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Q

1
へ
ッ
ク
を
盟
主

.と
し
、
ブ
ル
ゥ
デ
ェ
、
ロ
ン
ド
ン
、
ベ

4
ゲ
ン
、
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
に
四
大
商
館
を
持
0
た
獨

逸
：ハ
ン
サ
ヵ
北
歐
交

-^
を
獨
占
し
て
著
し
く
發
展
し
た
の
は
、
十
三
世
糧
半
か
ら
十
四
世
紀
前
半
に
於
い
'て
で
あ
つ
た
。
そ
し
て 

十
四
世
紀
の
半
は(

一
三
五
八
免)

、
そ
れ
が
諸
都
市
の
同
盟
と
し
て
明
確
に
そ
の
外
容
を
整
へ
、
更
ゼ
對
ヮ
ル
デ
マ
ァ
ル
戰
の
結
果
七 

〇
印
シ
ト
ラ
ル
ズ
ン
ト

I

和
に
ょ
り
北
歐
S

け
る
そ
の
：勢

力

を

が

i

確
乎
f

し
め
た
時
は
、
そ
の
發
展
の
餐
で
も
あ
る 

と
同
時
に
、
ハ
ン
ザ
史
纛
を
通
じ
て

’の
極
め
て
音
す

.ベ
き
轉
換
期
で
も
あ
つ
た
.。
蓋
し
こ
の
期
を
以
っ
て
同
盟
.

H
、

そ
の
本
來
の
目 

的
た
る
商
業
■既
得

權

の

讓

$

一
 
す
る
に
.至
つ
た
か
ら
'で
あ
る
。
.從
つ
て
こ
の
時
以
後
、
獨
逸
ハ
ン
ザ
同
盟
は
そ
の
諸
般
の
對
策
、 

..動
向
に
於
.
^
.、
獨
は
> 
守
.廣
的
.態
1
を
«
る
；に
^
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
，
そ
し
て
‘こ
の
態
度
を
そ
の
後
約【

世
攀
餘
に
互
つ
て
續
け 

;た
後
；
^±
ハ
祖
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
_て
そ
れ
は
全
く
沒
落
す
含
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
ぺ
1)

獨
逸
ノ
ン
¥

# 

J

<

0
理
由
が
*:
へ
ら
れ
て
居
'る
。
こ
.、
に
そ
れ
等
を
列
擧
す
る
こ
と
は
し 

和
■

■

本Q X

ル
ト
海
I

益
い
て 

四

九

：
へ一

害

1
)

.
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1



和
蘭
商
業
資
本
の
バ
ル
ト
海
迤
出
に
就
い
て 

五
0 

(

1
七
诩
四)

な
い
が
、
そ
の
巾
で
も
歐
羅
巴
に
於
け
る
國
民
國
家(Nationalstaat)

の
.創
成
が
、
重
要
な
契
機
.で
あ
つ
た
こ
と
は
否
む
べ
く
も
な
い

。

,
;
.

.. 

.

.

.

.

.
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.

ン

一

'
*

即
ち
十
四
世
紀
旣
.に
そ
の
傾
向
を
歐
洲
史
上
に
示
し
始
め
、
'十
五
世
齠
に
至
つ
て
確
乎
た
る
地
盤
を
形
成
す
る
に
至
つ
た
中
央
集
權
的 

國
3
國
家
0.
形
成
と
い
ふ
事
實
|

例
へ
ば
英
吉
利
や
ネ
ヱ
デ
ル
ラ
ン
ド
、
又
は
瑞
典
に
於
け
る
等
I

は
、
そ
れ
が
獨
逸
ハ
ン
ザ
の 

主
要
販
寶
$

で
あ
0
た
地
に
生
起
し
た
だ
け
に
、

ハ
ン
ザ
同
盟
の
蒙
つ
た
打
擊
は
大
き
か
.つ
た

..
0
そ
れ
等
の
地
域
は
、
夫
々
排
他
的 

政
治
經
濟
勢
力
圈
士
化
し
て
、
い
づ
れ
も
外
來
商
權
を
排
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
み
な
ら
ず
、
吏
に
そ
の
王
_
の
.保
義
の
下
に
立
つ
た

遠
地
商
人
：は
、
そ
れ
ま
で
獨
逸
商
人
に
•ょ
つ
.：て
®
斷
さ
れ
て
居
た
東
西
兩
歐
を
連
綹
ず
る
交
易
界
忙
進
出
す
る
に
至
つ
.た
.。
即
ち
英
吉

. 

.
 

,
 

.

利
商
業
資
本
や
和
蘭
商
業
資
本
等
々
の
篠
頭
こ
れ
で
あ
る
。

，
 

*

，
こ
^
に
反
し
て
獨
逸
ハ
ン
ザ
⑽

M
諸
都
市
の
砾
體
た

る

獨
逸
は
、

時
を
同
じ
ぅ
し
て
小
邦
分
立
と
い
ふ
政
治
的
變
化
を
爲
し
つ
、
あ 

る
。
謂
ゆ
る
小
領
邦
經
濟
' 
分
邦
經
濟
.の
時
代(Territorialwirtschafoo

出
現
で
あ
る
0
そ
の
特
徵
は
、狭
隘
な
自
國
.主
.義

(
p
a
r

丨
 

d-.kula^ismus)

で
あ
り
、C
2 

)

そ
の
諸
君
侯
の
努
力
は
そ
れ
ま
で
自
主
的
立
場
に
あ
つ
た
諸
都
市
を
そ
の
吏
配
權
內
に
引
き
入
れ
る
こ
と 

に
浅
が
れ
た
の
で
あ
る
。
澌
か
る
情
勢
は
獨
逸
ハ
ン
ザ
加
盟
諸
都
市
の
分
離
の
.

一

因
と
な
り
、
そ
れ
は
ハ
ン
ザ
の
內
部
的
緊
縛
の
弛
緩
、
 

從
つ
て
そ
の
解
體
を
促
進
す
る
に
與
つ
て
力
あ
つ
た
。
9

)
換
言
す
れ
ば
獨
逸
ハ
ン
ザ
は
、

そ

の

支
柱
と
し

て

强
力
な
る
國
说
國
家
を 

有
す
る
t
と
な
か
つ
：た
が
爲
め
に
、
そ
の
經
濟
的
優
越
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
政
治
關
係
を
恶
調 

と
す
る
發
戚
が
、
1

ハ
ン
ザ
を
^
落
せ
し
め
た
原
因
の
總
て
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
の
有
力
な
根
據
で
あ
つ
た
こ
と
は
疑
ふ

.

C

1

)

獨
逸
ハ
ン
ザ
史
を
簡
潔
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
私
は
次
の
書
を
惟
し
た
い
。 

'

I

f
 Vogel, 

Kurze 

Gaschichte der 

D
e
l
r
n 

f
f
i
i
. 

(
p

cnn
g
s
tlter des Hansischen Geschichtsvereip 

Blatt 

X
I

ひ 

(
M

ptnchen.and. Leipzig, 1915.)

獨
逸
ハ
v

s
展
の
主
^
因
と
し
て
、
民
族
* 

..
政
治
.、
軍
備
の
.夬
.々
の
要
素
が
經
濟
と
編
み
込
ま
れ
*
そ
れ
が
統
合
さ
れ
て
®
た
こ
と
を

 ̂

い
た
も
の
と
し
て
異
色
あ
る
の
は
次
の
論
'文
で
あ
る
？

Fritz K5ng, 

Dfedeutsche Hanse, 

W
e
s
e
n

 und L

s.stung, in Vergangenheit und Gegenwart, 

Jg. 25. a935), 

Ht. 4. s，
19s. 

216. 

.

(

？)

小
邦
分
，.立
に
ょ
る
自
國
主
義
に
就
い
て
の
最
近
の
硏
究
と
し
て
は
次
の
講
演
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
0.

F
r
5
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獨
逸
パ
ン
ザ
：の
衰
退
を
示
す
具
體
的
事
實
は
、
北
歐
商
業
圈
に
於
い
て
は
，和
蘭
商
人
、英
吉
利
商
人
の
進
出
と
そ
の
優
勢
化
で
あ
る
。 

_又
南
方
に
於
い
‘て
は
、
リ
ユ
べ
ッ
ク
に
代
つ
て
ニ 

ノ
ゥ
ル
シ
.
.ベ
ル
ク
商
人
の
.活
動
、
そ
し
て
ハ
ン
ザ
諸
都
市
5
外
來
商
人
排
斥
に
ょ
る

新
東
西
商
業
陸
路
の
形
成
、
：從
つ
て
ポ
ォ

ゼ
ン
及
び
ラ
ィ
ブ
チ
ッ
ヒ
兩
市
の
搐
頭
で
あ
る
。
本
稿
に
於
い
て
.私
は
こ
れ
等
の
中
か
ら
敢

.

'

,'
:

;

初
の
も
の
、
即
ち
獨
.逸
ハ
：
ン
ザ
.の
_
_斷
し
た
バ
ル
ト
海
商
業
圈
に
對
す
.る
和
蘭
商
人
の
競
^
を
取
扱
ひ
た
い
。
そ
し
て
大
約
十
五
世
紀

中
葉
；に
達
成
さ
れ
た
和
蘭
め
ズ
シ
ド
海
峽
通
航
確
保
に
至
る
經
過
を
迪
ら
ぅ
と
思
，ふO

從
つ
て「

中
世
の
世
界
市
場」

と
稱
坎

ら
b
た
ブ

• 

. 

.

: 

,

'ル
ゥ
デ
：エ
を
繞
つ
て
惹
き
起
さ
れ
た
雨
者
間
の
對
立
、
十
六
世
紀
初
頭
：ス
力
ン
デ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
國
の
.政
情
變
化
に
伴
ふ
雨
者
の
抗
维
等 

和
蘭
商
業
資
本
の
：パ
.ル
ト
海
通
出
，に
就
い
て 

.

'

五
一
:

(
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七
四
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-f
r
業
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^
^
バ
ル
ト
海
逸
出
に
就
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て

>
こ

、
ー
ヒ
四
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ソヽ
 

に
崖
い
て
は
1
導
の
5

に
讓
る
0
.
'
そ
:0
.迦
由
は
、
北
海
沿
：岸
ょ
少
ユ
ッ
K
.ラ
シ
ド
半
鳥
を
迂
同
し
ズ
シ
ド
海
峽
を
通
i 
I
Vて
べ
レ

ト 

海
に
出
るf

ゆ
る
迂
«
航
海(

*am
l
a
n
d
f
a
h
r
t
)

.の

.達
成
：は
、
.策
西
兩
歐
間
の
商
.品
積
換
地
と
し
て
リ
ュ
ベ

ッ
，ク
.が
有
し
：た

重
要
性
を
喪 

失
せ
：し
め
る
，卞

至

.<
>
た
1
大
契
機
な
：る
が
故
で
あ
る
:'
0
獨
逸
ハ
シ
ザ
0
興
亡
史
は
ズ

'ン
.ャ

海

峽

支

配

權

の

得

失

の

變

遛

で

あ

る

と

も

宏
 

.は
れ

'る程
に
、〖
こ

の
海
峽
が
パ
ン
ザ
に
對
し
て
有
す
：る
意
義
は
大
：き
.い
。
そ
れ
故
に
和
.蘭
商
人
が
.こ
の
海
峽
を
障
害
な
く
通
過
し
得
.る 

や

:'
^
.に

. ^
つ

た

こと
は
.
獨
逸
ハ
ン
ザ
が
北
.歐
商
業
界
に
有
し
た
權
カ
の
衰

m
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
^
事
實
を
以
づ
て
和
蘭
商
業 

資
本
の
バ
.ル
ト
海
進
出
の
足
懸
り
!±
踏
み
か
た
め
ら
れ
た
も
0
と
做
し
て
ょ
い
加
ど
思
は
れ
る
0

こ
、
に
和
蘭
が
右
-0
0
商
業
的
發
展
を
爲
し
た
經
過
を
取
极
ふ
に
際
し
，て
、
先
づ
彼
等
が
如
何
に
し
て
そ
の
競
^
力
を
形
成
し
た
か
を 

窺
ふ
要
が
あ
.ら
ぅ
'0
以
卞
に
於
い
て
最
初
こ
れ
を
少
し
許
り
究
め
た
い
0(

4〕 

(

,

o
)

.こ
、
に
沄
ふ
和
蘭
人
と
は
±

ニ
世
紀
後
半
以
後
の
和
蘭
伯
領
內
の
住
民
の
意
味
で
あ
る

0(

1
^
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40.
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フ
ラ
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ク
带
國2

に
於
、
て
獨
立
1
た
個
々
の
封
建
領
地
と
し
て
は
，
' Holland, 

Zeeland, Westfriesland

を
包
含
す
る
地
域
を
旨
す
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尙
序
で
に
十
四
世
紀
末
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.ネH

デ
ル
ヲ
シ
ド
は
王
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に
ょ
っ
て
次
の
三
っ
に
分
た
れ
て
居
た
'こ
と
を
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記
す
る
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た
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セ
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ハ
ァ
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气

っ
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ゾ

P 

一
 

ノ
夕
ム
は
ニ
§
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尙
そ
れ
等
I

世
紀
を
通
じ
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經
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的
奮
義
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有
す
る
望
に
ば
達
し
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和
賭
济
業
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本
の
バ
ル
ト
海
通
出
に
就
い
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五

四
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.

ラ
.イ
ン
、
：マ
ァ
ス
、
シ

*
ル
ト
諸
川
の
河
ロ
地
帶
ょ
り
.の
魚
類
等
：が
、
.
.近
摟
せ
る
丸
市
鼽
た
る
デ
ヴ
4
ン
タ
ァ
、
ゥ
ト
レ
ヒ
ト
、
ケ
ル 

ン
、
ア
ン
ヴ
' エ
ル
ス
等
に
運
ば
れ
販
寶
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
o (

3〕

然
し
な
が
ら
和
蘭
の
.北
海
沿
岸
地
帶
の
住
民
、特
に
フ
リ
ィ
ス
ラ
ン 

ド
人
は
夙
に
そ
の
優
れ
た
航
海
能
力
を
以
つ
て
有
名
セ
あ
つ
た
p 

c
i 一
 

ニ
七11

年
北
ネ
工
デ
ル
ラ
ン
ド
が
饑
§
<D
:
厄
を
蒙
つ
た
時
、 

彼
等
は
そ
の
船
舶
を
以
つ
て
逾
か
バ
ル
ト
海
に
航
し
て
穀
物
を
求
め
た
と
宏
は
れ
て
居
ふ
o o

)

こ
、
に
、西
北
ネH

デ
ル
ラ
ン
ド
の 

經
濟
發
展
の
出
發
點
と
し
て
、
.航
海
、
從
つ
：て
海
商
.が
十
三
'世
紀
に
け
旣
に
或
1^
程
度
.の
根
抵
を
作
り
<)
、
あ
つ
た
こ
と
が
窺
は
^
る
。 

更
に
こ
の
地
域
は
■外
來
遠
地
商
人
が
早
く
か
ら
來
往
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
即
ち
そ
の
北
部
は
獨
逸
ハ
ン
ザ
の
對
フ
ラ
ン
ド
ル
商
業 

の
通
過
地
で
あ
り
、
'
.南
部
に
.は
ラ
イ
ン
下
流
：と

英
吉
利
と
を
結
ぶ
，商
業
路
が
通
つ
て
居
た
。
殊
に
十
三
世
紀
後
半
に
於

い

て
フ
ラ
ン
ド 

ル
へ
赴
く
他
地
人
の
交
通
が
多
く
な
つ
た
時
、
こ
れ
等
他
地
商
人
ば
進
ん
で
和
蘭
乃
至
ゼ
*
ラ
ン
ド
の
諸
都
市
と
友
議
係
を
水
め
、
 

和
蘭
伯
も
關
税
緩
和
策
等
に
ょ
り
こ
れ
等
他
地
商
人
を
そ
の
領
内
に
近
づ
け
ん
と
努
め
たo

そ
し
て|

一
一
九
九
年
そ
の
好
地
勢
を
利
用 

し
ラ
イ
ン
下
流
の
.レ
ッ
ク
及
び
ワ
V
ル
兩
河
と
マ
ァ
ス
河
を
往
來
す
る
貨
物
に
對
し
て
開
市
權
を
得
た
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
は
、
十
一
一
一
、
四 

世
紀
に
於
い
て
和
蘭
商
装
の
中
心
地
と
な
つ
て
居
た
。
そ
れ
故
に
、

一
三
五
八
丨
六
〇
苹
1
び
一
三
八
八
丨
九
ニ
苹
に

、
獨
逸
ハ
ン
ザ 

が
フ
、ラ
ン
ド
ル
及
び
ア
ン
ヴ
ノ
ル
ス
に
對
し
て
商
業
閉
鎖
を
な
し
、
.
そ
の
ブ
ル
ゥ
デ
チ
商
館
を
撒
枚
し
た
時
、
そ
れ
に
代
る
場
所
と
し 

て
こ
の
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
を
選
ん
だ
と
見
ら
れ
る
。(

6)

こ 

>
1に
以
上
を
通
じ
て
123
:
へ
ば
-
十
三
佌
紀
に
は
西
北
ネH

デ
ル
ラ
ン
ド
の 

地
は
、
外
來
商
人
に
ょ
つ
て
の
商
業
を
.以
つ
て
主
と
し
た
の
で
あ
り
、
土
着
住
民
の
商
業
發
展
は
こ
れ
に
及
ぶ
こ
と
な
か
つ
た
が
、 

然
し
そ
の
有
利
な
地
勢
の
故
に
仲
繼
商
業
が
發
達
し
、
そ
の
重
點
は
南
部
の
都
市
ド
ル
ト
レ
f

に
置
か
h
て
居
た
と
概
括
出
來
よ

1
 

 ̂

Jg. 

I
. S.4. 

t 
デ
ル
ラ
ン
ド
に
於
け
る
都
ぼ

A

V

Hの

"丨
ょ
っ
て
F
成
さ
ナ
又
そ
の
後
も
こ
れ
を
續
け
た
に
反
し
、
北
ネ
ェ
デ
ル
ラ
ン
ド
の
そ
れ
等
は
、
最
初
か
ら
領
由
の
庇
鐘
の
ド 

,
に
あ
つ
たo 

.

-
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0中
I

期
の
I

イ
ス
ラ
ン
ド
の
商
業
に
就
い
て
は
、
增
田
四
_

裔
北
歐
商
業
の
展
開(

上)
」

|
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史
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こ
の
時
ノ
ル
ト
海
地
域
に
於
い
てt

r

フ
リ
イ
ス
ラ
ン
ド
の
產
物
た
る
家
畜
、
チ
イ
ズ
、
バ
タ
等
は
欲
求
さ
れ
ず
、
穀
物
の
代
賞

と

し

て

文

貨

幣
を
蓥
し
た
が
、偶
々一

11

七o

年
の
第
七
•十
字
軍
航
海
の
詈

管

に

十

四

造

、
殊

に

そ

の

華

に

な

る

と

、
和

蘭

經

濟

重

の

中

横

は

、
.
T

K
河
の
北
方
に
推
移
す
る
。
そ
れ
は
何
ょ
り
も
こ 

の
北
部
諸
都
市
に
於
け
る
製
造
業
の
謹
と
、
北
海
に
於
げ
I

漁
業
の
增
大
と

に

基

く

も

の

で

あ

っ

た

o
そ

し

て

こ

の

盡

の
I

V

 

1

8

^

-

-

-

.

1

1

^
 

T 

•
 

•

五

五

(

1

1

レ

ブ



和
.蘭
商
業
資
本
の
パ
'ル
卜
海
.進
出
に
就i

て 

V 

S、

(

ー
ヒ
五
8'
.
: 

を
甚
軸
と
し
て
-
和
蘭
の
遠
地
商
業
は
活
蹓
の
.場
所
を
見
出
ず
に
_
つ
.た
の
で
.あ
る
0
:
: 

:

: 

:

•■

先
づ
毛
織
物
製
造
は
、
“そ
れ
に
隣
接V

る
フ
：ラ
ゾ
ド
ル
地
方
の
卓
越
さ
に
刺
戟
5-
:
れ
そ
の
影
響
の
卞
に
發
達
し
た
0
和
蘭
I

ィ
レ 

へ

ル

，
ム

ァ

ル

：
フ

レ

ヒ

ト

等

の

.特
權
賦
與
：に
よ
る
保
護
乃
至
都
市
當
局
の
取
締
と
獎g

と
は
、
諸
都
市
に
於
け
る
斯
業
の
發
達
に
寄
與
す 

る
と
1

1

1

っ
たO

又
そ
の
品
f

、
l

增
大
.に
よ
る
I

原
料
の
不
足
.の
結
f

蓍
利
羊
毛
の
輸
入
を
見
る
に
至
っ
て 

?

v
フ
ラ
ン
ト
ル
よ
り
得
た
技
術
と
相
俟
っ
て
改
善
さ
れ
た
。
の
み
な
ら
ず
そ
机
^
手H.

業
生
，產
の
域
を
越
え
て
家
内
工
業
の
段
階
に 

達
し
次
ラ
イ
テ
.、

N

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
ハ
ァ
レ
ム
、更
に
ミ
ッ
デ
ル
ブ
ル
ク
、チ
ィ
リ
ク
ゼ
エ
、ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
等
は
、諸
都
市
中
そ

の
I

額

笑

|

念

に
屬

す

る

。
S

.
そ
れ
等
は
い
づ
れ
も
前
世
紀
里
と
し
て
農
村
に
於
い
て
8

的
規
？

_

さ
れ
て
居 

た
と

..

は
異
り
、
輸
出
産
業
に
進
ん
だ
-の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
毛
織
物
取
引
の
.主
要
市
場
た
る
ブ
ル
ゥ
デ
ュ
に
送
ら
れ
、
こ
\
で
ハ
ン
ザ 

商
人
.ひ
手
に
よ
っ
て
東
歐
に
運
城
れ
た
，の
で
あ
る
。

即
ち
和
蘭
S

物
は
、.W

に
東
西
兩
歐
交
易
上
に
大
な
る
役
割
を
演
ず
る 

準
備
I

J
し
たQ

で
あ
っ
た
。
次
に
こ
の
'世
紀
に
至
っ
て
發
達
を
遂
げ
た
も
の
に
麥
酒
證
が
あ
る
。
從
來
こ
の
地
、
殊
に
北
部
和 

蘭
に
は

^
;フ
ル
ク
の
奮
が
運
び
込
ま
れ
て
居
た
。
そ
し
て
ハ
ム
ブ
ル
ク
市
民
は
ァ
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、

シ
タ
ヴ
ォ
ォ
レ
ン
等
に
そ
の 

私
商
館
を
設
け
た
が
、
そ
れ
は
尊
ら
麥
酒
の
販
賣
：の
爲
め
の
ふ
の
で
.あ
っ
.た
0
.

1
三
七
四
年
ハ
ム
，ブ
ル
ク
の
獨
立
圃
造
，者

四
五

七
名
中
、

1
J

一
七
は
ァ
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
商
^
の
爲
め
に
、
五
瓦
は
シ
タ
ヴ
ォ
オ
レ
ン
商
館
を
.

E

的
と
.し
て
生
産
し
た
と
云
ふ
。
然
し
な
が
ら
十
四 

世
紀
末
以
降
、
.ハ
ム
ブ
ル
ク
麥
酒
の
和
蘭
輸
入
額
は
徐
々
，に
減
少
を
見
る
'に
至
.っ
たo-

蓋
し
.和
蘭
伯
ゥ
ィ
•.ル
へ
レ
ム
0
保
護
の
下
に
、 

十
四
世
紀
中
葉
以
降
ハ
ア
レ
ム
、
ホ
ウ
ダ
、
デ
ル
フ
ト
、
ア
マ
ア
ス
フ
才
ル
ト
、

ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
等
の
諸
都
市
て

s

.
っ
た
か
ら
で
ぁ
る
。
こ
の
麥
酒
霊
は
、
和

塵

_

が
主
と
し
て
ハ
，
ブ
ル
ク
ょ
り
得
た
新
製
法
の
應
用
に
俟
っ
こ
と
も
亦
多

織
物
S

に
於
け
る
程
の
速
度
で
行
は
れ
た
の
で
な
い
9
從
っ
て
そ
の
輸
出
地
域
も
瞬
接
地
.以
上
に
出
I

I

は
な
か
つ
た
。
PO)

.

然
し
な

f

.こ
の
土
着
生
產
業
の
：勃
興
は
、
そ
の
對
ゥ
エ
ン
デ
ン
諸
都
市
，
f

對.C,,

ブ
.ル
：ク

.
の

商

業

に

可

成

り

の

打

擊

を

與

へ

る 

こ

と
.に

な

り

、
'そ
れ
は
そ
の
後
の
雨
者
の
商
業
關
係
：に
多

ま

.影
響
を
及
ぼ
す
こ

と

に

なつ
た
。

.

，

9
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例
し
へ
1

士
ロ
利
鞏
毛
ス
テ
、土
プ
ル
た
る
ヵ
匕
.と
ラ
ィ
デ
シ
と
の
結
び
付
|

見
ょ
°
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w
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以
上
の
都
市
工
業
の
證
と
並
ん
で
北
部
和
蘭
s

濟
的
擡
頭
s

し
た
も
の
は
、
北
海
s

業
f

る
。
特

军
 

の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
：繁
榮
は
こ
S

展
，に
：t

l

多
い
とIK

乾

さ
れ
た
も
の
は
、
生
の
ま
、
で
又
.は
.爐
製
と
'し
て
、
ケ
ル
ン
乃
至
ア
ン
ヴH

ル
ス
に
運
ば
れ
て
居
た
の
で
ぁ
っ
た
9

0
然
る
に
卜
四

世
紀
擎

に

は

、
窗

漁

夫

せ

の

.對
岸
ャK

マ
ゥ
ス
I

I

:
て
.考

 

許
す
|

セ
居
る
。
し
か
も
そ
の
港
が
土
砂
に
ょ
っ
て
埋
沒
さ
れ
る
I

.妄

和
齡
商
業
資
本.の
.バ
：ル
ト
海
進
出
ビ
就
ぃ
て

 

五
' 

:

.
 

I
f 
I
f



 ̂

五

八

(

一
七
至) 

こ
と
が
麗
と
な
つ
て
か
ら
、
和
蘭
漁
夫
は
漁
獲
物
を
直
接
和
蘭
に
運
ば
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
\
に
從
來
の
小
塑
漁
船
に
た
っ 

:

て
，
船
上
に
於
い
て
.鹽
漬
を
行
ひ
得
る
餘
地
を
有
す
る
大
型
漁
船
：使
用
の
必
要
，
更
に
漁
網
の
改
善
の
必
要
を
坐
ず 

そ
し

■7
:
'從
來

0
沿

海

讓

は

傑

海

議

2

移
し
た
0
:こ
れ
は
.一
方
に
於
い
て
和
蘭
2

船
槳
丨
附
^

活
新
を
興
へ
る
と
同
時
め
、
他
S

3
即
時
加H

に
よ
る
品
霞
善
：に
よ
づ
て
、
和
蘭
の
北
海
繁

不
ェ
テ
ル
ラ
ン
ト
沿
岸
に
於
い
て
®
獲
ざ
れ
た
_
加
エ
か
^.
:
善
さ
れ
た
こ
と
も
勿
_
で
瓜
、る
0
即
ち
こ
、
に
北
海
^
ば

證

商

^
に
採 

上
げ
ら
れ
る
や
ぅ
に
な
っ
た
そ
れ
は
十
四
#
紀
末
ケ
ル
ン
、
ア
ン
ヴ
ュ
ル
ス
を
越
ぇ
て
、
ラ
ィ
ン
流
域
、
南
^
逸
の
池
に
運
^

H

し
、 

こ
、
に
獨
逸〜

ン
ザ
.の
獨
占
す
る
、ン
9
ォ
ネ
ン
»
と
の
販
寶
競
報
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
殊
に
十
五
世
紀
初
頭
以
來
シ

„

ォ 

ネ
ン
鰣
漁
獲
量
か
減
少
士
ノ
ゥ
ヱ
ン
デ
シ
諸
都
市
が
丁
抹
と
の
間
に
戰
を
交
べ
て
居
た
結
艰
に
よ
る
シ
ョ
ォ
ネ
ン

眺
の
價
格
騰t
と 

は
射
蘭
の
敝
漁
業
の
發
展
に
と
っ
て
好
個
の
材
料
と
な
り
、
そ
れ
は
東
歐
に
も
亦
進
出
す
る
に
至
つ
た
？ (

33)

そ
t
は
ひ
と
り
ロ 

蘭
商
人
が
自
ら
こQ

地
域
に
携
ぇ
人
っ
た
許
り
で
な
い
。
獨
逸
商
人
さ
へ
も
が
、
パ
ル
ト
遼
域
に
於
け
る
_
の
.麗
に
應
ぜ
ん
が
爲 

め
に
北
海
如
を
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
0

14)

し
か
も
獨
逸
ハ
ン

ザ
の
.支
配
せ
る
シ
3!
ォ
ネ
ン
»
0
業
I

ベ

ル
ゲ
ン
o'
鱗
®
業
も
！

e

 

様
で
あ
る
が
丨
に
於
い
て
は
、
漁
滞
は
土
着
漁
夫
の
行
ふ
と
1

2

り
、
獨
逸
ハ
ン
ザ
商
人
は
そ
れ
に
資
f

投
じ
又
そ
の
取
^

行
ふ
。
こ
れ
に
反
し
て
和
M
漁
業
に
於
い
て
は
、
漁
夫
は
勿
論
、
漁
船
裝
備
資
本
の
據
出
者(

多
く
は
都
市
S

も
*
こ
れ
を
取
引
す
る 

商
人
も
、
す
べ
て
同
一
國
拔
で
あ
っ
た
點
に
於
い
て
、
多
大
の
强
味
を
有
し
た
美
へ
よ
ぅ
。
：
3

そ
し
て
こ
の
資
本
の
在
り
場
所 

は

魚

類

取

01
に
對
し
て
都
市
の
支
配
を
坐
ぜ
し
め
た
の
で
ぁ
る
0
. 

.

1

(

11〕
E
3st .Daenell, Bbtezeit. s. 26S.

Q〕
N
e
J
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Gottschalk, 

0
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l
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p- 

o
- 

w
- 

M
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W
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w
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s
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V
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fr
fc
r
-
r
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a. 

a
.
p
s
.

11.
-

-

'

斯
か
る
深
海
漁
f

 •發
展
が
齧
の
海
上
塵
に
對
し
て
刺
戟
を
與
へ
た
こ
と
は
、
直
ち
に
考
へ
.得
I

こ
ろ
で
l

o
し

か

も

こ

 

の
深
海
漁
業
に
よ
る
經
驗
は
、
和
蘭
人
を
優
秀
な
寶
と
し
て
育
成
す
る
に
葉
役
立
つ
た
と

云
は
ね

ば

な

ら

な

い

。

そ

の

外

、

上

领

 

の
和
i

唐
業
の
擴
大
、
謂
は
‘

出
對
象
物
の
增
產
の
他
面
に
於
い
て
、
輸
入
品
と
し
て
穀
物
が
大
い
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、 

和
蘭
商
業
に
活
氣
を
與
ふ
る
も
の
で
あ
つ
：た
。
即
ち
都
市H

業
.の
發
達
と
結
ん
で
人
口
は
增
大
す
る
。
然
る
に
北
部
ネH

デ
ル
ラ
ン
ド 

に
於
い
て
は
、
ゼ
工
テ
ン
ド
を
除
い
て
穀
物
の
產
は
殆
ど
な
い
。
そ
の
ゼH

ラ
ン
ド
に
於
け
る
もQ

を
以
つ
て
し
た
だ
け
で
は
、
增
加
人 

ロ
を
給
養
し
得
な
い
。
こ

V
に
穀
物
輸
入
の
必
要
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
の
輸
入
と
前
記
，輸
出
と
の
雨
課
題
を
得
て
.、
和
蘭 

の
遠
地
商
業
は
發
展
へ
の
機
緣
を
與
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
0.

フリスラント人

Q

ハ
ル
ト
海
へQ

航
行
に
就
い
て
は
旣
に
一
言
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
前
か
ら
行
は
れ
て
居
た
の
.は
、
ラ
ィ
ン 

河
口
地
帶
よ
り
英
吉
利
に
產
る
航
海
で
あ
つ
た
。
こ4

は
科
蘭
人
に
よ
づ
.I

引
續
い
て
行
は
れ
、
殊
に
十g

紀
世
和
蘭
が
バ
ィ 
'
ル 

ン
王
家
の
吏
配
下
に
あ
つ
た
間
、
3

英
•蘭
兩
國
の
政
治
的
友
誼
は
こ
れ
を
大
い
に
助
長
し
た
。
例
へ
ば一

三
一
〇
丨
七
〇
年
リ
：ン

. 

.

和
蘭
商
業
資
本
の
バ
ル
ト
海
通
坩
に
：就
ぃ
で 

.

2七
i
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和
，路商業資本のパルト海逸出‘に就ぃて
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や
グ
レ
、

.
H

ト
ネ
ァ
マ
ウ
ス
に
は
多
ぐ
の
和
蘭
人
、
ゼ
.

H.

ラ
ン
ド
人
•が
居
た
4

ば
れ
る
。

17
V

の
み
な
を
一
三
六
三
年
力
レH

が 

蓄

利

羊

毛

‘ス
テ
へ
ェ
ブ
ル
と
な
っ
V

M
來
、
英
吉
利
羊
霄
對
ず
る
和
蘭
毛
織
物
3-
ユ
フ
ァ
ク
チ
ネ
V

i
要
增
大
は
、
こ
一
の
地
へ 

の
和
蘭
人
の
交
通
S

加
せ
し
め
た
。
.そ
.

o

他
方
に
於
ぃ
て「

三
：八
四
年
か
ら
八
八
S

テ
ェK

ル
I

つ
た
こ
と
か
I

も
.解
る
や
ぅ
に
、
ミ
ッ
デ
ル
ブ
ル
ク
は
英
吉
利
人
の
來
往
す
る
地
で
あ
り
、
彼
等
の
外
に
は
蘇
蘭

人

、 

フ
ラ
ン
ド
ル
人
、
南
歐
t

こ
、
に
來
會
し
た
0

8
こ
れ
等
と
は
反
對
0

1
難
ち
取
方
へ
.の

航

霉

.
_(

ム
ブ
ル
ク
に
向
ふ 

そ
れ
で
あ
る
か
、
和
蘭Q

商
業=
航
海
活
動
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
基
軸
翁
L

.

そ
れ
.を
越
套
遥
か
バ
シ
ト
f

至
る
直 

通
航
海
I

つ
だ
どIK

は
ね
笤
ら
な
い

o 

- 

.

(
S
)

執蘭伯としてアヴス
I

はJohann 
IL 
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1
1
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1
1
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 w
i
i
h
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o

i

l

 

i

l

l
 

I
V
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(
1
3
3
7
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と續 f
 

r 

I

バイエルン
s

代るI

諸
伯
ぼ
次
の
如
く
で
あ
る
—

3

1
 

s命.多
s

X

 

I

s
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l

r
 

s

l

l
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j

i

n

n

 

vpn B
a
l
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 一
，

^
.I

.

.の
裳
の
厠
者
の

,
に
繼
馨
ひ
が
生
じ
、
こ
れ
に
介
在
し
た
の
が
ブ
ル
グ
ン
ド

H
ヴ
ァ
ロ
ア
家
のP

I
P
P

 de" p
u
e

で
あ
る
。

f 

(

■1
7) 

0
^
? 

w
- 0
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E
r
n
s
t

.Daenell, B

s-tezeit. s. 2
7
s
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....

ニ m
i

年
の
：f

リ
ィ
ス
ラ
シ
ド
人
の
バ
ル
ト
海
航
行
が
、
そ
の
後
散
個
な
企
て
か
ら
徐
々
I

規
的
な
航
海
に
變
っ
た
と
は
、
從 

來

露

の

推

定

す

る

き

ろ

で

|

(

例

へ

ば

べ

ブ

ケ

導

フ
ォ
オ
ゲ
'ル
i

o
.
そ
れ
は
メ
.
ッ

ク
レ
ン
ブ
ル
ク
.乃
至
ボ
マ
.ァ
ン
f

 

の
地
か
ら
穀
物
を
積
出
す
.に
止
ま
ら
ず
、a

)

進
ん
で
'ゴ
オ
ト
ラ
ン
I

I

訪
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
ヘ
プ
£

1

y

l

x

商
人
が
、
そQ

讓

Q

本
來
的
取
說
た
り
し
I

利
か
らg

め
出
さ
れ
た
爲
め
、
彼
S

こ
れ
に
代

I

海
に
求
め
、
そ
の
際
フ
リ
イ
ス
ラ
ン
ド
の
船
f

底
つ
て
ゴ
才
よ 

物
貢
&

_

;.
^

リ

|

嚴
ヵ
れ
て
居
る
。
0
 

.
即
ち
、
こ
れ
を
以
つ
J
す
れ
ば
、
フ
リ
イ
ス
ラ
ン
ド
入
は
獨
り
_
ら
の
爲
め(

殼

物
貝
入
I

t

たQ

み

言

.ず
、
'

I
人

S

傭
I

達

に

I

し

窘

I

.
し
か
4

等

^

す

遵

|

ハ
ル
ト
海
地
域
か
ら
輸
出
す
る

.こ
‘と
I

る
間
は
、
、ハ

V

S
人
に
と
？

何
等
こ
れ
を
拒
む
根
據
は
な
か

1

然
し 

な
が

I

れ

が

謂

ゆ

る

產

I

s

.
人
し

f

そ
s

l

f

 
f

 

l入
す
る
に
及
ん
で
は
、

I

す
る
こ
と

I

父

l

o
 

f

 一
 
二
八
〇

^

f

 
i

ク
は
，

フ
リ
イ

I

I

S

こ
I

海
と
バ
t

海
I

直

霧

I

I

路

史

義

S

初
有
f

な

道

は

、
r

ラ
ル
ズ
‘ン
4

1

。
ズ

V
K海
峡
の
南 

,

く
に
位
置
し
、
焉

木
材

に

富
む
背
後
地

I

へ
.、
更
に
バ
ル
I

域

の

謹

物

I

裏

ら

、
ズ
ゾ
ド
海
峡
を
越
、義

 

.

潘
の
f 
4
こ
、
を
早

-'
,
<か
ら
訪
れ
.た
，の
は
當
然
|

ら
ぅ
0 

J.

的

.

I
 
.

.

.

;
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.

扨
て
こ
s

r

M

K

Jド
人
I

励
I

f

し
て
十
四
世

I

半
ば
に
は
.
和
蘭
人
、
ゼh

ラ
ン

X

S

ル
ト
海
航
行
が 

:

そ

の

.
ち
^
■
に

ブ

リ

ク

な

フ

リ

イ

ル

.ア
ム
■ス
テ
ル
、ダ
，ム
等
の
市
民
の
努
力
が
：著
し
い
.。
そ
の
海
運
組
織
が
船
舶
共 

l 

rレ
"
テ
ラ
i

l

f
忘

た

こ
と
、

こ
れ
I

备

個

人

經

營Q

もQ

も
存
し
た
こ
I

就

い
て
は
證
す
る
迄
も
な
い

.In

蘭商業資本
.

のバルト海進出.に就いて

-

:

>

— 
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和
蘭
商
業
資
本
.の
バ
.：ル
ト
海
通
出
に
就
.い

て

5

一
 

(
I

七
五
六
.

)

' 

.

.

. 

.

で
あ
ら
う
o
こ
0
悔
遝
粱
が
和
蘭
遠
地
商
業
と
結
ぶ
こ
と
に
就
い
て
も
斷
る
ま
.次
も
な
いa

:

こ
と
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
等
の
バ 

ル
ト
海
ぺ
の
敗
^
が
、
當
時
こ
の
.海
を
_
己
の
も
0
と
做
1>
て
居
た
獨
逸
>-V

ザ
と
如
何
な
る
摩
擦
を
坐
じ
た
か
で
あ
る
。

.
三

： 

.
• 

'

1

三
五
五
年
の
.夏
、和
蘭
伯
は
和
蘭
人
、
ゼ
.エ
ラ
ン
ド
人
、
フ
リ
イ
ス
ラ
ン
卞
人
取
締
の
爲
め
に
代
官
を
シ
ョ
ォ
ネ
シ
に
派
遺
し
た
。 

c
l

)
u

れ
に
ょ
つ
て
も
と
の
頃
旣
に
可
成
り
の
和
蘭
商
人
が
、
謂
ゆ
る
a
囘
航
行
を
な
し
て
パ
ル
ト
海
に
進
ん
で
行
つ
た
こ
と
が
解
ら 

う
。
又
そ
れ
は
シ
日
ォ
ネ
ン
.地
方
ま
で
に
眼
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

一m

六
〇
牢
の
•頃
に
は
丁
抹
、
諸
威
、
瑞
典
、ブ
ロ
イ
セ
ン
、 

ウ
ヱ
ン
デ
ン
、
そ
の
他
東
歐
請
地(in den conincriken v

a
n

 D
a
n
e

日ar
k
s
,

 

v
a
n

 

N
o
i
rweghen, 

v
a
n

 

Z
w
e
d
e
n
,

 

in 

all 

pruys- 

lande, in den W
e
e
n
s
c
h
e
n

 

Steden en<3e
S-d

e
n

 

〇
estel;sschen steden 

e
na4
e in alien 

oe«tland

<t»)

に
於
け
る
ア
ム
ス
テ
ル
グ

ム
市
民
の
取
締
規
定
が
そ
の
都
市
か
ら
發
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
は
こ

'れ
を
證
明
し
ょ
う
。
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' Hansisch.es Urkundenbuch, Bd. .nl* A

b
t
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1
.
(Halle .a、, s ，

1SS2..V Nr. 332，

(

2) 

H
U
B
.

 

Bd'III. _Abt‘
2
.
(

1
800
6
0 Nr. 553.

尙
康
歐
諸
地
へ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
民
の
航
海
は
旳
3
5
5
6
^
6
^
1
1
^

と
呼
ば
れ
、
ハ
ム
ブ
ル
ク
、
ブ
レH 
メ
ン
、
來
フ
リ
イ
ス
ラ
ン
ド
、
 

英
吉
利
、
蘇
蘭
、
力
レ
エ
、
佛
蘭
西
へ
の
航
海
は

s

l
 

と
稱
さ
れ
た
。

シ
ョ
ォ
ネ
ン
に
就
い
て
見
れ
ば
-
そ
の
南
端
ス
カ
ネK

ル
と
フ
ァ
ル
シ
タ
ァ
ボ
の
漁
場
は
、
當
時
尙
北
歐
交
易
に
犬
な
る
役
割
を
演 

じ
て
居
た
？
藍
し
そ
れ
机
單
に
鯡
漁
獲
の
豐
富
を
以
つ
て
有
名
で
あ
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
年
々
八
月
末
よ
り
十
月
に
至
る
間
こ
こ
に
ウ

エ
ン
デ
'ン
、：

ボ
マ
ァ
ン
、
デ
ュ

ゥ
グ
ァ
ゼ
工

 

> 
そ
，の
他
北
海
沿
琮
諸
地
か
ら
集
る
餅
取
引
商
人
の
間
に
、
鯡
取
引
を
越
え
て
東
西
兩
歐 

貨
物
の
交
易
が
行
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
十
四
世
紀
の
中
頃
に
は
西
歐
の
非
へ
ン
■ザ
商
人
I

英
吉
利
、
蘇
蘭
、
和
蘭
等——

も 

多
く
こ
こ
に
集
っ
た
？
然
し
尙
最
初
の
間
は
、
.そ
れ
等
ハ
ン
ザ
®
入
と
非
'ハ
ン
ザ
の
そ
れ
と
の
間
に
は
衝
突
は
少
な
か
つ
た
と
傅
え
ら 

れ
て
居
る
.、
寧
ろ
ハ
ン
ザ
同
盟
に
と
つ
て
は
、
對
丁
抹
關
係
か
ら
し
て
、
シ
ョ

ォ
ネ
ン
に
於
け
る
商
業
權
益
を
支
持
す
る
協
力
者
を
必 

要
と
し
た
か
ら
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
な
が
ら
漸
次
こ
こ
に
來
會
す
る

非
ハ
ン
ザ
商
人
が
增
加
す
る
に
從
つ
て
、

ハ
ン
ザ
商
人
の
中
に
そ
の

勢
力
の
增
大
、
從
つ
て
彼
等
亦
從
來
有
せ
る
優
勢
の
減
退
を
懼
れ
て
、
こ
れ
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
晛
は
れ
て
來
る
。
偶
々
一
三

, 

-

-

 

-

六
一
年
丁
株
の
ヴ
ィ
ス
ビ
ィ
略
取
に
端
を
發
し
た
謂
ゆ
る
ワ
ル
デ
マ
ァ
ル
戰
に
ょ
り
、
シ
ョ
ォ
ネ
ン
の
地
も
洱
び
丁
抹
支
配
下
に
と
り

■ 

- 

■ 

\ 

• 

. :

A
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
0

0
そ
の
實
現
は
少
時
延
期
さ
れ
た
2>
で
あ
る
0

:

.

(

3
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r
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こ
の
翌
年
の
リ
ュ
べ

ッ
ク
市
長
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ボ
ダ
ク
の
敗
戰
、
六
五
年
ヘ
ル
シ
ン
グ
ボ
ル
ク
の
媾
和
'
ハ
七
年
ケ
ル
ン
聯
盟
、そ
し

て 

七
〇

年
シ
ト
ラ
ル
ズ
ン
ト
の
媾
和
等
.に
就
い
て
の
經
過
を
こ
こ
に
迎
る
要
は
な
い
0
主
要
な
の
は
、
ケ
ル
ン
聯
盟
に
於
い
て
ハ
ン
ザ
同 

盟
：'は
和
蘭
と
提
携
し
た
こ
と
で
あ
り
、
更
に
そ
の
勝
科
に
ょ
っ
て
和
蘭
も
亦 < 
ン
ザ
と
同
一
特
權
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
六

.

.
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' 

V

-
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■
;

八
年
和
蘭
諸
都
市
は
シ
.日
ォ
ネ
ン
に
他
：の
ハ
ン
ザ
諸
都
市
と
共
に
フ
ィ
ッ
テ(vitte'Fitte )

?
)

を
所
有
す
る
こ
と
を
得
た
。
こ
，の 

こ
と
は
非
ハ
.ヴ
ザ
の
他
の
競
#
者
例
へ
ば
英
吉
利
商
人
に
比
し
て
有
利
念
立
場
を
作
り
上
げ
、
0
0

〕

ぞ
の
後
企
て
ら
^
た《

ン
ザ
の
和 

蘭
排
斥C

シ
W
ォ
ネ
ン
取
引
か
ら
の)

に
對
I
て
有
力
な
抵
抗
力
と
な
石
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
こ
れ
あ
る
か
ら
と
て
和
蘭
商
人
は
該
地
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五
八
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::
>
c有
せ
る
ハ
ン
ザ
、
特

,

ユ
べ
ッ
ク
滴
人
の
篇
せ
る
卿
位
を
搖
が
す
こ
と
は
出
來
な
か
っ
た
と
考
へ
ら
れ
るc

寧
ろ
和
樹
商
人
に 

と
っ
，て
は
、
と
：の
：.フ
ィ
ッ
テ
■

に

ょ
3

要
で
あ
っ
た
ら
ぅ
。
何
と
な
れ
ば
こ

P
知
f

彼
等
は
、
そ

の

北
海
_

に

對

し

て

應

用

し

.'
V
以
っ
て

こ

&

シ
a
ォ

、不
ン

鮮
と
對
究
し 

得
る
程
度
の
も
の
と
な
し
得
た
か
ら
で
あ
る
。
然

し

な

が

ら

と

の

後
に
於
い
て
、

和

罌

都

市

が

シ

:9
'
ォ
，ネ
ン

航
行
者
組
合
を
設
立
し 

た

こ

と

は

10 >
)

尙
こ
の
地
へ
の
關
心
が
少
く
な
か
つ
た
こ

と

を

物
語
る
で

あ

ら

ぅ
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I
 す
る
が

正
し
い
と
考
へ
.ら
る
。
今
適
：當
な
譯
語
が
.考
へ
付
か
な
い
の
で
、
原
語
の
ま
、
使
用
し
て
置

く c 

.

.(

5〕
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と
‘ゾ
ョ
ォ
ネ
ン
取
引
に
對
し
て
ロ .

ゾ

ド
ン
菌
は
述
ベ
て

®
る
。

.

(

6
.

) 

y
o
«cr
e
h
r
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1
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例
へ
ば
ハ
ァ
レ
ム
や
ホ
ウ
ダ
に
於
け
る 

schonenvaardlilde? (Karl 

K
u
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a
.
p
s
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、

■し
か
も
餅
取
引
市
場
で
あ
る
と
同
時
に
バ
ル
ト
海
商
業
の
仲
繼
市
場
I

っ
た
シ
：

ネ

シ
.

S
は

、

や

が

てそ
の
®
要
性
を
漸
次

喪
失
し
は
じ
め
る
。
.そ
の
由
っ
て
來

る
き

.ろ
、
.
.
旣

に

一
言
'し
た
北
海
鰥
の
.優
勢
化
及
び
.北
海
と
，バ
ル
ト
海
と
を

直
接
連
絡
す
る
航
每

規
模
の
搋
大
で
あ
.る
。

.

.

• 

. 

.，

:

,

.

.

北
海
と
バ
ル
ト
海
と
を
迂
囘
航
路
に
よ
.つV

直
接
連
絡
す
る
試
み
は
、.ヴ
ィ
.
.キ
シ
ガ
士
の
活§

仗
.來、上記フィズ

.

I

フ
ン
ド
人
-の 

穀
物
買
入
の
爲
办
，の
企
て
、
.そ
の
後
に
於
げ
石
.ゴ
.ォ
ト
ラ
ン
ド
人
の
北
海
渡
航
、
更
に
ア
ム
ス
•テ
ル
ダ
ム
そ
の
他
和
蘭
商
人
の
ベ
ル
ト 

海
奧
地
へ
の
航
行
、：
リ
ユ
べ
ノ
ク
商
"A
の
對
べ
ル
ゲ
ン
;;
»
對

馨

利

窘

等

々

‘
夙
に
S

れ
て
居
た
。
然
し
十EI
世

攀

ば

塵

る
 

ま
で
は
、
：丁
抹
襬
カ
の
葙
下
政
策
も
あ
り
、
北
海
よ
り
.ズ
ン
..ド
海
峽
を
經
て
シ
:a
ォ
ネ
ン
に
達
し
、
更
に
バ
ル
ト
海
奥
地
に
進
み
入
る 

こ
と
は
、
さ
し
て
频
繁
で
.あ
つ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
o 

北
海
と
バ
ル
ト
海
の
連
絡
、
換
言
す
れ
ば
西
歐
と
東
歐
と
の
連
絡
は
、
初
期
に
於
い
て
は
北
海
岸
よ
り
ア
ィ
ダ
ァ
河
を
溯
り
シ
ユ
レ 

ス
ウ
ィ
ッ
ヒ
を
經
て
バ
ル
ト
海
に
至
る
謂
ゆ
る
ア
ィ
ダ
ア
一
シ
ユ
ラ
イ
商
業
路
を
採
つ
た
が
、
後
に
は
ハ
ム
ブ
ル
タ
よ
り
オ
'ル
デ
ス

レK

間
を
降
路

.
こ
..こ
力
ら
ト
ラ

T
フ
.工
河
を

.下
つ
て
リ

SL
ベ
ッ
ク
へ
、
次
い
で
パ

.ル
ト
海
に

.出
る
ハ
ム
ブ
ル
ク
！l
i
リ
ユ
べ
ッ
ク
商

»

 

'

業
路
を
經
る
を
常
と
し
た
:°
こ
の
商
業
路
と
リ
，
へ
ッ
夕
々
の
關
係
が
、
リ
ユ
べ
ッ
ク
を
し
て
獨
逸
ハ
ン
ザ
の
盟
主
た
ら
し
め
る
に
與 

つ
て
カ
あ
つ
た
こ
と
周
知
の
如
く
で
あ
る
。(

8

>
從
つ
て
こ
の
ハ
.

V
K

ッ
ル
ク_

丨
リ
ユ
ベ
ッ
ク
線
の
維
持
は
、
リ
ユ
べ
ッ
ク(

廣
く 

:
^

へ
ば
獨
逸
ハ
ン
ザ)

：

の
.最
も
留
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
たo

然
る
に
ユ
ッ
ト
ラ
ン
ド
半
島
を
周
囘
し
て
琨
西
兩
尨
を
直
接
連
袼
す
る 

，注
闾
航
路
は
、
.當
然
の
こ
と
な
が
ら
右
に
對
す
る
競
争
線
た
る
^
の
で
あ
り
、
.ハ
：ン
ザ
乃
至
リ
-'
ベ
ッ
ク
に
と
つ
て
そ
の
動
«»
1
は
極
め 

セ
愈
大
な
問
題
で
あ
つ
た
:0
十
四
世
紀
後
半
迂
闾
航
行
は
增
加
し
、
こ
こ
に
ホ
ル
シ
タ
ィ
シ
地
峽
を
橫
斷
す
る
ハ
ム
ブ
ル
ク
I

リ
ユ 

ソ
べ(

ッ
一
ク
商
業
路
は
脅
威
を
受
け
る
。
そ
れ
は
西
方
に
於
い
て
は
英
吉
利
、
和
蘭
、
ヂ
ユ
ゥ
ダ
ア
.ゼ』

諸
都
市
、
東
方
に
於
い
て
は
ブ
ロ 

ィ
セ
ン
乃
至
リ
フ
ラ
シ
ド
謝
都
市
め
、
相
互
直
接
連
絡
が
異
常
に
增
加
し
た
こ
と
に
甚
く
：。
こ
れ
が
.シ
日
ォ
ネ
ン
.に
於
け
る
仲
繼
取
引 

初
_
蔽
载
资
本
，の
.

V

ル
ト
海
逸
出
に
就
い
•て 

六

五

(

ー
七
五
一
vi



.和

.
鄺
業
繁
本
め
，バ
べ
ド
繁
出
.に
就
ぃ
て
，
 

六

六

(

ー
七
六
0
0 

を

*

^

せ

し

め

た

こ

と
城
前
述
し
た
が
，
更
忆
こ
れ
比
鑼
逸 

<へ
ン
ザ
の
支
柱
た
る
ブ
'ル
.ゥ
デ
エ
I

ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
連
絡
を
脅
か
し
、
蜀 

逸
<
シ
ザ
#
在
の
本
來
的
意
義
を
薄
弱
な
ら
し
.め
る
0
鶉
し
そ
0
盟
主
リ

ュ
べ
：ッ
ク
が
取
引
の
，中
心
か
ら
，は
.づ
れ
る
と
い
ふ
こ
：と
許
り 

で
な
く
、
束
西
兩
歐
交
易
そ
の
も
.の
が
パ
シ
ザ
商
人
な
ら
ぬ
.他
地

，
商

人

の

.手

屮

に

移

る

こ

と

に

 

こ
れ
は
結
%
、 

リ
政
ベ
ッ
ク
の
^

^
ハ
ン
ザ
內
部
.に
於
げ
る
指
導
的
地
位
の
.喪
失
の
.み
な
ら
ず
、：

獨
逸
ハ..

ン
ザ
の
組
織
そ
の
も
.の

が

根

抵

か

ら

搖

が

，
さ 

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
等
し
か
つ
だ
。
/

(

9) 

...

C 

)

ホ
ル
シ
タ
ィ
シ
地
峽
線
の
重
要
さ
を
示
す1

例
と
し
て
、
:
-：11

六
八
年
度
に
オ
ル
デ
ス
レ
エ
を
經
て
リ
ュ
，ベ
ッ
ク
に
搬
入
さ
れ
た
フ
ラ
ゾ 

ド
，ル
•
英
吉
利
毛
織
物
の
價
額c

但
し
リ
-チ
べ
ッ
.ク
に
於
.い
て
踝
税
さ
れ
た
も
の
の
み

0\
.
3は
、十
五
萬
リ
ュ
べ
ッ
ク
*
マ
ル
ク
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。 

レ
エ
リ
ッ
へ
ヒ
敎
^
の
換
^
に
ょ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
千
萬
乃
至
一
千
二
百
萬
マ
ア
ク
に
^
す
る
0
^

2̂
^
5
|
%
, 
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h
a
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倚
、
こ
の
年
の
リ
ュ
ベ
ッ
ク
に
於
け
る
轍
出
入
品
、
船
舶
交
通
等
に
就
い
て
の
詳
細
な
研
究
が
最
近
刊
行
さ
れ
た
。
編
者
に
ょ
れ
ば
、
レH 

リ
：ッ
ヒ
敎
授
の
評
俱
は
尙
低
過
ぎ
る
$

あ̂
る
0 

•

Georg Lechner (Hrsgo, Die 

lliischen 

Pfundzollisten 

des Jahre 1368. 

(Is. M
5rz 

1
3
600
芬 

M
o
. 0

^

S
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9) 

L
a

creck 
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 Bd, X.)

然
し
こ
の
時
は
尙
對JV

ル
デ
マ
ァ
ル
戰
が
金
く
終
つ
て
居
な
か
づ
た
こ
と
に
就
い
て
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
、
0 

.(

9〕

へ
獨
逸
ハ
ン
ザ
の
北
歐
交
為
思
に
於
け
る
地
涉
は
、
こ
の
5£
岡
航
路
に
ょ
る
許
り
で
な
く
、
更
に
南
獨II

ュ
ゥ
ル
ン
べ
ル
ク
商
V
の
支
配
す 

る
別
個
の
東
西
迎
絡
線
办
創
成
に
ょ
つ
て
も
脅
か
さ
れ
る
こ
と
.に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
.に
就
い
て
は
毁
く
筆
を
措
く
？

こ
の
迂
囘
航
行
參
加
者
の
內
容
か
ら
し
て
、
單
に
非
パ
ン
ザ
遠
地
商
人
の
み
で
な
く
、
’獨

逸

、ハ

ン

ザ

加

盟

の

東

方

諸

都

市

さ
へ
も

、

そ
S

體
ハ
ン
ザ
の
經
濟
制
|

播
.が
す
役
割
S

じ
っ
、
あ
る
こ
と
が
解
る
。
こ

れ

は

麗

な
い
。
そQ

結
束
は
如
何
に
し
て
破
れ
出
し
允Q

で
あ
る
かa

そ
し
てC

ン
ザ
の
利
益
を
最
も
代
表
す
.る
ゥH.
ン
デ
ン
諸
都
市
、
特
に
.’
 

リ
ュ
ベ
ッ
ク
の
競
雪
と
含
て
現
は
れ
た

Q.

で
f

か
。
通

f

よ

を

、
憲

ジ

ザ

^

さ
れ
出
し
たQ

は
，

ハ
ン
2

最
盛
期
、
即
ち
シ
ト
ラ
ル
5

そ
れ
は
第
一
に
リ
ュ
べ
ッ

I

中
心
と
す
る
ゥ

エ
ン
デ
ン
諸
都
市
と
、
グ
ン
チ
ヒ
、
リ
ガ
む
々
の
中
心
と
ず
る
ブ
ロ
ィ
セ
ン
及
び
リ

フ
ラ
シ
ド
の
諸
都
市
と
の
利
寄
の
背
反
に
f

念
と
述
べ
ら
れ
て
居
るo

然
し
そ
れ
は
如
何
に
し
て
こ
の
時
代
に
生

じ

て

來
た

の

で

あ
っ
た
か
。

.

.

;..
:

、

-
•
• 

.

.

.

. 

•
• 

.
.
.

ノ

四

.
'

獨
逸(

ン
ザ
f

 n

ッ

ク

遍

f

し
て
.仰
ぐ
に
至
っ
た
理
由q

 i

っ
に
、
：
そ
の
加
盟
都
市
の
多
く
が
リ

，
ベ
ッ
ク
I
出
發
點
と 

し
た
獨
逸
束
方
植
民
速
励
の
結
齒
設
さ
れ
た
獨
I

市

で

あ

り

'

從

芸
 

の
都
市
の
支
配
隱
に
人
的
馨
が
固
く
っ
な
が
れ
て
居
た
こ
と

f

っ
た
の
：馨

^

は
、
西
方
よ
り
f

ず
移
入
す
る
A
ロ
に
よ
っ
て
補
は
れ
て
居
今(

l
y 

f
に

盂

世

碧

^
^

f

 

f

 

s
o 

^
 

 ̂

^

^

 

t

V 

 ̂

h 

1

三
六
四
年
よ
り
九
九
年
に
至
る 

間

.人
ロ
移
人
は
恒
に
減
少
し
：て
居
る
が
、
し
か
も
そ
•の
移
入
者
の
中
で
、
' 獨
逸
本
國
i

.

赴
い

た
者
の
割
合
は
、
東
歐
植
民
地
域
或

義

篛

士

圑

馨

她

よ

り

移

入

f

者Q.

割

合

蓝

妾

少

い

。
A

2

>矣

ダ

ン

C

人
口
關
係
か
ら
^
^
^

和
勘
饔
資
本
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©
>
.
ル
ト
：海
|

昼

い
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で
t 

コ
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'

ダ
ン
チ
ヒ
市
の
成
立
に
就
い
て
は
諸
說
が
あ
る
が
、
®
 

)

傲
そ
れ
が
獨
逸
騎
士
團
の
活
動
と
切
り
離
し
得
ぬ
こ
と
は
確
か
で
あ
ら
ぅ
O'

こ
€0
-
.騎
士
團
の
活
動
と
^:
,ュ
べ
，ッ
ク
よ
り
出
發
せ
る
‘獨
逸
植
民
と
の
間
に
密
接
な
關
係
.の
#:
ず
る
こ
と
、
ぞ
れ
が
ぞ
の
.後
に
も
續
か
ら

/♦
:

 

•*’+
•
、

.

..
プ■ 

'

.

.

'

.

 

..... 

. 

:

•.
•
.
.
:
:
、

.

.

.

.

. 

，

れ
た
匕
と
は1K

ふ
迄
.
な̂
‘い
。
十
四
世
紀
籾
頭
.。
至
る
迄
.§騎
士
團
領
有
地
に
於
け
る
指
導
都
市
は
エ
ル
ビ
ン
グ
.で
^'
つ
た
。

エ4

ビ

ン
グ
は
リ
ネ
ベ
ッ
ク
商
人
の
建
設
せ
る
都
市
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
生
じ
た
兩
奢
の
密
接
な
關
係
に
恶
い
て
、
謂
ゆ
る
ブ
ロ
ィ
セ
ン
諸
都

■ 

-.1..

市
は
'ハ
ン
ザ
全
體
の
政
策
と
そ
の
指
向
を
一
に
し
て
居
た
。
然
る
に
十
四
世
紀
初
頭
に
至
り
坐
じ
た
エ
ル
ビ
ン
グ
に
代
る
ダ
ン
チ
ヒ
の

優
勢
化
，、(

在
■>そ
し
て
グ
ン
チ
ヒ
に
對
す
る
騎
-+
團
の
茭
配
は
0&〕

、
こ
i
に
ブ
ロ
ィ
セ
ン
諸
都
市
に
ぬ
げ
る
對
ハ
ン
ザ
の
傳
流
的
^

• 

, 

.

.

.

.

.

.

. 

• 

- 
, 

.

帶
を
ゆ
る
め
る
こ
と
に
な
つ
た
と1K

は
ね
ば
な
ら
な
.い
。
更
に
■こ
れ
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
が
、
英
吉
利
と
ブ
ロ
ィ
セ
ン
ハ
特 

に
グ
ン
チ
ヒ)

と
の
商
1

係
で
あ
る
0
そ
れ
は
大
約
十
四
世
紅
中
葉
»0
於
げ
る
エ
ド
ヮ
ァ
ド
三
世
治
下
の
保
護
政
策
に
力
を
得
て
、 

英
吉
利
电
織
物
製
造
が
質
及
び
量
に
於
い
て
著
し
く
發
達
し
た
こ
と
に
# く
。(

e)

こ
の
新
興
製
造
業
が
求
め
て
#-
た
海
外
市
場
は
、 

ブ
ロ
ィ
ゼ
ン
の
地
で
あ
づ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
；反
對
に
來
歐
土
產
の
穀
物
.木
材
は
ブ
ロ
ィ
セ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ
ィ
よ
り
の
銀
•銅
と
共
に
、
 

英
吉
利
に
運
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
兩
者
が
相
互
に
直
接
迂
同
航
路
に
よ
つ
て
結
ぶ
こ
と
多
く
な
る
に
從
ひ
、
そ
の
活
動
は

獨
逸
ハ
.ン
ザ
の
傅
棘
的
政
策
と
背
離
す
る
こ
と
甚
を
な
つ
た
。
何
I

:れ
ば
、
旣
述
の
如
く
ズ
ン
ド
海
峽
經
由
線
の
簾
は
、
從
來 

の
バ
ル
ト
海
地
域
丨
リ
.ュ
，へ
ッ
ク
丨
ハ
1
フ
ル
ク—

ブ
ル
t
チ
-
塵
路
の
後
退
を
意
味
し
、：

更
に
獨
逸
ハ
•ン
ザ
の
I

た
り 

ム
ブ
ル
,?
デ
チ
の
仲
繼
地
と
し
て
の
重
要
性
を
減
退
せ
し
め
る
こ
と
に
な
つ
た
.か
ら
で
ぁ
る
0
::'
:

^
3
V 

- 

I
 

w
- 

^

o

v

こ
れ
に
は
ワ
ィ
ク
4
ル
河
口
の
地
勢
變
化
が
與
つ
て
力
ぁ
つ
た
と
い
ぼ
れ
る
o
;'

o
o
)

 

wal&er Recke, 'DanzlgAmd der d
e
l
h
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s
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s. 7-22..

.

?〕

大
塚
久
媒
嗎

■

利
初
■
資
本f

 

■の
支
柱
た
る
毛
織
物
工
業
の
還(

.！) 」

、經
濟
志
林
、
第
十
•卷
第一.

號
、
五
八
丨
七
.ニ
，5
參
照
。

,

英
告
禾
迄
業
資
本
'の
大
随
進
出
は
.
そ
れ
が
英
吉
利
內
に
於
け
る
從
來
o
獨
逸
广
ン
ザ
，商
人
の
排
床
と
結
ん
で
居
る
だ
け
に
、
獨

 ̂

八
ン「

ザ
に
と
つ
て
P
打
擊
は
多
大P

ぁ
.つ
た
。
上

證
 

又

ダ
ン
チ
ヒQ

攛
頭
ば
そ
れ
の
背
後
地
と
の
間
の
商
業
を
そ
の
手
に
收
め
る
努
カ
を
生
ぜ
し
め
る
に
.至
つ
た

-0
然
し
こ
；の
背
後
地
市
^
 

に
對
す
る
從
來
の
通
過
地
'と

:1
,.て
の
：役
割
を
止
揚
し
セ
、
そ
れ
に
對
す
：る
支
配
權
を
獲
得
せ
：ん
と
す
る
.努
力
は
、
ひ
’と
り
!7
,,ィ
ク
.セ
ル
：
 

流
域
に
對
す
る
グ
ン
蓄
、に
.
0み
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
。
リ
'フ：

ラ
：
ン

ガ

：の

リ

ガ

，

^
亦
、
そQ.

背
後
.の
'i

チ
流
域
の
交
易
を
、
從 

來
の
西
方
ハ
ン
ザ
諸
都
帘
0
.支
配
を
廢
し
て
、
.，
已

が

も

の

.と

な

さ

ん

.^
ず
る
に
至
；つ
た
0
:十
a
世
紀
.六
十
無
代
に
於
ハ
て
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド 

の
ハ
ジ
ザ
.商
館
ザ
|

土

ぺ

4
グ
ゲ
ネ
オ
：ワ

.0

.指
導
を
そ
の
實
カ
«>
-:1
!
に
動
か
^
始
め
た

<:
^

 ̂

一
 

三
？ 

八
年
以
降
リ
ガ
は
C
霉

I

と
、の
間
に
‘デ
ュ
.ナ
商
業
の
.自
凼
に
就
^
て
：
の

交

渉

を

^

^

'

系

が

芽

 ̂

六
.

^

G
 セ
六
0



.
和
醤
業
資
本
の
八
ル
ト
痗
邋
出
に
就
^
て
' 

. 

b
.
0 ( 一:

七
■六
四)

«
者
ど
な
り
、
そ
の
勢
力
は

こ
れ̂
航
行
す

る
西
部

パ：

ン
ザ
商
人
を
踺
迫
+.
る
や
ぅ̂-
な
づ
：た
の.で
‘あ
る
0(

7:〕

こ
^
等
の
經
弯
，勺利
‘ 

害
に
遨
く
獨
逸
八
ン
ザ
內
部
の
.分
裂
傾
向
は
、
英
吉
利
の
：バ
ル
ト
海
進
出
を
契
機
と
し
て
十
四
世
紀
の
後
半
に
顔
.は
に
な
つ
k
が
、
更 

■に

こ

れ

に

資

す

る

も

の

と

し

て

當

時

獨

逸

^'
部

に

於

ける
政
治
的
關
修
が
あ
つ
た
と
ど
を

見
ね
ばが
^
な
一/'o. 

丫 

<
7 ) 

ffians 

G
e
o
r
g
s

 schroser, 

Der Handel auf der 

Dpr
n
a im

 Mittelalter, in H
G
b
I
L

 

1917 

S 

75 

汗

'獨
逸
諸
都
市
と
帝
國
と
め
關
係
は
、
ヵ
ァ
ル
四
世
の
治
下(

一
三
四
七——

七
八
年)

漸
次
背
反
し
行
き
つ
\
あ

っ
た
。
そ
れ
は
皇
帝 

力
ァ
ル
四
世
が
ブ
ル
デ
マ
ァ
ル
戰
に
際
し
て
採
つ
た
態
度
か
ら
も
、
又
ハ
ム
ブ
ル
ク
と
ホ
ル
シ
グ
ィ
ン
伯
と
の
紛
爭
に
際
し
皇
帝
が
.伯 

に
味
方
し
.た
こ
と
に
ょ
つ
て
も
，或
は
そ
，の
後
丁
抹
繼
承
若
選
定
'に
就
い
七
皇
帝
と
バ
.
.ン
ザ
と
の
利
窖
が
街
反
し
た
こ
と
に
ょ
つ
て
も
、 

示
さ
れ
得
や
ぅO

C
C
C
)

更
に
こ
れ
^
時
を
略
々
同
じ
ぅ
し
て
獨
逸
ヒ
は
、封
鎖
的
小
分
邦
の
併
立
傾
向
が
現
は
れ
始
め
て
居
る
0
こ
^
は 

當
然
そ
れ
茗
自
主
的
で
あ
っ
た
諸
都
市
と
の
間
に
杭

^
を
生
じ
た
。
そ
の
，盛
に
な
っ
た
の
は
、
十
五
、
六
世
紀
に
於
い
て
V
あ
っ
た 

が
、
十
四
世
紀
も
大
半
を
過
ぎ
.た
頃
か
ら
、諸
侯
伯
の
自
國
主
義
的
行
政
は
、
：都
市
の
自
主
的
地
位
論

食
し
始
め
っ
、
あ
っ
た
の
で
あ 

る
o
七
十
年
代
に
於
け
る
i

ゥ
ネ
ブ
ル
タ
繼
承
紛
傘
の
如
き
、
或
は
八
十
年
代
の
ド
ル
ト
ム
ン
ト
に
對
す
る
領
主
の
態
度
の
如
き
、 

孰
れ
も
都
市
1

全
な
自
由
な
.時
代
の
過
ぎ
去
0
て
し
患
て
居
る
こ
と
の
證
隹
外
な
ら
な
い
0
勿

面
に
關
し
て
は
尙
墨
的
行
動
領
域
を
有
し
.た
と
宏
ふ
も
の
N

斯
く
の
如
き
獨
逸
內
部
の
變
化
が
-
ハ
ン
ザ
加
盟
諸
都
市
の
、
そ
し
て 

ま
た
そ
の
'全
體
の
動
向
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
十
分
に
推
定
さ
れ
る
，と
こ
.ろ
サ
あ
■る
o
更
に
广
ゾ
ザ
諸
都
市
自
禮
の
内
部
に 

於
け
る
抗
维
の
生
起
を
も
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
六
、
七
十
年
代
に
始
ま
つ
た
ニ
ィ
ダ
ァ
ザ
ク
セ
ン
の
ハ
ン
ザ
諸
都
市
に
於
け
る
ち
-f
e

運
励
で
あ
る
。
元
來
ハ
ン
ザ
諸
都
市
は
そ
.の
成
立
、
發
展
の
由
來
上
、
遠
地
商
人
の
謂
ゆ
る
貴
族
主
義
的
統
治
の
下
に
あ
っ
たo

こ

の
 

支
观
/#
に
對
し
て
民
主
々
義
的
態
度
を
持
し
た
手
エ
業
者
乃
至
小
商
人
は
や
が
て
抗
事
す
る
.に
至
.る
0(

9)

ー
三
六
れ
年
ブ
レ
ェ
メ
ン 

&

&
0.
支
持
者
た
る
ブ
レ
工
メ
ン
大
司
敎
に
對
し
て
の
反
抗
や
：
そ
：の
後
ハ
ム
ブ
ル
タ
に
於
け
る
、
又
は
八
十
年
代
の
リ
ュ
ベ
ッ
ク
こ 

於
け
る
內
部
擧Q

如
き
：そQ

響

な

.る
も
^
;に
屬
す
る
。
こ
れ
等
內
部
的
^'
擾
が
、
獨
逸
ハ
ン
ザQ

對
外
政
策Q

銃
一
に
と
っ
て
負

燴
と
な
る
こ
と
は
s'
ふ
运
も
.な
い
で
あ
ら
ぅ
0.
•
 

'

,
 

,
 

.
 

.
 

<

(CC 

し
多 
J
S 日 Mantels, Kaiser Karls IV* Hofhger in LSbeck, in B

e
i
s
g
e

 Zllr

srbisch-hansischen GescMchte. 
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J
e
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i
soo
l
o

S. 296-302.

C
9
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Fritz 

s
n
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e
l
J
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M
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S. 107-8, 113-
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.

斯
か
る
情
勢
の
中
に
、
英
吉
利
に
次
い
で
和
蘭
商
人
は
突
き
進
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
0
し
か
も
彼
等
は
決
し
て
單
獨
で
あ
っ
た
と

は1K

ひ
難
い
0
藉
し
バ
ル
ト
海
の
奧
她
に
は
、
先
づ
以
っ
て
ダ
ン
チ
ヒ
が
彼
等
を
喜
ん
で
迎
へ
容
れ
た
の
で
あ
0
た
か
ら
0
一
 
三
四
八

年
乃
至1

四
〇
〇
¥
に
於
い
て
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

、

エ
ダ
ム
、
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
、
チ
ィ

リ

ク
ゼ
工
、
ミ
ッ
デ
レ
ブ
レ
ク
等
々

.f

ら
來

り
、(

10
.

)

ダ
ン
チ
ヒ
市
尻
權
を
得
た
和
蘭
人
の
數
は
尠
く

な

い
と
袞
ふ
0
こ
の
と
と
、
相
並
ん
で
彼
等
は
ダ
ン
チ
ヒ
に
於
ハ
て
何
の
制

限
を
受
け
る
こ
と
な
く
取
引
を
爲
し
得
た
こ
と
が
解
ら
ぅ
o
彼
等
は
同
じ
く
こ
の
都
市
を
訪
れ
た
英
吉
利
商
人
ょ
り
も
待
遇
さ
れ
た
ら

し
い
。(

11)

ア
ル
ッ
ス
ホ
ォ
フ
は
そ
の
商
談
の
行
は
れ
る
場
所
で
あ
つ
た
。(

]2〕

こ
の
和
蘭
商
人
が
こ
の
地
に
齎
し
た
重
な
る
も
の

は
、
和
蘭
毛
織
物
で
あ
り
、
北
海
_
で
あ
り
、
稍
々
後
れ
て
は
べH

の
鹽
で
あ
っ
た
。
反
對
に
彼
等
，が
持
ち
歸
：る
も
の
は
、
こ
の
都
市 

..羽
猫
商
業
費
本
©
バ
.ル
ト
-海
逸
出
に
.就
い
.て 

ヒ

ー

J
七
く
X
V



.

:

和

蘭

苘

の

，バ
ル
ト
海
II

ぃ
t

 

.
七

-

Q

七
六
，

.

.

の
奥
地
：か
ら
0

穀
物
.と
木
材
4

が
绝
要
な
も
摩
ぁ
0
た
.？
忘

從
づ
て
友
好
關
係
の〉

存
往
：が
明
か
に
.さ
れ
る
0

で
ぁ
る
0

し
 

〉

(
10
VTheodor 

_ 

HIrs
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a
n
l

 H
a
n
d
e
l
s
l
u
n
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G
l
r
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D
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peipzfg
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へ
：
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：
. 

.
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(

12
;"
相
稿「
十
五
世
紀
ダ
ン
す
に
於
け
る
船
舶
共
有
組
合
の
內
容
に
就
い
て
^

会

^
ハ
社
會
經
濟
史
學
“

七
卷
第
五
號
パ
三
三
丨
置 

和
®
宅
織
物
は
、
は
じ
め
ブ
ル
ゥ
、チH .、

ア
ン
ヴ
ェ
’ル
ス
、
ベ
ル
ゲ
ン
•
オ
ブ
：
ソ
％
ム
等
：の
市
場
に
運
ば
れ
、
.
ハ
ン
ザ
商
人
掌
を 

經
て
ブ
ロ
イ
セ
ン
並
び
に
リ
，フ

ラ

ン
ド
.に
f

れ
た
の
で
ぁ
っ
た
?;
.然—

そ
o
毛
緻
物
が
パ
ン
ザ§

カ
を
以
っ
て
一
定
の
販
賣
圈
を
得 

た
^
:
和
蘭
商
人
自
ち
が
±
產
商
品
を
携
ぇ
セ
衆
歐
諸
市
場
；に
親
：は
れ
る
”や
‘ぅ
に
な
.っ」

た
0
殊
に
ブ
ロ
イ
セ
ン
に
對
す
る
和
蘭
^
織
物 

の
直
接
輸
，w
は
多
か
っ
た
。
十
五
佌
紀
初
頭
に
は
.そ
れ
の
賣
捌
き
を
一
定
時
日
中
±
し
た
程
で
ぁ
る
0
11)

次
に
北
飪
舰
の
バ
レ
ト

& 

諸
市
場
進
出
の
.根
據
に
就
い
て
は
旣
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
ぁ
る
.か
ら
、
こ
V
に
は
和
蘭
人
は
自
ら
そ
の
眺
を
ノ
ヴ
ゴJJ

ド
に
迄
運
も 

こ
と
を
記
す
に
止
め
.や
ぅ
0

9
ベr

の

變

亦

、
和
蘭
人
は
ブ
ロ
イ
セ
ン
乃
至
リ
フ
ラ
ン
ド
の
商
人
の
運
送
に
傭
は
れ
た
の
が
、
こ 

れ
に
關
與
す
る
端
緖
で
ぁ
っ
た
ら
'し
い
。
即
ち
彼
等
は
そ
の
運
送
業
務
に
.從
*:
.す

る

船

長

と
.し
t
バ
ル
ト
海
に
現
は
^
た
の
で
ぁ
っ
た 

と
思
は
れ
る
然
し
七
五
低
紀
に
は
羽
蘭
商
人
自
ら
べ
.エ
'に
.勉
き
、.
.そ
の
鹽
を
：2
3
1
己
の
許
算
で
'プ
ロ
イ
セ
ン
、
リ
フ
ラ
ン

K
諸
地
に
運 

ん
だ
。
こ
.の
西
佛
蘭
西
か
ら
の
海
鹽
は
，
そ
れ
ま
で
バ
ル
；ト
海
市
場
を
.交
.配
し
て
居
た
リ
ュ
ゥ
ネ
ブ
ル
.ク
の
岩
鹽
に
，比
し
て
、
精
良
で 

は
な
く
又
_

9
加H

に
最
適
と
はW

へ
な
か
っ
た
が
、
そ
.の
長
距
離
に
對
す
る
運
賃
を
加
算
し
て
も
廉
憤
で
賣
捌
き
得
る
點
が
、
最
大

< 

. 

. 

, 

:
< 

\
| 

' 

• 

• 

> 

. 

f
.

の
競
箏
能
力
と
で
あ
た
。
c15
>
殊
に
バ
■ル
ト
海
奧
地
の
諸
都
市
に
於
い
て
、
リ
ュ
、ベ
ッ
ク
の
支
配
を
配
.せ
ん
と
す
る
氣
運
の
濃
く
な
る

と
共
に
、
ブ
ロ
イ
セ
ン
诹
び
に
リ
フ
ラ
ン
ド
の
商
人
が
こ
れ
に
多
大
の
關
心
を
寄
せ
たQ

は
當
然
で
あ
り
、
又
非
ハ
ン
ザ
商
人
が
こ
れ

.

.

.

 

. 

.
 

.
 

. 

.
 

.

.

.

を
そ
れ
等
の
地
に
運
ぶ
の
を
歡
迎
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
理
解
す
る
に
難
く
な
い
。
殊
に
十
五
世
紀
の
二
十
年
代
に
於
け
る
丁
抹
對
ハ

ン
ザ
の
戰
時
中
、
ブ
ロ
イ
セ
ン
人
が
ズ
ン
ド
を
航
行
し
得
な
か
つ
た
'時
、
こ
れ
を
仲
介
し
た
和
蘭
商
入
の
得
た
利
.益
.は
多
大
で
あ
つ

た
0(

16〕

そ
し
て
こ
の
利
益
は
、
和
蘭
の
海
遝
業
.擴
大
の
刺
戟
ど
な
つ
た
の
で
あ
る
0

13〕

.一
 
四
0 
一
ー
年
マ
!?
<ィ
エ
，ン
ブ
ル
ク
に
於
け
る
決
議
'の.1

節
。,,Item u

m
i
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Leop. Karl 

Geotz, Deutsch-Russische 

^

(

15) 

E
i
t
o
a
e
n
e
l
l
,

 BiiiteNeit,s. .446-7.

8

和
關
の
船
險
が
ブ
ロ
イ
セ
ン
又
は
リ
フ
ラ
ン
ド
の
港
に
到
着
す
る
と
-鹽
の
锼
格
於
急
に
引
下
る
を
常
と
し
た
と
沄
ふ
。(Arthur 

>

1
 

、Der hansi&J BaienhandeAHeidelberg. 1904
〕
s. 

4
3
0そ
の
詳
細
に
就
い
て
は vg!'WaltherStdn, wsdelsbriefe aus Riga und 

<
o
o 

m

b 

,0

".和
蘭
が
穀
物
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
旣
に
一
' 言
し
た
q
そ
の
本
國
の
近
く
に
あ
る
地
方
と
し
て
は
、

エ
ル
べ
流
域
が
あ
り
、
こ
と
か
. 

ら
和
蘭
に
迩
ば
れ
た
。
ハ然
し
そ
れ
以
上
：に
穀

霊

地

と
し
て
は
、
ブ
'ィ
ク
セ
ル
及
び
デ
ュ：

ナ
の
流
域
が
生
要
：で
お
つ
た
。
し
か
も
こ
9 

殼
物
運
送
に
ょ
つ
て
#
る
和
蘭
海
運
業
0
運
賛
收
入
は
> 
穀
物
買
入
資
傘
と
し
.て
.役
立
つ
た
こ

と

：
に

も

留

意

ぜ

，
ね

ぱ

な

^
な

い

であ
ら 

,

.
科
酿
商
業
錄
本
©-
バ
'
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築
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方

：
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船

舶
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ゥ+ 
H
.ン
.デ
ン
諸
都
市
の
.船
舶
に
比
し
て
大

型
船
の
.建
造
力
厚
く
行
及
れ
た
め
は
當
然
で
あ
|

。
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難
し
ゥH 。

ン
デ
ン
諸
郤
市
の
取
扱
ふ
商
品
の
主
要
部
分
は
、
比
較
的
高
實 

な

梱

荷

で

あ

つ

，
た

か

ら
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あ
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巧

I

に
#

る
大
船
I

め
I

は
ク
ラV

エ
ラ
ル
船
へ
I

移
に
始
ま
るo .

令

〇
ラ
ス
ト
の
ホ
.ル
：，ク
船
畜
有
し
て
居
今
拙
稿
#
菜
北
歐
に
於
け
る
議
業
.

i丨
特
に
十
五
世
紀
の
ダ
ミ
.ヒ
に

就
い
て」

へ
|
 

—
濟
史
學
、
證
卷
第
九
號)

參
照
。
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f

$

こ
れ
S

商
品
の
鑛
か
ら
見
で
も
、
ま

た

雷

■

间
航
路
に
よ
つ
て
運
ば
れ
た
こ
と
か
ら
考
へ
て
も
、
和
蘭
と
獨
逸
ハ
ン
ザ
と 

?
間
|
バ
ル
ト
海
市
場
產
に
關
し
.て
競
维
が
行
は
れ
、
し
か
も
そ
の
：各
々
の
立
場
は
、
前
者
が
攻
勢
的
で
あ
り
後
紫
が
守
衛
的
で
あ 

つ
た
こ
と
I

,

理
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
I

。
素
よ
り
和
蘭
の
バ
ル
ト
海
蕾
の
初
期
に
於
い
て
は
、

ハ
ン
ザ
諸
都
市
、
‘
に
リ 

>
へ
ッ
ク
商
人
か
寧
ろ
協
調
的
態
度
を
持
し
た
こ
と
、
旣
に
シ

*

ォ
ネ
ン
交
易
に
就
い
て
窺
つ

た
と
こ

ろ

で

あ

り

、

ま

た

穀

物

^

送

の 

如
き
は
ハ
ン
ザ
諸
都
市
レH

デ
ラ
イ
も
欣
然
こ
れ
に
參
汜
て
居
た
。•
こ
れ
は
机
»

^
資
：̂

偉
入
と
ぃ
ふ
も
の
.の
，
尙
最
初
か
ら

大
規
模
.な
も
の
で
な
く
、
：從
•つ
て
リ

A
ベ
ッ
グ
の
支
配

^
播
が
ず
こ
と
は
な
か
づ
た
か
ら
で
も
お
^-
ぅ
？

こ

の

服

卸

に

於
^'
て

リ

ル

ベ 

y
ク
は
そ
の
競
&
カ
の
强
化
に
努
め
て
ゐ
る
。
例
へ
•ば
ズ
ン
ド
航
行
の
增
大
に
ょ
^
ホ
.ル
シ
ク
ィ
.，ン
陸
路
の
危
機
に
對
し
て
、

一
三
■九 

0

1
九
八
年
に
亙
り
シ
.テ
ク
二
ッ
.ツ
蓮
河
を
開
®
し
た
如
き
、
ベ
エ
鹽
の
バ
ル
ト
海
進
出
に
對
し
て
、
リ
ユ

ゥ
ネ
ブ
ル
.ク
鹽
を
缻
制 

的
に
リ
ユ
べ
ッ

' ク
に
集
中
せ
し
め
る
方
策
を
採
っ
た
如
き
で
あ
る
0(

1
>
.し
か
も
'や
が
て
英
«.
蘭
商
業
資
本
の
進
出
が
そ
の
積
極
3-
.を 

增
大
す
る
に
俾
ひ
、
パ
ン
ザ
の
旣
得
權
擁
護
政
策
は
特
に
.强
化
さ
れ
て
、
.外
來
商
人
排
斥
を
以
っ
て
そQ

經
濟
政
策
の
菡
調
と
す
る
に 

至
つ
た
。
こ
の
獨
逸
ハ
ン
ザ
の
政
策
轉
化
に
就
い
て
は
、
旣
に
一
言
し
た
が
、
そ
の
加
盟
都
市
內
部
の
權
カ
推
移
も
與
っ
て
力
あ
っ
た 

と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
o 

.
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C
1
Vこ
の
リ
ユ
ペ
ッ
ク
の
支
陋
に
對
し
て
：H.

ル
.ベ
河
と
ヴ
ィ
ス
マ
ア
ル
と
の
間
に
新
た
に
水
路
を
設
け
*リ
ユ
ベ
ッ
ク
を
經
ず
し
て
ヴ
ィ
ス

マ
.
 

ナ
ル
ょ
り
バ
ル
ト
海
に
リ
>
ゥ
ネ
ブ
ル
ク
鹽
を
搬
出
せ
ん
と
す
る
計
畫
が
、

一
'四

}
,二
年
と
一
四
三
◦
年
と
に
あ
つ
た
が
*
遂
に
實
混
せ
ず
に
"
 

終
っ
た
。
然
し
こ
の
計
蠻
の
存
在
そ
の
も
の
、
中
に
、
ゥ

エ
ン
デ
ン
都
市
內
部
に
於
い
て
す
ら
漸
次
非
協
調
の
態
度
が
現
れ
つ
、
あ
つ
た
こ
と 
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®

ら
れ
る
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に
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は
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史
配
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つ
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O
O

 

Cれ
は
前
世
紀
の
終

.

U
 

V

-

.
 

: 

.
 

#

り
®
か
ら
の
民
主
運
動
の
勝
利
た
•る
も
0
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
利
益
代
表
者
た
る
手
工
業
者
乃
至
小
商
人
の
把
持
す 

る
.見
解
を
、
都
市

リ
ユ
べ
フ
ク
の
、
從
つ
.'て
獨
逸c

ン
.：ザ
の
經
濟
政
策
：の
上
に
現
は
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
：勿
論
.こ
0
政
策
ひ

讀

は
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和
紙
商
業
資
本
の
*
<ル
ト
海
通
出
に
就
い
'.て

 

セ

五

2

七
六
九〕



和

敷

資

本

の

：ペ
ル
•ト
海i

t

庭

l
r'
::
其

(
j

七
七
o-
,

手.H

業
者
^

*際
f

:
善

ッ

y
の

臺

權

ぢ

馨

f

以
■

豪

め

息

る

t
 

褻

留

參

れ

&

な
ら
な 

ぃ
。
0

i

i

i

§

i

p

^
 

i

&

i

i

i

C

会

み

I

ず
、讓

I

間
に
於
い
|
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参

シ

'フ

ぷ

的
活
動
I

福

權

把

I

限
f

 

1應
到
達
じ
た
か
ら
で
が
る
€

^

る
如
き
f

i
た
營
利
漬
動
1

ず

論

、
に
I

に
活
動
す
る
こ
名
な
ベ
、
‘雙

的

活

動

I

限

し

旣

囊

蠡

係

を

產

化
 

せ

ぶ

f

と
に
努
3

拂
は
れ
る
こ
と
で
ぁ
る
。
具
體
的
に
は
簾
商
益
合
の

.出
現
が
こ
れ
に
當
る
。
即
ち

i

ベ

ぶ

£

一
三
七
八
年
ジ
-
オ
I

航
行
者
組
合
の
成
立
、
な

；
.八
三
年
べ
：.ル
^

ロ

ド

航

碧

I

ッ
ク
.ホ
ル
ム
航
行
者
、
フ
ラ
ン
ド
ル
航
行
者
、
英
吉
利
航
行
者
？
 

i

i

け
ら
れ
た
如
き
、
或
は
ハ
ム
ブ 

ル
ク
に
，

」

I

I

ラ
.

1
ル
航
行
者
、
英
吉
利
航
行
者
、，
九
五
年
に
シ
ョ
I

ン
：航
行
者
組
合
が
成
立
し
た
如
き
で
ぁ

る

。

そ
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い
づ
れ
歳
的
と
す
る
I

ろ
は
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市
と
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政
治
を
左
右
す
る
I

た
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斯
か
る
現
象
は
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商
人
の
靈
の
增
大
と
い
ふ
ょ
鸟
寧
ろ
積
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活
動
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停
f
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き
で
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善

す
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す
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.

I
へS

よ
つ
：て
、

|
優
そ
の
傾
向
が
明
か
に
さ
れ
た
0
で
あ
つ
た
0

:

:

^
2
0 .Max HOST

日 ann. Geschichte

D-
筠 
fj.
£f
i
.rt
>3
d
n
d Hausestadt Labeck. 

w
d
. 

I.. (Lii

creck.1889ノ

 s.. 

1
4cn
-
5
p 

.'

(

3
.

) v
p

s'N.'R5rigy 
N
o
rp-
.
 i.2nder.

.w-15112.

(

4)

.
 

o
. 

w
e
h
n
n
a
n
n
.

 Das..ISbecklwche patrizipf, inwbesondere dessenwntschun 
的 e

n
d

 

VerhSltmss z
u
m

 

Aael” m

 

liG.blL 

Jg.

1S72.S.113 
擎

' 

: 

' 

- 

'
;
.
•

(lo) 

0
W
S
K
3
. 

M
^
o
o
v 

w
. 

o
w
«
<
w
*

... 

(

6')

.,'Er̂
lst DaeneF

.BIe
ezeitJw

d. I.L 

fe
4
.... 

c... 

(

7)

，

.， vgl. Fritz .R5ngv:orosshanderdnd:Grossh:lnd.Ier.i

日
.Lti
l
b-f
p
c
k
 .des-14. JaIlnllund

<t>
r

.G?,-'in’Hwnslwche 

w
e.
l-
t
-
^
g
g

 

“
G
r 

deutschrtn 
'.■

VYirtscĥ
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二
四T

六
年
搏
び
リ
：
.»
べ
，ッ
、ク
市
會
は
遠
地
齒
人
歡
の
手
中
に
歸
し
、
こ
：れ
と
略
.：々
時
を
同
じ
く
し
て
、
'ケ
ィ
ス
.
マ
’ァ
ル
、
ロ
シ
ト 

.ッ
>
;■
■
■>,
ム
ブ
ル
夕
に
於
け
る
杓
争
も
舊
態
奮
を
以
つ
て
終
づ
た
。
；然

し

--
.度
採
ら
れ
た
'排
他
的
經
濟
政
策
0
動
向
は
、
こ
の
支
配 

齋
.の
交
代
に
よ
..つ'セ
|

1變
ざ
れ
る
こ
と
な
く
，
謂
ゅ
る
封
鎖
的
態
度
は
引
き
續
き
採
ら
れ
た
0
で
^̂

,と
い
ふ
'̂
0
の
、
實
質
に
於
い
て
は
十
.五

世

紀

以

降

の

.獨

逸

バ

' ッ
ザ
は
手
.工
業
者
の
^
響
を
脫：

し
得
.ず
に
あ
つ
た
と
も
一
！

f

へ
よ
ぅ
。

..
:斯
く
の
如
ぎ
內
紛
、：

吏
に
は
十
艽
世
紀
初
頭
の
絶蘭

：：

=
.リ
.タ
ウ
^
ン
i
獨
逸
騎
士
團
あ
の
戰
ひ
に
よ
.る
東
歐
办
混
亂
は
、；
英
吉
利
乃 

柰
和
蘭
商
業
*

^

0進
出
.に
好
機
會
を
提
供
；し
，た
の
：で
あ
ら
た
P
ベ
ル
ゲ
ン
へ
の
^
胄
㈣
商
人
航
行
の
增
加
め
如
き
-;
'
和
蘭
^
入
の
榖 

物
貿
易
の
增
大
、
リ
フ
.ヲ
ン
ド
商
業
へ
0
進
»
の
：如
き
、
そ
の
著
し
ぎ
も
の
に
屬
す
.る
'.
0
:
:
和
蘭
の
穀
物
購
入
に
就
い
て
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、
：そ
れ
が
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商
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資
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の
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ル
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海
姻
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フ
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商
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と
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の
特
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す
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如
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商
人
は
雪
國
內
：に

禁

て

も
S

者
を
有
し
.て
居

た

の

1
 

.る
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.然
し
§
.
和
蘭Q

侵
入
は
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i

ク
I

I

女
る
獨
逸
P

會
_
に
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穀

彻
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か
ら
I
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一
尙
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四
三
擧
ゥ
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ス

‘マ
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ル
市
會
が
再
び
I

f

 
I
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し

て

居
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の
利
I

容

易

こ

中
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さ
れ
な
か
つ
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ら
れ
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然

し

K
H
P
P
h
a
f
s

の
問
題
以
外
に
於
い
て
も
、X

ン
ザ
都
市
は
穀
物
輸
出
に
關
し
て
銃
制
を
爲
す
こ
と
：は
難
か
つ
^

。
ゥ
ヱ
ン
デ 

ン
諸
都
市
と
ブ
ロ
イ
セ
ン
諸
都
市
が
こ
の
問
題
に
於
い
て
協
調
し
得
な
：い
こ
と
は
直
ち
に
首
肯
さ
れ
る
が
、
爱
者
に
於
い
て
も
十
7?
.世 

紀
の
ハ
ン
.ザ
全
體
が
企
て
た
外
來
商
人
の
經
濟
行
動
制
限
政
幾
謂
ゆ
るS

s

f?r
€
c
h
t

の
如
き)

の
遂
行
は
(1
|
滑
に
爲
し
得
な
か
つ
た 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
領
主
勢
力
と
都
市
勢
力
と
の
利
害
の
.背
反
に
莲
く
も
の
で
あ
つ
た
。
即
ち
獨
逸
騎
士
團
は
穀
物
輸
出
に
就
い
て
ブ 

a

イ
セ
ン
諸
都
市
と
競
举
し
た
の
で
あ
つ
た
0

都
市
の
開
市
强
制
に
と
つ
て
先
買
が
障
害
と
な
る
こ
と
は

上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
«t 

‘士
團
官
吏
は
こ
の
先
買
を
大
規
模
に
行
.ひ
、
又
、
そ
の
財
政
的
粮
據
か
ら
し
て
都
市
.の
毂
物
輸
出
を
禁
じ
そ
の
命
令
解
除
に
對
し
セ
許 

可
料
を
徵
し
、
反
對
に
ブ
ロ
イ
セ
ン
諸
都
市
が
聯
合
し
て
輸
出
を
禁
.l
h

し
た
時
に
は
和
蘭
商
人
に
輸
出
を
特
許
す
る
等
の
擧
に
出
た
。

(

13
V
騎
士
圑
が
大
土
地
所
有
者
の
代
表
者
と
し
て
都
市
の
强
制
開
市
政
策
に
反
對
し
、
自
由
な
直
接
取
引
を
有
利
と
な
し
た
こ
と
は
I33
C 

ふ
迄
も
な
い
。
そ
れ
故
に
少n

イ
セ
ン
に
於
い
で
對
外
來
商
人
權(

◦
髮

爲

&)

の
制
定
は
後
れ
た
の
で
あ
0
た
？
し
か
も
こ
の
事
情 

ば
和
蘭
商
人
に
と
0
て
有
利
に
作
用
し
た
こ
と
勿
論
で
：：あ
る
0
.

(

13〕

詳
し
く
はw

,

 Naud€, Die Getrejdehandelspolitik der Europafscllen s
t
l
n

 

v
o
m

 13. 

bis z
u
m

 Is’ Jahrhundert- als 
s
p
l

和
1»
商
人
が
そ
の
活
動
を
單
に
運
送
業
務
に
限
る
間
は
.、
そ
の
活
動
に
對
し
.て
ハ
y
f
は
镇
極
的
に
阻
止
し
ょ
ぅ
と
は
し
な
か
つ
た 

が
、
.そ
の
範
圍
を
越
ぇ
て
バ
ル
.ト
海
諸
都
而
の
.背
後
地
に
於
け
る
.商
«.
.に
自
ら
關
與
史
ん
；と
し
た
時
は
さ
ぅ
で
な
パ
。
殊
に
”
フ
.ラ
ン 

.

.和
敗
商
業
资
本
の
.パ
ル
ト
派
通
出
に
就
い
.

P

 

t
 

Cl.

七
七U

D



.和
蘭
商
業
資
本
の'バ
ル
ト
做.龄
出
は
就̂:
て 

•

K:
J)

ペ
ー..七
；

13

■四)

ト
..力
ら
ノ
ゥ
コ.a.

ト

へ

の

進

出

服

ち

.露
&
取
商
人
と
直
接
耽

^
を
營
か

.こ
と
，は
、
.撒
逸

<
.
.ン
ザ
の
權
益

^

た

ド
1
四
ニ
三¥
、
ニ.五
苹
と
、
リ
フ
ラ̂
。

ょ
つ
て

>>
ン
.ザ
の
特
權
を
享
有
す
る
こ

'̂
を
禁
じ
た

0然
し
な
が
ら
リ
フ
ラ
ン
ド
諸
郡
市

.に
於
い
て
、
海
運
業
者
と
し
て
の
和
蘭
人
は
缺 

<
ベ
か
ら
ざ
る

^
の
で
ぁ

*)
'
:
'
、
#
に
リ
ガ

P
反
對
に
ょ
つ

.て
彼
等
が
運
送
業
務
を
營
む
こ
と
は
可
及
的
；に
制
限
す
る
旨
に
改
め
ら
れ
た 

.力
こ
へ
の
と
と
は
做
和
繭
商
人
に
自
ら
取
り
を
行
ふ
可
能
性
を
殘
す
も
の
で
あ
つ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
リ
フ
ラ
ン
ド
諸
都
市
も
、 

去

办

墓

地

市

場

に

於

げ

る

外

來

- ^
人

墓

接

取

引

は
广

シ
ザ
：の 
一
®'
&

«
に
^ '
^
て
®

た
け

.れ
ど
、
諸
海
港
都
市
に
於
け
る
取
引 

に
就
い
て
は
こ
れ
を
許
容
し
た
灯

.で
あ
：つ

た

.0(

1-
4)

.
し
か
も
尙

.そ
：の

後

に

於

い

て

も

和

蘭

商

人

が

'そ
.の

禁

止

を

胃

し

て

ノ

ヴ

ゴ

ロ

ド

に 

於
い
て
取

5
し
た
個
々

0
資
职
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
，(

15)

十
五
世
紀

.

.に
、パ
-ル
：ト

海

ょ

り

ノ

ヴ

ゴ

ロ

ド

に

達

す

る

商

業

は

蜀

逛

.
ハ 

ン
.：ザ
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
が
、
；然
し
恒
贮
危
機
を
姙
む
も
の
で
あ
つ
た
と
宏
へ
，ょ
ぅ

0
.

(

14〕
Lecp. Karl Goetz, a. 

p 

P 

$
• 

42617,

(
: 

• 

'

ハ
ン
ザ
が
.フc
の
對
外
政
策
に
於
い
て
轉

.換
を
示
し
出

^
^
^

合

營

囊

止

、(
f

に
レ
ェ
デ」

フ
；ィ
に
於
け
名)

ハ
16〕

、
非

.ハ
ジ
ザ
の
；代
现
業
務
禦
止
、
航
行
季
節
の
規
定
、
_
外
來
商
人
權
の
嚴
守
等
が 

あ
^
が
、
更
に
進

^
で
.
<
' ン.ザ
の
取
极
，衙
品
ょ
り
和
蘭
製
品

:|
:
除
外
す
る
に
も
至
つ

.て
居
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
は
、
粗
製
品
な
る
が 

故
杷
士
の
理
边
を
以
っH

和
顧
毛
織

.
の
取
韻
ひ
を
拒
否
し
た
こ
七
で
ぁ
ら
ぅ
。
そ
し
て
ラ
イ
デ
ン
や
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
毛
織
物
が

ハ
ン
；ザ
に
よ
つ
て
取
扱
は
れ
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
、

ハ
ン
ザ
の
製
造
规
定
に
よ
っ
て
生
產
す
べ
き
もQ.

で
あ
る
と
要
求
し
た
。(

17) 

こ
の
排
斥
の
反
面
に
は
'
和
蘭
，
英
吉
利
毛
織
物
の
競
争
に
よ
る
ブ
.ル
ゥ
ヂ
工
市
場
の
懷
値
攻
失
を
と
り
戾
さ
ぅ
殳
す
る
努
カ
が
あ
0 

た
と
一
衣
は
ね
ば
な
ら
'な
い
？
即
ち
和
蘭
宅
織
物
の
劣
惡
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
，•ブ
ル
ゥ
：'チ
；H

の
%
織
物
：布
場
の
繁
榮
を
©
復
せ
.し
め 

な
と
'と
が
生
點
だ
：っ
た
，の
で
あ
る
。
： 

/

■:. 

..

.一
 

, 

，く

丨
；(

16〕

，
と
の
禁
止
が
ブ
ー
ィ
セ
>
に
於
い
て
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
^
就
い
て
、
前
揭
拙
稿(

ー：

)

、

'五
|

1六
貝
參
照
。
.

(

17
>
<
0ロ0-
昏
”
2
.
2
.
,0
00
.
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f
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. 

.

.

.

.

.

.

.

.

-..

. 

. 

.

.

.

 

.

.

.

. 

.
»•!
.
.
.
•
.

圓.

. 

:
 

< 

.

r 

.然
し
な
が
ら
十
五
世
紀
の
十
年
代
よ
り
始
ま
る
ハ
ン
ザ
0
守
衞
的
對
外
政
策
.の
數
々
.に
:%
拘
ら
ず
、
.そ
の
：實
施
は
却
っ
_て
ハ
ン
ザ
⑽

ン

> •.
<

.

.

 
.
.
.

 

,

I 

.r

. 

. 

,

盟
諸
都
市
.

$

內
法
的
對
立
を
明
>
に
し
て
し
ま
つ
た
も
の
と
沄
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
こ
の
ハ
ン
ザ
の
內
部
的
對
立
に
於
い
て
最
名

' 

.
 

' 

* 

V 

. 

* ' 

~

菡
し
き
も
，の
、
即
ち
リ
ユ
べ
ッ
ク
と
敗
部
バ
ル
ト
海
諸
都
市
，と
の
政
治

•
經
濟
的
分
岐
こ
そ
が
、
和
蘭
商
業
資
本
進
出
、
即
ち
和
蘭
丨

'> 

. 

• 

( 

-r 

 ̂
.'ン 

• 

* 

• 

•

.

1

ハ：シ
ザ
の
對
立
I

M
に
と
っ
て
重
要
な
鍵
を
與
へ
た
,

K
對
し
、
こ
れ
に
對
立
す
る
和
蘭
は
十
五
世
紀
前
半
新
た
な
る
政
治
體
制
を
背
景
と
し
て
商
業
資
本
の
强
化
を
行
っ
た
の
.で
あ
っ
た

:0

■ 

. 

• 

.... 

.

%

:
 

:

:

'
•ぃ
.
パ

■
 

: 

. 

- 

■ 

-

V

 

.

:

.
} 

y

和
蘭
•、セ
ェ
，ラ
ン
.：ド
、

エ
ィ
ノ
ィ
の
攝
政
で
あ
.っ
た
：バ
ィH

ル
ン
家
の
ア
ル
ブ
レ

-ヒ
ト
は
、

1
H八
九
年
そ
の
•兄
ゥ
.ィ
ル
へ
.ル
ム
五 

世
の

1

、
㈣
fa
伯
と
な
っ
た
。
員
知
の
如
ぐ
こ
の
_
は
佛
蘭
西
に
於
い
て
は
ジ
ャ
？
，ケ
リ
ィ
の
騷
動
：あ
り
、英
吉
利
に
於
い
て
は
ヮ
ッ
‘

ト
.

•

ク
，ィ
ラ
ァ
の
運
動
の
起
っ
た
一
時
代
で
あ
る
0

:

こ
の
'和
蘭
：の
：地
に
も
貴
族
勢
力
を
.支
柱
と
，ず
る
べ
ッ
ク
露
と
.新
興
都
市
の
商
業
勢
力

t 

*

.
和
蘭
商
業
資
本
办
バ
'
ル
ト
海
通
出
に
就
い
て 

■

八

一

(

一
.七
七
五)



抑
蘭
商
業
資
本
の
.

X

ル
ト
觫
遛
出
に
就
ぃ
セ

一
：
-

.

V. 

、 n

'

八
-
2

七
ヒ
六) 

を
莪

4

す
る
か
へ
ル

.ジ
> 
オ
黨
と
の
對
立
が
あ

'^
:茗

.
I
I

蘭

商

業

業

の

叢

期

に

あ

.つ
I

ル
ブX

ヒ

を

I 

1
m

l

年
市
民
'
8

政
f

認
可 

し
た
が
、
こ
れ
はr

ッ
ク
黨：

の
.反

零

^
^

し
た
と
傅
へ
ら
れ
る
が
、
然
し
商
業
的
勢
力0

增
進
に
努
力
し
た
I

は

顏

の

如
く
で
あ
るo

然
る
に
そ

の

息

女

ヤ

コ
ベ
ア
は
へ

f 

ク
篇
に
よ
つ
て
支
彥
れ
、
從
來
有
し
袭

治

、
經
濟
カ
'C
D
哀
失
を
灌
れ
た
カ
ベ
ル
ジ
ノ
オ
黨
は
こ
こ

に
ヘ
ッ
ク
黨
と
諸
都
市
に
於
 ̂

V

又
農
村
I

い
S

然
相&

ふ
に
至
つ
た
。
こ
の
內
？

利

用

灰

Q

は
、
そ
れ
ま
で
に
そ
藤

樊

し

つ

〜

あ
つ
た
ブ
ル
グ
ン
ド
公
フ
イ
リ
ッ
プ
で
あ
^

公
は

韻
郡
市
が
從
S

せ
し
特
權
S

大
し
？

ル
.ト
レ
.ヒ
ト
、
チ
イ
リ
ク 

，

ノ
ブ
リ
イ
ル

、
.ロ
ッ
テ
ル
ダ
A

 

)

、
又
そ
の
市
民
の
フ
ラ
ン
ド
ル
に
於
け
る
交
I

諸
特
權
S

可
し
て
-(

3)

カ
ベ
ル
ジ
日
オ 

f

味
方
と
し
wf

繼
承
f 

S

與
し
た
。

一
四
二
八
年
デ
ル
フ
トQ

媾
和
に
よ
り
f

和
I
I

と
な
り
、
一二 
I

ヤ
コ
べ 

ア
は
公
に
&

舊
領
を
完
全
.に
讓
る
に
至
つ
た
。
そ
の
讓
位
に
際
し
て
，
和
蘭
•
ゼ

エ
ラ
‘ン
ド
の
商
業
活
動
は
、
フ
イ
リ
ッ
ブ
公
の
如
き
.

 

權
カ
あ
る
領
彥
下

S

つ
てQ

み1

1

展
し
得
や
I

述
べ
$

傅

へ
ら
れ
る
。(

4〕
：

獨
I
f

グ
fv

ぶ

そ

Q

西
北
國
境 

防
備
の
爲
め
に
、
瘍
が
ブ
ル
グ
ン
ド
公
の
顿
圖
と
な
る
こ
I

阻
止
し
よ
ぅ
と
試
み
た
.が
效

架
な
く

*

斯
く
て
和
蘭
、
ゼ
エ

ラ
ン
ド
、

H

ィ
ノ
ォQ

地

は

.旣
に
フ
ラ
ン
ド
ル
、
ナ
ム
ウ
ル
、
ブ
ラ
バ
ン
ト
、
リ
ム
ブ
ル
ク
を
掌
握
し
た
ブ
ル
グ
ン
ト
公
領
に
合
せ
ら
れ
、
ネ 

i

ラ
ン
ド
の
地
は
ウ
ト

レ
ヒ
ト
、
ゲ
ル
ダ
ア
ラ
ン
ド
、
西
フ〜

T)

こ
の
兩
黨
の
語
源
に
就
い
て
は

 

K
.

 T

tr.wenzelburger. a. a
.
p
B
d
.

 

I. S. 220-2.

(

2〕
F
i
n
e
,

 B
e
l
g
i
p

 Bd. II. S. 209. A
n
n
v

 2,

(

3

ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
に
對
し
て
は
一
四
ニ
五
气
チ
ィ
リ
ク
ゼ
ヱ
、
ブ
リ
ィ
ル
に
對
し
て
は
1
四
ニ
六
部
、
ロ
レ
テ
ル
ダ
ム
に
對
し
て
は
一
四

s
. 

M
l
v ̂ 

p
 

§
. 

'

.

‘
 

o
)

 

E
r
s

 D
a
i
l
l
,

 Holland. s
,

6
.

:

獨
逸
ハ
ン
ザ
の
內
部
的
分
裂
に
對
比
し
て
、
和
蘭
に
於
げ
る
統
一
的
政
治
支
配
及
，び
こ
れ
へ
0
商

業

資

本

の

密

接

な

結

合

と

~
い

ふ

相 

反
せ
る
駙
向
は
ハ
ン
ザ
の
政
策
遂
行
に
變
化
を
生
ぜ
ず
に
は
お
か
な
か
つ
た
。
例
へ
ば
こ
れ
ま
で
ネ
ェ
デ
ル
ラ
ン
ド
が
！g

封
建
領
主 

間
に
分
割
さ
れ
て
居
た
場
合
に
は
、
そ
の
.相
互
の
特
殊
利
害
關
係
を
利
用
し
て
ハ
ン
ザ
に
有
利
な
政
策
を
遂
行
し
得
た
。
ブ
ル
ゥ
ヂ
ェ
商 

館
を
隣
邦
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
に
移
し
そ
の
取
引
減
退
に
ょ
つ
て
フ
ラ
ン
.ド
ル
乃
至
ブ
ル
ゥ
デH

が
そ
の
歸
還
を
請
ふ
に
は
、

ハ
ン
ザ
商
人 

に
對
し
新
た
に
諸
特
權
を
認
め
ま
た
損
養
賠
償
を
支
挪
は
ね
ば
な
ら
な
か
.つ
た
如
き
こ
れ
で
あ
る
0
然
し
ブ
ル
グ
ン
ド

公

の

手
中
に
ネ 

ニ
ア
ル
ラ
ン
ド
が
統
合
さ
れ
た
今
と
な
つ
て
は
、
こ
れ
は
爲
し
得
な
い
0

5)

ま
た
ブ
ル
グ
ン
ド
公
の
努
力
は
そ
の
領
邦
を
中
央
集
權 

的
に
組
織
化
す
る
と
と
に
向
け
ら
れ
て
居
た
か
ら
、0

0
〕
C

ン
ザ
比
今
や
個
.々
の
都
市
と
接
衝
す
る
の
で
な
く
、
阈
家
權
力
と
交
渉
す 

る
に
等
し
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
と
反
：對
に
和
蘭
諸
都
市
に
と
つ
て
は
そ
の
ブ
ル
グ
ン
ド
公
の
努
力
は
、
そ
の
商
業
發
展

-

. 

1
 

• 

• 

' 

. 

. 

: 

■
 
r
 
I
 
r
 

.

.

.

. 

....

に
際
し
て
國
家
の
支
持
と
保
護
と
を
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
國
家
概
力
の
吏
持
を
欠
い
た
獨
.逸
ハ
ン
ザ
に
と
つ

て

極
め
て
不 

利
な
點
で
あ
る
と
.

I
K

は
ね
ば
な
ら
な
.か
つ
.た
。.
こ
八
に
和
蘭
商
業
資
本
の
バ
ル
'

:

ト
海
に
對
す
る
積
極
的
活
動
は
、
安
固
な
地
盤
を
得
て 

货
に
增
大
し
得
る
可
傲
性
真
へ
ら
れ
たQ

で
あ
る
。
然
し
そ
の
實
現
に
對
し
て
は
蠢
多
の
.障
寄
が
あ
つ
た
。
對
ハ
ン
ザ
の
公
然
の

5f
[
.
M
^
!

業
資
本
の
■ 

V

ル
*
都
進
.出
.

H

就
：い
：.て 

'三

(

|
七
ヒ
七〕



八

四

(

一
 
I
 

又)

.
纖
I
 

の 
I

輿

、
：'ヘ

ス 

.
'
.

■
(to.). 

VOIIbchr, 

M
. 

a- 
p 

w
. 

3
00
-
9
.

:'
5

1
三
年
、
ニ
六
丄
爱

年
、
三
：
t

蘭
が
對
.ヮ
ル
デ
マ
ァ
ル
戰

の

時

逢

正

反
對
に
後
者
に
組
し
た
こ
と
を
經
過
は
省
略
し
I

 

ぶ

f

容

產

を

.目
標
と
し
て
行
は
れ
た
こ
と
、
こ
の
航
路
の

■

は

和

蘭

容

ど

I

業

I

 

皇
味
し
た
の
で
强
ヵ
的
に
こ

4
を
破

|

る
を
得
な
か
っ
た
こ
と

_

復
行
爲
と

.し
て
&

9 .
、ム

わ
 

.

け
る
獨
逸
商
人Q

行
動
を
阻
止
し
た
こ
と
、(

7)

和
■

と
獨
邀
ハ
ン
ザ
と
0
戰
ひ
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
ブ
ロ
イ
セ
ン
•
リ

フ
ラ
ン
4

 

嚮

は

審

で

あ

っ

そ

と

等
を
列
擧
す
る
に

f

る
。
最
後

の

コ
ペ
ン
ハ
：ァ
ゲ
ン
の
證

^

1

へ

ク
獎
禾
海

'0
鬪
ひ
は
一
應
你
決

1:
:見
た
が
、
ぞ
.の
時
リ
ュ
べ
ッ
ク
に
と
つ
て
は
ス
ヵ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
商
權
競
维

蓉

と
し
て 

和
蘭
が
立
ち
現
を
居
り
、
和
S

と
.っ
で
は
穀
物
輸
入
杜
絕
に
連
く
困
敦
全
土
を
襲
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。
然
し

S
に

ょ

っ

て

 

ス
ン
ト
献
行
か
！

さ
れ
た
こ

A
は
、
こ
の
間
に
於
い
て
丁
妹
が
：ハ
ン
ザ
と
S

係
を
ふ
り
す
て
、
和
蘭
と
結
ぶ
に

至

っ

た

こ
と
の
爲 

め
に
、
量
る
解
放
に
止
ま
ら
ず
こ
の
翁
權
を
和
蘭
に
確
保
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い

。

そ
し
て
和

蘭

が

戰

 

染
に
ょ
る
靡
办
ら
§

立
ち
.上
る
に
際
し
て
こ
れ
隹
め
て
重
遭
备
割
S

じ
た
の
1

そ
れ
は
和
蘭
商
業
資
本
の
根
據 

た
る
.レ
.
ェ
デ
ラ
イ
0
活
躍
す
る
場
所
へ
の
唯
.
|
.の.通
路
な
の
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
0 

.
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.■、
右
の

.

一I
n

1六
¥
以
降
の
ズ
ン
ド
に
於
け
る
戰
爭
は
、
和
蘭
の
經
濟
狀
態
に
甚
し
い
困
窮
S

し
た
。
バ
ル
ト
海
商
業
の
遮
斷
に
わ 

っ
.て
、
..
そ
の
：商

i
.
•
海
運
槳
の
活
動
ぼ
修
來
さ
れ
方
る
：，

i

得
な
か
っ
た
加
尊

I

.
-0
'
.
そ

の

肌

二

四

；三

幽
四
§

和
蘭
•ゼ

-
ラ
.イ

ド

の

製

鹽

業

者

が

多

く

英

吉

郝

に

波

つ

ぎ

と

、
：
ラ

，
ィ
デ
：
ン

©:

 ̂

フ
ァ

.ク
チ
ユ
ア
の
沈
滯
等
、
 

9
ソ
そ
の
戰
箏
の
結
果
で
耖
る
と
耷
は
れ
る
0
然
し
.な
.が
ら
こ
の
戰
時
中
に
於
.い

で

結

實

レ

た

和

蘭

に

於

け

る

政

治

的

變

化

は

、
；
結

司
 

商
業
資
本
，の
爲
め
の
もQ

i

外
な
ら
な
が
っ
た
o
.和
蘭
諸
都
市
に
於
け
る
遠
地
商
人
層
<0
'
優
越
：が
確
保
さ
ル
た
の
は
、
こ
の
ブ
ル
グ
ン 

丨
公
の
叙
一
に
俟
っ
こ
と
甚
た
_

.
あ
り
た
O'
-
-で
.ぎ
る
。
.こ
の
政
治
的
背
景
の
下
に
十
五
世
紀
艰
葉
に
は
和
傲
商
業
資
本
黛
び
そ

 ̂

容
姿
を
新
た
I

へ
て

立

ち

上

づ

た

。
：
毛

織

物

製

造

-
造
船
，
鲱

漁

業

等

の

發

展

、

：

ラ

ィ

デゾ
、
_
ア
ム
，ス
テ
-ル
ダ

ム
、

i

デ
ル
ブ
ル 

ク
寧
の
港
市
の
活
1/
等
、.海
霞
業
龜
地
商
業
に
は
新
た
な
浩
氣
が
資
ら
さ
れ
た
0
'こ
の
..齋
^'
に
$

^

ン
ザ
の
封
ス
ラ
ン
ド
ル 

政

策

の

失

敗

T

四
五1

I
.五
.六
年
.ブ
ル
ク
.デ
.：工
.商
館
の
デ
ヴ
ェ
ン
タ
ァ
及
び
ゥ
ド
レ
ヒ
ト
へ

..の
移
轉
、，
ハ
ン
ザ
商
人
の
フ
ラ
ン
ド 

ル
毛
織
物
取
扱
禁
Jh
^

も
取
つ
て
力
あ
.つ
た
。
即
ち
フ
ラ
ン
.
'ド
ル
%
織
物
，の
.代
用
品
と
し
て
、
嘗
て
と
ば
ー
變
じ
て
ハ
ン
.ザ
自
ら
和 

»*
毛
®
物
を
取
弓
對
象
と
し
た
の
で
'あ
る
で
し
.か
も
ハ
■ン
ザ
は
ブ
ル
.f;
V

K

<̂D
s

 ̂

X
、
港
勢 

不
a
の
爲
め
ハ
：
ン
ザ
の
.交
逾
路
は
和
蘭
を
經
出
す
ぎ
と
、
な
り
.、
：(

10
V
こ
：れ
比
和
蘭
瓶
業
餘
氣
を
與
へ
る
も
の
に
外
な
ら
•な
か
つ

た
。
:̂
れ
等
は
や
づ
れ
嚅
和
蘭
が
ブ
ル
グ
ン
ド
公
國
に
統
合
さ
れ
た
が
故
に
、
和
蘭
に
と
つ
て
有
利
に
、
從
つ
て
ハ
ン
ザ
に
と
っ
て
不 

利
に
作
.用
し
た
：と
.
1其
は
ね
ば
な
ら
な
い
9
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相

悪
.業
資
浓
の

A

ル

ド

膨

餘

运

い

'で
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fc
o
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.

，
和
亂
龜
資
本
が
孤
び
バ
ル
ト
海
に
進
み
：入
：る

爲

め

窟

件

鋳

は

^•
ー
.ィ
先
。
諸
都
市
0
麻

'の
.停

滯

で

办

つ

；た

。
：
ぞ

れ

は

ニ

：
四

五

，
四

年

に

於

け

る

—
士
團
戰
爭
の
：開
始
に
由
る
も
の
で
あ
り
、

 ̂

く
て
和
蘭
船
'«
は

烺

歐

に

於

い

：て

單

|

送
藥
務
の
み
な
ら
ず
商
業
範
歐
を
搋
先
し
.て
行
く
こ
と
が
：こ
\
.に
亦
容
易
|

で
I

?
然
し
尙
諸
威
に
於
い
て
、
.取
北
歐
に
於
い
て
獨
逸
.ハ
ン
：ザ
の
旣
得
權
邊
ザ
た
る
も
，の
.が
を
た
か
ら
、
そ
：の
進
出
は
摩
擦 

な
し
で
は
行
ひ
：得

恣

つ

た
i

斷
る
：ま
で
も
な
い
0
:旣
述
办
如
く
こ
の
爾
象
の
對

至

東

^

て
轉
囘
ず
..る
P 

.
從
.つ
て
も
れ
接
歐
諸
市
場
に
於
い
て
競
爭
さ
れ|

た
許
り
で
な
く
、
西
歐
の
中
心
市
場
、
' そ
し
て
ハ
ン
ザ
同
亂
の
因
喉 

に
も
相
當
す
る
ブ
ル
ゥ
デ
H 

.

&廢
が
、：
そ
の
動
向
を
左
右
す
i

s

.
か
，妾

本
が
#

來
の
東
西
商
業
路
と
馨
す
る
ズ
ン
ド
雷
航
路
を
確
保
し
た
こ
と
ぬ
、
そ
の
競
带
ヵ
を
强
化
す
る
に
甚
だ
役
文
つ
た
0
.然
ン 

倚
ブ
ル
ゥ
チ
モ
に
比
敵
し
そ
れ
に
優
る
西
歐
の
中
央
市
場
を
そ
の
手
中
に
得
て
は
じ
め
て
和
蘭
の
東
西
交
^
制
^
は
完
成
へ
近
付
く
と 

宕
は
ね
ば
な
ら
ぬ
.0
し
か
も
こ
れ
が
實
現
せ
ら
れ
.ふ
の
に
は
倚
：

|

世
紀
餘
の
時
日
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
づ
た
の
で
あ
つ
たo

-

 

以
上
和
蘭
商
業
資
本
が
獨
逸
ハ
ン
.ザ
の
牙
域
バ
ル
ト
海
市
場
：.へ

の
進
出
に
就
¥

、
そ
の
^

そ
れ
か
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
つ
た
か
を
こ
ふ
綠
り
艰
す
要
は
な
ー
で
あ
ら
ぅ
。
廣
い
意
味
で
政
治
的
統
一
と
經
濟
的
發
展
と
の
密 

接
不
離
の
聯
關
カ
こ
の
獨
逸
バ
ン
ザ
沒
落
史

Q
1

動
の
中
か
ら
汲
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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然
法
典』

(code de. la Native, 

ou le V6ritabl

0».

l

-ad
e

w.
e
s 

I
O
F

de touf iems nlglis 

§ 

mav
c
o霞

，1.7S5 )：

は
、
其
の
根
本
に
於
て
、
一
ガ
•デ
カ
ル
ト
、

ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
ブ
へ
チ
ッ
ツ
を
一
聯
と
す
る
十
七
、

' w
m
の
支

0B
常
擧
.た
る
合
理
主
義
を
そ
の
經
と
し
、
他
方
、
遠
，く
ス
.ト
ア
、
''
エ'ビ
ク
：ロ
.ス
に
端
を
發
し
爾
來
連
綿
と
し
て
、
i£
此
に
至
り
*
グ

P

. 

' 

.

.

. 

' 

. 

. 

. 

.

チ
ウ
ス
、ブ
ウ

「

フ
ラ
ン

:'
K
ル
フ
に
於
て
そ
の

.

.

體
茶
化
を
見
、た
る
自
然
法
思
想
を
そ
の
緯
4

し
、
そ
の
間
、
同
じ
ぐ
時
代
思
紙
た
る
經
驗
論
、 

.
感
覺
論
を
多
分
に
攝
取
し
、
之
を
縫
ふ
に
熾
烈
.な
る
道
德
的
欲
求
を
以
て
せ
る
1
伽
の
：社
會
改
造
社
畫
案
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て 

『

自
然
法
典』

は
芷
し
く
時
代
の
典
型
的
正
兒
で
あ
る
と
曽
.へ
る
尸

.
十
七
世
紀
中
葉
以
來
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
.殊
に
大
陸
に
於
け
る
支
配
的
哲
學
思
潮
は
デ
カ
ル
ト
.の
合
理
主
義
哲
學
で
あ
り
、
分
け
て
も
7

 

ラ
ン
ス
は
.其
中
心
で
あ
つ
た
o

 

.

狗
に
フ
ラ
ン
ス
は
分
析
の
故
鄕
で
あ
り
、
.
而
も
そ
の
.眞

に

古

典

的

國

土

で

あ

っ

た

0

蔻
し
、
デ
カ
ル
ト 

か
彼
の
.哲
學
改
革
•と
補
學
の
決
定
的
改
造
を
企
.て
た
の
.は
實
に
此
國
土
>̂

上
に
於
て
で
あ
つ
た
か
ら
で
，あ
る
。
而
し
て
比
デ
力
ル
ト
的 

モ
レ
リ
ィ『

自
然
法
典』

せ
：其
思
想
的
背
景
.
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