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s
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I
n
d
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H
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of 
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M
i
d
d
'
e
:
A
g
e
s

は一

の
興
低
を
傭
へ
た
#
他
，て
あ
る
。
其
ホ
：は
i
 

に
一
且
つ
て
、
巾
训
爽
國
の
農
業
收
苹
業
商
榮
を
除
く 

ゆ
ど
總
ベ
て
の
淹
業(

微
山
漁
業
述
糖
業
苗
る
ま
で〕

に
就
て
れ
敦
別L

L

說
明
が
な
さ
れ
て
，ル

"
る
？
其
最
後
の
章
は
廣
く
各
秘
の
苑
業
を
槪
觀 

し
て
生W

し
て
工
業t

本
础
に
.闘
す
る
生
要
ぽ
则
を
槪
說
し
も
の
.あ
る
。H

リ
ザ
べ
'

ス
時
代
前
の
英
國
工
業
生
ほ
の
生
要
特
徵
の
概
的
說
明 

得
ん
が
た
め

L
L

該
章
所
説
の
大
要
、-

し
て
本
文W
な
し
わ
の
で
あ
る
0

:
 

I

 

.
"
ベ
：
.
 

:
.

’

 

.

.

槪
言
す
れ
ぱ
中
世
英
國
のH

業
統
制
は
外
部
的
絲
制
即
ち
譲
會
或
は
都
市
の
立
法
に
よ
る
統
制
か 
> 

成
は
ク
ラ
ス
，
 

ト
♦デ

ド
に
よ
る
內
.部
.的
統
制
の
孰
れ
か
で
あ0

た
.
"此
兩
者
は
其
目
的
が
消
費
者
主
或
は
職
人
の
锻
護
：に
在 

'る
か
に
從
て
更
に
之
を
細
分
す
る
こ
ご
が
出
政
‘
‘る
吾
人
は
又
特
別
税(subslches

ッ
，藤
®
、
入
ォ
®
等
の
收
入
を 

nil

的
>
/

」

し
た
る
立
法
を
も
全
然
無
視
す
る
'こ
ご
は
.出
来
な
'い
。

ク
ラ
7
ト0

ギ
ル
、ド
を
認
可
せ
る
第
十一

一
世
紀
に
励
許
狀
は
、：
該
職
業
に
何
等
か
の
統
制
を
行
は
ん
ぐJ

す
る
よ
リ 

は
、
儿
f
f
l合
よ
り
一
定
年
收
入
を
得
る
こ
マ

J

を
其
目
的V

せ
る
も
の
ざ
見
る
の
が
.寧
ろ
H
し
い
で
あ
ら
ぅ
。
第
十

三
世
紀
£

>
け
る
織
s

f

格
令
及
I

麥
酒
公
i

f

 

s
布
は
i

の
1

^

き
考
へ
ら
れ
る
が >
 

孰
れ.
s
合
に
I

I

を

課

し

た

る

も

箱

の
i

を

採

 

■

 )

,:
 V

り.

、 -

つ
す
、
へ
ン
リ
丄
こ
世
の
治
世
に
於
け
る
都
會
の
發
達
富
裕
な
る
商
人
階
®.
の
®
與
は
ぎIfam

st  

を
生
せ
し
め
"
自
か
ら
骤
多
の
商
1

制
を
注
せ
し
め
ね
れ
ご
も
商
業
に
刷
し
て
は
益
に
論
じ
な
い
。H

、
ド
ブ
，
ド 

ニ*仏
は
*

r'̂

駒
#.物

エ

途

を

頻

に

法

今

を

出

し

て

織

物

工

業

獎

勵

に

君 

ニ

ニ

，
.
^
九

年
 

に
於
け
る
■

病
は
中
世
史
上
の.
一
大
事
f

シ
て
£

の
？

減
少
せ
し
め
t

i

者
の
市
s

f

高
か
ら 

し
め
力
れ
ぱ
> 
之

等

者

は

直

ち

k
高
き
賞
艱
を
要
求
し
て
其
目
的
を
達
し
た
。
議
t

直
ち
に
i

匠
が
黑 
<匕 

病
發
i

に
受
け
た
る
賞
銀
よ
，
.
T
v
l
f
賞
銀
を
受
く
る
こ
ご
禁
じ
な
る
勞
働
者
法(s

it
e

 of  Labourers)

を
制 

定
し
て
之
に
M
じ
た
。
此
法
は

i

l

®

の
S

S

法
な
れ
f
 
* 
i

i

者
S

じ
<

i
®

l

を
與 

ふ
ダ
者
を
も
をS

し
て
履
主
が
自
己
の
職
人
を
富
裕
な
る
織
爭
者
®
ね
め
に
奪
は
：.る
る
こ
ど
を
防
が
ん
も
し
た
。
 

從
て
吾
人
2

る
所
を
以
て
ず
れ
ぱ
ぎ
法
令
は
！
部
は
資
本
家
が
i

のS

を
I
:
せ
ん
こ
I

恐
れ
、J

に
は 

之
等
§

か
統
制
し
得
ざ
るli

到
ら
ん
こ

ご
を
恐
れ
た
る
に
因
る
も

の

で

あ

る

。然

る

に

該

法

合
こ

反
し 

て
5

は
永
ぐ
依
然V

J

^
て
高
率
を
保
ち
た
る
も
、
之
は
決
し
て
該
法
蠻
の
S
t
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
0 

容
職
な
ぐ
S

者
を
I

す
る
I
s

:

i

5

る
I

f

も
な
し
難
く
’
少
S

S

S

し
？

と
て
違 

反
を
止
す
る
こ
マ」

は
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

‘
 
|.

雜
の
後
は
工
匠
5

位
狗
上
せ
る
S

時
に
H
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1
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公
的
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位
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？
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巾
世
英
國
工
業
統
制
の一

解
認

第
'七
號

九
西

輝

の
多
く
は
保
護
を
求
め
て
、
宽
大
に
之
を
與
ベ
ら
る
を
常
、と
し
た
。
保
#
政
策
の
悪
弊
た
る
货
物
の
品
質
下
落
價
格 

騰
貴
等
は
多
く
國
家
並
に
市
政
官
廳
に
よ
る
品
質
價
格
の
赖
制
に
よ
ね
て.
防
過
せ
ら
れ
た
れ
ダ
-も
時
に
消
数
者
め
餐 

起
を
生
せ
し
め-̂
o

.多
廣
の
锁
愈
に
よ
る
法
令
.の
多
く
は
生
激
者
を
.保
護
し
た
る
も
.ぱ
毅
孝
を
‘保
譲
す
る
法
个
は
又
广
一
層
多
し
' 

®
に
過
去
を
讚
美
す
る
激
は
、中
世
の
職
人
は
仕
事
そ
の
'も
の
を
愛
し
て
立
膝
な
る
製
作
を
な
し
ぶ
し
て
粗
漏
の
ま 

事
を
な
さ
ざ
<
し̂
も
の
，/

」

想
像
す
る
こ
ビ
が
多
い
。
異
實
を
誤
ま
る
こW

之
よ
り
大
な
る
は
な
い
の
で
あ
る
。

ド
ン 

ド
.ン
の
パ
ン
燒
職
人
が
B
客
の
目
前
に
て
搜
粉
の
大
部
分
を
巧
妙
な
る
仕
掛
に
よ
"
て̂
盜
み
"
或
は
又
織
物
を
能
ふ 

り
ゆ
張
し
、
.巧
み
に
折
题
み
て
艰
现
を
隱
し
、
‘
R
質
の
織
物
ビ
劣
等
の
も
の
を
接
ぎ
、
顧
生
のi

見
ひ
た
る
上
等
織 

物を全部物換

/
、
或
は
不
正
の
度
量
衡
を.

S

ひ
て
貨
物
を
賣
却
す
る
等
其
他
決
し
て
少
な
く
な
い
の
で
め
る
。

第
十
六
世
紀
中
葉
以
前
に
あ
ら
て
は
、
識
愈
の
注
意
は
主
ビ
じ
て
織
物
貿
易
に
集
中
さ
れ
、
種
--な
る
條
例
の
前 

文
は
當
局
者
有
力
な
るH

業
家
は
結
局
正
直
が
最
良
の
政
策
な
る
こ
と
を
認
め
た
る
こ
‘ご
を
示
し
、
ク
ラ
ブ
ト
®ギ
ル 

ド
も
亦
英
國
産
®
柳
が
海
外
に
於
て
不
評
な
る
に
鑑
み
て
、
其
利
害
に
マ」

シ
て
高
度
の
技
術
を
維
持
す
る
こ
ど
の
重 

要
な
る
を
認
め
、
其
目
的
の
た
め
，に
都
市
官
憲v>

忠
實
に
協
力
し
、
多
ぐ
の
大
陸
諸
國
に
見
た
る
所
に
比
し
始
ご
軸 

蝶
な
く
し
て
協
力
し
た
の
‘で
あ
つ
た
。

ク
ラ
ス
ト
•ギ
ル
ド
が
存m

す
る
に
到
シ
し
徑
路
は
如
何
に
も
せ
よ.
、第
十
二
世
紀
中
葉
以
後
其
數
*と
勢
力
ざ
を
增 

し
て
来
セ
の
で
あ
る
。
此
間
ブ
資
本
家
、
富
裕
な
る
商
人
は「

ギ
ル
ド
®
マ
，
チ
ャ
ン
ト

」

に
よ
-
^
て
旣
に
都
市
に
對 

し
て
寡
®
政
治
の
權
力
を
掌
振
し
た
れ
ぱ
ク
ラ
ス
ト
"
"
ギ
グ
ト
を
し
て
從
屬
的
池
位
に
在
ら
し
め
^̂
都
市
官
齋
は
ク
ラ

IIP

hhr̂ ,’-fr 

I ..い

フ
トs

し
諸
»
の
规
#

1

し
ク
ラ
フ
ト
が
I

I

I

た
め
に
作
成
せ
：る
I

も
市
會
',

§
1
1)

こ
よ 

h,
て
廣
I

れ
た
る
場
合
の
み
適
法
の
も
の
ご
な
た
。
ギ
ル
ト
に
對
し
て
は
厳
重
な
.る
f

を
な
し
，
I
だ
者
の 

I

I

一
 
般
の
S

I

の
た
め
に
s

i

る
手
段
を
施
し
た
れ
f

、
都
市
官
愈
は
其
職
業
內
部
の
i

f
 

支
®
は
キ
て
に
委
し
、
従
て
工
匠
は
他
の
同
業
者
に
對
す
るg

係
に
於
て
は
1

b
ro

th
er

な
サ 

以
外
の
者
に
對
し
て
はto

w
n
sm

s

で
あ
つ
た
。
 

i‘
 
'

ニ

t

者
の
*

れ
ぱ
f

ぐ
便
格
の
取
歸
は
最
も
重
要
な
る
問
題
で
あ
9
た=

原
料
品
の
慣
格-
^
需
S
 

y

に
よ.C；

て
？
.0.

多
ぐ
の
制
规
取
線
を
容
る
る
に
由
な
か
つ
た
が
、
2

一
 
三
五
五
年
に
は
議
S

鐵
I

格
引

T
0
^

1

。。

びg

i 

こ

命
じ
て
？

に
I

s

l

l

f

し
め
た
。
m

s

マ
ナK

)：

は
I

材
料
I

I

肉
頻
等

の
人
爲
的
價
格
t

を
防
f

ん
が
た
，め
に
常
に
手
段
を
f

て
居
た
。
賈
お
入
先.
買
商
人
卽
ち
I

が
市
場
こ
刹 

4

せ
ざ
グt

i_

買
収
り
て
黑
を
翁
上
げ
®
利
を
討
る
者
は
，

j

般
に
惡
人V

目
せ.
、ら
れ
た
。
频
難
麥
'S
の
如
き
製
造 

食
狗ns

に
あ
ク
て
は
其
僧
：格
は
自
か
、ら
原
料
の
®
格.
に
よ
1 
し

定
め
ら
れ
、
ま 

:

A
t
よ
つ
て.
支&

さ
れ
て
居
た
。
工
匠
は.
合
理-
的
の
S
#
を
以
て
满
足
す
ぺ
さ
も
の
，に
し
て

>.
其
蹄
人
の
ほ
發
的
K

* 
ノ t 

i 

*
/
r
 ̂A 

, 

••—I

_ 

k
p 

 ̂

 ̂
i 

I 

♦

^
料
品
に
ぁ
る
は
其
I

s

か
I

料
の
I

に
ょ
4

定
め
ら
れ
、
又 
一f

i

-

ょ
つ
て.
支Sn

さ
れ
て
居
た
。
工
匠
は.
合
理-
的
の
S
#
を
以
て
满
足
す
ぺ
さ
も
の
に
し
て
>.
其
獨
人
の
ほ
發
的
K 

じ
て
私
？

？

ぺ
か
ら
？

云
ふ
原
則
は
常
に
各
地
，方
l

i

則
に
現
は
れ
て
f

。
f

一
 
三
六

製
造
販
賣
を
な
す
べ
き
こ
さ
命
言
れ
た
f

も
の
で
ぁ
る
。
 

:  

‘

, 

- 

' 

- 

、

'

.

'

.

. 

.
- 

.

.

鎮
u
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譯

s

十
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x

九
四
リ
.

ホ
1

國i

統

九

六

，

5
^

格
め
叫
®
ざ
密
接
な
.る
關
係i

i
>
9

る

銀

0
拙
，®
で
あ
を
。
中
世
の
經
濟
學
者
一
は
職
業
の
特
定
部
門
に
從
事 

す
る
總
べ
て
の
人
は
同
類
の
：R
銀
を
支
拂
は
る
べ
き
：も
の
ど
云i

ラ
ス
キ
ン
流
の
理
論
を
認：©

て
居
：た
や
ぅ
で
あ
る
。
 

を
職
業
に
は
親
方
"
職
人
、
手
傅
等
®

-
の
階
級
あ
れ
ざ
も
其
階
級
內
に
於
て
は
：、
少
く
ヒ
.も
或
る
ギ
ル
ド
又
は
都 

,

市
常
®
の
交
®
植
成
內
に
て
は
V賞
銀i

f

は
一
走
レ
て
居
た
。魔
銀
は
常
に
個
數
*
及
び
時
問
拂
の
！
一
方
法
に
よ
つ
て 

‘ま
拂
は
れ
"
勞
働
時
旧
は
職
業
>
所
、
時
代
の
：相
萬
に
よ
力
不
同
な
る
も
"
槪
し
，て
長
か
ウ
た
。
例
令
、
第
十
五
世 

組
R B

e
v
e
r
l
e
y

の
雞
築
業
の
作
業
は
夏
季(

復
活
祭
よ
.
Q八
月
十
五
.
0
ま
で)

に
は
キ
前
照
時
に
始
ま
た
牛
後
七
時 

に
及
ん
だ
。
尔
前
六
時
：に
す
；A
分
の
休
憩
"
八
ゆ
に
朝
食
の
た
めm

十
分
"十

1

時
y

s

£
の
た
め1

時
間
半
、
，
 

华
後
三
時
に
斑
に
三
十
分
の
休
憩
が
あ
つ
た
。
冬
季
に
は
拂S

よ
ね
：薄
暮
ま
で
作
業
し
午
前
九
時
に
H
十
分
の
朝
愈 

時
間
、
正
午
に‘1

-
I
n
、

キ
後
三
時
に4

-
五
分
の
休
憩
が
與
へ
ら
れ
わ
。
第
十
吗
世
紀
朱
の5X

シ
ド
ン
の
®
沿
職
は 

沸
碟
よ
.

OV

尔
梭
九
時
ま
で
働
さ
、
唯
十
一"

十
二 
>

一
 

月
の
み
は
午
前
六
時
よ
ゥ
ギ
後
八
時
ま
で
を
勞
働
時
間VJ

し

ね
。
 

,

.

.

:
' 

•
:

:

働
時1

1

の
長
き
こ
に
對
し
て
比
峻
的
休
日
の
多
か
つ
力
こVJ

を
擧
げ
な
け
れ
ば
な
，ら
な
い
。
日
曜
日
"
*
總
べ 

:

S

大
祭
日.

又
敎
會
の
献
堂
紀
念
日
の
如
&
様-
^
の
其
場
所
の
祭
典
の
に
は
作
業
を
行
は
す
、
土
®
H
及
び
祭 

"
一
典
の
前
け
に
ほ
通
當
你
業
は
四
時
又
は
其
前
に
終CV

た
。

-

-
夜
業
禁
北
の
规
則
は
絕
え
す
總
，ベ
て
の

®
瀬
のH

業
R
存
在
し
た
。
其
理
由
'ビ
し
て
は
、
何
人
も
液
間
に
は
到
®

:
晝
叫
ビ
同
藤
に
巧
妙
な
，る

#
業
を
な
し
得
す
> 
且
つ
多
く
の
職
業
R
於
て
は
夜
業
は
隣
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
其
上

額

顔

め

，̂

!

旧’g  
ねド "；；̂

り；

2!/M
3^

rn  

~

J

4

っ
た
。
"
 

'
 

. 

'
 

•

中
：̂ 
^
檢
#
!

®
督
ホ
度
は
S
I
上
に
於
て
蟲
際
上
に
於
で
も
極
：め
て
徹
底
的
0
も
®
で'あ
つ
た
と
®
は
‘れ
る

0 

度
®
銜

食

料

品

織

物

、
鞭
皮
等
の
檢
査
は
通
常
、
市
長
或
は
き
相
當
す
る.
驚
有
司
の
權
：に
働
し
地 

於
て
は
マ
ナ
ァ
S

S

し
た
。
而
も
、
通
ぜ
他
の
5

者
に
つ
い
て
は
、

又
多
ぐ
織

I

に
皮
革
の
業
の
如
，̂ 

に
於
て
はt

長.
は
檢.
森
督
石
の
任
務
を
ク
ラ.
ス
ト..
ギ
ル
ド
の
組
合
員
'に.
し
て
其
目
的
'の
た
め
に
選
任
宣
誓
せ
る
者 

に'
 
委
託
し
た
0
製
品
が
數
個
の
厕
に
*
係
も
る
場
合
に
は
其
各
職
の
代
表
者
等
に.
對
じ
て
合
同
檢
森
權
を
與
ふ
る
贈 

は

し

で

き

ち
I

A

は
其
仕
事
き
於
て
，
或
は
店
頭
S

し
た
る
時
か
に
I

腐
品
を
ま
f

て
不
正
：の
製 

f
 
w
收
す
る
こ
，と
が
出
S

。
沒
收
品
S

却
す
る
か
貧
民
に
施
さ
れ
、
i

のB

匠
に
は
科
料
に
處
し
、
或
は

架
刑
を
課
し
、
ぜ
常
習
犯
S

な
る
時
に
I

I

ま

i

し
だ.

不
正
I

I

住
の
出
處
I

に
す
る
に

便
す
る
が
た
め 
> 
各
種
の
工
匠
は
自
己
の
商
品
じ
各
自
の
商
機
を
附
す
る
J

を
命
せ
ら
れ
ち.
£,

の
都
t
に
於 

て
は
行@

人
等
以
外.
の
各
職
業
に
ウ
き
其
場
所
を
そ
れ
ぞ
れ
分
離
'限
定
せ
し
む
ふ
習
W
廣
ぐ
行
は
れ
，な
る
た
，め
檢
直 

方
法
は
著
し
く
簡
扼
さ
な
◊.
得
た
。
各
職
業
の
位
置
の
分
離
割
，當
は
市
場
：

.
に
於
て
は.
i

嚴
重
は
行
，は
れ
た
。

職
業
が
各
あ
5

地
城
の
み
に
限
：ら
，る
る
i

じ
ぐ
，.
工
匠
か
自
己
の
#
業
め
み
だ
限
ら
ユ
で
居
た
0

一
 
三」

、

四
5

布
の
法
♦
に
よ-
^
て
職
人
は一 :

の
職m

istery  or  Cra3
:

の

み

に

從

事

す

ま

も0
す
，̂
言

れ

、
f
 
® 

造
、
|

燒
，梳
毛-
®
績
或
ぱS
 
t

:

S

の
職
入
5

て
働
く
i

人
に
對
じ
5

み
例
外
を
設
け
た
0: J'

交 

が
ぎ
は
諸
職
業
殊
に
類
似
の
職
業
を
分
離
せ
し
む
る
に
f
 
*
同
'盟
獨
占
‘の
發
生
t,

货
物
の
供
給
：を
左
お
：し
て 

I

の
維
持S
I
.

の>  
I

を
避
け
ん
が
た
め
で
あ
つ
た

◊:
而
も
此W:

股
的
原
則

は
：：

小
i

§

の.

場
合
にi

1 

u
l
A
f
f 
、
し

し♦し
.
/ 

, 

I 

*
v 

* 

. 

_

_
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六
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英
國H
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解
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號

九

A 

行
不
可
能
な
る
こ
ど
が
*め
つ.IT

 

gg

十.
五
低g

に
於
て
は
，小
組
合
は
其
親
組
合

(

S
だ
ダ
ス
口
を

)

に
併
释
さ
る
る
明 

な
傾
向
が
あ
つ
た
。
常
時
ポ
活
程
度
は
急
激
に
向
上
し
つ
、
あ
ら
之
等
の
小
組
合.
は
微
力
：に
し
て
貧
し
さ
な
め
到
底 

其
1
A
を.
維
持
す
る
が
た
め
の
S
用
咐
加
に
ffiえ
な
か
つ
た.

同
時
に
、
資
本
家
の
勢
力
は
猛
く
大
ど
な
り
、
大
ク 

ラ
フ
ト•.
ギ
ル
ド
は
#
Y

越
頭
政
治
的
性
質
を
發
揮
し
、
又
签
i
强
大
ビ
な
ジ
て
来
た
の
で
あ
つ
た
^

工
匠
卽
ち
I
廣
者
の
利
ボ

は̂
大
體
に
於
て
消
費
者
の
刹
害VJ

は
反
對
で
あCV.

た
.。
H

P
地
方
官
憲
ざ
協
力
し
て 

技
购
熟
練
の
漂
將
の
維
持
に
赞
め
な
る
こ
と
は
眞
賞
な
る
：も
，
鎭
爭
の
制
限
生
産
高
.の
制
服
に
よ
つ
て
慣
格
を
維
特 

す
る
こ
.，/

」

は
明
に
彼
等
の
利
稿
’/

」
し
た
所
で
あ
つ
た
。
彼
等
が
競
爭
の
制
限
に
つ
い
て
の
成
功
は
職
業
*
場
所
の
相 

異
に
，'よ
-
著̂
し
く
異P

て
居
る
。
例
令
ビi,

口od
n

に
於
て
は
S
職
た
る
紫
は
S
職
組
合
に
加
入
せ
す
レ
て
該
都
市
內 

に
来
つ
て
其
職
を
營
む> 3 VJ

が
出
来
な
い
に
反
し
てW

o
r
c
e
s
t
e
r

じ
於
ヤ
は
S
職
は
全
く
組
合
を
作
る
，.ー
ビ
す
ら
も 

許
さ
れ
な
か
つ
た
。

...
外
部
の
者
に
對
す
る
場<2

に
は
、
ギ
て
ト
は
都
市
民
の
後
援
か
得
ぬ

"
當
時
愛
市
心
養
。patriotism

)

の
觀
念
發 

達
し
、
：
工
匠
は
其
都
會
內
に
な
ち
へ
さ
仕
事
な
さ
場
合
の
外
は
、
都
愈
外
の
者
の
た
め
に
働

/
、
ベ
か
ら
す
、
又
雇
主 

は
同
W
內
に
住
む
者
を
先
づ
庇
護
ず
ベ

.
ぐ
都
會
：外
に
仕
事
を
出
す
ベ
か
ら
ず
ご
考
へ
ら
れ
て
居
た
。

2;:̂

民
以
外
の
者
が
其
都
市
內
に
，定
住
す
る
を
澳g

す
る
5
に
關
し
て
は
所
に
よ
b
ヤ
其
感
情
を
異
に
し
た
る
も
*

一，Br
i
s
t
o
l

に
於
け
る
如
く
、

何
人
も
市
民
ビ
な
-̂
又
ギ
ル
ド
員
ビ
な
る
に
非
ざ
れ
ぱ
織
布
を
行
ひ
得
す
ざ
な
も
力
る 

が
如
き
が
一
般
的
，感
情
の
模
觸
的
の
例
で
あ
つ
た
0
,お
住
工
業
者
が
外
账
者
に
：對
し
て
有
す
る
一
の
利
益
ど
し
て
は
.

I

 

其
商
品
がM
桃
或
は
入
市
税
を
支
柳
ふ
不
利
の
翁
擔
な
く
し
て
其
地
方
の
市
場
に
入
る
？
云
ふ
こ
ヒ
で
あ
る
。
又
外

I；'
|v

國
輸
入
商
人
に
つ
い
て
は
、
保
識
刷
税
の
如
の
な
ぐ
或
货
物.
の

輸

入

は

.
全

然

禁

止

さ

る

る

か

無

制

な

，
^
し
こ 

も
係
ら
ず
、
外
國
商
人
は
總
ベ
て
の
貨
物
に
ウ
い
て
遙
か
に
高
き
且
，9
1
一
重
の
輸
入
税
さ
へ
も
拂
は
ね
ば
な
ら
な
P 

つ
た
こ
さ
な
つ
た
。
此
外
國
人
の
差
別
待
過
の
政
策
は
不
幸
な
る
外
國
商
人
に
對
す
る
間
斷
な
き
攻
¥」

共
に 

I

彼
等
を
し
て
を
氣
可
，̂
求
め
し
め
、：

其
記
厳
は
第
十
五
世
紀
に
於
て
此
種
の
外
國
人
が
如
何
に
數
多

ぐ

普
，及
し 

居
た
る
か
を
示
し
て
ゐ
る
。.
大
部
分
は
ス
ラ
ン
ダ
及
び
ニ.
I

デ
ル
ラ
ン
ド
よ-
^
渡
來
し
た
者
で
P
ン
ド
ン
サ
タ 

他
の
大
都
會
の
み
な
ら
す
，
全
國
を
通
じ
て
小
市
：I

"

村
落
に
往
み
金
匠
織
物
i

l

i

.る
職
業
を
營
む 

f

殊
に
ゃ
シ
ト
ン
ド
於
て
は
早
ぐ
よ
"̂
外
國
系
の
者
極
め
て
多
ぐ
、
又
エ
ド
フ
I
ドjrj

世
に
よ
る
外
國
織
物
織
人
招 

國
內
織
匠
i

ロ
の
支
配
免
除
の
結
果
ご
し
て
特
に
外
國
人
織
匠
の
組
合
の
發
生
を
見
た
。
此
組
合
は
フ
ラ
ン
ダ 

I

ス
人V

J

フ
ラ
、ノ
ン
ト
人
の
內
粉
じ-
よ-
^
て
分
裂
し
又
英
國
人
の
織E

V
J

も
融
和
レ
な
か
つ
た
。
職
業
上
の
麓
爭 

內
國
人
組
合
が
國
王
に
拂
ふ
べ
き
買
納
金
を
資
擔
し
な
か
ウ
た
た
め
ヤ
あ
る
。I

般
R
",ね
ン
‘ド
シ
に
於
て
よ
外
國
人 

に
強
き
反
感
あ.-CN、

ぬ
に
ク
ラ
フ
ト•
ギ

,

ド
の
煽
動
を
受
け
て
熱
し
て
暴
動W

な
り 
>.
外
國
，人
の
殺
害
跋
店
铺
の
掠 

奪
を
さ
へ
惹
起
せ
し
め
た
。

ミ
：'

ギ.
ル
ド
は.
絕
ぇ
ず
外
部
の.
8

5

?

た
る
S

時
に
"
内
部
に
於
て
4

方(
le

o

職
人(jo

lm
a

n
)  

徒
弟(le

n
tlc

e
)

の
間
に
利
害
の
衝
突
が
，も
っ

ぬ

。
第
十
四
世
紀
t
s

前
に
於
て
さ
へ
：も
業
ど
被
傭
者
ま
間 

に
時
に
#
S

存
し
た
れ
ご
も
"
資
本
家
の
發
遂
、之
に
伴
ひ
て
獨
立
の
小
親
方
エ
K

が
職
人
の
地

位

へ

の

下

银

が

ぉ
 

兩
奴
の
間
に
不
和
の
關
係
を
生
せ
し
め
ぬ
る.
は
第
十
五.

十.
六
世
紀
：に
於
て
.
^

あ
つ
ね

0

を
れ
上
6
.
以
前
ま
火
部

部U

十

翁(

八
九*

中
世
英
簡
工
業
純
湖
の

.
！
解
說
，

第
七
號

を

B
M
E
K
8



■HI

.银U

十
お(

A
九
6

中世爽柴棘制の

r

解
説
.
，
、
 

饿
七
挪IOQ 

分
.の
職
業
於
て
は
如
何
な
る
工
匠
も
獨
立
の
親
方

W

し
て
營
業
ず
を
こ

5CT0

出
ポ
る
充
分
の
見
込
が
あ
つ
れ̂̂
^

.
る
に
時
代
の.
觀
過
ど
典
；
觸
立
す
る
の
困
難
は
愈
々
®
し
て
班
れ 

'僕
業
生
活
に
比
し
て
都
#
及
び
工
匠
ゆ
生
活
に 

識
せ
ら
る
る
者
多

H
E
の.
’階
級
は
著
し
<
墙
加
し
た
る
に
、
ギ
ル
ド
の
管
理
は
親
方
H
E
.の
手
に
存
し
た
る
た

め
組
合
入
會.金
を
辦
額
し
殊
に
た

up?e

て
即
ち
親
方
ビ
し
て
營
業
ず
る
場
合
に

H
M

の
納
付
す
べ
き
賦
課
.余
を
播

■ 

. 

* 

.

額
す
る
こ
ビ
に
よ
ウ
て
競
爭
を
制
限
せ
んW

努
め
た
Q
此
聽
爭
剑
限
の
最
も
古
き
實
例
は
ド
ン
ド
シ
織
E
組
合
に
關 

し
"

一

ニ
！ニ一

年
に
記
さ
る
る
に
最
近
三
十
年
問
に5̂

ン
ド
ン
に
於
け
る
織
機
の
數
を
！

11

百
A
十
よ
り
A
十
に
減
少 

せ
し
め
た
ビj  
ニ.
三

1

年
に
記
さ
れ
て
居
る
。
此
場
合
に
は
其
目
的
ミ
す
る
所
は
一
般
に
公
银
を
犧
牲
に
し
て
該
親 

合
員
全
部
の
利
盤
を
計
ら
ん
"ざ
す
る
に
あ
：っ
て
、
組
合
內
部
の
他
の
鏡
爭
者
に
對
し
て
現
在

0
親
方
を
保
護
せ
ん
ど 

す
る
こ
に
存
せ
す
、
從
て
其
方
法
も
組
合
入
會
金
の
槽
額
で
あ
っ
た
。

又
糊
に
限
定
さ
れ
た
る
敷
以
上
に
徒
弟
及
び
職
人
を
雁
す
る
を
禁
や
る
规
定
の
根
底
に
は
如
何
な
る
程
度
ま
で 

生
衆
制
限
：の
意
圆
お
々
や
又
資
本
家
に
よ
ろ
勢
働
カ
獨
占
の
傑
懼
に
出

.
づ
る
か
を
斷
言
す
る
は
困
難
で
は
あ
る
れ
、 

極
め
て
數
多
き
此
稱
の
规
定
を
生
せ
し
め
力
る
主
要
原
因
は
恐
ら
く
は
資
本
家
に
對
す
る
危
懼
の
念
で

i

ぅ
。
同 

じ
く
®
主
間
に
公
E
な
る
鎭
爭
を
行
は
し
め
ん
が
た
め
に
は
> 
他
人
の
展
人
を
奪
ひ
成
は
：前
瑕
主
ビ
の
契
約
を
完
了 

せ
ざ
る
職
人
を
®
®
し
た
る
時
は
厳
罰
を
加
ふ
る
こ
ご
を
命じ

"'  
又
，1
定.
の
最
高
賞
銀
額.
，よ
"̂
も
多
ぐ
を
支
拂
ふ-
W 

V

を
嚴
重
に
禁
止
せ
し
む
る
到
う
た
。

徒
弟
制
度
！̂
極.
め
て
古
く
よ
り
親
方
な
る
主
要
揽
路
で
あ

b
"
結
肩
は
唯一

の
徑
路V

J

も
な
：ゥ
た
。
徒
弟
の
.修
：，
 

業
を
な
し
た
る
こ5/J.

を
®
す
る
た
め
作
品
を
提
出
せ
し
む
'る
こ
ざ
あ
る
も
、
槪
し
て
徒
.弟
期
糊
を
滿
了
す
れ
ぱ
資
格

.

ナ
るも
，̂
で
徒
弟
®
間
を
最
低
七
年
間

VJ

定
t

に
到
っ
，
た0 
,徒
弟
の
契
約
#
中
に
は
通
常
按

術
の
訓
線
以
外 

-

k ,1

定
の
極
度
の
敎
育
を
與
ふ
る
こ
ゴ
が

必

，要

條

@

£

て

記

載

さ

れ

て

f
 
0
，
都

市

法

律
I

奉
を
宣
誓
し
た
 
一V 

ご
は
ギ
ル
ト
思
員
に
非
ざ
る
：も
或
程
度
ま
で
都
市
官
憲
の
監
督
の
下
に
あ.
つ
な
こ.
と
を.
示
す
。走
弟
の 

.

.W
は
通
常
、
都
市
の
f

ま

っ

.て
i

さ
れ
ゾ
ン
ド
ン
S

て
I

弟
を
：：x.

l
^

はft
li

主
事
S
7 Cham

beriain

の
認
可
な
け
れ
ぱ
適
法
ご
謎
め
ら
れ
な
か
‘っ
た
。契
約
#
を
登
録
し
ク
ラfv
ト
•ギ 

.

.に
i

s

t

支
拂
ふ
の
外
に-

1

成
I

ぐ
は
其
近
S

衆
は
彼
の
素
行
，正
し
き
I

は
ね
ば
な
ら
な 

観
方
は
充
分
0S

由
き
>
ぱ
笞
に
，てI

の
，徙
弟
を®
し.
め
る
柳
利
を
有
し
、
都
市
官
憲
も
不
良
の
徒
弟
に
ネ 

毫
も
容
赦
を
し
な
か
っ
た
。
同
時
に
I

I

利
は
S

合
の
長
老
役
S

へ
る
權
：f

る
？

っ
て
擁
f

れ
た
。
 

親
方
|

弟
に
對
し
て
有
す
る
I

を
S

親
方
に
譲
渡
し
得
る
S

S

、
徙
弟
は
I
 

を
終
へ
す
る
時
に
域
存
#
問
を
金
で
賈
ふ，

^
ざ
が
出
来
た
。
し
か
も
其
揚
合
も
徙
弟
期
間Q

,

年
限
が
滿
，了
す
る
ま
：'
 

て
？

？

に
®
方
ご
し
て
認
め
ら

る
る
，こS
出
来
な

か
っ
た
。'又
他
®
職
人
を

曆
傭
；ず
る
1
,
2も得
す
、
槪
し 

て
其
ま
了
期
間
は
職
人W

し
て
過
、ご
し
た
の
で
あ
る
。

f
 

o

o

i

l
は
自
宅
或
は
廣I

家
に
て.

> 

日
傭
に
て
働
ぐ
者
に
し
て
、8

者
は
徙I

I
全
期
間
；
 

を
修
T
し
た
れVJ

も
獨
立
.の
營
業
を
な
す
資
金
か
企
業
心
な
き
者
、
又
他
に
は
簡
單
な
る
徙
弟
修
業
の
み
を
な
し
た 

る
者
か
：
又
は

2
 

S
に
f

其
職
©
事
を
S

し
た
4

よ
-

中
5

#

.

i

0

s
中
流
^
^

有
ナ
び
' で
あ
.る
職
ノ
は
自
己
の
欲
す
る
如
何
な
' る
雁
生
の.た
め
じ
も
働
き
得
る
多
少
の
：
S
由
：を
有
すれ
ざ
も
>
.

第
，二
十
卷
：
.

(

ベ
.？̂九)

/
中
世
英
獨
工
業
棘制
め」

解
：觸
 

第

七

號10I

いノレ 
0 ト，



m

热
二
十
卷.

(

九o
o

).

ゃ
世
英
國
工
業
統
制
の

1

解
說 

斯

七

號

1
0

ニ 

賞
際
總
べ
て
の
ギ
グ
ド
の
规
定
に
は
前
に
契
約
を
破
b
或
は
#
禅
の
，
.
理
由
な
ぐ
し
，て
前
雁
主
を
丰
9
た
る
職
人
を
照 

^
す
る
こ
ビ
を
禁
，す
る
嚴
®
な
る
规
則
が
あ
ジ
た
。
職
人
が
自
宅H

て
の
ft
事
に
つ
いv̂

は
规
則
ば
®

々
樣
々
で
ニ 

様
な
所
が
な
か
つ
た
。

よ
ク
ラfv

ト
。ギ
ダ
ド
に.
發
言
桃
を
有
せ
ざ
り
し
な
め
、
r Yeom

an  
g
s
て)

又
は>

b
ache!eries

ゴ

與
他 

'の
名
稱
の
組
合
を
組
織
し
、通
常
、親
方
の
ギ
ル
ド
は
之
が
抑
遏
に
努
ガ
し
た
。
し
か
し
此
糊
の
組
合
の
弱S

ぱ
其
組 

合
員
中
最
も
有
能
：な
る
者
は
や
が
て
自
ら
親
方
の
地
位
に..
登
ろ

と
云
ふ
事
に
箱
し
た
。
，
し
か
し
、

ン
ド
ン
の
馬
具 

職
人
が
賞
銀
增
锁
に
成
功
し
た
る
#
は
此
郁
の
細
合
の
勢
力
を
堪
さ
し
め 
> .
館
十
叫
世
紀
に
於
て
.ス
ト
ラ
ィ
キ
の
行 

は-
れ
た
る
は
聚
知
め
事
に
屬
し
、
或
親
方
が
職
人
の
要
求
に
同
意
せ
ざ
る
時
は
其
：職
業
の
他
の
職
人
が
之
に
應
援
し 

て
其
織
，
.
の
解
決
ょ
ヤ
仕
事
を
中
止
し
た.
。
此
事
は
勿
論
禁
止
せ
ら
れ
な
る
も
架
し
て
如
何
な
る
成
功.
を
得
た
る
や.

疑.
問
で
あ
る
。
又
そ.
れ
ビ
同
時
に
親
方
エ
E
の
侧
も
其
艱
方VJ

の
紛
爭
が
解
決.
せ
ざ
る
：職
人
の
履
傭
を
禁
す
る

•  J  

ざ
に
は
略
々
同
意
し
て
ゐ
化
。
當
然
支
拂
ふ
ぺ
き
賞
銀
を
留
置
し
な
る
のH

:

に
關
し
て
は
、
ギ

k

ド
の
規
則
の
中
に 

凰
々
其
罰
則
が
舰
定
し
て
あ
つ
た

.
が
、其
他
の
银
譲
に
就
い
て
は.
組<： !

の
評
議
會
叉
は
裁
刹
廷
に
於
て
決
走
さ
れ
た
。
 

ク
ラ
ス
ト•
ギ
ダ
ド
の
存
す
る
場
合
に
：は
實
際
其
組
合
各
員
間
又
は
工
匠
ご
顧
客
ご
の
爭
謙
も
栽
が
る
べ
さ
裁
刺
所 

が
必
ず
存
在
し
た
。組
，合
の
裁
制
所
は
當
初
は
直
接
都
市
官
摩
の
支
配
下
に
あ
ぅ
J

三
Q
C
年
P
ン
ド
ン
に
於
，て
ば
マ 

職
K
飢
合
の
遇
裁
制
廷
は
市
長
乂
ぱ
其
代
理
が
载
刺
長
ビ
な
つ
た
。
其
裁
判
所
は
：比
較
的
多
く
の
自
曲
を
有
し
た
る 

も
通
常
都
市
裁
刺
所
へ
の
控
斬
桃
が
認
め
ら
れ
て
居
つ
た
。
恐
、ら
く
之
を
避
け
ん
が

.
た
め
か> C

o
ven

try

の
親
方
エ

ズ

ぐ

宣

誓
.
を
.彼
-

た

.
ろ

の

故

を

度

ね
こ
ミ
が
あ
つ
た
。

.

:

し.
か
し
、
ギ
ル
ド
は
本
来
相
互
扶
助
の
た
め
の
友
愛
的
圓
體
た
る
を
以
て
、
其
：紛
爭
の
方
面
を
誇
大
視
す
べ
き
も 

の
で
は
な
い
。
例
令
> 

ロ
ン
ド
ン
棘
皮
仕
上
職
組
合
の
規
約
の一

に
は
若
し
如
®
合
員
が.一
人
.に
て
到
庇
な
し
能
は 

ざ
る
程
'.レ
チ
ーy

を
行
‘ふ
の

n
J

む
な
且
ウ
仕
事
を
失
ふ
危
臉
あ
ろ
時
は
他
の
紐
合
員

は

典
者

を

援

助

す

べ

し

ご
云 

ふ
i
*
か
あ
つ
た
。
又.V  V

 (H
U

1
0

の
織
K
組
合
に
、
何
人
も
®
己
の
徙
f

他

人

た

め

に

働

か

し

む

る

ベ

，
^
ら 

ず
ご
り
ガ
y
あ
る
は
相
む
；扶
助
の
原
則
を
侵
律
す
る
も
の
に
も

、ら

ず
し
て
、
何
人
も
二
人
ょ-On

多
ぐ
の
ホ
：

有 

す

べ

き

に

あ

ら

す

ミ

规
f

囘
避
ず
る
を
防
ぐ
を
i
v

」

し.
^
。

又

驚

が

十

音

ょ

-

^

多

 
< 
他

人

の

*
:
め
に 

傭
き
た
る
：<̂
ロ
に
の
みi
金
を
課
せ
、ら
れ
た
る
事
は
實
際

一

時
的
援
'助
の
許
さ
れ
た
ろ
巧
憤
の
轉
移
し
来
れ
る
も
の 

で
あ
る
"

其
他
幾
多
の
例
の
存
す
る
如 
<

、
エ
匠
が
充
分
働
き
つ
、.
あ
る
場
合
に
も
援
助
が
與
へ
ら
る
る
の
み
な
、ら 

,
ず
*
更
に!

層
ギ
ル
ド
の
本
質
的
特
徵
た
る
は
0
己
に
何
等
の
過
失
な
ぐ
し
て
貧
：じ
陷
ゥ
病
に

W
さ
れ
た
る
組Aa
員 

.

に
は
，扶1
を
與
へ
た
こ
ど
で
め
る
。
其
善
行
仁
慈

S

者
の
生
前
に
止
ま
ら
ボ
死
後
に
，及
び
寡
婦
に
手
常
を
施
し

" 

或
は
死
者
の
仇
養
の
た
め
追
善
法
會
を
執
行
し
た
◊
ギ
ダ
ド
の
®
織
に
於
て
宗
敎
§

素
は
極
め
て
强
き
も
の
な
れ 

ビ
も•
其
衆
業
的
方
®
を
考
察
す
る
揚
合
‘に
は
多
く
を
，云
ふ
の
必
要
ば
な
い
。
唯
間
接
の
‘結
果
ざ
し
て
次
の
事
は
擧 

げ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
總
べ
て
.のV

ル
ド
"
そ
の
他Q

 

I

が 
一
の
記
念H

I

に
は
旅
章
を
掲
げ
て
其
都
督
の
主 

な
る
敎
會
k
參
同
す
るVJ

云
ふ
®

は
館
十
丑
世
紀
の
間
に
次
，第
に
發
達
し
て
遂
に
各
ギ
ル
ド
が
麓
爭
者
益
美
を 

競
ふこ

..

、
な
か

.

演
戯
催
物
の
費
用
は
小
翻
合
を
殆
ご
破
滅
せ
し
め
、
其
結
果
は
第
十
五
世
紀
の
後
半
に
小
組
合

の
多
く
の
も
の
の
仓
同
が
策
さ
れ
た
！
原
因
ビ
な
つ
た
の
を
M
る
の
：で
あ
る
。
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