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b
て
、
.：
黑
死
病
と

こ

れ

_に
»-
く_

^

に̂
ょ
る#_

ホ_

の
涸
ほ
、
.
通

貨

の

品

'...パ.
：
；11|田

.#
會
雜
認
。
_
.
*.
四
+■.
九.
卷
ー
へ
第-K

^
-

.,.
” 

. .
}
■:
'

か
©
で
は.
な
い.
辔
で
あ
る
。
覺

所

得

に

1>
で
私
、.
貨
幣
の
篇
に
し
セ
も
" 

ぞ
の
利
用
に
際
し
て
は
、
經
濟
計
畫Q

目
的
を
.經
濟
學
的
に
ど
ん
な
條
件
で
あ 

る
か
規
定
しV
お
か
な
け
，れ
ば
な
ら
な
い
。'「

に
も
か
か
わ
ら
ず
平
竹
氏
ゆ
餘
り 

に
%.
ス
タ
.丨
リ
ン
を
信
賴
し
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。

更
に
言
わ
せ
て
も
ら
う
な
ら
、
本
書
に
お
い
て
氏
が
博
引
傍
證
さ
れ
た
諸
論 

文
の
う
ち
、
そ
の
引
用
が
該
論
文
の
中
心
點
で
な
く
、
論
文
中
の
片
言
雙
句
に 

す
ぎ
な.
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
殘
念
で
あ
る
0 

:
總
じ
て
以
上
の
缺
陷
を
考
慮
し.
て
本
書
を.一 .

讀
す
る
な
ら
>.
ソ
ヴ
ィ
，エ
ト
'硏 

究
，の
一
里
塚
と
し
て
本
書
の
も
つ
價
値
は
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
い
。(

昭 

和

！
一
；
十

年

十

月

刊

A
S
ra
o
o
M
五
：//
:
0
圓
東
洋
經
濟
新
報
社

)
(

加

藤

寛

〕

,

/

.

 

.

t
r
"
m

末
フ
ラ
ン
ス
の

.

«
銀
硏
究
の
諸
前
提

.

中
世
後
期
を
過
殿
期
と
し
て
で
な
く
、
轉
換
湖
と
し
て
把
え
る
こ
と
を
主
張 

す
る
業
績
が
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
黑
死
病
に
ょ
る
人
口
の
減
少
に
注
目
し
、
 

そ
の
影
響
で
經
濟
に
重
大
な
變
化
が
起
っ
た
と
い
ぅ
觀
點
か
ら
ノ
十
'四
. 

五
世
紀
を
ョ_

 

口ッ

パ
史
r-.
お
け
る
決
定
的
轉
期
と
看
做
す
も.
の
で
あ
っ
た
。

1

般
：に
高
賃
銀.
が
こ
の
時
期
の
特
徴
で.
あ
り
、
.生
產
規
樣
の
縮
小
と
比
較
に
な 

ら
な
い
程
に
極
端
な
勞
働
力
の
減
少
に
ょ
つ
て
説
明
し
て
い
た
。.
例
•え
ば
口
ジ 

•
マ
ー
ズ
說
。
そ
し
て
從
來
ま
で
、
廣
格
と
賃
銀
を
上
#

さ
せ
る
.ニ
つ
の
耍
素
と

位
切
下
げ
を
强
調
し
、'.
中
世
後
期
は
i

勞
働
者
の
黄
金
時
代
で.
知
り
、
1
 

物
が
糧
で
あ
つ
た
ね
+も
拘
わ
ら
ず
、
高
賃
銀
を
得
て
い
た
と
考
え
、
各
國
に 

お
け
る
特
殊
事
情
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
長
く
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
部
に
一
樣
に 

■妥
當
す
る
も
の
と
さ
れ
た
.。
；

こ
れ
に
對
し
ぺ
ロ
ヮ
氏
は
、

-i
f
f:! !
の『

經
濟
史
評
論』

一
九
五
五
年
十
二
月 

號
の.

「

經
濟
皮
に
お
け
る
新
說
循J

で
反
論
を
述
べ
る
。

日
く
、

な
る
ほ
ど 

「

フ
ラ
ン
ス
も
ィ
ギ
リ
ス
も
人
口
と
生
產
の
二
重
の
低
下
を
示
し
た」

。
し
か
し 

「

こ
の
二
つ
の
現
象
の
相
對
的
重
耍
性
は
兩
國
に
お
い
て
異
な
っ
て」

お
り
、
 

「

ィ
ギ
リ
ス
で
は
、
人
口
の
繁
ノ
が
生
產
の
低
下
よ
り
も
激
し」

く
、從
っ
て
通 

說
の
如
く
、「

賃
銀
は
上
昇
し
た」

と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
.他
方
フ
ラ
ン
ス 

で
は
、「

戰
举
と
未
だ
に
不
明
.な
他
の
要
素
に
よ
る
經
濟
の
崩
壊
が
餘
り
に
も 

完
全
で
、
人
ロ
よ
り
も
嚴
し
く
生
產
を
制
限
し」

、「

人
口
に
お
け
る
非
常
な
減 

少
に
も
拘
わ
ら
ず
、
經
濟
規
模
の
著
し
い
縮
小
は
賃
銀
を
低
く
し
た」

と
見
る 

べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。「

賃
銀
は
商
工
業
が
衰
退
し
て
い
た
た
め
低」

く
、「

低
賃
銀 

.
は
購
賈
カ
の
小
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
次
い
で
製
品
の
產
出
の
少
な
い
こ
と
を 

意
味
し
た」

。「 .
過
剰
生
產
に
よ
る
價
格
の
一
層
の
低
下
を
避
け
る
た
め
、
因
治 

體
の
內
規
は
す
べ
て
の
主
要
な
エ
業
に
お
け
る
生
產
を
制
限
す
べ
く
試
み
た
e 

低
い
生
產
は
雇
傭
の
少
な
い
こ
と
■を
意
味
し
、
利
用
し
得
る
勞
働
者
が
絕
對
數 

に
お
い
て
小
と
な
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
低
い
賃
銀
を
意
味
し
た」

と
。
從
つ 

て
勞
働
者
黄
金
時
代
と
い
ぅ
こ
と
は
、「

フ
ラ
ン
ス
の
農
業
勞
働
渚
に
つ
い
て 

い
い
得
な
い
し
、都
市
の
賃
銀
勞
働
者
に
つ
い
■
て

は

尙
更
で
あ
る」

。
フ
ラ
ン
ス 

中
世
末
の
勞
働
者
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
斷
定
が
理
論
的
に
可
能
で
あ
る
と
ベ 

ロ
ワ
氏
は
信
じ
た
。
 

：

...

•

經
濟
史
に
お
け
る
中
世
後
期
の
意
義
を
考
え
る
場
合
、
賃
級
問
題
が
最
も
重 

耍
で
あ
る
が
、
こ
れ
程
に
把
え
難
い
問
題
は
な
く
、
ダ
ヴ
•
エ
ネ
ル
、
ル
ヴ
ァ
ツ 

ス
ー
ル
以
來
、
本
格
的
に
ご
の
問
題
に
取
組
も
う
と
し
た
論
者
が
な
か
っ
た
。
 

撤
か
に
M
V

フ
ロ
ッ
ク
が
擧
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
死
に
よ
り
こ 

の
領
域
に
は
旣
に
一
人
の
！̂

家
も
な
く
、
中
世
後
期
を
辍
っ
た
種
々
な
硏
究 

窗
の
な
か
で
少
し
ば
か
り
言
及
さ
れ
石
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
-か
も
こ
の
問
題 

は
多
く
の
他
の
問
題
に
先
ん
じ
て
极
わ
れ
る
價
値
が
あ
る
。
不

料

が

餘

り
 

に
散
饊
し
て
い
る
の
で
、
傾
向
的
結
論
.を
出
す
こ
と
す
ら
出
来
な
い
最
も
困
難 

な
問
題
の
一
っ
で
あ
っ
た
。.
ベ.
ロ
ワ
氏
の
小
論
は
、
こ
の
問
題
に
進
も
う
と
す 

る
硏
究
渚
に
基
本
的
な
注
意
を
與
え
よ
う
と
い
う
意
圖
の
下
に
書
か
れ
た
も
の 

'

で
、
殘
存
す
る
出
来
る
だ
け
多
く
の
史
料
を
渉
獵
す
る
必
要
を
強
調
す
る
こ
と 

を
忘
れ
な
い
。 

.

,

.

小
批
末
フ
ラ
ン
ス
の
賃
銀
硏
资
の
上
に
留
意
す
ベ
き
點
と
し
て
、
ぺ
ロ
ワ
氏 

は
次
の
三
翻
を
擧
げ
る
。

.
賃
銀
が
製
約
さ
れ
る
通
貨
の
問
題
。

通
説
に
反
し
て
、「

通
貨
の
激
變
期
は 

極
く
稀
で
あ
っ
た」

。
ぺ
ロ
ワ
氏
に
よ
れ
ば
、十
四
♦
五
世
紀
を
通
じ
て
通
貨
の 

目
立
っ
た
不
安
定
期
は
、
西
铝
戰
爭
初
期
の
一
三
三
六
年
か
ら
四
三
年
ま
で
の 

八
年
間
、
次
は
一
三
四
九
年
か
ら
六
〇
年
ま
で
の
時
期
、
最
後
は
戰
局
がM

フ. 

ン
ス
侧
に
最
も
不
利
で
あ
っ
た
一
四
一
五
年
か
ら
三
〇
年
ま
で
で
お
り
、
以
上 

の
三
期
間
に
限
っ
て
通
貨
が
著
し
く
不
安
定.
で
、
從
っ
て
賃
銀
の
高
騰
は
殆
ん■ 

ど
破
局
的
で
あ
っ
た
。.
特
に
一
三
^

九
年
に
賃
^

は
激
し
く
高
騰
し
た
が
、
決 

し
て
勞
働
カ
の
缺
ヲ
£

よ
る
實
質
賃
銀
の
上
昇
で
は
なV

、

通
貨
，の
品
位
切
下 

げ
が
斷
行
さ
れ
た
結
果
で
、
從
っ
て
取
な
る
畠
目
賃_

の
上
#

で
あ
0'
、.
S.
 

者
の.
生
活
向
上
を
意
味
し
な
い
。
十
四
•

五
泄
紀
を
通
じ
或
る
時
期
に
賃
銀
の
：

急
騰
が
起
っ
た
と
す
れ
ば
1
そ
れ
は
上
述
の
品
位
切
下
げ
の
三
時
期
に
限
ら
れ
1 

從
っ
て
犁
な
る
^
目賃
銀
の
引
上
げ
で
あ
り
、
實
質
賃
銀
の
上
昇
で
は
な
か
っ 

た
。
し
、•か
も
べ
ロ.
ヮ
氏
に
よ
れ
ば
、「

通
貨
の
非
常
な
不
安
定
期
は
、重
要
で
あ 

っ
た
け
れ
ど
も
'

賃
銀
の
動
き
に
恒
久
的
に
影
響
す
る
程
長
引
か
な
か
つ
た」

。
 

し
か
し
、
上
述
の
極
端
な
變
動
期
を
除
け
ば
、
通
貨
は
追
々
に
品
位
を
切
下
げ 

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
：
一
三
四
三
年
か
ら
一
五
〇
〇
年
ま
で
の
：|3
五
十
年
間 

に
約
五
〇
％
の
低
下
で
あ
っ
た
。

た
だ
ィ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
違
い
、「
徐
々
で 

し
か
も
少
し
も
目
立
た
な
か
っ

た

」

低
下
で
あ
っ
た
點
が
特
徵
的
で
あ
っ
た
の 

で
あ
る
。
通
貨
の
問
題
に
っ
い
て
注
意
す
べ
き
は
以
上
。

農
村
に
お
け
る
賃
銀
。‘
莊
園
記
錄
は
中
世
末
に
い
た
る
と
多
く
殘
っ
て
い
な 

い
。
し
か
も
ィ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
以
上
に
廣
範
に
诳
園
經
濟
は
そ
の
時
ま
で
に 

鍋
壊
し
て
お
り
、
大
抵
の
直
營
地
は
貸
出
さ
れ
、
直
營
地
で
雇
傭
さ
れ
る
勞
働 

者
に
っ
い
て
は.
記
錄
が
な
V
?

ブ
ー
ト
リュ
ッ
シ
ュ
敎
授
の
對
象
と
し
た
ボ
ル 

ドー

、
■ゥ
ォ
ル
，，フ
氏

の

.
取

上

げ

た

ッ
.

丨
ル—

'

ス
.、
ま
た
フ
ー
ル
キ
ン
氏
が
計
靈 

し
て
い
る
パ
リ
周
邊
に
つ
い
て
こ
れ
は
眞
實
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
地
方 

に
お
い
て
勞
■
豸
と

い
え
ば
、
m

に
葡
萄
栽
培
の
た
め
に
領
主
に
雇
^

さ
れ
る 

勞
働
溝
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
從
っ
て
農
村
に
お
け
る
貨
銀
の
問
題
は
、
葡
萄
栽 

培
に
雇
傭
さ
れ
る
勞
働
港
の
賃
銀.
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ぺ
ロ
ヮ
氏
に
よ
れ
ば
、
 

こ
の
l5
;,
か
特
に
重
要
。

•

例
え
ば
：ボ
ル
ド
ー
で
は
、
葡
萄
栽
培
罾_

豸
の
賃
銀
が
、
十
四
世
紀
後
半
か 

ら
十
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
上
畀
の
傾
向
に
あ
り
、

一
三
芄
0

年
の
四
乃
至
五 

ペ
ン
ス
に
對
し
、:■
一
四
三
〇
年
に
は
九
乃
至j

〇
ペ
ン
ス
と
な
つ
た
。
事

實I 

四
.：

一
〇
年
と
一
四
1
1
0
年
の
間
に
ば
急
速
，な
上
昇
が
起
っ
た
。
こ
れ
は
オ
ル
レ 

ア
ン
；公
の
軍
隊
に
よ
っ
て
起
ざ
れ
た
破
壊
の
た
め
に
缴
働
市
場
が
祜
渴
し
、
他



三
田
學
會
雜
誌
' 

第
四
十
九
卷
第
'六號

方
®

王
の
勞
働
力
に
對
す
る
耍
求
が
增
大
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

ボ
ル
ド.
丨
に
っ
い
て
到
達
し
た
ブ
ー
ト
リ
ュ
,'
/
'

シ
-
敎
授
の
見
解
は
全
フ
タ 

-

ン
ス
に
は
|

し
：な
'
い
。
へ
ッ
.|

ル

ー

ズ

，
に

關

す

る

ゥ

ォ

ル

，
，フ

氏

の

硏

究

に

よ

れ 

ば
、
季
節
に
よ
っ
て
勞
銀
は
違
っ
与
ニ
月
の
刈
込
み
’

五
月
の
耕
転
は
熱
練. 

勞
働
者
に
よ
：っ
て
な
さ
れ
、
從
勹
て
高
給
で
あ
っ
た
。
秋
の
葡
萄
摘
み
：は
未
熟 

練
な
勞
働
者
に
よ
っ
た
。.
こ
れ
に
は
婦
人
も
動
員
さ.
れ
、'
賃
銀
は
普
通
镏
萄
倉： 

ま
で
の
運
搬
に
當
る
男
子
の
半
額
で
あ
づ
た
。
し

か

し

「

主
耍
な
事
實J

は
、
：.
 

ベ
ロ
ヮ
伐
に
よ
れ
ば
、T

こ
れ
ら
，す
べ
て
の
賃
銀
が
全
く
變
ら
な
か
っ
た」

こ 

と
で
あ

っ

た

。

ッ

ー

ル

ー

ズ

は

ボ

ル

ド

ー

の

よ
ぅ
に
勞
働
.の
不
足
を
經
驗
し
な 

か.
：
.

っ
た
。，.
ま
たT

.

戰
银
の
危
險
に
よ
る
こ
：の
都
市.
へ
の
農
民
の
流
入
が
、へ.
附
近.
ぃ• 

の
棚
萄
園
へ
龈
く
し
か
も
絕
ぇ
ず
勞
働
者
を
供
給
し
續
け
た
：

」

。
實
に
こ
の
た 

め
に
、.
ベ
口
ヮ
氏
に
從
ぇ
ば
、
ッ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
.

「

賃
銀
は
全
く
變
ら
な 

‘
か
っ
た」

の
で
あ
っ
た
。 

.
：

.

。ハ
リ
周
邊
に
っ..
い
て
。
■
萄
園
で
の
勞
働
に
對
寸
る
支
狒
は
、
こ
'こ
で
は
、
 

要
求
さ
れ
た
仕
事
を
な
す
こ
と
に
よ
っ.
て
一
ァ
ル.
パ
>
每
に
若
干
額
の
支
拂
を 

受
け
る
勞
働
者.
に
對
，し.
、
冬
及
び
薪
の.
仕
裏
の
た
め
に
葡
萄
園
の
一
部
を
罾
砠
，
 

す
と
い
ぅ
方
法
に
よ
づ.
た
。
こ
の
支
拂
額
は
領
主
に
よ
り
違
っ
た.
が
、
十
四
世. 

紀
を
通
じ
て
不
變
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
前
述
し
た
通
貨
の
徐
々
の
下
落
を
考
ぇ
，
 

.
る
な
ら
ば
、
賃
銀
の
實
質
的
低
下
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
が
も
こ
れ
ら 

の
仕
事
に
從
事
す
る
勞
働
者
は
、
：土
地
の
な
い
勞
働
者
で
は
な
く
、
0
§
0 

萄

園

の

、
一

部

の

賢

付

を

受

け

る

こ
と
に
よ
つ
て
、
自
己
の
經
營
に
よ
る
收
入
の
M
 

ほ
か
に
副
收
入
を
得
る
こ
と
を
考
克
る
'人
々
で
あ.
っ
た
。
從
っ
て
こ
の
人
々
の
，
 

得
て
い
た
賃
銀
に
よ
っ
て
.そ
の
生
活
の
程
度
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い.
。'
 

農
村
に
お
け
る
賃
銀
に
つ
い
；

V

は
以

上

：
の

點

に

留

意

。
：.

.

,
 

八
0
 

(

四
八
ニ)

都
市
に
お
け
る
賃
銀
。
都
市
に
お
け
る
勞
働
條
件
は
、
農
村
に
お
け
る
そ
れ 

と
部
常
に
違
っ
た
。

件
は
ま
た
職
種
に
よ
り
異
な
り
、
熟
練
の
程
度
に 

よ
っ
て
%

相

當

の

差

，異

が

あ

っ

た

。

 

：

都
市
勞
働
者
の
賃
銀
に
っ
い
て
記
載
し
た
史
料
と
し
て
は
、
第
一
に
、
自
治 

體
の.
內
規
が
擧
げ
ら
れ
る
。
都
市
當
局
が
賃
銀
を
規
制
し
よ
ぅ
と
す
る
場
合
、
 

多
く
の
內
規
の
制
定
を
馮
た
。
內
規
は
重
要
で
あ
る
が
、實
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

S

規
で
規
定
さ
れ
た
法
定
賃
銀
が
守
ち
れ
た
こ
と
は
'1

般
に
少
な
く
、
勞
働
者 

が
多
け
れ
ば
、
規
定
の
額
を
下
廻
る
賃
銀
の
支
拂
が
行
な
わ
れ
た
。
例
ぇ
ば
ド 

ゥ
工
で
は
、
內
規
の
禁
止
す
る.
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
に
も
狗
わ
ら
ず
、
現
物
で
茭 

拂
わ
れ
た
分
が
賃
銀
か
ら
差
引
か
-̂

た

。

內

規

に

_

す

る

違

反

が

餘

り

に

も
 

多
く
、
例
ぇ
ば
ィ
！
プ
ル
で
は
、
賃
銀
の
支
拂
は
毎
土
曜
に
公
會
堂
に
お
い
て 

勞
働
者
の
眼
前
で
行
な
わ
れ
、
內
規
が
守
ら
れ
る
か
ど
.ぅ
か
薩
者
全
員
で
監 

視
す
べ
き
と
と
が
規
定
さ
れ
た
程
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
自
治
體
の
內
規
は
、
勞 

働
諸
の
取
得
し
て
い
た
賛
銀
の
實
際
を
示
さ
な
い
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の 

.

は

、
，
飽

く

ま

で

.
も
法
定
賃
銀
で
あ
っ
た
。

■

か
か
る
史
料
の
第
二
の
も
の
に
、
雇
傭
主
が
1

者
と
の
間
に
取
交
わ
し
、
 

賃
銀
や
義
務
を
規f

し
た
私
文
書
が
，あ
る
。
こ
れ
ら
私
文
書
は
公
證
人
の
手
許 

に
保
存
さ
れ
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
、
プ
ロ
バ
ン
ス
等
の
南
部
諸
州
で
最
も
頻
繁
に 

見
出
さ
れ
る
o
:

こ
れ
ら
は
、賃
銀
の
支
拂
が
年
に
四
囘
も
し
く
は
一
囘
の
場
合
、
 

衣
食
住
を
保
證
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
金
支
拂
が
減
ぜ
ら
れ
る
場
合
の
あ
つ
た 

こ
と
を
承
し
て
，い
る
。
，
し
か
し
賃
銀
勞
働
の
條
件
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
來 

て
も
、賃
銀
の
一
般
的
傾
向
を
こ
れ
ら
に
よつ
て
把
え
る
こと
は
困
難
で
あ
る
。 

こ
れ

ら

史

料

が

公

證

入

の

手

許

に

大

量

_に

残

存

し

て
い
る
と
し
て
も
、
賃
銀
に 

關
す
る
記
錄
は
多
ぐ
は
な
く
、
例
え
ば
ー
三
五
〇
年
か
ら
一
四
五
0

年
ま
で
の

ッ
ー
ルI
ズ
に
っ
い
て
、
ゥ
ォ
ル
フ

氏
は
、
賃
銀
契
約
窗
を
干
以
上
集
め
る
こ 

と
に
成
功
し
た
が
、
そ
の
う
ち
本
来
の
賃
銀
契
約
は
破
か
西
で
、
他
は
い
ず
れ. 

も
徙
祐
製
約
で
あ
っ
た
。
し
か
も
數
少
な
い
賃
銀
契
約
猶
も
、'
同
じ
年
に
同
1:

.

雇
傭
主
が
同
程
度
の
技
術
を
持
っ
一
一
人
の
勞
働
者
を
違
O'
た
條
件
で
採
用
し
て 

.

い
た
と
い
う
よ
う
に
餘
り
に
も
內
容
が
區
々
で
、
.そ
こ
か
ら
一
般
的
傾
向
を
知 

る
に
は
全
く
不
向
き
で
あ.
っ
た
。

，

‘

第
三
の
史
料
と
し
て
は
、.

':

E

治
體
の
記
錄
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
史
料
の 

重
大
な
觖
陷
は
都
市
常
局
に
よ
っ
て
屈_

さ
れ
る
員_

取
得
渚
に
1 1

す
る
記
述 

に
限
淀
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
つ
た
。.

節
ち
主
と
し
て
家
事
奉
公
人
..臨
時 

雇
• 

I

業
と
こ
れ
に
關
迪
あ
る
業
種
例
え
ば
呑
エ.

大

工
•

瓦
職
‘
屋
根
職 

人
に
關
す
る
賃
銀
で
あ.

っ
た
。
都
市
に
お
け
る
赁
銀
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は 

'
以
上
の
點
。

中
世
末
フ
ラ
ン
ス
の
賃
銀
研
究
の
諸
前
提
と
し
て
' 

ベ
ロ
ヮ
氏
は
、
：右
の
三 

點
が
特
に
街
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
從
來
ま
で
、
勞
働 

力
の
不
足
が
货
銀
を
上
#

せ
し
め
た
時
代
と
し
て
.把
掘
さ
れ
て
い
た
こ
の
時
期 

に
つ
い
て
、
も
し
こ
れ
ら
の
注
意
が
守
ら
れ
、
ま
た
上
述
さ
れ
た
史
料
に
つ
い 

て
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
知
ら
る
る
如
く
、

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て. 

「

中
1»
:

後
煳
特
に
十
四
世
紀
は
、黑
死
病
に
よ
る
勞
働
市
場
の
一
.時
的
混
亂
の
後 

で
、
低
く
て
安
婼
し
た
賃
銀
の
時
期
で
あ
っ
た」

と
い
う
想
定
が
可
能
で
は
な 

か
ろ
う
か
と
し
て
い
る
。
，。へ
ロ
ヮ
氏
の
‘
か
か
る
想
定
は
、
こ
の
時
期
を
奪
ら
勞 

働
者
黄
金
時
代
と
し
て
把
え
よ
う
と
し
た
通
説
に
對
す
る
一
つ
の
E

i

で
あ 

り
、
必
ず
し
も
決
定
的
な
も
の
と
信
じ
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し 

.

最
近
に
お
け
る
地
方
史
硏
究
の
諸
成
果
例
え
ば
マ
ル
ヵ
ン
氏
に
よ
る
リ
ー
ル
.の 

硏
究
、
ノ
ル
マ
ン

.

デ
イ
に
つ
い
て
の
モ
ラ
氏
の
：研
究
、
ッ
ー
ル
ー
ズ
に
谰
す
る.

.

ゥ
ォ
ル
フ
氏
の
研
究
が
、
ぺ
ロ
ヮ
氏
の
考
え
の
正
し
さ
を
支
持
す
る
方
向
に
あ 

る
こ
と
は
決
し
て
忘
'
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

(

渡邊國廣

〕


