ィ
ジ
、
ヤ

ー
マ
ス
、
リ
ソ
、
北
方
で
は
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル

が
そ
う
で
あ
る
。
テ
．
一
…
ダ
ー
時
代
初
期
の
サ

ウ
サ
ン
プ
ト
ン
留
ハ
易
の
｛
愛
微
に
つ
い
て
は
、
以

上
の
図
蓑
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
と
り
あ

え
ず
最
近
の
ラ
ド
ッ
ク
の
研
究
を
指
摘
し
て
お

　
　
③

き
た
い
。
こ
の
こ
ろ
の
ハ
ル
貿
易
の
状
態
を
告

げ
る
・
も
の
と
し
て
は
、
一
五
七
三
年
の
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

う
な
史
斜
が
の
こ
っ
て
徹
る
。
　
コ
、
昨
今
は
、

96 （61g）
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重
要
な
貿
易
の
大
部
分
が
、
こ
の
町
か
ら
と
り
去
ら
れ
た
。
か
つ
て

は
そ
こ
で
売
る
た
め
に
、
全
部
当
市
に
き
て
い
た
商
晶
も
、
い
ま
で

は
大
部
分
上
手
の
河
（
筆
者
誰
、
ハ
ル
河
に
対
し
、
ハ
ン
バ
ー
河
の
意
）
で

稽
｛
荷
さ
れ
、
　
一
部
は
ロ
ソ
ド
ソ
へ
、
　
一
部
は
海
を
」
獄
一
え
て
、
フ
ラ
ン

ス
そ
の
他
の
場
所
に
送
ら
れ
る
。
決
し
て
ハ
ル
の
港
に
は
こ
な
く
な

っ
た
。
こ
れ
こ
そ
当
市
の
商
売
、
繁
栄
に
は
大
き
な
痛
手
と
な
っ
て

い
る
。
一
一
、
大
商
人
は
、
組
合
（
筆
者
謎
、
・
ン
ド
ン
腎
険
商
人
組
A
・
）
と

の
関
係
密
で
あ
る
。
そ
の
指
導
者
は
、
王
国
の
他
の
諸
港
か
ら
は
遠

く
は
な
れ
た
ロ
ソ
ド
ソ
の
市
民
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
指
導
者
た

ち
は
、
自
分
ら
に
都
合
の
よ
い
規
約
は
つ
く
る
が
、
そ
れ
が
国
内
の

他
の
商
人
に
は
、
し
ば
し
ば
有
害
な
負
担
と
な
る
。
三
、
上
記
組
舎

が
あ
る
が
た
め
に
、
全
貿
易
品
が
“
ソ
ド
ソ
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
か

く
て
富
裕
な
商
人
、
最
上
の
織
元
た
ち
も
ま
た
ロ
ソ
ド
ソ
へ
と
引
き

つ
け
ら
れ
る
。
結
局
、
他
の
諸
港
で
は
取
引
き
も
止
み
、
町
は
非
常

な
零
落
を
み
る
。
」
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
そ
の
苦
し
み
を
キ
ン
グ
ス
ト

ン
・
ア
ポ
ソ
・
ハ
ル
に
感
ず
る
。
」
現
在
竜
、
濁
っ
た
ハ
ル
河
の
直

面
に
下
り
る
い
く
つ
か
往
時
の
船
着
場
の
あ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
私
事
に
わ
た
る
回
想
で
は
あ
る
が
、
事
実
英
国
史
の
流
れ
も
、

再
び
そ
の
き
ざ
は
し
を
洗
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
ハ
ル
商
人

の
「
苦
し
み
」
も
、
典
型
的
な
電
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
、
ガ
ス
「

コ
ー
ニ
ュ
貿
易
の
基
地
と
し
て
、
十
四
世
紀
に
は
、
全
国
毛
織
物
貿

易
の
半
分
以
上
を
積
み
・
娼
し
た
ブ
リ
ス
ト
ル
で
も
、
中
世
末
以
来
こ

の
方
面
の
貿
易
で
、
布
内
の
最
富
裕
を
誇
っ
た
ウ
ィ
ジ
ー
ポ
ル
家
が
’

ロ
ソ
ド
ソ
に
去
り
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
治
下
に
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ

貿
易
商
人
と
し
て
、
賢
険
商
人
組
合
長
と
な
る
。
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ウ
ン

ド
ラ
ン
ド
の
探
検
家
、
ソ
ー
ン
文
法
学
校
の
創
設
者
と
し
て
、
こ
れ

も
同
市
の
名
族
ソ
ー
ン
家
も
、
十
六
世
紀
に
は
首
都
に
居
を
う
つ
し

て
い
る
。
十
六
世
紀
中
葉
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
人
口
は
、
酋
都
の
十
分

の
一
に
も
充
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
た
と
え
ば
十
五
世

紀
に
お
け
る
、
さ
き
に
あ
げ
た
両
市
の
人
口
比
と
対
比
し
て
み
よ
。

時
世
の
移
り
変
り
は
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。
　
「
昨
今
、
ロ
ン
ド
ン

市
民
は
、
外
圏
貿
易
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
地
方
の
商
晶
で
あ
る
、

ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
鉄
、
メ
ソ
デ
ィ
プ
の
鉛
、
亜
鉛
ま
で
も
独
占
し
た
」

と
い
う
一
五
九
七
年
の
ブ
リ
ス
ト
ル
市
長
の
請
願
は
、
決
し
て
誇
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ハ
ル
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
二
市
は
、
時

代
が
変
れ
ば
、
ま
た
あ
る
程
度
は
繁
栄
を
と
り
も
ど
す
こ
と
も
で
き

た
・
し
か
し
三
に
記
し
藷
港
恵
な
か
で
・
含
蘇
の
簗
醐

を
追
想
さ
せ
る
都
留
が
、
い
く
つ
あ
る
と
い
う
の
か
。
た
し
か
に
、
　
9
7



英
国
経
済
は
、
十
六
世
紀
に
お
い
て
、
あ
ら
ま
し
現
在
の
パ
タ
ー
ン

を
定
着
さ
せ
た
と
い
え
る
。
要
約
す
れ
ば
、
舞
星
的
な
首
都
の
超
大

化
と
、
ζ
れ
に
反
比
例
す
る
い
わ
ゆ
る
「
地
方
港
」
の
地
盤
沈
下
、

こ
れ
こ
そ
、
こ
の
時
代
に
顕
著
さ
を
加
え
て
く
る
、
ま
ぎ
れ
も
な
い

事
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
岡
蒔
に
、
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う

し
た
経
済
動
向
の
地
平
に
横
た
わ
る
、
臣
大
な
磁
場
を
見
極
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
市
場
の
展
開
と
い
う
事

実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

①
　
な
か
ん
ず
く
、
こ
れ
も
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
醐
期
酌
論
文
、
一
こ
・
蒙
。
。
ロ
。
び

　
日
財
o
U
o
〈
①
δ
や
ヨ
①
昌
叶
。
嘲
い
。
影
創
。
路
霧
ρ
O
o
雛
＃
o
o
h
O
o
轟
ω
豆
。
障
。
煽
。
謄

　
0
9
誤
償
薮
℃
鉱
。
簿
貯
爵
Φ
Q
Q
一
三
o
o
纂
財
鎗
巴
ω
虫
、
o
簿
。
驚
冒
財
O
o
幕
巧
智
ω
冒

　
目
嘘
轡
⇔
ω
霧
訟
。
買
ω
○
｛
け
げ
¢
潟
○
団
鋒
類
諺
ε
臨
。
巴
ω
o
魚
簿
唄
讐
。
α
霞
」
く
”
区
置
望

　
お
鼻
G
Q
”
や
や
ω
圃
一
㎝
O
廟
伽
○
二
8
げ
o
U
o
！
．
働
。
℃
旨
。
轟
膏
9
鉾
6
ピ
。
β
“
o
⇔

　
舅
o
o
日
置
ρ
『
貯
。
世
μ
㎝
轟
O
i
岡
①
僻
ρ
国
ρ
置
．
男
こ
／
詳
（
H
り
ω
幽
一
曲
）
’
娼
や
僻
①
i
①
心
■

　
に
衡
∵
）
も
の
で
あ
る
。

③
　
十
五
撚
紀
の
ロ
ン
ド
ン
に
つ
い
て
は
、
亀
・
O
・
い
・
譲
㌶
σ
q
ω
h
o
H
α
・
富
村
Φ
、

　
言
a
＄
ρ
p
◎
屑
3
ヨ
冨
①
ぢ
鳴
沖
団
富
。
簿
プ
O
φ
憐
汁
窺
寓
智
慧
σ
q
囹
づ
α
M
お
①
ρ

　
O
げ
ρ
や
ぐ
・
い
。
罫
砧
o
p
ヨ
仲
プ
φ
男
賦
酔
0
2
嵩
財
O
Φ
口
け
蛋
3
、
一
〇
D
》
、
プ
、
冨
財

　
8
ぴ
壇
償
も
や
8
ぴ
ω
竃
醇
0
7
即
暮
○
一
葦
。
謄
O
h
竃
①
戴
⑩
＜
a
い
9
乱
。
一
ど
お
O
？

　
同
㎝
O
O
（
謬
り
幽
o
o
）
噂

③
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
前
掲
論
交
参
照
。
ス
テ
ユ
ア
…
ト
薫
朝
ジ
ュ
イ
ム
ズ

　
｛
轍
の
ロ
ン
ド
ン
嫌
い
が
、
実
は
首
都
の
臣
大
さ
に
あ
っ
た
と
い
う
エ
ビ

　
ソ
ー
ド
を
付
け
簾
え
て
お
く
こ
と
も
熱
駄
で
は
な
い
、
歪
。
。
冨
び
。
や
舞
；

　
や
巽
（
8
H
ρ
諺
霧
甑
。
浮
ψ
o
｛
多
．
蛮
．
¢
）
・
Q
O
o
◎
謬
ぴ
。
ゆ
恥
。
ゆ
箋
ヨ
σ
o

　
ρ
嵩
巾
6
⇔
α
q
｝
餌
⇔
阜
と
は
、
こ
の
薫
の
…
蕎
。
ま
た
、
後
期
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

　
に
み
え
る
初
期
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
一
種
の
癬
肉
が
、
何
に
由
来
す

　
る
か
は
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
次
第
に
．
．
H
⇔
σ
q
富
ω
σ
二
巴
寅
昌
、

　
㌶
o
、
、
に
対
す
る
反
感
を
つ
の
ら
せ
て
ゆ
く
経
適
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿

　
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
・
イ
ー
ア
ア
…
ル
」
参
画
…
。

④
閑
．
累
．
6
鍵
器
ン
≦
｝
ω
9
ど
8
話
a
ω
旨
鋳
。
頴
区
℃
o
答
o
h
国
恥
σ
q
瀞
げ

　
！
＜
O
O
二
Φ
嵩
一
週
怠
話
醤
。
麟
冨
①
g
洋
プ
0
0
欝
け
∬
H
ざ
国
ρ
麟
・
菊
こ
ω
O
罫
賦
”

　
く
○
ピ
牒
r
日
Φ
鯛
ρ
も
や
一
①
b
っ
1
団
⑩
・

⑤
　
む
ご
言
鳥
。
塗
。
℃
’
o
客
こ
や
ト
D
ρ

⑥
男
霞
三
斜
ざ
ε
●
9
汁
二
弼
℃
璽
一
9
屋
ご
蟹
聴
霊
魯
。
さ
び
o
p
鳥
象
び

　
口
嶺
唱
○
憲
目
琶
㊤
伽
。
貯
汁
劉
。
円
9
ユ
転
置
Q
o
！
．
o
轟
8
0
暮
げ
O
o
鐸
ε
二
・
り
燭
ρ
顕
・

　
閑
こ
／
．
o
ピ
驚
㌍
唱
℃
・
囲
㎝
ω
i
恥
．

⑦
ρ
ω
。
冨
薫
”
響
茜
騎
財
。
口
舞
三
三
喝
9
三
搾
σ
q
。
σ
q
窪
訂
箒
箒
曾
。
、

　
ソ
凱
簿
巳
貧
富
湯
”
H
Q
O
O
Q
封
切
缶
”
鷺
”
G
o
ω
9
0
0
①
一
一
〇
鰍
■
数
量
は
束
三
一
上
毛
織
物

　
（
象
σ
・
・
㌶
受
。
蜜
9
興
）
に
つ
い
て
の
み
、
統
計
表
の
う
ち
、
．
団
汐
、

　
げ
Φ
一
ヨ
冨
O
ご
O
P
、
、
唱
含
蜀
触
①
詳
乙
⑳
⇔
二
㎏
．
．
譲
9
瓢
も
。
O
暮
O
謬
二
に
よ
る
条
数
熱
を

　
加
算
し
た
。
簡
易
化
し
た
表
は
、
い
●
ω
8
琴
噂
ω
糞
。
O
。
馨
き
一
貯
Q
。
寮
、

　
砕
8
簿
ロ
O
①
⇔
げ
葺
団
届
5
σ
q
二
条
ρ
翻
9
属
■
ズ
；
ノ
δ
星
図
／
．
欝
お
ミ
層
℃
レ
お

　
の
付
表
に
み
ら
れ
、
ま
た
図
．
旨
霊
の
副
。
塁
○
○
ヨ
巴
段
9
紀
↓
器
昌
飢
。
り
に
も
、

　
鷲
年
平
均
の
表
が
み
え
る
が
、
筆
潔
の
計
算
と
合
わ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
な
お
角
山
栄
隅
．
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
災
論
廉
昭
薫
．
煮
、
　
一
四
六
頁
に
ロ

　
ソ
ド
ン
に
関
し
て
は
、
す
で
に
そ
の
図
表
化
・
が
み
え
る
。
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⑧
瓦
r
力
包
3
σ
蒔
け
。
薮
象
σ
聾
讐
国
葬
ω
斜
浸
鋳
。
け
・
露
贈
言
勲

　
Q
o
o
霧
げ
即
巳
営
露
冒
夢
。
国
鴛
｝
《
日
工
。
畦
℃
o
翫
o
F
覇
9
鐸
男
・
・
ω
窪
・

　
芦
く
9
ゆ
芦
這
お
．
や
℃
●
お
刈
ふ
ド

⑨
も
。
．
唱
●
O
．
国
紆
こ
く
。
｝
・
。
く
卸
一
ρ
ρ
㎝
P
。
暁
・
男
・
顕
日
聖
衆
畠
麟
蒙

　
円
溝
8
騨
℃
9
’
δ
び
日
¢
α
o
楓
国
o
o
旨
。
日
8
｝
）
0
2
導
。
馨
ω
”
一
ゆ
譲
”
く
。
ピ
F

　
や
蔭
⑩
．
十
六
、
七
批
紀
の
ハ
ル
市
に
つ
い
て
は
、
私
信
に
よ
れ
ば
、
近
く

　
デ
イ
ヴ
ィ
ズ
博
士
の
研
究
が
で
る
は
ず
で
あ
る
。

⑩
　
類
ρ
装
薬
嘱
》
O
℃
．
o
罫
二
色
℃
．
H
ω
㎝
一
9
ソ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
ノ
ノ
．
聾
す
一
四
で

　
。
。
o
詳
。
や
9
酔
こ
℃
や
二
ω
ム
唱
ニ
メ

　
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
。
　
「
た
と
え
父
親
は
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
市
門
で
絞

首
さ
れ
よ
う
と
、
こ
の
町
に
く
る
英
国
人
の
子
供
な
ら
、
そ
の
股
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
く
ぐ
っ
て
町
に
も
ぐ
り
こ
む
。
」
当
時
フ
ラ
ン
ド
ル
の
諺
は
い
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
く
ら
い
、
十
六
世
紀
英
国
人
の
利
害
と
結
び
つ
い

た
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
・
う
な
と
こ
ろ
で
あ
ら
た

の
か
。
ロ
ソ
ド
ソ
と
は
一
葦
帯
水
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
、
シ
皿
ル
ト

河
口
を
辞
す
る
こ
の
地
の
盛
時
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
、
　
グ
ィ
ッ
チ
ア
ル
デ
ィ
ー
二
の
有
名
な
叙
述
を
竜
っ
て
い
る
。

「
実
際
、
外
国
人
は
こ
こ
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
に
お

い
て
、
世
界
中
ど
こ
に
も
み
ら
れ
な
い
自
由
を
享
受
し
て
い
る
」
。

こ
の
地
が
、
従
来
北
欧
最
大
の
市
場
で
あ
っ
た
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
繁
栄

を
奪
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
原
悶
が
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
が
愉
な
か
ん
グ
く
こ
の
ア
そ
レ
ソ
ゾ
ェ
人
の
い
・
ワ
一
、
自
由
」
に

あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
自
由
」
と
は
通
商
上
の
麟
由
で
あ
．
る
。

「
民
族
雷
語
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
商
人
の
使
用
の
た
め

に
」
レ
創
蕊
¢
ヨ
鑓
醇
。
暮
○
吋
自
ヨ
ρ
菖
ω
ρ
d
¢
σ
q
①
⇔
怠
。
。
o
仲
｝
ぎ
α
Q
勲
①

　
　
　
　
　
　
ブ
　
ル
ス

ー
膚
名
な
「
取
引
所
」
の
献
辞
が
、
い
み
じ
く
も
こ
れ
を
潔
し
て

い
た
よ
う
に
、
い
く
ぶ
ん
比
喩
的
な
こ
と
ば
の
使
用
が
許
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
モ
ン
　
　
　
デ
ッ
ト

す
れ
ば
、
あ
た
か
も
十
六
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
共
同
市
場
」
、

そ
れ
が
現
実
の
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
姿
で
あ
ら
た
。
独
占
と
関
税
の
網

の
国
の
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
当
時
の
世
界
に
あ
っ
て
、
こ
こ
の
岸
壁

に
上
れ
ば
、
人
は
少
く
と
も
異
っ
た
世
界
に
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

「
そ
こ
で
は
、
雑
然
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
閣
の
こ
と
ば
が
聞
か
れ
る
。

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
衣
服
を
弄
っ
た
ま
だ
ら
な
人
の
群
」
と
、
こ
れ
も

時
人
は
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
甫
場
が
、
十
六
数
紀
に
与
え
た

意
味
合
い
は
、
こ
れ
ま
た
新
し
い
現
在
の
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
、

た
ん
に
経
済
的
な
も
の
だ
け
で
も
な
い
。
そ
の
普
遍
約
精
神
の
体
現

者
が
、
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
の
臣
人
エ
ラ
ス
ム
ス
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

こ
こ
に
の
べ
る
ま
で
竜
な
か
ろ
う
。
ト
…
．
マ
ス
・
モ
ア
が
篇
，
ユ
…
ト

ピ
ア
』
の
背
景
を
こ
こ
に
選
ん
だ
こ
と
も
、
考
え
て
み
れ
ば
象
徴
約
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な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
新
教
と
異
端
は
、
こ
こ
に
い
ち
早
く
根
を
お

ろ
し
、
商
人
は
こ
れ
を
運
ん
だ
。
か
く
て
、
こ
の
な
か
か
ら
デ
ュ
ー

ラ
i
、
ク
ラ
ナ
ッ
ハ
、
ホ
ル
バ
イ
ソ
ら
、
ド
ヴ
ォ
ル
シ
ャ
ク
の
い
・
う

ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
派
絵
画
の
光
と
陰
が
ま
た
た
い
て
く
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
繁
栄
を
極
め
た
世
界
市
場
も
、
も
と
は
と

い
え
ば
、
中
世
末
以
来
の
英
国
童
子
商
人
の
来
住
と
と
も
に
は
じ
ま

　
　
　
③

っ
て
い
る
。
冒
険
商
人
i
羊
毛
取
引
の
た
め
、
も
っ
ぱ
ら
カ
レ
ー

と
本
国
と
を
往
復
し
た
ス
テ
ー
プ
ル
商
人
に
対
し
、
新
し
い
毛
織
物

商
人
を
こ
う
呼
ぶ
に
い
た
っ
た
経
緯
、
そ
れ
が
前
者
を
圧
倒
し
て
い

っ
た
経
過
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
い
ま
ま
で
に
何
回
と
な
く
論
ぜ
ら

れ
た
。
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
十
四
世
紀
後
半
の
毛
織
物
工
業

発
展
の
あ
と
を
う
け
、
大
陸
市
場
を
求
め
つ
つ
あ
っ
た
英
園
商
人
が
、

最
終
的
．
に
こ
の
地
に
定
着
し
た
の
は
十
五
世
紀
後
半
、
ほ
ぼ
時
を
問

じ
く
し
て
、
ド
イ
ツ
商
∵
八
の
移
住
が
み
ら
れ
、
こ
れ
に
先
立
つ
爾
欧

商
人
の
来
住
と
と
も
に
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
最
大
の
商
人
群
を
形
造
る

　
　
　
　
④

こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
竜
た
ら
さ
れ
た
の
が
、
青
天
の
蘇
懸
に
も
似

た
あ
の
地
理
上
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
十
五
世
紀
末
以
来
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
王
室
も
こ
こ
に
商
社
を
も
っ
た
が
、
一
五
〇
一
年
に
は
、

鳳
や
く
も
山
果
洋
偲
肖
り
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
一
角
料
船
の
第
一
便
が
、
は
じ
め

て
シ
ェ
ル
ト
河
を
遡
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
数
年
後
、
フ

ッ
ガ
ー
、
ウ
ェ
ル
ザ
！
ら
、
南
独
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
巨
商
た
ち
の

定
着
に
よ
っ
て
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
は
名
実
と
も
に
、
世
界
市
場
と
し

て
の
ブ
ル
！
ジ
ュ
に
と
っ
て
代
っ
た
。
英
国
商
人
が
、
こ
の
地
に
く

る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
少
く
と
も
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
は
、
従
来
英
国
毛
織
物
の
主
た
る
買
付
け
先
で
あ
っ
た
ガ
ス

コ
ー
一
；
地
方
が
、
百
年
戦
争
の
余
波
を
蒙
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き

　
　
　
　
　
　
⑤

く
疲
弊
し
た
こ
と
、
第
二
に
は
、
ド
イ
ツ
・
ハ
ソ
ザ
と
の
激
甚
な
競

争
に
よ
っ
て
、
英
国
商
人
の
バ
ル
ト
海
貿
易
か
ら
の
完
全
な
敗
退
が

　
　
　
　
④

あ
げ
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ガ
ス
コ
！
ニ
ュ
貿
易
港
と
し
て

栄
え
た
ブ
リ
ス
ト
ル
の
没
落
、
北
海
諸
港
の
衰
亡
が
、
決
し
て
偶
然

の
結
果
で
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ボ
ス
タ
ソ
の
い
う
よ
う
に
、
た
と
え
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
市
場
の

開
拓
が
、
　
「
勝
利
で
は
な
く
、
敗
退
の
一
副
産
物
」
と
し
て
解
釈
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
い
や
そ
れ
故
に
こ
そ
、
の
こ
さ
れ

た
唯
一
の
市
場
と
し
て
の
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
賭
け
た
英
国
の
努
力
は
、

な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近

代
的
通
商
条
約
の
先
駆
と
さ
れ
る
、
一
四
九
六
年
の
有
名
な
「
マ
グ

ヌ
ス
・
イ
ソ
テ
ル
ク
ル
ス
ス
」
嵐
ρ
磯
儲
自
。
。
想
詳
Φ
同
。
篇
諺
難
ω
が
、
い
か
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　齪運醐腋の刻簗済（上）（越柳

に
成
．
功
裡
に
こ
の
地
に
嘉
け
る
英
国
商
人
．
の
特
権
を
確
保
し
乳
た
．
が

は
、
両
次
大
戦
を
経
て
今
に
の
こ
る
、
ア
ン
ト
ワ
ー
．
プ
大
聖
堂
の
一

枚
の
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
が
雄
弁
に
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ

こ
そ
、
守
銭
奴
と
し
て
悪
名
長
か
つ
た
ヘ
ン
リ
ー
七
世
も
、
現
わ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
喜
悦
の
記
念
な
の
で
あ
る
。

①
　
鳴
冨
財
②
び
O
O
臼
口
お
噌
9
巴
門
主
。
嵩
伽
Q
p
”
O
二
戸
二
ω
－
乏
口
ω
9
ど
国
Q
。
o
。
9
）
．
Q
a
噛
や

　
　
嶺
野

②
　
い
．
○
巳
o
o
貯
巴
自
ぎ
営
O
o
c
。
o
暁
一
算
δ
嵩
。
象
げ
郎
梓
賦
一
℃
ρ
o
G
障
一
じ
ご
9
湊
r
同
量
①
ρ

　
　
日
ρ
三
富
。
《
餌
嵩
O
℃
○
づ
δ
び
8
彊
O
o
H
同
o
O
富
。
二
身
。
国
）
o
o
¢
⇔
H
①
β
叶
弓
q
”
／
．
○
一
」
泣
”

　
　
℃
●
μ
㎝
メ
（
一
五
八
二
年
の
弊
O
o
切
。
嬬
¢
閃
○
冠
①
。
。
汁
に
よ
る
仏
訳
よ
り
）
。

　
　
な
お
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
索
描
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
も
の
を
参
照
。
国
”

　
　
℃
綜
①
質
詳
ρ
顕
冨
膏
。
貯
。
急
Φ
　
ご
ご
①
蒔
一
ρ
信
ρ
／
6
ド
　
賦
”
℃
ワ
Q
O
¢
⑩
一
心
O
ω
嚇
將
・

　
　
国
げ
巴
。
障
げ
①
村
σ
Q
讐
O
帥
ω
N
o
諜
鋒
富
円
α
①
円
円
自
σ
q
σ
Q
o
5
切
鼻
取
’
o
Q
ψ
Q
o
一
①
o
Q
嚇
菊
・

　
　
麟
●
8
帥
詫
δ
①
ざ
切
Φ
賦
σ
q
δ
昌
勲
轟
α
葎
プ
①
犀
冨
①
o
h
O
㊤
鳳
げ
巴
δ
羅
”
唱
唱
．
Q
Q
ト
っ
一

　
　
Q
Q
メ
（
出
口
勇
蔵
・
越
智
武
翫
共
訳
『
宗
教
と
資
本
益
義
の
興
隆
』
岩
波

　
　
文
庫
、
上
巻
、
昭
一
一
＝
、
　
一
二
七
一
一
三
一
買
）
、
切
9
羅
ω
斜
ざ
○
や
9
け
‘

　
　
℃
や
掃
O
I
b
⊃
ρ

③
ω
。
げ
竃
N
讐
じ
ご
鳥
．
帥
Q
D
．
ρ
切
位
」
卸
Q
D
「
零
卜
。
冒
険
商
人
の
来
住
に
関
す

　
　
る
史
料
は
、
最
初
の
も
の
と
し
て
、
す
で
に
一
四
〇
七
年
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
そ
の
後
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
、
ミ
デ
ル
ブ
ル
ヒ
な
ど
を
転
々
と
し
て
最
終
的
に

　
　
こ
こ
に
騰
を
定
め
る
の
は
、
十
五
世
紀
後
半
で
あ
る
。
o
捗
ノ
＜
．
ω
け
臥
P

　
　
】
）
一
〇
　
ン
由
㊦
罵
O
ゲ
欝
鵠
酔
　
｝
Q
／
6
一
μ
け
嘗
吋
¢
税
匂
陰
一
昌
　
d
♂
鴫
O
O
プ
ゴ
　
＜
δ
厭
挫
Φ
ご
9
プ
門
ω
O
げ
磐

　
　
邑
憲
弓
も
Q
－
と
く
●
O
O
も
q
O
渉
こ
一
鵠
“
日
Φ
O
ρ
も
e
も
Q
．
一
団
㊤
i
Q
Q
④
．

④
独
伊
商
．
人
．
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
か
ん
ず
く
、
曾
ω
畔
貯
篇
①
び
財
a

　
諺
⇒
鈴
ぞ
①
目
玉
。
昌
Φ
叫
宕
○
挫
即
臣
ρ
什
ω
騨
円
。
び
幽
く
o
P
榊
り
G
◎
O
一
｝
・
ン
．
O
o
比
ρ
国
け
郎
島
○

ω
篇
『
一
①
ω
O
O
｝
O
⇔
一
Φ
ω
羅
餐
融
0
び
㊤
滞
ユ
①
0
謄
　
一
富
伽
同
一
伽
一
G
嵩
僻
同
O
Q
a
帥
〉
昌
く
O
同
①
⊆
O
掃
心
G
O
O
Q

　
助
μ
㎝
①
8
お
b
。
伊
を
参
照
。

⑤
O
鷲
器
－
≦
駿
o
p
量
器
疑
ω
一
口
夢
①
国
辱
○
答
。
囲
嶺
蓋
｝
富
ロ
！
！
δ
。
で

　
δ
霞
ω
一
嵩
け
び
①
舅
O
餌
同
叶
①
①
類
汁
げ
O
Φ
鐵
げ
β
吋
磯
》
鵠
。
．
凄
■
菊
こ
＜
（
）
ピ
諜
ど
翼
。
・
b
◎
讐

　
H
⑩
㎝
ρ
勺
℃
●
回
O
卜
⊃
1
刈
ゆ
旧
菊
噸
し
6
0
9
9
蛋
。
甥
ρ
轡
ρ
o
H
訪
。
飾
、
β
嵩
。
ω
o
o
蒜
叶
価
”

　
o
。
£
σ
Q
鵠
。
償
触
ω
o
け
℃
ρ
《
切
ρ
昌
。
ゆ
自
蘇
切
。
円
自
巳
絃
。
唯
℃
o
ゆ
α
9
轟
け
一
ρ
○
蛋
④
融
門
。
禽
①

　
0
2
昏
〉
コ
6
p
”
一
〇
隣
メ
喝
℃
9
H
Φ
G
Q
l
Φ
・

⑥
ζ
罫
℃
。
。
。
3
H
ど
8
冨
団
8
き
ヨ
8
窪
鳥
℃
自
訟
。
a
菊
。
罫
鼠
§
ω

　
○
協
閃
爵
σ
q
一
斜
二
折
ρ
口
仙
砕
プ
①
国
二
元
。
ほ
①
搾
○
二
日
一
心
O
O
叶
。
μ
薩
圃
0
1
・
o
胤
．
図
講
o
o
質

　
℃
o
ノ
く
。
賜
ρ
類
匹
㌘
旨
「
ン
臼
　
℃
o
Q
弓
げ
㊤
嵩
讐
も
Q
け
鐸
α
δ
も
。
一
昌
　
目
ロ
σ
q
に
Q
弓
げ
円
目
餌
自
O
一
二

　
¢
δ
男
感
け
。
①
切
鉱
μ
O
o
轟
げ
蝦
『
械
M
掃
り
も
ゆ
ρ
℃
や
り
H
－
H
切
郵

⑦
菊
p
日
㌶
ざ
。
や
良
け
こ
や
置
・
「
マ
グ
ヌ
ス
・
イ
ソ
テ
ル
ク
ル
ス
ス
」
に

　
つ
い
て
は
、
o
h
6
燭
鳥
○
旨
旨
o
o
P
U
O
o
；
／
．
o
ピ
F
勺
℃
．
躍
I
H
9

二
　
十
六
世
紀
中
期
の
経
済
不
況

　
十
六
世
紀
前
半
の
国
際
経
済
の
な
か
で
、
ア
ソ
ト
ワ
；
プ
市
場
こ

そ
は
、
英
国
貿
易
の
死
命
を
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
そ
の

こ
ろ
ま
で
に
、
同
地
に
お
け
る
英
国
商
人
の
数
は
、
一
二
、
四
百
人
。

も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
商
人
に
次
い
で
、
最
も
大
き
な
外
人
鷹
留
地
を

形
成
し
た
。
し
か
も
、
　
「
そ
の
大
部
分
は
、
ジ
エ
ン
ト
ル
マ
ン
の
子
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〃
弟
、
資
産
家
・
良
家
～
の
”
ナ
供
」
と
ジ
翼
ソ
。
ウ
ィ
！
ラ
ー
も
馬
田
い
て

い
る
よ
う
に
、
当
時
英
国
社
会
の
エ
リ
ー
ト
を
動
員
し
え
た
の
も
不

　
　
　
　
　
①

思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
か
れ
ら
を
通
じ
て
取
引
き

さ
れ
る
源
平
隔
商
n
醐
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
市
場
一
を
経
一
て
、
ど
こ
に
・
儲
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
こ
の
時
期
に
お
け
る
英

国
産
毛
織
物
の
新
大
陸
向
け
輸
出
に
関
し
て
は
、
そ
の
可
能
性
に
疑

問
を
表
明
し
て
お
い
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
た
め
に
屯
、

次
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
問
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
に
重
要
な
光
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る

ア
ン
ト
ワ
ー
プ
市
文
書
の
研
究
は
、
そ
の
ぼ
う
大
さ
の
た
め
に
、
現

在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
十
分
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た

②い
。
と
く
に
、
経
済
史
研
究
に
は
き
め
手
と
な
る
、
統
計
的
数
字
に

つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
、
は
な
は
だ
不
満
足
な
状
態
に

あ
る
こ
と
を
、
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
引
用
す
る
計
数
は
、
主
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
ブ
リ
ュ
レ
の
最
近
の
研
究
成
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
決
し

て
全
般
的
研
究
と
は
い
い
が
た
い
ま
で
も
、
だ
い
た
い
の
流
通
の
す

じ
は
見
き
わ
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
ま
た
現
在
英
国
の
一
わ

が
国
の
で
は
な
い
！
研
究
結
果
と
も
一
致
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
す
で
に
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
！
二
も
控
遣
し
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
在
住
商
人
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
冒
立

た
し
い
商
人
群
と
い
え
ば
、
ま
ず
ド
イ
ツ
商
人
、
つ
い
で
イ
タ
リ
ア

商
人
で
あ
っ
た
。
前
掲
ブ
リ
ュ
レ
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
四

〇
年
代
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
を
起
点
と
す
る
貨
物
翰
送
総
額
の
五
〇
％

が
ド
イ
ツ
向
け
、
四
一
、
五
％
が
イ
タ
リ
ア
向
け
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
か
ら
、
ま
ず
両
三
商
人
で
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
貿
易
を
折
半
し
た
と

み
て
よ
い
。
こ
の
う
ち
、
商
人
の
活
動
状
況
は
分
っ
て
い
る
が
、
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

字
の
は
っ
き
り
し
な
い
ド
イ
ツ
地
方
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
お
き
、

ま
ず
イ
タ
リ
ア
へ
の
輸
出
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
次
頁
の
表
は
、
各
国
商
人
に
よ
る
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
・
イ
タ
リ
ア
問
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

貴
物
輸
送
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
み
ら
れ
る
通
り
、
何
と
い
っ
て

も
圧
倒
的
な
活
躍
を
し
て
い
る
の
は
、
地
元
イ
タ
リ
ア
商
人
で
あ
り
、

つ
い
で
フ
ラ
ン
ド
ル
、
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
の

順
と
な
り
、
運
送
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
英
仏
商
人
の
役
割
は
、
ほ
と

ん
ど
と
る
に
足
夢
な
い
。
つ
い
で
な
が
ら
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
貿
易

に
つ
い
て
は
、
海
路
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
ず
、
主
と
し
て
臣
大

運
送
業
者
に
よ
る
陸
路
が
利
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
ま
た
沿
路
・
磁

路
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
今
臼
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

東
路
絃
、
籔
ず
例
外
な
く
ケ
ル
ン
を
通
り
、
ド
ィ
ッ
領
内
に
お
い
て
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獺幾運動前夜の英國経済（上）　（越智）

アントワープ発貨物輸送先（単位リーヴル）

．＼
_　商人出臼　　　、」．．．輸送先　㍉＼．一一…．＿

イタリア
フラソド
mレ

ド　イ　ツ イベリア 　一tフンス イギリス

アンコーナ　　… ／00275 9791 566 玉7350 682
◎　．　■

ヴェネチア　… 38106 37795 29638 2601
・　，　．

666

ジェノヴァ　… 33057
0　9　・ ●　電　・

45
．　“　， ◎　，　■

ミラノ　　　　… 23733 281 105 549
．　，　．

　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

tェフーフ　…
10393 11124 119！ 650 37

o　電　e

1・レソト　　　… 2987 7205 28
●　9　● ．　耀　響

パヴィア　　… 9105
，　9　． ，　■　●

ルッカ　　　　… 6986
o　　・　　． o　．　・ ・　，　， ◆　▼　凸

フィレンツゴ●’ 2684 20
，　●　・

1343
■　■　● ．　◆　●

マントウア　… 3733 189
・　　o　　o ，　r　O ◎　．　，

ナポリ　　　　… 3222
●　●　9 … 陰　9　． ◎　．　，

ペサロ　　　　… 814 2356
o　　o　　， ．　，　● ■　●　● ．　◆　，

ヴ簾ローナ　… 887 2052 125
■　●　・ ，　．

ロ　ーマ　　　　　　　一・ 1470 799
r　●　・

16
．　．　・ o　　・　　「

ブレシア　　… 649 923
o　g　o ．　噸　陰 ．　レ　，

ボローニャ　… 729 10
o　，　o 曜　．

リヴォルノ　… 550
…　　1

9　●　● ●　，　， ，　●　．

分
岐
し
つ
つ
、
最
後
は
ア
ル
プ
ス
の
東
側
に
沿
っ
て
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に

で
、
一
路
は
ス
イ
ス
を
経
て
、
こ
れ
ま
た
例
外
な
く
、
サ
ソ
・
ゴ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ル
ド
越
し
に
ミ
ラ
ノ
に
で
た
。
い
ま
、
こ
う
し
た
当
時
の
工
大
商
路

を
念
頭
に
お
く
と
き
、
ド
イ
ツ
商
人
、
と
く
に
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
を
抑

え
て
い
た
ケ
ル
ン
商
人
が
、
東
路
を
利
用
し
た
こ
と
は
、
想
像
に
か

た
く
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
イ
タ
リ
ア
商
人
は
、
西
路
に
よ
っ
た
の

で
あ
る
。
上
掲
表
中
、
ド
イ
ツ
商
人
に
よ
る
物
貨
の
輸
送
先
が
、
主

に
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
同
様
に
、
イ
タ
リ
ア
商
人
に
よ
る
運
送
物
貨
は
、
半
島
の
諸
都
市

に
分
散
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
約
四
一
％
ま
で
が
、
こ
れ
ま
た
ア
ソ

コ
ー
ナ
に
集
中
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
他

国
商
人
に
よ
る
運
送
の
場
合
も
併
せ
考
え
れ
ば
、
ア
ソ
ト
ワ
…
プ
を

起
点
と
す
る
対
イ
タ
リ
ア
貿
易
は
、
ま
ず
第
一
に
ア
ソ
コ
ー
ナ
、
つ

い
で
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
と
い
う
、
二
つ
の
主
た
る
響
酌
地
を
も
っ
て
い
た

こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
。
　
な
お
、
　
こ
れ
に
劣
ら
ず
重

要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ

よ
リ
ド
イ
ツ
地
方
に
向
け
ら
れ
る
物
貨
の
量
は
、
同
市
よ
リ
イ
タ
リ

ア
に
向
け
ら
れ
る
物
貨
の
量
を
上
廻
る
、
全
物
貨
量
の
約
半
分
に
達

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
し
て
み
れ
ば
、
上
掲
表
に
み
え
る
ド
イ
ツ
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商
人
の
対
イ
タ
リ
ア
物
働
暖
翠
…
送
の
桐
対
「
的
な
僅
一
説
さ
か
ら
考
え
て
、

ド
イ
ツ
地
方
に
向
け
ら
れ
る
物
貨
の
大
部
分
は
、
ド
イ
ツ
国
内
お
よ

び
そ
こ
を
経
て
、
中
欧
∵
東
欧
の
市
場
に
流
れ
た
も
の
と
み
て
差
支

え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
竜
な
い
こ
と
で

あ
る
が
、
ア
ソ
ト
ワ
…
プ
を
振
出
す
こ
れ
ら
物
貨
の
内
容
が
、
主
と

し
て
英
鶴
産
毛
織
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
統
計
の
上
に
も
は
っ
き
り

　
　
　
　
　
　
⑦

と
現
わ
れ
て
く
る
。
因
み
に
、
各
国
商
人
の
イ
タ
リ
ア
向
け
輸
出
品

の
八
○
％
以
上
は
、
各
種
繊
維
製
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、

当
時
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
物
貨
は
、
こ
こ
を
一
華
継
切
巾
場

と
し
つ
つ
も
、
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
ス

ペ
イ
ン
、
あ
る
い
は
新
大
陸
に
流
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
本
土
、
な
か
ん
づ
く
ド
イ
ツ
お
よ
び
中
欧
で
消
費
さ
れ
、
他

は
イ
タ
リ
ア
を
経
て
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
を
憲
賭
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
断
書
で
き
る
。
ア
ド
リ
ア
海
沿
岸
の
港
市
ア
ソ
コ
！
ナ
が
、
と

く
に
著
し
い
物
貨
の
集
散
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
な
に
よ
り
の

証
拠
で
あ
る
。
ま
た
、
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
　
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
活

躍
し
た
ド
イ
ツ
商
人
の
主
軸
と
な
っ
た
ケ
ル
ン
商
人
が
、
と
く
に

《
夢
σ
q
歪
益
Σ
属
震
》
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
た
事
実
を
想
起
し
て
お

　
　
⑧

き
た
い
。
当
時
、
国
民
国
家
の
形
成
が
み
ら
れ
ず
、
分
邦
的
な
そ
の

政
治
重
篤
か
ら
、
統
一
的
な
関
税
政
策
も
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
ド
イ

ツ
地
方
が
、
英
国
製
織
布
の
い
か
に
恰
好
の
市
場
と
し
て
浸
蝕
さ
れ

た
か
に
つ
い
て
は
、
一
世
の
ナ
シ
。
ナ
リ
ス
ト
、
ル
タ
ー
も
ま
た
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
に
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
。
著
名
な
織
元
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ソ
ヂ
コ

ウ
ム
の
製
晶
は
、
レ
ヴ
”
ノ
ソ
ト
お
よ
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
販
路
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
コ
ッ
ツ
ウ
オ
ル
ド
丘
下
の
小
村

カ
ー
ス
ル
・
コ
ウ
ム
○
ρ
。
・
臨
⑲
○
○
欝
ぴ
①
の
製
贔
は
、
《
畿
9
鶉
巳
H
（
O
①
苧

ω
o
げ
①
》
　
の
名
の
も
と
に
、
　
こ
れ
ま
た
ひ
ろ
く
大
陸
に
知
ら
れ
て
い

た
。
ふ
た
た
び
こ
こ
で
も
、
ビ
ソ
ド
ブ
の
巧
み
な
表
現
に
従
え
ば
、

英
国
塵
毛
織
物
の
行
程
は
、
　
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
羊
の
背
に
あ
る
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
始
っ
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
虫
野
卑
の
北
阿
に
羽
織
っ
た
外
被
に
終
っ
た
」

と
い
っ
て
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
。

①
　
菊
帥
ヨ
ω
ρ
ざ
O
唱
．
o
洋
こ
℃
．
H
Q
◎
．
ウ
ィ
…
ラ
ー
の
ひ
、
商
業
論
』
ン
↓
同
戴
簿
訪
。

　
O
臨
O
o
ヨ
ヨ
。
需
①
に
つ
い
て
は
、
目
鯖
α
○
判
国
o
o
P
U
O
o
こ
！
彗
。
｝
」
F
℃
・

　
悼
Q
。
伊

②
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
し
て
は
、
な
か
ん
づ
く
9
Q
o
巴
δ
の
前
掲
書
が

　
あ
げ
ら
れ
る
が
、
本
書
の
史
料
操
作
も
最
近
ブ
リ
ュ
レ
に
よ
り
批
判
さ
れ

　
た
。
な
お
、
鼠
・
ρ
鳥
①
Q
Q
ヨ
Φ
黛
、
U
①
④
ご
σ
q
①
『
¢
富
騨
試
審
跨
暮
！
く
。
壱
Φ
飼

　
お
鰹
◆

③
　
美
津
ユ
缶
切
h
巳
o
N
「
『
目
ズ
環
）
巴
霊
戯
9
ズ
ざ
皿
℃
3
．
望
¢
雛
霧
／
．
o
工
、
零
巴
8

　
℃
悉
く
9
¢
α
o
樗
疑
。
騨
餌
　
臼
二
一
〇
餌
乱
¢
区
く
樋
。
㏄
δ
9
ρ
〉
昌
厳
鎚
。
∬
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樗
c
o
β
o
き
陣
霧
”
ω
o
o
㌫
ま
即
O
貯
旨
。
ゆ
㌶
δ
鵠
。
。
噌
｝
鼠
に
。
仲
あ
。
℃
ぎ
欝
σ
尻
ρ
一
㊤

　
㎝
P
℃
℃
．
《
〇
一
－
僻
O
ピ

④
　
ド
イ
ツ
商
人
の
酒
動
に
つ
い
て
は
、
前
掲
旨
ω
跨
δ
負
2
の
著
書
の
ほ

　
か
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
露
文
を
参
照
。
回
ソ
富
家
。
斜
U
勲
ω
犀
。
争

　
考
o
G
。
o
口
切
伊
嘱
①
H
影
ω
β
謬
（
一
門
騨
。
冨
一
毫
Q
Q
叢
記
ヨ
鋤
け
①
一
鉱
け
①
場
岳
同
◎
N
虹

　
じ
6
0
σ
q
貯
質
自
。
吋
瓢
○
漏
N
魚
潜
く
δ
冠
営
ご
欝
ぴ
屋
。
劉
｛
〔
鐸
Q
D
－
ノ
ぐ
・
O
o
鵬
。
ぴ
こ
b
ご
9

　
一
嵩
”
一
¢
O
ω
一
．
匿
．
～
d
p
窮
m
ζ
飼
需
。
》
U
δ
づ
．
搾
仲
亀
薩
0
7
p
叢
書
。
ン
o
p
鵬
。
蕊
。
げ
g
昌
－

　
σ
Q
o
o
閑
α
ヨ
G
。
N
至
仁
難
’
三
（
欝
村
紳
鉾
ヨ
ソ
自
a
ワ
Q
Q
聲
◎
⊆
o
鼻
ω
〇
三
斜
嵩
α
¢
轟
創

　
思
懸
δ
挿
坤
彰
田
①
幽
門
昌
創
H
メ
一
無
げ
目
ワ
ニ
欝
鳥
。
蓉
噛
く
．
Q
Q
幽
毛
e
O
こ
じ
ご
9
区
く
芦

　
日
ゆ
鱒
ω
一
躍
■
8
一
瓢
ヨ
ヨ
ρ
U
o
西
国
9
欝
⊆
9
図
露
嵩
。
薩
霧
ヨ
群
口
α
o
Q
o
Q
。
H
①
．

　
｝
ρ
げ
触
げ
償
鵠
自
。
戦
富
¢
即
位
飢
冨
ゴ
回
け
⑦
誉
洞
9
鉱
○
轟
鎮
o
N
償
ω
欝
9
ヨ
Φ
p
。
。
Φ
げ
民
巳
同
α
q

　
傷
O
吋
　
汽
α
｝
霞
①
目
　
H
〈
簿
β
剛
諺
川
口
昌
。
α
O
げ
ρ
臨
紗
　
く
引
①
q
α
旧
婚
⑦
β
け
ω
O
ぴ
O
　
N
O
淳
ω
O
げ
謄
躍
r

　
切
匙
．
メ
軽
い
お
μ
卜
⊃
．
た
だ
し
、
統
計
の
な
い
の
が
遺
憾
で
あ
る
。

⑤
切
姦
ざ
斜
レ
蒙
巴
。
伊
ざ
ヨ
．
z
一
／
・
讐
○
ワ
9
酢
こ
や
戯
ミ
・

⑥
豪
ず
「
束
路
」
は
、
ケ
ル
ン
か
ら
二
論
ル
ン
ベ
ル
ク
を
経
て
、
ア
ウ
グ

　
ス
ブ
ル
ク
に
で
て
、
こ
こ
か
ら
二
つ
の
路
が
考
え
ら
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、

　
艶
葺
σ
q
ω
σ
償
円
破
－
喝
郎
Q
。
q
。
2
￥
鳩
。
目
富
勺
磐
。
。
も
薩
－
ピ
斜
臣
“
①
o
閃
－
鵬
。
闘
斜
面
？
8
戦
¢
口
仲
守
じ
ご
餌
ω
6
。
－

　
㊤
瓢
。
タ
幽
㊦
切
＃
o
他
は
掛
g
α
q
ω
び
郎
冠
σ
q
－
℃
ρ
騨
2
闘
財
醇
。
｝
お
昌
尚
口
昌
ω
σ
穏
β
o
犀
－
b
6
村
。
ゆ
－

　
埠
0
7
0
0
σ
σ
貯
0
9
距
。
ζ
o
（
離
O
帥
⊆
○
吋
早
O
G
o
ほ
ρ
～
・
ρ
雛
？
日
同
○
＜
冨
○
　
の
路
で

　
あ
る
。
　
な
お
、
｝
郎
σ
q
㎝
σ
二
円
σ
q
あ
巴
N
σ
霞
σ
q
－
タ
δ
㌶
2
ゲ
菊
P
四
丁
秘
宝
－
ω
鳳
津
ρ
劉

　
く
簗
餌
0
7
日
鴛
≦
虫
9
0
⑦
資
。
口
午
累
。
。
。
霞
⑳
の
路
も
考
え
ら
れ
る
。
「
西
路
」

　
H
o
¢
げ
①
O
o
O
ぼ
臼
昏
巴
。
は
、
ス
イ
ス
に
入
る
謹
で
に
、
ラ
イ
ン
沿
い
に
や

　
は
り
ケ
ル
ン
を
通
る
も
の
と
、
リ
ュ
ク
セ
ン
ブ
…
ル
を
経
る
も
の
と
に
分

　
れ
る
。
c
歴
鵬
巴
巳
¢
斜
℃
e
蒔
①
頓
一
臨
■
＜
o
添
菊
欝
⇒
搾
¢
樋
く
’
ω
．
／
＜
’
○
こ
じ
導
巳
’

　
翼
く
F
お
臥
｝
企
○
℃
．
a
け
こ
O
D
o
D
・
刈
鴫
播
目
路
を
通
っ
た
イ
タ
リ
ア
糊
入
が
、

　
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
よ
り
も
ア
ソ
コ
ー
ナ
を
物
貨
集
散
地
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、

　
イ
タ
リ
ア
都
帯
轍
岡
の
政
惜
…
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑦
切
目
巳
¢
斜
｝
⇒
旨
巴
①
。
。
”
ワ
お
⑦
の
茨
を
参
照
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
年
間

　
カ
ー
ジ
ー
織
．
二
四
五
二
菰
、
毛
織
物
・
一
八
一
〇
荷
、
セ
イ
・
八
二
七

　
艶
暫
、
　
縮
喬
。
二
「
七
牝
鹿
、
　
リ
ン
・
苓
ル
　
・
　
　
一
　
一
荷
、
　
危
疑
一
　
　
山
回
一
鶴
、
　
各

　
種
織
物
二
二
九
蒋
、
羊
毛
二
鳳
六
二
荷
、
胡
轍
・
灘
二
三
祷
、
そ
の
知
得

　
五
荷
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
一
言
着
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ

　
の
が
、
当
時
の
ア
ン
ト
ワ
…
プ
貿
易
に
演
じ
た
東
邦
の
窪
目
胡
椒
の
役
舗

　
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
胡
嶽
こ
そ
は
、
蝸
時
の
国

　
際
貿
易
の
花
形
商
品
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
事
実
は
こ
れ
と
全

　
く
桐
反
す
る
。
誤
謬
の
根
源
は
、
胡
椒
の
高
価
と
い
う
従
来
の
考
え
方
で

　
あ
り
、
そ
れ
が
臆
説
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
税
表
の
分
析
か
ら
分
る
。
閣

　
み
に
一
荷
に
つ
い
て
の
胡
微
の
値
段
は
、
粗
悪
な
毛
織
物
一
荷
の
値
段
に

　
等
し
く
、
平
均
し
て
毛
織
物
の
値
段
は
胡
撫
よ
り
商
い
。
胡
椒
の
用
途
に

　
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
今
ひ
と
つ
分
明
に
し
え
な
い
が
、
ブ
リ
ュ
レ
の

　
以
上
の
よ
う
な
見
解
は
、
当
時
の
貿
易
の
欝
考
の
上
に
考
慮
を
要
す
る
。

　
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
た
と
え
ば
一
五
四
三
一
閥
五
年
度
の
貿
易
額

　
の
上
に
お
い
て
、
胡
虜
の
占
め
る
比
率
は
、
三
、
七
％
に
す
ぎ
ぬ
。
毒
口

　
物
↓
大
陸
銀
↓
胡
轍
と
い
う
わ
が
醒
の
通
説
は
、
こ
の
点
か
ら
も
今
後
検

　
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

⑧
匪
δ
窪
℃
○
≦
臼
碧
中
豊
．
鼠
■
．
℃
。
。
。
臼
p
名
■
9
叶
二
や
δ
O
■

⑨
、
．
Ω
○
津
｝
多
仲
‘
蕊
O
。
暮
ω
。
匿
一
回
二
二
ぎ
σ
窺
霧
。
乞
藍
鼠
○
蓉
讐
〔
㌶
ゆ
ノ
く
騨

　
O
O
一
鳥
煽
ゆ
“
　
ω
出
げ
。
猷
留
μ
跨
¢
巳
自
¢
じ
凹
目
鳥
¢
触
伍
げ
。
ゆ
e
回
⇔
μ
郁
㏄
㏄
o
昌
り
艮
｝
o
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毛
⑦
＃
窓
写
プ
ヨ
零
プ
。
二
億
コ
亀
の
巳
σ
珠
無
難
薬
箋
望
0
8
0
7
図
欝
α
q
㌶
扁
凶

　
。
ゆ
。
鷺
8
～
δ
三
≦
o
酬
白
貫
興
○
（
）
乙
も
暖
鑓
斜
σ
o
ρ
’
＜
○
厳
ρ
U
o
葺
。
。
o
｝
鶴
聖
惹
駅
旨

　
。
。
Φ
言
6
賃
。
財
謡
霧
器
◎
、
．
び
暮
｝
お
誘
芝
⑦
覧
（
P
嗣
滋
漕
卜
。
O
封
Q
Q
o
プ
ρ
露
N
層
。
や

　
o
陣
こ
じ
づ
9
一
撃
Q
Q
●
①
メ

⑩
　
興
男
瞬
巳
㊦
び
≦
貯
魯
8
ヨ
σ
o
囚
①
誘
①
誘
貯
〉
暮
芝
2
や
窃
ω
c
。
1

　
濠
℃
国
ρ
鎖
’
二
二
く
9
く
芦
日
8
？
8
勺
や
昭
－
①
b
。
。

⑪
　
b
ご
ヨ
鎌
。
頃
讐
。
℃
’
o
搾
”
憎
’
も
D
b
D
．
当
時
英
国
製
毛
織
物
の
市
場
が
中
欧
に
あ

　
つ
た
こ
と
の
叙
述
と
し
て
は
、
ラ
ム
ゼ
ー
も
ま
た
梗
概
な
が
ら
書
い
て
い

　
る
。
幻
9
ヨ
ω
3
・
層
℃
や
置
ψ
o
ゆ
ρ
・
従
っ
て
、
こ
こ
で
説
い
て
い
る
こ
と
は
、

　
決
し
て
新
詩
な
説
で
は
な
い
。

　
十
六
世
紀
前
半
に
成
長
を
続
け
た
英
国
産
毛
織
物
の
市
場
は
、
通

説
の
よ
う
に
新
大
陸
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
ず
ア
ン
ト
ワ
ー
プ

市
場
を
介
す
る
、
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
本
土
、
な
か
ん
ず
く
中
欧

お
よ
び
レ
ヴ
ァ
ン
ト
地
方
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
こ
に

ま
た
、
十
六
世
紀
英
国
経
済
に
占
め
る
首
都
ロ
ソ
ド
ソ
の
特
殊
な
繁

栄
の
基
盤
が
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
う
一
度
以
上
の
点
を
確
認

し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
い
や
、
ロ
ソ
ド
ソ
の
繁
栄
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
毛
織
物
輸
出
の
好
況
が
、
英
国
社
会
に
与
え
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
諸
結
果
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
国
内
経
済
史

の
研
究
成
果
と
も
一
致
し
、
ま
た
新
た
な
よ
り
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
の
も
と
に
周
内
経
済
の
変
化
を
見
透
さ
せ
る
竜
の
で
も
埋
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
と
え
ば
、
か
の
囲
込
運
動
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
運
動

自
体
は
、
中
世
末
期
以
来
の
現
象
で
あ
り
、
そ
の
原
因
論
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
、
研
究
史
的
に
は
厄
介
な
聞
題
に
さ
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
と
く
に
未
曾
有
の
好
況
期
で
あ
っ
た
三
、
四
〇
年
代
に
、
新
し
い

規
模
の
拡
大
と
性
格
転
化
を
と
げ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
改

め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
最
近
の
地
方
史
研
究
が
明
ら
か
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
な
っ
て
、
初
め
て
広

汎
な
農
民
層
を
も
、
そ
の
ト
レ
ー
ガ
ー
と
し
て
、
渦
の
な
か
に
巻
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
テ
ユ
！
ダ
ー
政
府
を
し
て
、
も
っ

と
も
精
力
的
な
土
地
問
題
へ
の
関
心
を
志
向
さ
せ
た
時
期
は
、
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
ト
ー
ニ
ー
が
注
験
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
当
っ
て
い
る
。

社
ム
瓜
思
想
史
的
に
は
、
ヘ
イ
ル
ズ
、
ラ
テ
ィ
マ
ー
、
ク
ロ
ウ
リ
ー
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
・
メ
ソ
」
○
自
棄
8
壽
9
毒
三
井

の
…
総
弁
が
、
も
っ
と
も
繁
く
き
か
れ
た
の
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
時

　
　
　
　
⑤

期
で
あ
る
。
時
の
政
府
を
震
憾
さ
せ
た
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
農
罠
一
揆
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

孤
虫
は
、
実
は
ブ
ー
ム
の
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。
時
流
へ
の
反
逆

は
、
時
流
の
早
さ
を
暗
示
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
、

主
と
し
て
こ
の
輸
出
ブ
ー
ム
が
、
農
業
面
に
ひ
き
お
こ
し
つ
つ
あ
っ

た
変
化
の
い
く
つ
か
で
あ
る
が
、
い
っ
懐
う
工
業
面
に
お
い
て
竜
、
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た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ン
プ
の
よ
う
な
企
業
者
の
も
と
に
、

は
じ
め
て
「
工
場
綱
度
」
の
原
型
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
竜
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

さ
に
こ
の
四
〇
年
代
で
あ
る
。
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ソ
の
童
話
と
と

も
に
、
す
で
に
伝
説
化
し
て
し
ま
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
時
代
の
明

暗
の
す
べ
て
を
、
外
国
貿
易
に
帰
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に

誤
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
貿
易
の
好
不
況
が
、
い
か
に
国
民
経
済
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
か
に
深
く
食
い
こ
む
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
以
上
に
よ
っ
て
も
、

や
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
い
ず
れ
次
の
叙
述
を
も
っ
て
、
さ
ら
に

明
ら
か
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
英
圏
に
お
い
て
、
　
「
貿
易

か
死
か
」
と
は
、
よ
く
聞
か
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
同
じ
島
麟
民
族

の
運
命
と
し
て
、
他
人
事
と
は
い
え
ぬ
問
題
を
含
ん
で
は
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
国
民
経
済
の
パ
タ
ー
ン
の
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
．
つ
た
蒔
期

を
、
こ
の
国
の
過
去
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
十
六
世
紀
前
半
期
こ
そ

は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
着
過
す
る
こ
と
は
で

き
ぬ
の
で
あ
る
。

①
　
囲
込
運
動
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
ヨ
ー
マ
ン
リ
ー
と
の
関
係
を
論
じ
た

　
も
の
と
し
て
は
、
　
拙
稿
「
囲
込
運
動
を
め
ぐ
る
英
幽
饅
驚
審
情
」
　
（
『
史

　
林
蕪
、
三
五
の
三
、
昭
二
七
）
参
照
Q

③
小
松
芳
墨
『
イ
ギ
リ
ス
農
業
革
命
の
研
究
謝
（
昭
三
六
）
、
繁
一
部
、

　
e
、
第
一
次
イ
ソ
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
の
原
義
、
二
七
翼
以
下
参
照
。

③
　
小
松
教
授
前
掲
霞
、
二
㈱
一
頁
参
照
。
こ
こ
に
は
、
レ
ス
タ
ー
シ
ア
に
つ

　
い
て
の
サ
ー
ス
ク
女
史
の
注
蒲
す
べ
き
研
究
成
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

④
戸
療
病
ρ
ぞ
器
ざ
8
冨
〉
㈹
第
ユ
欝
嵩
℃
3
三
。
ヨ
ぢ
9
。
も
Q
辞
g
①
p
夢

　
O
①
嵩
汁
£
塊
団
－
一
り
一
画
⊃
”
℃
◎
ω
朝
Q
Q
．
…
烈
一
七
年
の
ウ
ル
ジ
ー
の
糊
b
込
調
査
を
の

　
ぞ
け
ば
、
と
く
に
政
府
が
土
地
問
題
に
関
心
を
志
向
し
た
時
期
と
し
て
、

　
一
蹴
三
六
i
賦
九
年
、
　
一
六
〇
七
－
エ
ハ
｝
八
年
、
　
一
六
薫
○
一
三
六
年

　
の
一
二
期
が
あ
る
と
ト
ー
ニ
ー
は
考
え
る
。

⑤
　

「
饗
モ
ソ
ウ
ェ
ル
ス
・
メ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
出
口
・
越

　
鯉
訳
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
』
　
（
岩
波
交
庫
、
下
巻
）
、
第
三
章
、

　
第
一
節
を
参
照
。
な
お
、
繊
撹
勇
紳
誠
監
修
『
近
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
経

　
済
思
想
』
昭
三
二
、
参
照
。

⑥
主
と
し
て
、
姻
内
経
済
史
的
見
地
か
ら
こ
の
隅
題
を
と
り
扱
っ
た
も
の

　
に
は
、
轡
田
羊
次
郎
「
ケ
ッ
ト
の
反
乱
の
幡
醗
史
的
　
意
義
」
（
一
概
洋
契
学
臨
薫

　
胤
、
昭
二
二
）
。
ブ
ー
ム
と
こ
の
叛
侃
と
の
関
係
を
示
重
し
て
い
る
の
は
、

　
や
は
り
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
で
あ
る
。
o
栖
司
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プ
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blem　of　M　and　Vee　rnust　be　considered．　But　the　general　discussion

◎f均田and両税systems　involves　many　problems　w三th　wide　ra．

mifications　and　thez”efore，　in　this　article　1　have　confined　myse！f

maiRly　to　a　discuSsion　of　the　terminology　of　the　taxation　system．

　　To　enumerate　the　main　points：1．）Terms　such　as課役，課調，

三物，and課itself　in　the唐織（Tang　Laws）and疏議（Commen－

taries）　signify　exactions　in　kind　for　various　taxes　or　labour　levies．

2．）　資課＝is　generally　considered　to　refer　to　payment　of　money　for

relief　from　the　labour　levy，　and　as　this　was　applied　as　part　of

the　salaries　of　ofiicials，　their　salaries　came　to　be　known　as課料

a玉ユd官課，and　later　of猟dal　incomes　were　cal16d官課and課利．

3．）　一ee“　was　ievied　agalnst　T　eg’　（adults）　and　was　fixed　at　a　certain

rate　by　the　Laws，　whiie　；Egt　was　levied　against　incorne　and　profits

from蝕ed　or　other　assets．4．）Even　though　the両税法mai捻tained

a　fixed　total　revenue　from　all　taxation，　as　the　object　of　taxation

shifted　from　lndividuals　to　household　property，　the　old　form　of

legally　equalized　levies　against　individuals　disappeared．　That　is，

賦（tithes）and課（1evies）gave　way　to税（taxes）．5．）However，

as　the　levies　of　both　central　and　provincial　governments，　whether

in　the　form　of　tithes　or　taxes，　were　both　actually　maintained　at

fixed　totals，　from　this　polnt　of　view　they　were　similar　ln　nature．

Perhaps　this　is　the　reason　why　both　taxes　were　called　either　wr

税or税賦。

English　Economic　Trends　on　the　Eve　of　Colonization

by

Takeomi　Ocki

　　For　the　generation　breathing　the　air　of　the　mid－tweBtieth　cen－

tury　it　is　unavoidabie，　and　even　right，　to　think　of　national　pro－

bleins　in　accordance　with　the　international　circumstances．　This

is，　however，　a．　new　experience　for　a　nation　which　has　been

secluded　intellectually　and　politically　from　the　outei’　world　for

the　greater　part　of　her　history．　Self－suficed　in　such　a　community，
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one　tends　to　develop　a　peculiar　way　of　thlnk1ng　which　colours　in

turn　even　the　interpretation　of　foreign　history．　This　may　result，

for　instance，　in　a　theory　of　self－development　of　natlonal　economy

like　that　to　whicli　studeRts　stick　so　teRaciously　in　post－war　Japan．

In　studies　of　English　history，　they　have　been　maiRly　concerned

with　the　conditions　to　Eng｝and，　not　with　her　relations　with　the

Quter　world．　This　is，　1　think，　why　the　history　of　’Englisk　trade

has　not　been　treated　as　it　deserves．　lt　has　even　been　brushed

aside　under　the　narne　and　on　the　pretext　of　circulatioRism．　This

will　not　hold　good　xvheR　we　think　of　a　country　like　England．

　　This　paper　is　aii’　attempt　to　trace　the　economic　trends　of　the

sixteenth　ceRtury　as　they　were　revealed　in　woollen　export　from

LondeB．　The　attempt　was　made，　as　is　well　known，　ln　a　pionee－

ring　work　of　Professor　Fisher　to　which　this　paper　owes　mttch．

The　economic　trends　depended　on　the　Antwerp　mart　1n’　the

sixteenth　century　and　my　concern　in　this　paper　was，　firt　t　of

all，　to　trace　the　trade　from　An£werp　onward　into　the　Conti－

nent．　This　attem．pt　will　also　be　justified　when　we　consider　the

theory　in　this　ceuntry　thae　the　main　part　of　the　woollen　export

was　qirected　to　America　in　exchange　fer　silver　after　ehe　geo－

graphical　discovery．　IR　the　sixteenth　century　the　market　for

English　woollens　was　not　ln　America　but　iR　Middle　Europe　and

the　Levant．　Secondly，　my　interest　was　to　revalue　the　Elizabe－

than　policies　in　the　light　of　the　changed　mood　after　the　depres－

sion　of　the　1550s．　To　a　student　of　English　history　the　mal〈ing　of

the　Empire　will　be　a　vital　problem．　This　paper　will　be　a　cont’ribu－

tion　eo　the　problem，　explaining　when　and　why　the　first　．　step　to

wards　c’≠撃盾獅奄嘯≠狽奄盾氏@was　tal〈eR　in　the　history　of　England’s　trade．
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As　one　of　the　features　of　our　histOribgraphy，
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an　empltasis　has


