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铒

十

六

怨(

八
四o

)

雜

錄

ゥ
并
リ
ア
ム
。
モ

リ

ス

の

觀

：

r

る

中

世

經

濟

生

活

(

下)

.

：

:

加

‘
田

哲

，ニ

古
代
ロー

マ-
の
ラ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ヤ
の
崩
壤
の
結
果
、
昔 

日
の
奴
隸
は
隸
農
式
化
じ
た
。
さ
5
し
て > > 
の
必
然
的 

變
化
は
チr

ト
ン
民
族
の
マ
グ
ク
制
度
^

浞
合
し
て
、 

:
中
低
經
濟
生
活
の
$

礎
で
あ.る
莊
園
制
度

M
a
n
o
r
:

を
：
 

發
坐
せ

：

し
め
た
。
勿
，論
：

t
,

ナK

の
敬
生
は' 
比
較
的
ロ 

,
1
マ.化
せ
ら
れ
て
ゐ
た
地
方
に
^

い
て.
發
見
し
得
る0 

ロ
ー
マ
化
さ
れ
て
ゐ
な
い
地
方
に
あ
つ
て
：は
、
隸
農
は 

被
征
服W
族
の
子
孫
で
あ
り
、
征
服
者
た
る
種
族
の
自 

_

人
が̂

の
土
地
の
所
有
者
で
あ
つ
た

0.
::

新
社
會
の
傾
向
は
何
火
も
他
人
に
ょ
っ
て
所
有
せ
ら

ゥ
中
リ
ア
ム•

节
V

ス
の
觏
た
る
中
世
經
濟
生
洱 

第
六
媿 

5

0

 

せ
ら
る
る
こ
マ」

の

な

い

新

社

#

組

織

へ

向

つ

て

行

く

，
 

;

:

:あ

つ

た

。
最

下

級

の

隸

農
e

雖

も

、
あ

る

褪

の

權

利
I

を
の
主
な
る
も
の
は
莊
圓
の
一
部
を
.使
用
す
る
權
利
で 

あ
る
。I

を
持
つ
て
ゐ
た
。
事
®

に
あ
い
て
、
少
く

S
ち
理
論
的
に
は
、
彼
等
は
生
活
の
權
利
を
奪
は
れ
る 

こ
ビ
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
封
建
制
度
の
原
則
は
卞 

は
a

農
から
上

は
カ
ィ
，ゼ
ル
に
至る
ま
で
Q
l /

勞
の
、 

さ
ぅ
し
て
上
は
カ
ィ
ゼ
^

か
らT
は隸
|§

に
至
るま
で 

の
保»
の
斷
え
ざ
る
連
續
で
あ
る
。
そ
は
土
地
の
絕
對 

的
所
有
を
認
め
な
か
つ
た
。
神
は
土
地
の
所
有
者
で
あ 

つ
た
。
さ
ぅ
し
て
王
€

諸
候
？
は
"
神
の
權
威
を
授
與 

■
さ
れ
た
神
の
代
理
者
に
過
ぎ
な
い
"
.
か
く
て
神
の
權
威 

:
は«
次
隸
農
に
及
ぶ
ま
で
傳
授
.せ
ら
れ
る
。
彼
等
の
間 

の
差
興
は
勸
勞
の
性
質
に
あ
る
。
即
ち
征
服
民
族
ば
た 

>
1
種
の
軍
事
的.義
務
を
負a
、
隸
農
は
生.，齑.的
勞 

マ
働.の
負
擔
に
任
ず
る
。.
胬
慣
に
ょ
る
生
活
權

0
保
®

-
を 

> j v

な
く
、
何
人
も
他
に
對
し
て
の
勤
勞
を
免
除
外

|:

し
て
は
、隸
農
は
何
等
の
權
利
を
持
つ

.，て.ゐ
な
い
。

然
る
に
領
生
は
外
界
か
ら
0
攻
擊
、
害
惡
に
對
し
て
、 

彼
等
を
保
讓
す
る
義
務
を
負
つ
て
ゐ
た
。
S
う
し
て
封 

建
制
度
の
原
則
は
少
く
€
も
領
主
に
準
宗
敎
的
性
質
を 

與
へ
た
の
で
あ
る
。

旣
に
指
摘

し
た
や
う
に
封
建
時
代
の
社
會
制
度
は
P 

る
宗
敎
的
觀
念
を
以
て
、
：彩
ら
れ
：て
：ゐ
た
。
洵
に
中
世 

紀
は
そ
の
特
殊
の
宗
敎
^
待
つ
て
ゐ
^
。
そ
は
p
1
マ 

帝
_
崩
壊
0-
:一
原
因
で
あ
る
初
期
の
3£
督
敎
そ
の
も
の 

で
は
なS

。

口
1
マ
帝
國
の
姐
織
が
そ
の
內
容
に
お
い 

て
衆
固
で
あ
つ
た
ビ
き
に
お
い
て
は
、
基
督
敎
は
純
然 

た
る
個
人
的
宗
敎
で
あ
つ
た
。
そ
は
來
世
の
た
め
に
彼 

等
の
最
善
を
盡
せ
皮
敎
へ
た
。
さ
う
し
て
非
宗
敎
的
の 

:事
項
纪
對
し
て
は
、
信
者
の
注
意
を
神
の
王
國
か
ら
引 

き
離
す
や
う
な
煩
雜
か
ら
免
れ
る
た
め
化

、
現
存
の
# 

力
k
從
へ
ょ
を
說
い
た
。
：然
ゐ
に
中
世
基
督
敎
に
お
い 

て
は
、
こ
の
來
世
の
完
成
の
た
め
に
す
る
個
人
的
奉
仕 

の
M
想
は
、
未
だ
存
在
は
^
て
ゐ
た
が
、
を
は
第
一
一
華

j.
I

I
I

!

的
の
も
の
亡
な
り
，
;"
1
教

:#」

：な
る
思
想
が
第〗

義
皮
な 

っ
代
。
 

-
.

.
.

敎
會
は
單
に
地
上
^

王.國
t

神
の
王
阈
ど
の
連
鎖
'で 

あ
つ
た
許
り
で
な
ぐ
、
她
±
の
權
カ
に
神
の
精
神
を
吹 

&

込
ん
で
、
地
上
に
神
の
王
國
を
齋
ら
し
た
も
の
で
あ 

つ
た
。
中
世
紀
の
歷
史
の
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
地
上 

1,0
權
カ
ど
精
神
的
權
カ

V
J

の
爭
は
、
兩
者
の
間
に
お
け 

る
思
想
の
差
異
か
ら
起
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
同
一
原 

理
を
持
つ
て
ゐ
る

|

方
が
他
方
を
併
#
し
や
ぅ
ビ
し
た 

傾
向
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
。

_

要
す
る
に
敎
會
は
宗
敎
的 

で
あ
る̂
共̂

政
治
的
で
あ
&
、
社
會
的
の
も
の
で
あ 

つ
た
。
然
る
に
國
家
は
、
を
が
政
治
的
、
社
會
的
で
あ 

る̂

共
に
宗
敎
的
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ど
は
：
 

m

に
國
家
ど
敎
會
に
限
ら
な
い
。
中
世
紀
の
特
色
で
あ 

る.す
べ
て
の
大II
體̂_

0
士
の
剛
體
か
ら

H

匠
の
ギ 

ル
ド
に
至
る^
^

の
大
刚
體
は
、
一
方
に
お
い
て
は
宗 

敎
的M

體
で
あ
る
ど
共
に
、
他
方
に
ぁ
ぃ
て
は
實
際
的

筇
六
號

1
0
1
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雜

.錄

ゥ

キ

”

ァ
ム
•
屯

目

的

を

持

つ

て

ゐ

た

？

主

た

法

律

家

も

翳

者

も

あ

る

種 

の

宗

敎

的

性

質

を

持

つ

て

ゐ

れ

乙
e

が

認

め

ら

れ

て

ゐ 

.

た
9
 ,

)

の

こ

と

は

現

狂

に

お

い

て

も

そ

の

衣

服

並

に

儀 

式

に
^

い

て

避
#

し

て

ゐ

る

。

斯

く

の

匆

く

1

社

#

內 

に
ぉ
：け

る

刚

體

形

式

の

傾

向

は

，中
_

紀

の

最

大

特

徵

の」

.
一
で
あ
つ
た
。
事
®:
に
ぉ
-ぃ
て
、
常
時
に
ぉ
い
て
は
、 

刚
體
の
力
を
借
ら
^
し
$
は
、
何
ごvj
を
も
成
し
遂
げ 

る
こ
^
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る9」

中
世
紀
の
入
 々

の
考
へ
で
は
、
典
同
の
行
動
を
行
は
中
し
て
は、

S 

す
る
こ
ヾ」

が
不
可
能
で
あ
つ
^
。
か
く
て
す
ベ
て
の
人 

令
は
^
會
に
廳
し
、
特
に
神
に#;
-ft
す
る
僧
侶
は
、
換 

等
の
間
に
规
則
正
し
い
，刚
體
を
形
成
し
だ
。
：貴
族
は
何

「 

等
が
の
形
で
騎
士
の
刚
體
ね
風
し
て
ゐ
れ
タ
.然
ら
ば
經
ー 

濟
生
活
は
何
に
ょ
つ
て
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
か
。

(soci- 

alisrn, 

ctr
a
p
, IV* 

M
e
d
i
a
e
v
a
l

 

S
o
d
e
t
y
—
E
a
r
l
y
: p
e
r

T'

.
o
d
. 

p
p
.

-u
x2-ut
7)

..
六 

■

Y

ス
の
觀
?:

る
中
fi
t

經
濟
屯
活 

第
.六
號 

ニ
〇
ニ

.'
を
^

^
交
換
ざ
は
、
商
業#
生
產
の
組
織
の
保
■
の 

た
め
に
、
商
人
^
エ
眩
ど
に
ょ
つ
て
紐
織
せ
ら
れ
た
大 

測
體
の
掌
中
に
あ
つ
た
0
乙
の
こ
ど
を
說
明
す
る
代
め 

ー; '
-

に
は
歐
洲
中
世
都
市
の
ニつ
の

起
源
に
就
い
て

論
じ
な 

I'

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
は
ロ
ー
マ
.時
代
の
和
市 

一，
の
賤
存
し
た
も
の
で
あ
る
。.こ
の
®
の
も
の
は
、
英
國 

|;;
並
に
西
部
獨
逸
に
お
い
て
も
锬
見
し
得
：る
が
、
主
S

し 

| 

<南
部
歐
洲
即
ち
俄
太
利
、，
ス
ぺ
ィ
ン
、
怫
_
西
等
に 

I

W

いv

發
見
し
得
る
。
！

S  

.一：一
 

の
も
の
は
新
都
市
で
あ
る
。 

j
:

を
れ
は
マ
ル
ク
圓
®

か
ら
發
達
し
;<
:
も
の
で
、
主
S
し 

て
封
建
的
莊
園
制
.度
.：に

] 1
し
て
ゐ
た
。

マ
ダ
ク
の
地
主 

I:.
で
あ
つ
た
自
由
人
：が
乙
れ
ら0
初
期
の
都
市
の
貴
族
踏 

:

級
を
形
成
し
、
さ
っ:'
1
;て
彼
等
の
間
‘か
ら
統
治
则
體
が. 

::
:
選
ば
れ
f2
o
都
市
が
#

®
領
主
か
ら
許
さ
れ
た
特
權
に 

ょ

っ

て

形

，成
.さ
れ
始
め
か
•

d

R、
.
多
分
被
征
脓
純
族 

の
殘
存
若
で
あ
っ
た
舊
時
の
半
興
立
的
の
住
民
は
、
保 

.0
ミ
.便

堂

ぞ

を

得

る

；
た
，
め

に

都

會

^
.流
入
し
て
*
た
人

々
ど
共
に
、
H

E
並
に
商
人
と
な
0:
:た
。
.

)

れ
ら
の
內 

商
人
ば
後
世
の
歐
洲
に
お

S〗

て

も

尙

.ほ

定

期

的

商

業

の 

中
心
，地
で
あ
つ
た
ピ
ザ
ン
テ
ィ
ン
が
ら
貨
物
を
仕
入
れ
.

て
來
た
：が
、
彼
等
の
数
は
極
め
て
少
數
で
あ
つ
た
が
、 

を
の
地
位
ば
甚
K
重
要
で

あ

つ

た
。
# ,

等
が
商
人
ギ

f 

ドMerchantlGuild;,

の
最
初
の
削
設
者
で
あ
つ
た'0
.
 

::商
人
;¥
_ル
ド
は
、
.中
世
紀
の
すベ
て

の
t w
i

®
の

如

ぐ

^

:

一
宗
敎
的
§

の
上
に
‘組
織
せ
ら
，れ
、
:-
■
警
フ
し
て
自
®
:A:

へ： 

の
_
職
の
殘
存
し
た
V
の
を
包
含
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の 

’名
の
示
す
如
く
純
商
業
的
傾
叫
を
持
つ
て
ゐ
た
も
の
で 

.あ
つ
た
。
グ
口
セ
氏
®
瓶
人
ギ
ル
ド
に
關
す
る
：硏
究:. 

(Charles Grosse,

H
h
e Gild Merchant

!>contri

cru- 

cr
.
o
b 

to British Jvfdnidpal History. 2 vols. 

I
8Q

0
) 

..に
ょ
る
み
商
人
ギ
ル
ド
は
舊
時
の
フ
リ
ス-：
？
ギ
ル
ド 

.Frith 

G
O
d

が
ら
發
生
し
だ
も
の
で
も
，̂

^
都
市
：獅 

‘
 

®で
も
な
'い
。
何
：？
な
_
ば
、
商
人
¥
ル
ド
で
は
、
都
市 

'の
非
在
住
考
で
：も
あ
：0
組
合
員
た
る
こ
ど
を
得
^
の

.

'
、第

十

六

怨

(

八
四
三)

.\

雜

-
•錄

.
岁
ヰ

W
ア
ム
‘

乇

3
に
、
都
市
聯
盟
.で
は
を
の
會
員
：た
る
に
は
土
地
の
，所
有 

者
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
モ
リ
ス
は
他
.の
：論 

文
に
一
お
い
て
，
.都
市
の
發
達
に
つ
い
て
、
こ
、
に
述
べ 

た
の
S
は
：異
な
る
說
を
主
張
し
て
ゐ
る.：)

日

く「
あ
る 

人
々
ヵ
北
，明
紙
例
に
つ
い
て
考
へ
て
ゐ
る
勿
く
和
市
が 

_ギ
レノド
を
作
つ
た
の
で
は
な
ぐ
、
都
市
を
作
つ
た
も
の
；
 

.は
，
ギ
ル
ド
で
あ
る
ミ
云
ふ
こ
で

」

を
主
張
し
な
け
れ
ば 

:な
ら
な
.

S

。
しVJ 。

さ
ぅ
し
て
都
市
は
、中
世
紀
の
終
宋
に 

至
つ
て
は
頗
ぶ
る
そ
の
重
要
を
增
し
た
の
で
あ
る
が
、 

始
め
か
ら
政
治
的
並
に
智
識
的
屮
心
地
€
な
つ
た
も
の 

で
.は
な
く
し
て
、
た
 >

便
宜
上
人
々
が
集
中
し
て
來
た 

場
所
で
あ
る
..ヒ
し
 
_
v/t
)
6-
。)

.
 (Art .and" Industry, in. 

Fourteenth 

century. 

CoIIect'ed 

Works, 

vol. 

22. 

P* 

309
3) 

•

:
中
世
紀
に
お
け
§
|»
|
!5
§
«

柯
ほ
一
解
の
發
M
を
遂
げ 

た
。
手
エ
業
0
生
產
.ヵ
が

鑛

し

て
_來
ぢ
迟
、
特

殊

室
 

藝
の
^
め
の
^
作
ド
'が
全
歐
洲
に
，設
立
さ
れ
て
廣
_
に 

ス
以
觀
わ
る
中
世
經
濟
生
洁
 

'第
六
號 

ー
0

三
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怨
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(

八
四
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雜

,錄

ゥ

中

q

r

A

•
屯
1
Kの
觀
れ
る
屮
世
烴
濟
生
渚 

第
六
鱗 

一
〇
四

お
け
る
.エ
_
の
蚤
範
圍
に
及
ん
だ
'。:'
か
く
て
耕
夫
.¥

も
少
な
か
ら
ず
發
見
す
る
こ
ご
が
出
來
る
。

产

ド
.は
英
國
#
落
並
に
.小
都
市
1<
お
け
る

最
重
耍
の
ギ
.

要
す
る
に
中
世
に
お
け
る«
(?
1
は
氏
族
的
土
地
所
有 

グ
ド
た
る
に
.至
.つ
た
o
こ
れ
ら
の
ギ
ル
ド
の
體
制
は
、中
團
體
で
あ
る
マ
ル
ク
制
度
の
直
接
の
子
孫
で
め
る
。
さ 

世
紀
的
则
體
の
典
型
に
形.

V」

つ
た
も
の
で
は
あ
る
が"

ぅ
し
て
權
勢
の
推
移
は
貴
族

——

商
人
ギ
ル
ド——

エ 

倚
ほ
そ
はH

藝
の
.微
細
な
る
部
分
に
于
涉
し
て
ゐ
る
。

E
ギA

ド
ビ
云
'ふ
の
♦か1

般
的
傾
向
で
あ
る。
?

フ
し 

.ギ
ル
ド
は
す
べ
て
法#
的
に
承
認
さ
.れ
た
01
體
で
、
そ_

|
:

て
ミ
れ
ら
の
團
體
は
、
中
世
社#
組
織
べ
お
い
て
は
、 

の
特
殊
の
規
則
の
破
壞
翁R
對
し
て
刑
罰
を
賦
す
る
權|

合
法
的
の
も
の
で
あ
つ
た
。
然
ら
ば
，

」

れ
ら
の
圃
(?
1
)£ 

能
を
持
.つ
そ
.：ゐ
、
且
つ
都
市
に
お
け
る
最
高
行
政
の
參—
貴
族
並
^
帝
王
？
の
關
.係
如
何
。

與
者
で
，あ
つ
た
。
中
世
の
後
溯
に
至
る
せ
、
彼

等

は

單

封

建

制

度

が

完

成

の

域

に

達

す

る

^
、
氏
族
的
マ
ル 

な
る
參
與
者
以
上
に
出
て
ゐ
る°
彼
等
は
從
來
の
貴
族
ク
制
度
は
を
の
獨
立
を
失
つ
て
、
莊
園
主
た
る
諸
候
の 

を
凌
駕
:0
て
市
政
の
實
_
を
提
つ
た
場
合
も
あ
る
。
.
例
支
配
す
る
ど
こ
ろ
ミ
な
つ
た
。ハ0
U
そ
の
體
制
ビ
W
W 

へ
-ば
:-
©
.十
五
世
紀
の
末
葉
に
當
つ
て
、
ッ|
リ
ッ
.ヒ
に|
の
大
部
分
は
、

ロI
マ
の
官
僚
政
^
1|
#
代
に
お
け
る
が 

お
け
る
'や
ン
ス
；

フ
^
ト
：マ
：シ
ど
云
ふ
も
ビ
輮
皮
エ
デ

火
ド
に
»
し
て
ゐ
た
41
名
な
町
民
が
權
カ
を
獲
#
し
、

，
な
か
つ
た
の
で
あ
る
0)

マ
ル
ク
が
そ
の
所
廳
の
土
地
€
 

以
前
*
族
ビ
デ
ル
ド
會
«-
ヒ
の
同
數
.：の
.割
合
で
.成
立
し
，
：
共 

そ
は
世
俗
並
に
靈
邠
の 

て
ゐ
^
委
員
會
を
貨
族
三
分
の
1
、:
ギ」

ル
ド
會
員
三
分
.

支
配
者
か
ら
新
し
い
特
權
を
獲
得
し
た
。

. 
れ
ら
の
特 

の
.二
の
割
合
S
し

C
し
ま
つ
た
。
か
う
云
ふ
例
は
他
に
' 

：權
は
、
領
主
か
ら
は
彼
等
の
軍
資
金
の
調
達
上
の
必
要

■

た
すv J

ビ
に
よ
つ
て
、
敎
會
か
ら
は
#
院
の
建
築 

,
費
並
に
口
i
 >

敎
會
そ
の
他
ビ
の
交
際
費
を
調
達
す
る 

こ
せ
に
よ
つ
て
購
は
れ
た；.
0
こ
れ
ら
の
ft
特
權
は
*
立
：
 

立
法
權
、貿
易
權
、
兵
役
免
除
權
が
を
の
、王
要
な
る
も
の
. 

で
あ
つ
た
。
^
ぅ
し
て
都
市
は
带
王
の
權
カ
の
增
大
を 

利
益…

じ
だ
。
何
皮
な
れ
ば
ぃ
帝
王
は
遠
隔
の
地
に
ゐ
て
、 

,都
市
0
直
接
支
配
者
よ
り
も
、
そ
の
權
力
的
干
渉
の
度

： 

が
少
な
が
つ
た
が
ら
で
あ
る
。

一
方
帝
王
の
側
か
ら
云 

ふw

、
そ
の
諸
侯
と
の
爭
鬪
に
あ

S

て
、都
市
に
自
由
_ 

體
を
創
設
維
持
し
、
こ
れK
よ
つ
て
家
臣
の
權
力
の
增 

大
を
牽
制
す
る
'の
利
益
な
る
を
感
ず
る̂

共
に
、
財

政j 

:上
か
ら
見
ャ
も
、
嫌
達
し
つ> 
あ
5:
都
市
の
生
產
は
諸| 

侯
よ
り
も
、
よ
い®
富
な
る
：財
源
€
し
て
彼
等
の
眼
に 

映
-わ
れ
の
で
あ
る
。
 

；

，中
世
都
市
の
獨
立
.の
過
程
は
旣
に
第
十一

if
t
ff
i
に
お 

:

い
.て
一
見
る
.ご
ビ
が
出
來
る
o
;
S
:
ぅ
し
て
第
十
四
世
紀
にI 

到
づ
て
を
の
頂
上
に
達
し
た
の
で
あ
つ
れ
。
最

初

の

英:

m

- r

六

餘

(

<

四
£

)

*

錄

V/

ヰ
リ
ア
ム
*

电
9

國
の
特
許
狀
は
工
ド
フ
ア
ド
吿
白
王
に
よ
つ
て
許
可
さ 

れ
た
"
佛蘭

！
！

に
お
い
て
：最
初
の
特
許
狀
を
得
た
の
は 

千
七
十i

一
年
のL

e

 

M
a
n
s

千
七
十
六
年
のCambrai 

で
、L

aon, Beauvais, 

A
m
i
e
s

の
諸
市
が
こ
れ
に
次 

ぐ
。
後
期
に
至
つ
て
は
王
自
ら
自
由
都
市
を
建
設
し
た 

:
も
の
も
あ
る
.。
即
ち
：.エ
.ド
ヮ
ア
ド
一
世
.の
如
き
は
*

V

れ
' 

で
、wiachelsea, 

K
i
n
s
t
o
n

 

u
p
o
n

 

Hull 

の
如
き
は
、
 

斯
く
の
如
き
都
市
の
一
例
で
t

 

oス
ペ
ィ
ン
に
あ
い 

て
は
旣
に「

西
ゴー

ト
の
法
典」

に
お
い
て
圓
體
を
確
然 

W

認
め

て
ゐ

る。最
湖
の
特
許
狀
は
千
一
一
十
年L

e
o
n

に 

與
へ
ら
れ
て
ゐ
るc

中
世

初
期
の
®

逸
に
お

い
て
は
"都 

市
は
皇
帝
の
臣
下
の
所
領
：で
あ
つ
t

そ
の
地
の
大
僧 

JE
K
よ
つ
て
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
。
獨
逸
に
あ
け
る
解
放 

の
過
程
は
、
先
：づ
第
十
二
世
紀
に
あ
い
て
市
民
が
僧
珥 

と
行
政
を
執
行
し
"
第
十
三
世
紀
に
あ
い
て
は
'、
賣
收
. 

.ま
た
は
暴
力
に
よ
つ
て
彼
等
を
驅
逐
し
、
か
く
て
全
帝 

國
を
直
接
支
配
す
る
目
的
を
達
：

a

た
の
で
あ
る
。

Z
の

C

Q
觀
れ
る
中
世
經
濟
生
活 

0

$

 

}

G3 I



第

十

六

饴

C

八
四
六)

雜

錄

ゥ

牛

リ

7

厶6
节
リ
ス
の
觀
|:

る
中
世
經
濟
生
活 

第
六
媿 

1
G

六

第
が
^

^
§
れ
る
^
、

•»
立
の
'都
帘
は
全
歐
洲
.に
おS

 

.
M史
：は
實
際
に
.お
い
て
中
世
紀
の
民
承
史
た
か
ら
で
あ 

て
最
も
自
由
な
I
の
で
あ
つ
た
。
さ
5
し
て
诋
&
に

都

る

'

」「

さ
ぅ
'し
：て
、
旮
の
始
め
か
'ら
社
會
的
0
も
の
'で
あ 

市

を
形
成
す
る
こ
^
に
ょ
つ
て
、
そ
の
：獨

立

を

確

つ
，
：
找
ギ
ル
人
ド
：
の

發

達

ば

中

世

：紀

广
 

保
し
化

の

で

あ

る

。
そ

の

内
ぐ
ン
ザ
同
盟
が
最
も
有
名
形
態
あ̂

つ
た3」

(Art and Industry in FOUTteenth 

で
-あ
つ
た
？
フ
ラ
ン
ダ
ア
'ス
に
，お
い
て
は
、
：
ェ
S
,
Rよ j 

-centgy.. CoUected-works, 

vot 

2
2. pp.. 

3S2I3-S3

る
生
產
の
偉
大
な
る'進
步
發
達
の
た
め
に
、
都
市
は
.理
.

■論
上
S

"
ぃ

て

重

.

I
つ
|

、，|

領
f

 |」

::

杭

©

^

る

だ

け

の

實

力

を

持

つ

て

ゐ

た

;0

:
. 

|

(

ベ
吾
令
は
旣
に
中
®
の
®

徵
，
そ
Q
ff
i
h會
組
®

*
に
：
 

-
P
,い

て

靈

す
.るv

こ
：ろ
が
あ
'つ
た
，か
'名
、4吏

ら

に

進j 

ん

t

¥
ル
：ド
內
部
に
^
け
る
.
®

B

生
活
を
.語
る
：順
序
.
|
ー
 

ビ
な
つ
t2
。(socialism. 

C
h
a
p
.

 

I
V
V

,-M
e
:
d
i
a
e
v
a
l

一
 

ひodety. 

pp. 

5
7
-6
2
.)

」

：：
中
世
の
ギ
：ダ
1'

內にお

け

る
生
活
は
：_

の
生：
活
で：
' 

あ
つ
た
。

「

ギ
ル
ド
の
®
源
を
發
達
ビ
に
關
す
る
歴
史
は 

.興
味
が
あ
るV

共
に
長
い
。
：何
^
な
れ
ば
、
ギ
ル
ド
の

日
-0
.
:
>へ：3
00
5)

け
れ
ざ
も
菩
々
、は
大
體
に
お
い
て
、
ギ
ル

ド
の
。
起

：源

並

に

發

：速

を

論

及

し

れ

か

ら

"

次

に

そ

の

內
 

部

：生

.
活
{:
0
:
^
て

述

：
べ
..や

ぅ

ぜ

思

，ふ

。

.

.

中

世

®

の

經

濟

生

活

は

今

日

の

そ

れ

ど
®

だ

異

つ
て 

ゐ

.る
f

故

に

多

く

の

人

，々

は

、

そ

の
差

異

を

考

へ
る
こ 

^

さ
.

へ

な

し

得

な

い
。

' 

ソ

ラ

y
ダ

ァ

ス

諸

大

都

市

，
に

お
 

，け
る
.H

t t

の

規

則

を

そ

の

代

表
'

的
例

證

€

し

て

取

ら
 

ぅ

。

何

ビ

な
.

れ

ば

、

機

_

的

エ

麻

殊

に

織

物

業

が

北

欧
 

中

最

も
.

^

達

し
.

^

^

>
」

.

ろ

だ
.
か

ら

で
■

あ

■る
o

そ
，
.の

.
勞

働
 

條

件

は

次

の

や

ぅ

な

も

の

で

あ

つ

た

。

'
一フ
親
方
は
そ
の
仕
事
場
に
三
人
以
上
の
職
人
を
使 

つ
て
..は
：な
ら
な
い
。

:
4

一、
、徒
弟
た
る
場
合
に
は
、
,
S
所
以
上
の
仕
事
場 

に
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
;

.

.

.

.

:三
、
へ
日
給
、一

P
の
勞
働
時
間
の
限
定
、
祭w
の
：休
業 

の
.決
定
。

:,
:
四
>
:
'個
數
拂
仕
事
の
場
合
に
は
、

一
ャ
ー
ド
幾
何
ご 

定
め
:■•'

l

日
：の
出
來
高
の
：最
，高
限
が
決
定
さ
れ
て
ゐ/£
.° 

.

.五
、
成
規
の
，公
共
取
引
以
外
に
、
：個
人
的
に
羊
毛
を 

腿
貢
す
る
>

2
は
許
さ
れ
な
い
。

六
、
菜
毛
を
混
合
す
る.】

ビ
.を
禁
じ
、:

最
良
の
英
國 

產
羊
毛
を
用
ゆ
る
も
の
は
、
そ
の
仕
事
場
內
に
他
種
の 

羊
毛
を
所
有
す
る
こ
？
を
禁
せ
ら
れ
た
。
：

> :

七
、英
國
並
に
外
國
產
の
布
は
販
賣
が
許
ざ
れび
ぃ

。

八
，
コ
ン
ミ
ユ
ン
へ

®
さ
な
い
勞
働
者
は
、
^
不
足 

で
な
い
»:
り
、
*
用
を
禁
發
ら
れ
た
。
，

-

こ
れ
ら
の
諸
規
定
並
に
そ
の
他
の
も
の
•は
V
主
^
し 

丫
勞
働
若
の
利
益
の
た

め

に

制

定

さ

れ

れ

ど

考
ふ
ベ
き 

で
あ
る
。
こ

の
他
に

尙
ほ
公
共
の
安
全
の
，た
め

に

规
定 

第

十

六

命

(

八
四
七)

:;
_

•:
錄

さ
れ
た
も
の
：が
あ
る'。
を
れ
は
次
の
通
リ
で
あ
る0
 

一
、
職
人
は
そ
の
職
を
，充
分
に
知
つ
て
ゐ
る
こ
ミ
を 

:

證
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
、

-

職
を
同
る
も

の

は

、

先

づ

徒

弟
す
し
て
、
次 

に
職
人
€
し
て
動
務
し
、
こ
外
動
務
を
終
へ
て
後
、
彼 

自
身
の
織
機
の
外
に
、1

ニ
臺
0
織
微
を
供
■へ
る
資
本
を 

調
達
す
る
こ
^
が
出
來
れ
ば
親」

方
/、

」

'な
る> 

 ̂V」

が
出
來 

た

資

本

_
9調
達
は
'通
常
の
場
合
；何
時
も
可
能
'で
あ
つ 

た
"三

、
織
巾
はJ

定
で
あ
つ
た
9

四
、
織
物
の
品
質
に
：從
つ
て
、
'綠
に
色
を
附
け
た
。
 

.

五
、
寒
冷
若
し
く
は
光
線
0惡

：：

いV

こ
ろ
で
、
仕
^
 

を
さ
せ
て
は
な
ら
a
'
.い
。

■
六
す
べ
て
の
製
品
は
試
»
を
愛
り
、
も
し
不
合
格 

の
場
合
は
製
作
者
に
返
還
せ
，ら
れ
、
製
作
者
は
割
金
を 

:

賦
せ
6
れ
る
、
合
格
の
場
合
に
は
、
合
格
章
を
.與
へ
ら 

れ
る
。(

A
r
t

 

s
d Industry 

in 

I

t-^
centllry. 

C
OJ—
<l-

第
六
啟 

一
O
b

ク
：ヰ
リ
ア
A

•
屯
i

ス
：の
'觀
^
る
中
世
經
濟
生
活



第
十
六
翁(

八
四
八)

_

錄

ゥ

牛

4
ァ
ム
*
乇
5 

ected w
o
r
k
s
*
v
o
l
.
22. 

P

Pハ00
ハ
ム
8
6ンリ

斯
く
の
如
き
規
定
の
下^
お
.い
て
：は
、
資
本
の
落
積 

は
不
可
能
で
ぁ
つ
れ。
冷
ぅ
し
て
常
時
に
お
け
る
產
業 

の
原
现
は
次
の
通
り
で
：ぁ
つ
れ
。‘ー
定
の
辦
要
ど
、
そ 

の
需
要
を
充
た
す
貨
物
を
作
る
製
作
者
が
ぁ
る
？
.も
し 

货
物
が
充
分
優
a
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば"
そ
れ
R
對 

.す
る
需
耍
は
51
ら
に
起
り
得
&
,い
。
.故
に
吾
々
は
そ
の 

品
質
を
最
善
：の
も
の
た
ら
し
；め
な
げ
れ
：ば
な
ら
な
い
。

^
ぅ
し
：て
"
そ
の
仕
.事
は
充
分
仕
事
に
..熟
練
し
て
ゐ
る 

人
々
0
間
に
分
與
^
.れ
な
け
れ
ば
な
ら
なS
。，
$
ら

 ̂

仕
亭
の
：優
康
を
保
證
す
る
：た
：め
に
は
、
*
富
な
る
生
活 

齋
料
^
閑
暇
を
持
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C

_
今
0
人
々
は
、
'か
ぐ
の
'如
き
狀
態
を
稱
じ
て
奴
隸
. 

的
1?
;
ぁ
る
ビ
云
ふ
。
然
る
に
、
歷
史
は
こ
れ
ら
の
勞
働
. 

激
が
決
し
て
奴
練
狀
態
代
ゐ
な
-か
つ
た
こ
ど
を
敎
ベ
て 

ゐ
る
？
も
し
、
そ
れ
で
も
奴
隸
狀
態
だ
と
云
ふ
な
ら
ば 

-
M質
の
衣
服
^
家
屋
ヰ
ま
^
な
る
休
日
を
得
て
ゐ
た
奴
_ ，ス

の
觀
.r;
ろ
中
世
經
濟
生
活
：
 

第
六
號 

一
o
八 

隸
狀
態
は
世
界
の
M

&
上
に
ば
こ
の
場
合
以
外
に
存
在
_ 

し
な
い
。
他
方
に
お
い
て
は
、
彼
等
の
精
神
が
奴
隸
狀 

態
に
あ
っ
た
^n

K

ふ
"
彼
等
の
組
想
が
狹
隘
な
る
範
圍 

に
お
い
て
動
い
て
ゐ
た
Z
ど
は
事
實
で
あ
る
o
け
れ
r 

I

も
奴
隸
狀
態
の
精
神
は
そ
の
俎
想
を
表
現
す
る
の
に
彼 

等
ほV」

自
由
で
は
な
い
。
彼
^
は
他
0
人
々
に
快
^
を 

與
へ
る
や
ぅ
な
形
態
に
お
い
て
、.そ
の
思
想
を
：表
現
し 

た
べ
そ
は
^

々
の
云
ふ
®
術
的
作
品
で
あ
る
。
然
り
、

|

中
世
紀
：の
生
產
者
は
常
に
*
術
の
製
作
に
從
事
し
た
。

'
こ
の
こ
ご
は
中
世
紀
，の
藝
術
：並
に
そ
の
勞
働
^
對
す
る 

關
係
を
深
く
研
究
し
农
も
の
の
否
定
し
得
な
い
所
で
あ 

\
る
。
常
時
^

あ
っ
て
栻
醜
く
い
エ
藝
品
ビ
云
ふ
も
の
が 

\
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
適
當
な
形
態
に
製
作 

せ
ら
れ
、
如
何
な
る
普
通
の
用
品
'
i
雖
も
、
裝
飾
せ
ら 

れ
、
を
の
裝
飾
は
美
し
く
、
さ
ぅ
し
て
創
意
的
で
あ
つ 

た
。
勞
働
者
の
心
は
、
そ
の
生
產
に
あ
い
て
完
全
に
自 

由
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
°
こ
の
®
の
生
産
は
特
別
の
こ

ビ
で
な
く
し
て
、
通
常
の
こ
ヒ
で
あ
つ
た
。
さ
ぅ
し
て
、

:
こ
の
®

術

的

の

エ

寒

が

中

世

紀

'の
崇
高
な
る
美
の
基
礎〈 

で
あ
つ
た
。(

A
r
t

 

a
n
d

 

Industry 

in 

14th 

century, 

pp. 

3
8
6
-3
8
7
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:

」

:;
.幸
：福
な
中
世
紺
の
生
產
者fc
も

苦

痛

は

あ

，
つ
：た

。

そ
：： 

れ
は
生
產
者
が
を
.の
支
配
者
が
ら
著
し
<

M迫
さ
れ
て 

ゐ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
生
產
者
の

：

勞
働
を
掠
奪
し
て
衣
パ 

食
し
て
>ゐ
れ
上
流
階
級
は
.、
社
會
の
生
產
的
部£

に

關

.
 

:

す
る
材
能
0;
不
足
か
ら
、::
:
'そ
：の
方
面
に
4
い
て
社
會
の 

進

步

に

貢

献

す

る

乙

€

が

出

來

な

か

つ

た

:.
°

と

同

時

紀 

:

彼
等
は
：政
權
を
握
つ
て
ゐ
た
の
で
、
不
斷
の
戰
爭
に
ょ 

へ
づ
て
、
彼
等
自
身
の
權
威
を
保
持
せ
ん
を
し
た
。ざ
ぅ
し 

.て

.そ
の
人
：民
に
國
家
僻
重
主
_
を
吹
き
込
ん
で
ゐ
た
の 

で
，办
る
。
か
く
て
眞
實
のtl
:
#ff
l
織
に
對
す
る
す
べ
て 

の
計
蕺
は
姐
害
せ
&
れ
M
の
で
.あ
つ
た
。
そ
れ
S
同
時 

に
當
時
の
刚
體
は
、
ょ
り.上
へ
い
狀
態
を
齎
ら
さ
ぅ
士
す
：

一
:
:第
十
六̂

(

八
四
九)

雜
-
:
:錄.
:ウ
ヰ
3
ア
ム
•モ
”

_
る
希
望
に
充
ち
て
ゐ
た
：も
の
.で
は
あ
つ
た
が
、
.尙
ほ
排 

他
的
の
も
，，の
で
あ
っ
た
。
ギ
ル
ド
マ
ン
の
簽
務
は
.，、

一
 

方
に
おS

て
は
彼
の
職
業
に
ょ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
、
他 

方
に
あ
い
て
は
、
そ
の
都
市
の
地
域
紀
ょ
っ
て
限
定
さ 

れ
て
ゐ
た
。
圓
體
を
形
成
す
る
意
志
は
t

.

j

に
發
生
し 

た
。
3

5
し
て
そ
の
進
步
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
交
通
の
機
關
が
缺
如
し
て
ゐ
た
.の
で
、
ギ
 ̂

..ド
の
人
々
は
すV

 

'て
の
外
來
者
は
對
し
て
、
其
小
®

® 

の
利
益
怂
保
議
す
る
や
ぅ
に
な
っ
た
。
ギ
ル
ド
メ
ン
が 

排
他
的
化
な
っ
た
の
は
，斯
樣
な
理
由
に
ょ
つ
て
ゐ
る
。

> J

れ
ら
のM

 VJ

が
.中
世
紀
の
共
産
主
義
へ
の
發
M
に
障 

«
を
興
へ
た
の
で
あ
つ
た
。(

>
r
t§d Industry in the 

fourteenth Century, 

p. 

38s

か
く
て
中
世
祉
會
は
ぞ
の
®

±
に
近
づ
い
た
の
で
あ 

る
。
千
三
宵
五
十
年
頃
に
至
づ
て
、
X
匠
ギ
ル
ド
は
、 

自
由
人
の
刚
體
ど
し
て
そ
の
最
高
潮
の
發
逑
を
成
し
遂 

げ
12
,便
宜
上> 
3
の
年
を
以
.て
、中
.世
紀
の
：前
半
が
終
末

ス
^
觀
れ
る
屮
世
經
濟
生
活

 

第
六
魄 

一〇
九



.:

第

十

六

烩(

八
®

Q

卿

-

錄

.
1ウ
中
M

ア
ム
？
？
V

ス
の
觀t :
-

る
中
世
經
濟
啦
活

を
告
げ
た
ビ
云
ひ
得
ら
る
る
。
隸
農
は
こ
の
'時
に
常
つ 

て
、
ギ
ル
.ド
並
に
自
由
都
市
の
典
險
に
伴
ふ
變
化R
順 

應
し
來
つ
た
‘の
で
あ
る
9

#
農
は
申
ばg

#

に
流
入
し 

.來
つ
：て
、
ギ
ダ
ド
に»
し
ヽ
::
.
.半
ば
自
由
人
ビ
な
.つ
て
土
‘ 

地
を
軿
作
し
た
：
こ
の
隸
農
制
度
の
崩
»
の
運
動
は
英 

國
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
ト
。
タ
ィ
ラ
ア̂-
^

H

y?o
r
ジ
3 

ン
•
ボ
ー

ル J。

ば p
td
p
一'-
-
*ジ
：ョ
ン•
リ

ス
タ

ァ
J
otJ
4
ロ Hister 

に
ょ
つ
て
指
導
さ
れ
た
百
姓
一
校
に
こ
れ
を
見
る
こ
ど

X

I
ル
ド
の
發
達
:e
解
放
せ
ら
れ
£

M

0

f一
 

へ
の
流
入
は
、
產
業
を
變
化
せ
し
む
る
他
の
：基
礎
せ
な 

づ
た
。
咿
世
紙
の
後
期
に
：お
：h
て
：は
所
謂
良
由
勞
働
者 

で
あ
る
職
人J

o
u
r
n
e
y
m
a
n

が
現
は
れ
た
？
銳
方
^
そ

.
の徙弟の外に、特

«

の
：な
ぃ
自
*
勞
働
者
が
仕
事
. 

場
.に
働
く
こ
^

^
な
つ
^
。
け
れ
^
ぎ
、こ
れ
ら
の
自
由 

.勞
働
者
は
ギ
ル
ド
に
属
し
で
ゐ
だ

。
殊
に
獨
逸
で
は
職 

人
ギ
ル
ド
は
甚
だ
重
要.な
地
位
を
占
め
で
ゐ
て
、
中
央

筋

六

號

一

1
〇 

歐
洲
全
體
に
涉
つ
て
交
涉
を
持
ジ
て
ゐ
れ
の
で
あ
つ 

た
。
職
人
が
め
る
都
市
の
ギ
ル
ド
に
至
る
ミ
、
ギ
ル
ド 

は

彼

の

た

め

に

生

活

資

料

を

供3
ぅ
し
て
職
を
提 

供
し
た
，
英
國
に
お
い
て
は
、
職
人
ギ
ル
ド
は
®
だ
發 

|

達
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
だ
。
そ
は
あ
ま
り
出
現
の
時 

機
が
邇
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
o
ギ
ル
ド
の
會
員
が
特
權 

I
:

あ
る
注
產
者VJ

な
つ
て
か
ら
"
彼
等
は
現
時
の
ブ
ル
ジ
ョ 

,
ァ
#
1!
の
，基
€

を

作

っ

た

。
、
千

四

]?
五

十

三

年

に

ト

ル

I
:

コ
人
の
た
め
紀
ヽ
ノ
コ
ン-ス
タ
ン
，チ
ノ
丨
ブ
ル
が
占®
せ 

I.

.ら

...
れ
、
、
そ
.の
.結
.
^
,
^
し
て
古
f t
,ギ
...リ
シ
ア
.文
書
の
._發
：：
 

見
e
な
6 

’ 

.

か
く
し
セ
中
世
敎
會0
迷
信
以
外
に
新
し 

.S

復
典
の
學
間
に
對
す
る
海
望
は
起
ヤ
て
來
た
。
さ
ぅ 

j
し
て
千
四
百
七
十
年
以
後
に
お
い
て
は
、、
新
印
刷
術
の 

'■'V

發
明
€
共
に
學
術
思
想
の
條
播
は
著
し
い̂
の
が
あ
：つ 

:
た
。
かV、
て
す
ベ
て
が
中
世
社
會
か
ら
近
代
商.業
：1
:
: 

會
へ
の
變
.革
^
準
備
せ
ら
れ
た0
,で
あ
0
た
。(social  

H
s
m
,
-.
-
.
n
h
a
p
,

.'

.
'
.
v
r
. 

T
h

e

w
n
d 

of  t
h
e

:/M
i
d
d
I
e

 

A
g
e
s
.

,-

pp. )

o
<r
I〕

.第
十
六
世
紀
の
初
葉
に
お
い
てH

Eギ
ル
ド
は
創
設 

當
時
：の
意
_
を
失
つ
て
來
た
。
H

Kギ
.ル
ド
ば
、
，そ
の 

初
：め
じ
お
い
て
は
平
等
の.エ
E
の
園
體
で
'ぁ
つ
て
、
fe 

等
.自
身
の
選
擧
し
た
役
人
ね
ょ
つ
：て
支
配
せ
ら
れ
た
も 

，の
で
、
^
の
規
定
の
ぬ
&
も
 

> 
明
か
に
資
本
主
義
の
勃一 

:興
を
抑
へ
る
も
0
で
ぁ
つ
た
<例
べ
ば
、
フ
ラ
ン
ダ
ァ
ス
一 

の
織H

ギ
ル
ド
の
如
き
は
、
.親
方
の
所
有
す
る
織
機
を
一 

四
畫
に
制
限
し
た
/ 

3ぅ
し
.て
ギ
ル
ド
內
部
に
：'あ
け
る
一 

人
々
の
_
劣
は
|
:時
の
も
の
で
、
す
ベ
て
の
徙
笫
は
一
一 

定
，の
期
間
に
お
い
て
親
方
な
る
こ̂
を
科
た
。
然

る

にI 

今
や>

T

の
狀
態
は
變
化
し
hて
職
人
は
使
用
人
ヒ
な
つ
て，| 

表

は

：れ

：
た
0
で
ぁ
一
るo
;入
會
金
も
貨
幣
價
値
のT
落
を
：
|
 

«
ふ
以
上
に
增
飯
さ
れ
た
'
,そ
は
エ
E
の
刚
體
に
お
い
.
 

て
必
要
な
る
經
費
を
支
辨
す
辱
程
度
で
は
な
く
し
て
、

»
占
會
社
め
株
式
を
購
入
す
る
程
度
に
達
じ
^
。
要
す 

る
に
第
十
六
世
紀
の
中
葉
に
茧
つ
て
は
，
ギ
ル
ド
は
；一

第
十
六
，翁

(

八
五1〕

離
.
錄
.

ウ
キ
リ
T:
‘ム
5
4

植
の
勞
働
を
使
用
す
る
資

本

家

の

_

體
V

化
し
.允
の
で 

あ
る
:0
,
か
ぐ
て
、
こ
の
狀
態
か
ら
寒
全
な
る
資
本
的
蹄 

«
に
進
展
ず
る
.の
に
は
.
'、.
單
に
外
部
的
條
件
を
0
み
必 

要
ビ
し
纪
.の「

で
あ〗

つ
た
。
商
業
の
.發
達
に
伴
つ
て
、
そ 

の
’進
步
に
.必
.要
の
微
關
で
あ
る
ニ
つ
0
階
.級
"
0

S
 

ン
本
家
伫
卧
曲
勞
働
翁
於
ギ
^
ド
の
內
か
ら
生
れ
た
。
中 

::

世
紀
の
商
響
に
は
' 
何
等
資
本
主
義
的
交
易
が
存
在
し 

な
か
，つ
が
。
•
地

方

的

市

場

の

需

要

^

へ

直

接

の

物
"々
.
'交 

換
ま
?2
は
諸
地
ガ
1
&
.餘
嫌
生
辭
物
の
販
賣
に
ょ
つ
，て
充
：
 

足
さ
れ
て
ゐ
だ
9
ご
れ
“

の
狀
態
ば
y
す
べ
て
5

し
；
 

て
、
‘值
界
的
市
場
が
形
成
^
れ
Is
o
さ
'ぅO

で
す
ベ
で 

:
の
商
品
ば
J
こ
の
市
場
を
51
:

_
じ
> 
こ
の
新3

い
商
業 

を
經
營
す
る
忆
め
に
、
商
人
階
級
が
、
中
世
紺
の
秩
序 

立
つ
た
社
會
の
破
壊
の
後
に
.、

發

生

し

て

、

權

ヵ

を

.振
 

つ
た
。
か
く
て
コ
ン
ス
タ
.ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
の
醛
落
後
三 

十
年
に
し
て
ァ
：.メ
ス
ヵ
*
陸

ぼ
#
見
せ
ら
れ
、
希
望
峰 

を
員
る
印
度
航
路
は
發
見
せ
ら
る
る
>5:〈

に
、
新
典
の 

々
0
.觀
?:
る
中
世
經
濟
决
访 

.第‘六

.
^
.
.
:
一
一
一
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第

十
六
卷
.

(

八
五
5
_ 

:
雜

:-
、
錄

：
：
：
健
康
保
險
運
勋
の
某

商
業
は
，甚
だ
し
く
刺
激
せ
ら
れ
>
*
時
の
都
市
以
外
に 

_幾
多
の
商
業
都
市
の.：發
生
：を
見
れ
。
封
建
的
諸
侯
は
そ 

の
地
方
的
政
權
を
維
持
す
る.」

は
す
し
て
、
强
大 

な
る
：近
世
的
國
家
の
ー«
域

：た

る

に
.至
つ
た
。(soda;-  

H
s
m
,

 

c
h
a
p
.

 

V
L

 

pp.  

72
-7
4
).  

\ 

か
く
て
生
.產
者
の
勞
働
を
急
速
に
完
了
せ
し
め
る
や
一 

ぅ
な
應
迫
を
加
へ
ず
、
徐
々
ご.注
意
深
く
仕
事
を
遂
行：|  

し
、
極
度
の
分
勞
を

：避

け

て

、一
物
の
全
體
を
製
作
せj  

し
め
、
勞
働
者
ざ
全
能
カ
：に
應
じ
て
そ
の
，智
識
を
開
發
' |  

せ
し
め
、
さ
ぅ
し

て
勞
働
を
»

術
化
し
た
中
世
の
經
濟\ 

生
活
は
去
つ
て
、
利
潤
の
紅
め
に
生
產
し
"
市
場
あ
つ 

七

、
人
間
あ
る
を
知
ら
ざ̂

近
世
的
商
業
主
義
が
.
れ
一 

こ
た
つ
た
の
で
あ‘る
o「A

r
t

 u
n
d
e
r  

plutocracy'  C

l
ected

.
w
o
r
k
s
.
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l
.
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ニ

•
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五

•

稿

了)
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：
 

:

•ド
'
'
.
: 

■

0 

笫
六
媿 

一1

ニ

健

康

保

險

運

動

の

基

調
.(

四
、
完)

• 

®

,

乾

治

六

以
上
.述
べ
た
る
如
く
現
在
行
は
れ
て
ゐ
る
諸
機
關
で 

は
、
十
分
な
る
手
當
、
敗
政
上0
保
職
、
疾
病
の
防
止 

‘

に
對
し
て
期
待
す
る
が
如
き
效
果
を
擧
げ
るこ
ビ
は
出 

y

來
な
ぃ
。
然
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
醫
親
及
び現
金
を 

給
付
し
、.
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
管
理
の
下
に
、
勞
働
者
、 

傭
主
、'.
,

國
家
の
三
者
の
共
同
出
相
に
よ
つ
.て
維
持
せら 

る 
> 
廣
沉
な
强
制
的
健
康
张
險

(
c
o
m
p
u
l
s
o
r
y

 

H
e
a
l
t
h

 

:'i  

Insurance)

に
よ

つ
て

、

よ
く

達
成
す
る
^
ビ
が
出
來 

一

.る
。
然
一
から

ば

'
强

制

的
健
康
保
險
は
、
如
俯
な
る®
に 

於
い
て
慨
の
機
關
よ-
も̂
優
れ
て
ゐ
る
か
。
如
何
な
る 

方
法
に
よ
つ
て
^
« 5
者
の
耍
«

で
充
し
て
ゐ
る
か
。
如 

何
な
る
經
營
を
以
つ
て
進
み
つ‘、
あ
る
か
。
ま
た
如
何

な
る
效
采
を
疾
病
の
防
止
に
對
し
て
有
す
る
も
の
で
ぁ 

る
か
。
こ

れ
等
の
問
題
に
：答
へ
るこ
ど
は
、
取
6

4直 

さ
^
健
服
保
險
運
動
の
®:
徒
の
、
3
ぅ
し
て
ま
た
最
も 

宽
耍
な
る
很
本
见
想
を
明
か
に
す
るこ
^
に
な
る
。

,
I
、

强

制
保
險S

他
の
孰
れ
の
方
法
も
有
た

\ 

なS

長
所
を
有
つ
て
ゐ
る

 

\ 

;'
强
制
制
度
の
卞
に
於
ぃ
て
は
"
，他

の

方

法

の

下̂
於

s 

い
て
有
效
に
解
決
す
る
乙
ど
，の
出
來
な
い
、
保
險
に
關
一 

す
る
ま
耍
な
る
財
政
上
並
び
に
雛
營
上
の
問
題
が
解
決
:'\ 

せ
ら
^

る
'

V

 

' 

(

;

.っ j

一

、

ふ

 

|

い
4

、
總
’

か
勞
修
か
に
對
す』

保
險
、
で
ぁ

瘐
病
の
時
に
方
つ
て
保
謎
を
最
も
多.く
必
要
S
す
る 

人
々
を
，
任
意
制
度
に
於
い
て
保
險
す
るI

Sの
阁
雛 

»
、：
米
國
R
の
み
特
別
に
存
す
る
.も
の
t
は
な
；い
P
英 

國

の

如

き

，ゆ

友
1:
組
，合
友
び
勞
働
組
合^
ょ
.づ
1:
.̂:

任

,
第
十
六
怨' 
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