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人
文
科
学
研
究
所
が
主
催
し
た
公
開
講
演
会
、
研
究
会
、
談
話
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
う
ち
、
専
攻
を
異
に
す
る

研
究
員
に
と
っ
て
も
興
味
深
く
、
研
究
者
間
の
交
流
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
、
例
え
ば
学
際
的
領
域
を
扱
っ
た
テ
ー

マ
の
も
の
を
「
人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
」
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
研
究
チ
ー
ム
か
ら
提
案
の
あ
っ
た

企
画
を
含
め
、
運
営
委
員
会
が
立
案
、
実
施
し
た
後
、
同
委
員
会
が
審
議
の
う
え
決
定
し
た
も
の
を
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

の
対
象
と
し
ま
し
た
。

　

研
究
所
で
は
、
共
同
研
究
の
成
果
を
「
紀
要
」、「
叢
書
」
と
し
て
刊
行
し
て
い
ま
す
が
、
人
文
科
学
の
名
で
呼
ば

れ
る
研
究
分
野
は
あ
ま
り
に
も
多
岐
で
あ
り
、
時
に
、
研
究
チ
ー
ム
間
の
関
係
は
疎
遠
に
な
り
が
ち
で
す
。
日
常
の

研
究
領
域
の
枠
を
越
え
る
方
へ
我
々
を
刺
激
し
て
く
れ
る
こ
れ
ら
口
頭
に
よ
る
発
表
や
報
告
も
、
研
究
所
の
重
要
な

研
究
活
動
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。
催
し
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
研
究
員
に
、
後
日
そ
の
内
容
を
届
け
る
の
が
目
的
で

す
が
、
同
時
に
、
口
頭
の
発
表
で
あ
る
た
め
に
、
お
の
ず
と
専
門
語
は
敷
衍
さ
れ
、
読
者
は
解
説
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
一
研
究
所
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
方
々
に
も
親
し
く
読
ん
で
い

た
だ
け
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　
　

一
九
九
三
年
五
月
二
二
日

	
	

	
	

	
	

	

中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所

「
人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
」
の
発
刊
に
あ
た
り
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中
近
世
ハ
ン
ザ
都
市
の
変
遷
と
商
人

　

本
日
は
、
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
２
つ
の
研
究
チ
ー
ム
、「
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
け
る
都

市
と
国
家
の
歴
史
」
チ
ー
ム
と
「
歴
史
の
中
の
『
個
』
と
『
共
同
体
』
―
社
会
史
を
こ
え
て
」
チ
ー
ム
の
共
同
企

画
の
談
話
会
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
は
、
妹
尾
先
生
、
松
本
先
生
、
両
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
に
こ
う
し
た
会
を

開
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
開
い
て
い
た
だ
い
た
こ
の
会
に
多
く
の
皆
さ
ん
に
お
出
掛
け
い
た

だ
い
た
こ
と
に
、
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
ご
丁
寧
な
、
か
つ
身
に
あ
ま
る
ご
紹
介
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
紹
介
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

専
門
は
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ン
ザ
同
盟
」
を
中
心
と
し
た
中
近
世
の
ド
イ
ツ
史
で
ご
ざ
い
ま
す
。

最
初
は
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ザ
都
市
で
中
世
末
に
起
こ
っ
た
都
市
内
の
市
民
暴
動
に
つ
い
て
比
較
研
究
を
い
た
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
中
世
ハ
ン
ザ
都
市
の
地
域
支
配
や
財
政
政
策
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
の
後
、
近
代
都
市
化
へ
の
移

行
過
程
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
ま
し
た
が
、
特
に
そ
の
過
程
で
発
展
で
き
た
都
市
と
そ
う
で
な
い
都
市
と
の
違
い

は
何
か
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
日
本
で
も
ど
う
し
た
ら
こ
の
ま
ち
を
も
っ
と
元
気
に
で
き
る
の
か
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は
深
刻
な
問
題
で
す
。
西
洋
の
都
市
か
ら
何
か
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
・
近
世
都
市

で
は
ど
の
よ
う
な
都
市
が
発
展
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
現
在
の
日
本
の
都
市
に
応
用
で
き
な
い
か
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
都
市
の
知
恵
が
生
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
昔
の
北

ド
イ
ツ
の
諸
都
市
の
歴
史
的
経
緯
を
研
究
し
な
が
ら
、
日
本
の
現
在
の
都
市
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
、

そ
う
し
た
過
去
の
ド
イ
ツ
都
市
と
現
在
の
日
本
の
都
市
の
在
り
方
を
重
ね
て
考
え
て
み
る
の
も
、
も
し
か
し
た
ら

何
か
日
本
の
都
市
の
発
展
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。

は
じ
め
に
―
研
究
の
軌
跡

　

自
己
紹
介
が
長
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
「
中
近
世
ハ
ン
ザ
都
市
の
変
遷
と
商
人
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
（Lübeck

）
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
（H

am
burg

）
と
い
う
都
市
を
比
較
し
て
そ
こ
か
ら
見
え
る
商
人

像
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
世
の
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ン
ザ
同
盟
」
は
、
ハ
ン
ザ
都
市
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
都
市
を
動
か
し
て
き
た
の
は
そ
の
都
市
の
中
枢
を
握
る
商
人
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
都

市
史
と
い
う
場
合
に
、
や
は
り
商
人
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
下
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
一
つ
の
考
え
方
か
で
は
な
い
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か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
都
市
と
比
べ
ま
す
と
、
商
人
と
い
う
の
は
非
常
に
厄
介
な
存
在
で
し
て
、
商
業
帳
簿
等

が
残
っ
て
い
る
商
人
は
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
商
業
帳
簿
か
ら
見
え
る
も
の
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
も
個
性
が
強

す
ぎ
て
、
こ
う
い
う
の
が
ハ
ン
ザ
商
人
だ
と
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味

を
含
め
て
今
日
お
話
し
を
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
精
度
を
高
く
す
べ
き
と
い
う
よ
う
な
ご
意
見
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
例
え
ば
商
人
帳
簿
何
人
分
か
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
お
お
む
ね
こ
う
い
う
こ
と

が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
あ
る
程
度
言
え
、
そ
の
理
由
も
あ
る
程
度
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
お
聞

き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
商
人
像
を
お
話
し
す
る
上
で
、
ま
ず
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
い
う
都
市
の
話
か

ら
お
話
を
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
な
ぜ
私
が
西
洋
史
を
専
攻
し
た
の
か
、
そ
れ
も
中
世
史
に
興
味
を
も
っ

た
の
か
か
ら
ま
ず
話
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

西
洋
史
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
ま
ず
は
テ
レ
ビ
や
映
画
な
ど
で
見
る
欧
米
社
会
へ
の
あ
こ
が
れ
、
日
本
が
近

代
化
を
果
た
し
て
い
く
過
程
で
の
「
お
手
本
」
と
し
て
の
西
洋
へ
の
素
朴
な
思
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
頭
の
中
で
は
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
世
界
を
考
え
る
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
は
そ
の
一
部
で
あ

り
、
日
本
も
ア
ジ
ア
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
そ
れ
ぞ
れ
世
界
史
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い

ま
し
た
し
、
そ
の
中
で
も
西
洋
で
培
わ
れ
た
制
度
な
ど
様
々
な
も
の
を
日
本
の
い
わ
ゆ
る
社
会
が
受
け
入
れ
て
近

代
化
を
進
め
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
西
洋
は
決
し
て
日
本
の
社
会
に
と
っ
て
無
縁
で
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
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の
も
事
実
で
す
。

　

そ
ん
な
素
朴
な
思
い
か
ら
私
は
学
部
か
ら
大
学
院
ま
で
は
人
文
科
学
系
で
西
洋
史
を
専
攻
し
ま
し
た
。
当
初
は

極
め
て
単
純
に
、
世
界
史
で
習
っ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
古
代
か
ら
始
ま
っ
て
中
世
そ
し
て
近
世
、
近

代
に
つ
な
が
っ
て
行
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
時
に
、
中
世
以
降
で
な
い
と
直
接
的
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
か
ら
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
様
々
な
こ
と
を
継
承
し

た
と
し
て
も
、
地
理
的
に
も
異
な
り
ま
す
し
、
政
治
、
経
済
、
社
会
も
直
接
的
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
す
。
現

代
社
会
に
直
接
つ
な
が
る
西
洋
中
世
を
学
ぼ
う
と
思
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
し
た
。

　

私
が
西
洋
史
の
勉
強
を
始
め
た
頃
の
当
時
の
先
生
方
に
は
甚
だ
失
礼
な
が
ら
、
率
直
に
申
し
上
げ
て
西
洋
史
は

横
の
も
の
を
縦
に
す
る
と
い
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
言
い
方
を
変
え
ま
す
と
、
欧
文
の
類
似
す
る

テ
ー
マ
の
何
本
か
の
論
文
を
読
ん
で
、
そ
の
相
違
点
を
見
つ
け
、
ま
た
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
説
が
正
し
い
と
思

う
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
西
洋
史
研
究
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
す
。
今
考
え
ま
す
と
、
そ
れ
で
も
や
は
り
各
分

野
を
切
り
開
い
た
先
生
方
は
何
本
も
の
欧
文
の
論
文
を
熟
読
さ
れ
、
し
か
も
あ
の
当
時
で
も
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン

ス
語
な
ど
の
現
代
の
言
語
だ
け
で
な
く
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
と
い
っ
た
古
典
言
語
ま
で
勉
強
さ
れ
精
通
さ
れ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
初
学
の
学
生
に
も
西
洋
史
を
勉
強
し
よ
う
と
思
う
な
ら
古
典
言
語
ま
で
し
っ
か
り
勉



5

中近世ハンザ都市の変遷と商人

強
す
る
よ
う
に
強
く
言
わ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
は
活
字
史
料
を
し
っ
か
り
読
み
込
ん
で
論

文
を
作
成
す
る
と
い
う
今
の
西
洋
史
の
レ
ベ
ル
に
は
到
底
達
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
少

し
ず
つ
そ
れ
が
変
わ
っ
て
き
て
、
活
字
に
な
っ
た
史
料
を
し
っ
か
り
読
み
込
ん
で
そ
こ
か
ら
事
実
関
係
を
洗
い
出

す
、
あ
る
い
は
論
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
し
っ
か
り
と
史
料
で
確
認
す
る
よ
う
な
研
究
が
当
た
り
前
に
な
っ

て
き
た
、
そ
ん
な
感
じ
の
時
期
で
し
た
。
そ
の
中
で
、
私
も
史
料
に
あ
た
る
よ
う
に
な
り
、
史
料
を
読
む
た
め
に
、

ラ
テ
ン
語
を
学
び
、
中
世
の
北
ド
イ
ツ
の
方
言
、
低
地
ド
イ
ツ
語
を
独
学
で
勉
強
し
ま
し
た
が
、
本
当
に
語
学
に

は
苦
労
し
ま
し
た
。

　

西
洋
史
の
中
で
も
過
去
か
ら
現
在
に
行
き
着
く
よ
う
な
理
論
的
な
流
れ
と
い
う
の
が
見
え
て
く
る
経
済
史
と
い

う
分
野
に
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
語
学
的
障
害
が
あ
っ
て
も
、
比
較
的
理
解
し
や
す
く
思
え
た
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
西
洋
史
と
い
っ
て
も
現
代
に
至
る
歴
史
的
経
緯
が
見
え
に
く
い
宗
教
、
文
化
や
芸
術
な
ど
の

分
野
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
法
制
史
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
法
制
史
の
扱
う
法
律
は
、
ど
ん
な
に
定
め
ら
れ

て
い
て
も
そ
の
社
会
の
中
で
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
研
究
よ
り
は
、
は
っ
き
り
と

数
字
に
出
て
く
る
よ
う
な
研
究
の
方
が
私
に
と
っ
て
は
、
わ
か
り
や
す
く
興
味
が
も
て
、
面
白
い
と
思
っ
た
の
で

す
。

　

そ
の
中
で
も
中
世
都
市
に
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。
都
市
を
考
え
て
み
て
も
古
代
都
市
と
中
世
都
市
は
明
ら
か
に
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違
い
ま
す
。
同
じ
場
所
に
人
の
集
落
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
古
代
と
中
世
と
で
は
明
ら
か
に
違
う
の
で
す
。
社
会

的
に
は
カ
ー
ル
大
帝
（K

arl	der	Große

）
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
都
市
の
場
合

に
は
、
中
世
後
半
、
12
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
こ
そ
が
現
代
に
つ
な
が
っ
て
く
る
ル
ー
ツ
に
な
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
前
の
最
終
講
義
で
も
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
今
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
の

数
は
、
ほ
と
ん
ど
中
世
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
都
市
の
規
模
は
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
新
し

い
都
市
と
い
う
の
は
あ
ま
り
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
古
い
都
市
も
そ
れ
ほ
ど
つ
ぶ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

や
は
り
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
い
っ
た
と
き
に
、
ル
ー
ツ
と
し
て
中
世
と
い
う
社
会
を
考
え
る
と
い
う
の
は
大

事
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
中
世
の
中
で
、
中
世
都
市
と
い
う
も
の
を
考
え
た
時
に
、
中
世
都
市
も
で
き
て
か
ら
盛
期
を
迎
え
、
そ

れ
か
ら
北
ド
イ
ツ
で
す
と
、
ち
ょ
う
ど
盛
り
を
迎
え
た
15
世
紀
頃
か
ら
今
度
は
中
世
都
市
と
し
て
の
性
格
が
失
わ

れ
て
い
き
、
近
代
都
市
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
古
代
都
市
が
政
治
的
な
都
市
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
中
世
都
市

は
経
済
的
な
都
市
と
言
わ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
政
治
集
会
の
場
を
中
心
と
す
る
か
、
市
場
を
中
心
と
す
る
か
と
い

う
よ
う
な
違
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
中
世
都
市
が
今
度
は
近
代
都
市
に
つ
な
が
っ
て

く
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
が
中
世
末
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
都
市
で
起
こ
っ
た
市
民
暴

動
、
市
民
蜂
起
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
私
の
最
初
の
研
究
テ
ー
マ
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
日
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本
で
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
中
世
末
期
に
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ザ
各
都
市
で
相
次
い
で
生
じ
た
こ
の

都
市
内
暴
動
に
つ
い
て
研
究
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
中
世
ハ
ン
ザ
都
市
の
研
究
』
と
い
う
本

に
な
り
、
中
央
大
学
の
経
済
学
研
究
科
で
博
士
論
文
と
し
て
認
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
『
中
世
ハ
ン
ザ
都
市
の
研
究
』
で
は
、
14
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
15
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
北
ド
イ
ツ
の
都

市
で
発
生
し
た
市
民
蜂
起
に
つ
い
て
比
較
研
究
を
し
ま
し
た
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
や
ロ
ス
ト
ク

（Rostock

）、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
（Stralsund

）
な
ど
の
中
小
の
都
市
、
そ
れ
か
ら
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ

ク
（Braunschw

eig
）
と
い
う
内
陸
の
都
市
で
も
一
様
に
暴
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
蜂
起

で
対
立
し
た
市
民
集
団
を
明
ら
か
に
し
、
原
因
と
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
に
共
通
点
が
な
い
か
を
考
え
て

み
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
都
市
内
暴
動
は
、
昔
は
ツ
ン
フ
ト
闘
争
（Zunftkam

pf

）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

一
時
期
に
は
、
東
欧
の
研
究
者
が
提
言
を
し
た
市
民
闘
争
（Bürgerkam

pf

）
と
言
う
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
手
工
業
者
が
大
商
人
に
盾
突
い
た
の
で
は
な
く
、
市
民
が
有
力
な
権
力
者
に
反
抗
し
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
概
念
と
し
て
、
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ザ
都
市
の
場
合
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
後
者
の
方

が
実
態
に
は
合
っ
て
い
る
と
は
思
う
の
で
す
が
、
よ
く
よ
く
比
較
研
究
を
し
て
み
ま
す
と
必
ず
し
も
そ
う
と
も
言

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
語
で
言
う
と
ア
ウ
フ
ス
タ
ン
ト
（Bürgeraufstand

）
と
い
う
言
葉
を
使
う

研
究
者
が
出
て
き
ま
し
た
。
私
も
そ
れ
に
近
い
考
え
方
を
し
て
い
ま
す
。
私
は
著
書
の
中
で
は
そ
れ
を
市
民
抗
争
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と
名
付
け
ま
し
た
。

　

た
だ
こ
こ
で
、
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
今
日
お
集
ま
り
の
先
生
方
あ
る
い
は
高
校
等
で
世
界

史
を
勉
強
さ
れ
て
き
た
方
々
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
事
件
の
こ
と
を
南
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
と
い
う
地
域

の
都
市
を
中
心
と
し
た
暴
動
の
概
念
で
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、

日
本
の
世
界
史
の
教
科
書
が
そ
う
で
す
し
、
私
が
昔
研
究
発
表
を
し
た
時
に
は
、
あ
る
先
生
が
、
私
の
お
話
し
し

た
ハ
ン
ザ
都
市
の
暴
動
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
要
す
る
に
、
中
世

の
都
市
と
い
う
も
の
を
形
成
し
て
い
る
市
民
の
中
に
は
、
少
な
く
と
も
旧
来
の
封
建
貴
族
の
よ
う
な
人
た
ち
、
い

わ
ゆ
る
都
市
貴
族
が
い
て
、
そ
の
人
た
ち
と
は
別
に
商
人
か
ら
お
金
を
貯
め
て
有
力
な
経
済
力
を
持
つ
貴
族
の
よ

う
な
有
力
市
民
と
い
う
の
が
い
て
、
そ
し
て
そ
の
ほ
か
に
手
工
業
者
や
、
手
工
業
者
の
下
で
働
く
人
た
ち
が
い
る

と
い
う
よ
う
な
市
民
構
成
が
中
世
都
市
な
の
だ
と
い
わ
れ
て
、
二
つ
の
支
配
者
層
が
対
立
す
る
中
で
手
工
業
者
が

対
立
、
蜂
起
し
た
の
が
こ
の
時
期
の
暴
動
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
の
お
話
を
伺
っ
て
い
て
即
座
に
気
づ
い
た
の
は
、
北
ド
イ
ツ
の
い
わ
ゆ
る
都
市
の
史
料
を
見
て
も
、
旧
来
の

封
建
貴
族
と
思
わ
れ
る
都
市
貴
族
と
い
う
の
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
都
市
の
中
に
住
ん
で
い
る
人
は
い
ま

せ
ん
。
確
か
に
、
中
世
の
い
わ
ゆ
る
都
市
の
中
で
市
民
た
ち
は
外
縁
部
に
、
こ
れ
は
後
で
お
話
を
し
ま
す
け
れ
ど

も
、
土
地
や
不
動
産
の
権
利
を
所
有
し
ま
す
。
で
す
か
ら
見
分
け
の
付
か
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
市
民
た
ち
が
、
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お
金
を
蓄
え
る
と
そ
の
蓄
え
た
お
金
を
保
存
す
る
た
め
に
土
地
に｢

投
資｣

を
す
る
こ
と
は
普
通
の
こ
と
で
し
た

し
、
こ
れ
は
商
人
の
す
う
勢
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
蓄
え
て
い
き
、
一
部
に
は
一
円
的
な
支
配
領
地
を
も

つ
よ
う
な
商
人
を
ル
ー
ツ
と
し
て
貴
族
に
な
っ
た
人
た
ち
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど

い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
の
三
つ
ど
も
え
の
、
あ
る
い
は
四
つ
ど
も
え
の
と
い
う
よ
う
な
、
複
雑
な
い
わ
ゆ
る

闘
争
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
北
の
場
合
に
は
間
接
税
、
消
費
税
の
値
上
げ
に
対
応
し
て

一
般
市
民
た
ち
が
中
枢
の
有
力
者
の
い
わ
ゆ
る
無
策
を
批
判
し
て
暴
動
を
起
こ
す
と
い
う
の
が
現
実
で
し
た
。
で

す
か
ら
、
勉
強
を
し
て
い
て
思
わ
ぬ
こ
と
を
発
見
し
た
な
と
思
っ
た
の
は
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
言
っ
て
も

明
ら
か
に
北
と
南
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

一
時
、
こ
れ
は
『
中
央
評
論
』
と
い
う
雑
誌
に
も
書
い
た
の
で
す
が
、
無
謀
に
も
北
ド
イ
ツ
と
南
ド
イ
ツ
を
比

較
し
よ
う
と
思
い
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
（M

ünchen

）
に
あ
り
ま
す
バ
イ
エ
ル
ン
（Bayern

）
州
の
州
立
図
書
館
と

い
う
と
こ
ろ
に
行
き
、
そ
こ
で
向
こ
う
の
学
芸
員
と
話
を
し
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
の
で
す

が
、
最
後
に
彼
か
ら
「
中
世
バ
イ
エ
ル
ン
語
が
で
き
な
い
な
ら
や
め
た
方
が
い
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
も
う
す

ぐ
に
挫
折
を
し
ま
し
た
。
も
う
言
語
の
面
で
の
挫
折
と
い
え
ば
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
く
ら
い
で
、
研
究
の
過

程
で
は
ず
っ
と
挫
折
ば
か
り
し
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
は
南
北
比
較
を
す
ぐ
あ
き
ら
め
ま
し
た
。
し

か
し
、
今
申
し
上
げ
た
と
お
り
で
、
北
ド
イ
ツ
と
い
う
地
域
は
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
る
状
況
で
あ
っ
た
と
い
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う
こ
と
が
少
し
見
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

　

お
話
を
し
て
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
経
緯
と
西
洋
中
世
史
か
ら
西
洋
経
済
史
、
そ
し
て
都
市
史
へ
と

い
う
流
れ
の
中
の
一
部
の
話
で
す
が
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
現
代
か
ら
む
し
ろ
中
世
へ
と
さ
か
の
ぼ
る

よ
う
な
形
で
考
え
た
時
に
、
特
に
北
ド
イ
ツ
の
場
合
は
ハ
ン
ザ
と
い
う
の
が
す
ご
く
重
い
の
で
す
。
ハ
ン
ザ
と
い

う
の
は
17
世
紀
の
三
十
年
戦
争
の
時
期
に
一
応
消
滅
し
ま
す
。
そ
の
後
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ブ

レ
ー
メ
ン
（Brem

en

）
の
三
都
市
協
定
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
普
通
に
教
科
書
で
言
わ
れ
る
ハ
ン
ザ
、
あ

る
い
は
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ン
ザ
同
盟
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
17
世
紀
の
三
十
年
戦
争
時
代
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

す
の
で
、
研
究
も
こ
こ
で
切
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
北
ド
イ
ツ
の
都
市
と
い
う
の
は
中
世
の
時
に

こ
ん
な
に
強
力
で
華
や
か
だ
っ
た
と
い
う
研
究
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
研
究
対
象
は
19

世
紀
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
間
の
研
究
が
あ
ま
り
な
い
の
で
す
。

　

今
日
は
、
ハ
ン
ザ
史
研
究
会
の
立
教
大
学
の
菊
池
先
生
が
み
え
て
い
ま
す
が
、
菊
池
先
生
は
ま
さ
に
そ
の
部
分

に
つ
い
て
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
（Greifsw

ald

）
大
学
で
研
究
を
さ
れ
て
き
て
お
り
、
日
本
の
第
一
人
者
な
の

で
す
が
、
こ
の
研
究
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
で
も
研
究
が
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
日
本

で
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
例
え
ば
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
人
口
が
１
８
０
万
人
、
そ
し
て
商
圏
人
口
は

３
０
０
万
人
の
現
代
の
大
都
市
で
す
。
こ
う
い
う
都
市
が
ど
の
よ
う
に
で
き
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
18
世
紀
の
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終
わ
り
に
は
人
口
は
10
万
人
ぐ
ら
い
し
た
。
そ
の
間
の
都
市
の
成
長
の
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
都
市
発
展
の

要
因
を
考
え
る
上
で
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
最
近
、
中
世
ハ
ン
ザ
都
市
の
近
代
都
市
へ

の
移
行
過
程
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
大
き
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
他
の
ハ
ン
ザ
都
市
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
特
に
、

ハ
ン
ザ
の
中
心
は
バ
ル
ト
海
側
に
あ
り
ま
す
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
い
う
都
市
で
し
た
が
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
ど
う

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
こ
れ
を
比
較
し
な
い
と
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
繁
栄
の
理
由
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
両
都
市
の
繁
栄
、
あ
る
い
は
繁

栄
で
き
な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
都
市
を
中
枢
と
し
て
握
っ
て
い
た
商
人
た
ち
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
都
市
を

富
ま
せ
よ
う
と
し
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
を
経
済
的
に
豊
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
こ
れ
が
今
日
お
話
を
し
た

い
内
容
で
す
。

　

ハ
ン
ザ
史
研
究
が
進
ま
な
か
っ
た
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
特
に
戦
後
、
東
欧
地
域
の
ハ
ン
ザ
史
研
究
と
い
う

の
が
、
ほ
と
ん
ど
我
々
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
と
い
う
状
況
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か

と
い
い
ま
す
と
、
ハ
ン
ザ
の
領
域
と
い
う
の
は
東
が
ロ
シ
ア
か
ら
西
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
ま
で
と
い
う
広
い
地
域
に
お

よ
び
ま
す
。
そ
れ
で
も
昔
は
ハ
ン
ザ
史
研
究
と
い
う
の
は
ド
イ
ツ
語
や
英
語
で
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
、
あ
る
い
は
バ
ル
ト
海
（O

stsee

）
に
面
し
た
い
わ
ゆ
る
バ
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ル
ト
三
国
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
言
語
で
研
究
論
文
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
日
本
人
で
は
読
め

る
人
は
ご
く
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
で
も
我
々
が
読
め
る
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
で
ロ

シ
ア
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
で
発
表
さ
れ
て
い
る
論
文
等
々
も
紹
介
さ
れ
た
り
、
い
い
論
文
は
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ

れ
た
り
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
特
に
戦
後
の
一
時
期
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
合
わ

せ
て
そ
の
国
の
言
語
で
論
文
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
は
読
め
な
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
、
昨
年
の
２
月
に
、
中
央
大
学
か
ら
超
短
期
の
在
外
Ｃ
を
い
た
だ
い
て
約
３
ケ
月
間
ド
イ
ツ
に
滞
在
し

て
い
た
時
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
シ
ュ
チ
ェ
チ
ン
、
ド
イ
ツ
語
読
み
で
は
シ
ュ
テ
テ
ィ
ン
（Stettin

）	

と
い
う
都
市

に
出
掛
け
て
、
そ
こ
に
あ
る
地
域
の
図
書
館
に
ど
の
く
ら
い
ハ
ン
ザ
都
市
関
係
の
本
が
あ
る
か
を
見
に
行
っ
て
き

ま
し
た
。
あ
ま
り
本
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
そ
こ
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
書
か
れ
た
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ

（D
anzig

）、
今
の
グ
ダ
ン
ス
ク
（Gdańsk

）
の
都
市
史
の
文
献
を
見
つ
け
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
グ
ー
グ
ル

（Google

）
の
翻
訳
機
能
の
付
い
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
カ
メ
ラ
で
写
真
を
撮
っ
て
、
ど
の
く
ら
い
訳
せ
る
の
か
、
試

し
て
み
ま
し
た
。
日
本
語
に
は
ほ
ぼ
絶
望
的
に
訳
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
の
翻
訳
機
の
日
本
語
訳
は
、
レ
ス
ト
ラ

ン
の
メ
ニ
ュ
ー
を
、
こ
れ
は
何
の
肉
だ
ろ
う
か
と
か
を
確
か
め
る
際
に
は
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
い
ま
す
が
、

学
術
論
文
に
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
た
だ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
も
、
ド
イ
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ツ
語
や
英
語
な
ど
、
私
が
あ
る
程
度
読
め
る
言
語
へ
の
翻
訳
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
少
な
く
と
も
グ
ラ
フ
や
表
、

あ
る
い
は
簡
単
な
文
章
に
つ
い
て
は
訳
し
て
く
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
こ
う
い
う
技
術
が
発
達
し
て
い

け
ば
、
語
学
力
と
い
う
壁
は
低
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
程
度
、
そ
う
い
う
機
械
を
利
用
す
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
こ
れ
か
ら
、
あ
ま
り
い
わ
ゆ
る
語
学
に
堪
能
で
は
な

い
、
あ
る
い
は
多
言
語
を
理
解
で
き
な
い
方
で
も
現
在
よ
り
も
広
く
ハ
ン
ザ
圏
の
都
市
史
の
比
較
研
究
な
ど
が
容

易
に
で
き
る
時
が
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
多
く
の
方
々
に
よ
っ
て
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
広
く
皆
さ
ん
方
の
興
味
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
格
段
に
違
う
研
究
進
展
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
私
は
思
い
ま
し
た
。

　

私
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
と
い
う
と
、
私
が
最
初
に
ド
イ
ツ
の
キ
ー
ル
（K

iel

）
大
学
に

行
っ
た
の
は
、
大
学
の
図
書
館
等
に
コ
ピ
ー
機
が
置
か
れ
、
コ
イ
ン
で
コ
ピ
ー
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
で
し

た
。
し
か
し
、
当
時
の
コ
ピ
ー
機
は
故
障
が
多
く
、
1
回
に
続
け
て
コ
ピ
ー
で
き
た
の
は
そ
う
多
く
の
枚
数
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
量
に
コ
ピ
ー
し
よ
う
と
す
る
と
必
ず
機
械
が
壊
れ
て
い
ま
し
た
。
コ
ピ
ー
が
続
け
て
で

き
ず
困
っ
て
い
る
と
、
キ
ー
ル
大
学
の
先
生
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
若
い
こ
ろ
は
一
生
懸
命
に
ノ
ー
ト
を
と
っ
た
も

の
で
す
」
と
言
う
の
で
す
。
今
は
ス
マ
ホ
の
写
真
で
す
ね
。
授
業
を
や
っ
て
い
ま
す
と
学
生
が
前
に
出
て
き
て
、

何
を
や
る
の
か
な
と
思
う
と
、
板
書
の
内
容
を
ノ
ー
ト
に
と
る
の
で
は
な
く
て
写
真
を
撮
っ
て
帰
る
わ
け
で
す
。
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筆
記
の
必
要
が
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ

う
に
技
術
が
進
歩
す
れ
ば
、
勉
強
方
法

も
変
わ
り
ま
す
。
翻
訳
機
も
進
化
す
れ

ば
、
語
学
の
問
題
も
変
わ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
の

を
実
感
し
、
も
し
か
し
た
ら
10
年
後
、

20
年
後
に
は
、
そ
う
い
え
ば
あ
の
頃
は

ロ
シ
ア
語
が
で
き
な
く
て
、
ロ
シ
ア
の

こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
ね
と
い
う

話
が
出
て
く
る
の
か
な
と
思
い
な
が
ら
、

レ
ジ
ュ
メ
に
は
環
境
の
変
化
と
い
う
こ

と
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
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１
．
中
世
都
市
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
塩
貿
易

　

前
置
き
が
長
く
て
す
み
ま
せ
ん
。
こ
こ
か
ら
が
実
は
今
日
お
話
し
を
す
る
内
容
で
す
の
で
、
大
変
長
く
お
待
た

せ
を
し
ま
し
て
、
失
礼
し
ま
し
た
。

　

今
日
は
、
中
世
都
市
か
ら
現
代
都
市
へ
と
い
う
こ
と
で
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
事
例
か
ら
何
を
学

ぶ
か
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
に
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
い
う
都
市
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
皆
さ
ん
、
名
前
く
ら
い
は
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
14
ペ
ー
ジ
の
地
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
位
置
と

し
て
は
今
は
北
側
が
デ
ン
マ
ー
ク
領
に
な
っ
て
い
ま
す
ユ
ト
ラ
ン
ト
（Jütland

）
半
島
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
で
は

ユ
ラ
ン
半
島
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
東
側
の
付
け
根
の
バ
ル
ト
海
側
に
あ
る
の
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
す
。
そ
れ
に

対
し
、
北
海
（N
ordsee

）
か
ら
エ
ル
ベ
（Elbe

）
河
を
約
１
０
０
キ
ロ
上
流
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る

の
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
バ
ル
ト
海
と
北
海
の
間
の
海
峡
を
ズ
ン
ト
海
峡
と
呼

ん
で
い
ま
す
が
、
ズ
ン
ト
（Sund

）
と
い
う
の
は
英
語
の
サ
ウ
ン
ド
（sound

）
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
本
当
は
海

峡
と
い
う
意
味
で
、「
海
峡
海
峡
」
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ズ
ン
ト
海
峡
の
名
前
は
覚
え
て
お

い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
少
し
南
側
に
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク

（Lüneburg

）
と
い
う
都
市
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
名
前
も
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
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か
と
申
し
ま
す
と
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
い
う
都
市
が
ハ
ン
ザ
の
中
枢
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
大
き
な
理
由
、
原
因

の
一
つ
と
関
係
す
る
塩
を
生
産
し
て
い
た
都
市
な
の
で
す
。
バ
ル
ト
海
域
で
は
、
塩
分
濃
度
が
薄
く
て
、
海
水
を

使
っ
て
塩
の
精
製
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
北
海
、
バ
ル
ト
海
な
ど
北
側
の
地
域
で
自
前
で
塩
を
賄
え
た
の
は

イ
ギ
リ
ス
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
バ
ル
ト
海
地
域
の
中
で
は
唯
一
塩
を
供
給
で
き
た
の
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
、
そ

れ
は
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
で
生
産
さ
れ
た
塩
で
す
。
こ
れ
は
塩
水
を
く
み
出
し
て
煮
詰
め
て
作
る
塩
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
の
塩
が
バ
ル
ト
海
地
域
に
供
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ハ
ン
ザ
の
中
核
都
市
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が
バ

ル
ト
海
で
唯
一
塩
を
供
給
し
て
い
た
時
期
に
は
、
逆
に
言
え
ば
、
塩
が
な
け
れ
ば
人
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、

バ
ル
ト
海
地
域
の
人
々
は
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
ま
り
歴
史
研
究
の
先
生
方

は
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
原
理
で
考
え
る
と
、
ハ
ン
ザ
都
市
の
中
で
、
あ
る
い
は
地
域
の
中
で

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が
中
心
的
な
役
割
を
も
っ
た
一
つ
の
理
由
は
塩
の
支
配
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
も
、
14
世
紀
末
に
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
か
ら
の
塩
が
運
び
や
す
い
よ
う
に
シ
ュ
テ
ク

ニ
ッ
ツ
（Stecknitz

）
運
河
ま
で
造
り
、
バ
ル
ト
海
地
域
に
独
占
的
に
輸
出
し
や
す
く
し
ま
す
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
り
、
実
は
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
バ
ル
ト
海
地
域
、
い
わ
ゆ
る
北
欧
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
そ
れ

か
ら
東
側
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
と
い
う
地
域
全
体
を
、
塩
の
独
占
的
供
給
に
よ
り
支
配
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
だ
、
こ
の
塩
を
作
る
の
に
塩
水
を
煮
詰
め
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
は
燃
料
が
必
要
で
す
。
周
辺
か
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ら
燃
料
を
調
達
す
る
た
め
に
、
む
や
み
に
木
を
伐
採
し
ま
し
た
。
伐
採
し
た
結
果
ど
う
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、

今
の
よ
う
に
植
林
な
ど
と
い
う
こ
と
は
や
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
ハ
イ
デ
（H

eide

）
と
い
う
木
の
生
え
な
い

地
域
、
荒
野
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
な
ん
と
エ
リ
カ
の
花
が
咲
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ガ
ー
ハ
イ
デ
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
代
の
自
然
破
壊
の
原
点
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
エ
リ
カ
の
花
が
咲
く
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ガ
ー
ハ
イ
デ
は
後
に
一
大
観
光
地
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

今
で
は
、
大
量
に
塩
水
を
く
み
上
げ
た
お
か
げ
で
傾
い
て
し
ま
っ
た
家
ま
で
が
観
光
施
設
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
は
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
の
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
今
申
し
上
げ
た
よ

う
に
、
塩
の
自
給
で
き
な
い
地
域
に
塩
を
輸
出
し
た
そ
の
実
例
を
表
１
で
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

表
１
の
ヴ
ィ
ス
マ
ー
ル
（W

ism
ar

）、
ロ
ス
ト
ク
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
バ
ル
ト
海
に
面

し
た
旧
東
ド
イ
ツ
の
地
域
に
あ
っ
た
中
小
都
市
で
す
。
表
１
の
よ
う
に
、
塩
が
ズ
ン
ト
海
峡
を
超
え
て
も
た
ら
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
15
世
紀
末
で
も
こ
れ
ら
３
都
市
に
お
い
て
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
の
塩
の
割
合
が
高
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
４
年
間
の
合
計
で
見
ま
す
と
、
７
，７
０
０
マ
ル
ク
ぐ
ら
い
の
塩
の
輸
入
額
に
な
っ
て

い
ま
す
。
金
額
で
は
塩
全
体
の
33
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
ヴ
ィ
ス
マ
ー
ル
、
ロ
ス
ト

ク
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト	

と
い
う
そ
の
地
域
に
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
塩

が
そ
れ
ら
の
都
市
で
使
用
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
ま
た
さ
ら
に
小
さ
な
都
市
に
分
配
さ
れ
た
分
を
合
わ
せ
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ま
す
と
、
全
体
の
３
分
の
１
を
占
め
て
い
た

の
で
す
。

　

そ
う
し
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
塩
が
そ
の
後
ど
う

な
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
、
表
２
の
レ
ー

バ
ル
（Reval
）
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

17
世
紀
後
半
の
状
況
で
す
け
れ
ど
も
、

１
６
６
１
年
に
は
少
し
増
加
を
し
て
い
ま
す

が
、
相
対
的
に
17
世
紀
の
後
半
に
向
け
て
少

な
く
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
レ
ー
バ

ル
は
現
在
の
バ
ル
ト
３
国
の
エ
ス
ト
ニ
ア
の

首
都
タ
リ
ン
（T

allinn

）
と
い
う
都
市
の

こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
表
３
の
リ
ー
ガ

（Riga

）	

ま
た
は
リ
ガ
と
い
う
の
は
ラ
ト
ビ

ア
の
首
都
で
す
。
両
都
市
は
バ
ル
ト
海
の
東

（表１）		リューベックからのヴィスマール、ロストク、シュト
ラールズントの塩輸入額と各都市の総塩輸入額ならびに
その割合

（Lはリューネブルク，単位はリューベックマルク）
年 1492 1493 1494 1495

ヴィスマール L塩 791 162 162 144
塩全体 2,096 800 478 366
割合 38％ 20％ 34％ 39％

ロストク L塩 2,145 54 198 144
塩全体 5,375 953 420 849
割合 40％ 6％ 47％ 17％

シュトラールズント L塩 2,865 450 0 594
塩全体 6,375 2,889 1,278 1,198
割合 45％ 16％ 0 50％

3都市合計 L塩 5,801 666 360 882
塩全体 13,846 4,642 2,176 2,413
割合 42％ 14％ 17％ 37％

（出典）谷澤毅『北欧商業史の研究―世界経済の形成とハンザ商業』知
泉書館、2011年、284-286頁。Die	Lübecker	Pfundzollbücher	1492-1496.
Quellen	und	Darstellungen	zur	hansischen	Geschichte .	Neue	Folge.
Bd.41.	Teil	1-4.	Bearb.	v.	H.	-J.	Vogtherr.Köln	1996.
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（表２）17世紀後半のレーバルのリューネブルク塩輸入量
（単位はトン）

年 1651 1653 1661 1671 1680 1697
リューネブルク塩 53 48 94 60 45 37
（出典）A.Soom,	Der	Handel	Revals	in	Siebzehnten	Jahrhundert.	
Wiesbaden	1969.	S.	34-36.	より作成。

（表３）17世紀後半のリーガの塩輸入量
	 （単位はラスト）

年 1651 1652 1653 1656 1657 1658 1659 1660
スペイン塩 171 1,125 1,239 337 192 88 232 640
フランス塩 13,313 3,081 5,204 5,400 727 2,677 1,497 5,879
リューネブルク塩 29 37 41 17 23 23 30 11

年 1671 1672 1674 1675 1684 1686 1690 1693
スペイン塩 504 1,259 1,475 729 714 639 1,565 1,484
フランス塩 5,291 2,349 3,075 6,258 4,484 7,200 1,198 1,381
リューネブルク塩 18 16 10 8 25 29 24 40

年 1694 1696 1698 1703 1704 1705 1713 1716
スペイン塩 1,893 2,284 3,242 2,866 5,128 1,107 949 1,395
フランス塩 2,901 2,042 3,580 736 811 327 618 1,469
リューネブルク塩 51 79 1 14 14 26 10 5
注）スペイン塩、フランス塩、リューネブルク塩それぞれの輸入量の明らかでない年、
消費税台帳Akzisebuchと数量の異なる年は除外して記載。
（出典）E.Dunsdorfs,	Der	Auszenhandel	Rigas	im	17.	Jahrhundert .	Coventus	
primus	historicorum	Balticorum	Rigae	1937.	Riga	1938.	S.	469f.

方
に
あ
り
ま
す
。
リ
ュ
ー

ネ
ブ
ル
ク
塩
は
レ
ー
バ
ル

で
は
、
17
世
紀
の
後
半
に

減
少
し
て
い
ま
す
が
、
リ
ー

ガ
で
も
、
17
世
紀
の
半
ば

頃
か
ら
18
世
紀
に
か
け
て

明
ら
か
に
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル

ク
塩
が
減
少
し
て
い
る
と

い
う
の
が
お
わ
か
り
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス

か
ら
も
塩
が
輸
出
さ
れ
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
直
接

船
で
バ
ル
ト
海
地
域
に
も

た
ら
そ
う
と
す
る
と
、
先
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ほ
ど
ズ
ン
ト
海
峡
と
い
う
名
前
を
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
海
峡
を

通
過
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
ズ
ン
ト
海
峡
は
昔
は
海
の
通
行
上
の
難
所
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
難
所
も
航
海
技
術
が
発
達
し
た
お
か
げ
で
半
島
を
迂
回
し
て
バ
ル
ト
海
地
域
に
直
接
塩
を
運
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
嵩
高
の
塩
を
船
の
積
み
替
え
を
せ
ず
に
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
か
ら
運
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
は
最
終
講
義
で
も
お
話
し
し
た
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
当
た
り
前
だ
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ

ま
り
歴
史
研
究
者
は
言
わ
な
い
の
で
す
が
、
遠
く
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
か
ら
塩
を
運
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
船
舶
は
大
型
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
船
舶
が
大
き
く
な
る
と
寄
港
で
き
る
港
は
ど
ん
ど
ん
限

定
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
小
さ
な
港
に
寄
ら
な
い
で
、
大
き
な
港
同
士
が
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
な
が
ら
、
今
度
は
大
き
な
港
か
ら
小
さ
な
港
へ
と

い
う
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
て
き
た
と
い
う
の
が
近
世
近
代
の
流
通
上
の
動
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
西
海
岸
ラ
・
ロ
ッ
シ
ェ
ル
（La	Rochelle

）
と
い
う
都
市
と
今
で
は
橋
で
つ
な
が
っ
て
い
る
レ

（Ré

）
島
と
い
う
島
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
行
き
ま
す
と
、
今
で
も
塩
田
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
海
水
を

太
陽
の
光
で
熱
し
て
塩
が
作
ら
れ
ま
す
。
天
日
塩
で
す
。
し
た
が
っ
て
燃
料
も
い
り
ま
せ
ん
し
安
い
の
で
す
。
そ

の
代
わ
り
に
不
純
物
が
多
い
で
す
。
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
で
煮
出
し
て
作
ら
れ
た
塩
は
白
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ベ
イ

塩
（Baiensalz

）
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
天
日
塩
は
灰
色
を
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て



21

中近世ハンザ都市の変遷と商人

も
塩
に
は
変
わ
り
が
な
い
で
す
。
ミ
ネ
ラ
ル
分
が
豊
富
で
、
今
レ
島
に
行
き
ま
す
と
ミ
ネ
ラ
ル
が
豊
富
な
塩
と

言
っ
て
お
土
産
と
し
て
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
リ
ー
ガ
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
塩
と
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
塩
の
大
き
な
差
は
、
も
う

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
塩
に
よ
っ
て
経
済
力
を
大
き
く
伸
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
商
人
は
そ
れ
を
た
だ
見
過
ご
し
て
い
た
の
か
、
あ

る
い
は
そ
の
貿
易
を
妨
害
し
た
り
し
て
抵
抗
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
実
は
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
商
人
は
、

リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
塩
を
リ
ー
ガ
に
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
事
実
な
の
で
す
が
、
同
時
に
ス
ペ
イ
ン
塩

や
フ
ラ
ン
ス
塩
の
輸
入
に
も
従
事
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
ズ
ン
ト
海
峡
経
由
で
塩
が
入
っ
て
く
る
ま
で

は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
商
人
は
、
近
隣
に
あ
る
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
塩
を
独
占
的
に
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
バ
ル

ト
海
周
辺
地
域
を
支
配
し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
外
か
ら
入
っ
て
く
る
塩
に
敗
北
し
そ
う
に
な
る
と
、
そ
の

商
人
た
ち
は
そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
商
業
に
進
出
し
て
い
く
の
で
す
。
し
か
し
、
表
４

の
よ
う
に
、
16
世
紀
後
半
に
海
峡
を
通
過
し
た
塩
を
圧
倒
的
に
多
く
運
ん
だ
の
は
オ
ラ
ン
ダ
で
し
た
。
リ
ュ
ー

ベ
ッ
ク
の
積
極
的
戦
略
は
、
必
ず
し
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
塩
を
求
め

て
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
ま
で
行
き
ま
し
た
が
、
表
４
の
通
り
１
６
２
０
年
に
は
ズ
ン
ト
海
峡
を
通
っ
て
バ
ル
ト

海
に
も
た
ら
さ
れ
る
塩
の
全
体
の
91
パ
ー
セ
ン
ト
は
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
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リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
た
ぶ
ん
意
を
決
し
て
西
方
か
ら
の
塩
貿
易
に
進
出
し
て

い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
が
バ
ル
ト
海
地
域
に
塩
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
地
域
の
人
た
ち
は
ハ
ン
ザ
や
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
言
う
こ
と
な
ど
聞
か
な

く
て
い
い
で
す
か
ら
、
今
ま
で
ハ
ン
ザ
に
従
順
に
従
っ
て
い
た
商
館
の
商
人

た
ち
も
い
つ
の
間
に
か
ハ
ン
ザ
に
反
抗
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ハ

ン
ザ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
へ
、
い
う
な
ら
ば
流
通
商
業
の
全
体
の
力
関
係
が
移
っ

て
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

表
５
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
17
世
紀
か
ら
18
世
紀
に
か
け
て
、
バ
ル

ト
海
へ
塩
を
ど
こ
が
た
く
さ
ん
運
ん
で
い
た
の
か
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
が
や
は
り
大
き
い
数
字
を
示
し
て
い
ま
す
。
リ
ュ
ー

ベ
ッ
ク
も
18
世
紀
の
中
頃
に
は
あ
る
程
度
の
数
字
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
そ

の
頃
に
明
ら
か
に
伸
び
て
き
て
い
る
の
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
す
。
こ
の
表
を

見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
オ
ラ
ン
ダ
が
バ
ル
ト
海
地
方
へ
の
塩
の
供
給
で
大

き
く
力
を
伸
ば
し
て
い
く
中
で
、
一
方
に
お
い
て
北
欧
の
国
家
、
そ
の
中
で

（表４）ズント海峡におけるバルト海への塩の年輸送量
	 （単位はラスト）
年 1562 1580 1590 1600 1610 1620 1629 1640 1649 1656

全体 40,553 24,043 33,330 38,137 23,008 27,263 31,420 25,852 26,217 25,401
オランダ 19,853 17,533 17,493 22,796 18,769 25,006 25,926 20,431 22,279 20,522
オランダ
の割合 49％ 73％ 52％ 60％ 82％ 91％ 82％ 79％ 85％ 81％

（出典）Tabeller	over	Skibsfart	og	Varetransport	gennem	Øresund	1497-1660．
Tabller	over	Skibsfarten.	Anden	Del.	Tabeller	over	Varetransporten	A.	Udgivet	
ved	N.	E.	Bang.	København	1922.	S.	2,	76,	134,	196,	260,	324,	388,	460,	536,	598.	よ
り作成。
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（表５）バルト海への塩の国、都市輸送船籍別年平均取扱量
	 （単位はラスト）

年 1661-70 1671-80 1681-90 1691-1700 1701-10 1711-20
オランダ 14,902 12,025 18,521 9,406 11,004 13,241
イギリス	注１） 370 8,411 2,787 1,064 652 5,153
スウェーデン 196 721 100 1,716 171 76
リューベック 1,485 1,765 974 596 633 1,106
ハンブルク 438 742 209 113 151 107
全　体 18,954 25,750 24,936 21,285 18,632 22,981

年 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1771-80
オランダ 11,961 11,839 15,405 13,447 15,179 12,204
イギリス	注１） 4,454 3,483 1,111 1,735 1,739 4,204
スウェーデン 3,626 5,926 8,589 8,313 9,581 9,828
リューベック 1,306 681 1,555 645 217 280
ハンブルク 280 77 76 78 41 64
全　体 26,246 26,635 35,290 33,886 38,153 37,991
注１）イギリスはイングランドとスコットランドの合計額。ただし、1661－80、1733、
1735-37、39年はイングランドのみ。

も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
塩
の
貿
易
で
大
き
く
成
長
し
て
い

く
と
い
う
と
こ
ろ
が
見
て
取
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

塩
が
駄
目
な
ら
何
か
ほ
か
に
儲
か
る
商
売
は
な
い
か
、

お
そ
ら
く
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
商
人
た
ち
は
考
え
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
そ
れ
ま
で
に
も
、
商

人
た
ち
は
西
か
ら
東
へ
塩
を
運
ん
で
販
売
す
る
中
で
、

何
か
そ
の
帰
り
荷
と
し
て
東
か
ら
西
へ
塩
の
よ
う
な
重

量
の
あ
る
嵩
高
の
商
品
が
な
い
か
と
も
考
え
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
船
を
有

効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
都
合
が
よ
か
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
の
と
き
に
、
西
の
方
で
穀
物
不
足
と
な
り
、
東

欧
地
域
で
生
産
さ
れ
た
穀
物
を
輸
出
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。
東
欧
に
比
べ
か
な
り
温
暖
な
気
候
に
恵
ま

れ
た
地
域
で
、
な
ぜ
穀
物
不
足
が
生
じ
た
の
か
、
い
ろ

い
ろ
な
理
由
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
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く
は
あ
ま
り
穀
物
を
作
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
オ
リ
ー
ブ
や
柑
橘
系

の
例
え
ば
レ
モ
ン
な
ど
の
方
が
換
金
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
穀
物
な
ん
か
を

作
っ
て
い
る
よ
り
も
そ
ち
ら
の
方
が
儲
か
る
と
ば
か
り
に
転
作
し
て
い
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
現
在
の
ナ
タ
デ
コ
コ
や
、
タ
ピ
オ
カ
と
同
じ
で
す
。
自
分
た
ち
の
食
べ
る

も
の
を
犠
牲
に
し
て
で
も
儲
か
る
作
物
を
栽
培
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
今
申
し
上
げ

た
よ
う
に
当
然
穀
物
不
足
と
な
り
ま
す
。
そ
の
情
報
を
察
知
し
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
商

人
た
ち
は
、
塩
を
バ
ル
ト
海
に
も
た
ら
し
た
帰
り
の
船
で
、
東
欧
の
穀
物
の
西
方
へ

の
輸
出
を
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
商
人
が
考
え
る
こ
と
は
、

オ
ラ
ン
ダ
の
商
人
も
同
様
で
、
表
６
の
よ
う
に
、
17
世
紀
の
後
半
に
少
し
リ
ュ
ー

ベ
ッ
ク
の
新
た
な
挑
戦
は
成
果
を
得
る
の
で
す
が
、
ま
た
そ
の
後
は
、
残
念
な
が
ら

大
し
て
伸
び
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
が
駄
目
な
ら
ば
、
今
度
は
ワ
イ
ン
で
す
。
ち
ょ
う
ど
穀
物
を
も
た
ら
し
た
辺

り
か
ら
、
そ
れ
以
降
に
か
け
て
の
時
期
に
ワ
イ
ン
の
輸
入
の
増
加
が
始
ま
り
ま
し
た
。

も
と
も
と
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
ワ
イ
ン
の
輸
入
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
18
世
紀

の
初
め
こ
ろ
か
ら
急
激
に
伸
び
て
い
る
の
が
、
表
７
を
見
て
い
た
だ
く
と
お
わ
か
り

（表６）		リューベックによるバルト海地域から西方への穀物のズント海
峡年平均輸送量

	 （単位はラスト）
年 1661-70 1671-80 1681-90 1691-1700 1701-10 1711-20

リューベック 365 161 719 336 211 392

年 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1771-80
リューベック 175 350 195 220 262 600
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（表７）		リューベックによるラインワイン以外のワインのズント海峡年平
均輸送量
年 1661-70 1671-80 1681-90 1691-1700 1701-10 1711-20

ワイン（Fade） 102 787 520 114 286 1,484
（Piber） 33 20 8 14 9 39
（Oxh） 266 610 173 25 9 39

合計（リットル） 171,578 880,349 525,888 117,974 271,386 1,402,812

年 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1771-80
ワイン（Fade） 1,499 1,509 2,155 1,926 1,459 1,904

（Piber） 685 1131 905 696 277 286
（Oxh） 217 89 143 549 1355 1711

合計（リットル） 1,757,757 1,944,275 2,450,781 2,235,714 1,795,331 2,264,664
注）1	Fade＝927リットル、1	Piber＝2	Oxh＝464リットルと換算（Den	Store	
Danske	Encyklopædi.Gyldendal.）

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
ワ
イ
ン
は
確
か
に
一
時
の
金
持

ち
し
か
飲
め
な
い
高
級
な
飲
み
物
か
ら
、
庶
民
で
も
普
通
に

飲
め
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
成
長
し
て
い
く
の
で
す
が
、
あ

る
程
度
の
人
た
ち
が
飲
む
よ
う
に
な
り
ま
す
と
そ
の
量
は
限

界
に
達
し
、
18
世
紀
中
頃
と
も
な
る
と
、
そ
れ
以
上
は
伸
び

な
く
な
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク

の
商
人
た
ち
は
悩
ん
だ
と
思
い
ま
す
し
、
検
討
し
た
と
も
思

い
ま
す
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

で
は
、
も
う
こ
れ
で
諦
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。
す
で
に

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
商
人
は
、
17
世
紀
の
後
半
以
降
に
は
、
別
の

商
品
に
目
を
付
け
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
ワ
イ
ン
の
産
地
ボ

ル
ド
ー
（Bordeaux

）
は
植
民
地
物
産
の
集
散
地
で
、
ボ

ル
ド
ー
に
は
植
民
地
物
産
が
多
く
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
、
コ
コ
ア
そ
れ
に
砂
糖
と
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い
っ
た
も
の
で
す
。
地
域
で
生
産
さ
れ
た
ビ
ー
ル

か
ら
輸
入
の
ワ
イ
ン
へ
と
い
う
飲
み
物
に
つ
い
て

生
活
上
の
変
化
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
、

も
っ
と
生
活
を
大
き
く
変
え
た
の
は
植
民
地
物
産

の
新
し
い
飲
み
物
で
し
た
。
と
に
か
く
温
か
い
も

の
を
飲
む
と
い
う
習
慣
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
、
コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
、
コ
コ

ア
が
も
た
ら
さ
れ
、
温
か
い
飲
み
物
を
飲
む
習
慣

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
根
付
い
た
の
で
す
。
そ

れ
ら
飲
み
物
の
輸
入
を
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
商
人
も
一

生
懸
命
に
行
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
表
８
の
よ

う
に
、
18
世
紀
の
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
数
字

が
伸
び
て
い
る
こ
と
は
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
。
で
す
が
、
ズ
ン
ト
海
峡
を
経
由
し
た

植
民
地
物
産
貿
易
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
最
大

（表８）リューベックによる植民地物産ズント海峡年平均輸送量、総通過量
（単位は千ポンド）

年 1661-70 1671-80 1681-90 1691-1700 1701-10 1711-20
リューベック 22 42 37 10 23 60
総　量 1,819 2,796 3,626 3,665 3,053 4,337
リューベック
／総量 1.2％ 1.5％ 1.0％ 0.3％ 1.4％ 1.4％

年 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1772-81
リューベック 164 228 468 368 138 917
総　量 7,553 8,556 10,296 12,844 21,819 31,808
リューベック
／総量 2.2% 2.7％ 4.6％ 2.9％ 0.6％ 2.9％

注）植民地物産量が突出して高い数値を示す1771年を除外して作表。
表５、６、７、８
（出典）Tabeller	over	Skibsfart	og	Varetransport	gennem	Øresund	1661-
1783 . 	 Anden	 De l :Tabe l l e r 	 over 	 Vare t ranspor ten . 	 Førs ter	
Halvbind:1661-1720.	Udgivet	ved	N.	E.	Bang/K.	Korst.	København	1939.	
Andet	HalvbindⅠ:1721-1760.	København	1945.Ⅱ:1761-1783.	København	
1953.	より作成。
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で
も
せ
い
ぜ
い
４
～
５
％
で
す
。
通
常
の
年
で
は
平
均
で
見
た
時
に
、
だ
い
た
い
多
く
て
２
～
３
パ
ー
セ
ン
ト
に

し
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
現
実
で
し
た
。

２
．
ハ
ン
ザ
商
人
の
経
済
活
動

　

中
世
末
以
来
都
市
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
経
済
的
な
活
動
を
実
際
に
行
っ
た
商
人
た
ち
は
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
た

だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
次
の
問
題
で
す
。
プ
リ
ン
ト
の
グ
ラ
フ
１
は
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
商
人
ヒ
ン
リ
ヒ
・
カ
ス

ト
ル
プ
（H

inrich	Castorp
）、
今
の
読
み
方
に
す
れ
ば
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
取
得
し
た
レ
ン
テ

（Rente

）
で
す
。
こ
の
人
は
、
市
の
参
事
会
員
に
な
っ
て
か
ら
レ
ン
テ
を
買
い
増
し
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
の

推
移
の
グ
ラ
フ
で
す
。
こ
う
申
し
上
げ
て
も
、
レ
ン
テ
と
い
う
言
葉
を
ご
存
じ
な
い
、
耳
慣
れ
な
い
と
い
う
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
図
１
に
レ
ン
テ
の
種
類
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
見
て
い
た
だ
い
き
な
が
ら
、
ま
ず

レ
ン
テ
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

図
１
の
よ
う
に
レ
ン
テ
に
は
封
建
レ
ン
テ
と
都
市
内
レ
ン
テ
が
あ
り
、
封
建
レ
ン
テ
は
封
建
権
力
者
が
領
地
を

担
保
に
資
金
を
無
心
し
た
も
の
で
す
が
、
都
市
内
レ
ン
テ
は
、
都
市
内
の
不
動
産
を
担
保
と
し
た
貸
し
付
け
で
す
。

簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
、
手
工
業
者
が
仕
事
を
続
け
た
い
け
れ
ど
、
お
金
が
な
く
て
原
料
が
買
え
な
い
と
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い
う
よ
う
な
時
、
仕
事
場
の
使
用
を
継
続
し
な
が
ら
、
そ
の
仕
事
場
を
担
保
と
し
て
金
を
借
り
る
の
が
レ
ン
テ
な

の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
仕
事
場
の
権
利
を
譲
渡
す
る
、
売
却
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
手
工
業
者
は
、
仕
事
場
の

権
利
を
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
金
を
得
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
原
料
を
買
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

す
。
一
方
に
お
い
て
、
仕
事
場
の
権
利
を
買
っ
た
人
は
、
そ
れ
に
よ
り
仕
事
場
の
家
賃
が
得
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は

単
に
不
動
産
を
担
保
と
し
た
借
金
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
当
時
は
ど
う
し
て
も
家
賃
の
支
払
い
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
面
倒
く
さ
い
こ
と
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
利

付
き
貸
借
禁
止
、
す
な
わ
ち
弱
者
救
済
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
経
済
的
な
困
窮
者
す
な
わ
ち
経
済
的
弱
者
か
ら
利

子
を
取
っ
て
お
金
を
貸
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
で
も
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
家
、
仕
事
場
を
借

り
て
い
る
人
か
ら
家
賃
を
得
る
こ
と
は
、
特
に
問
題
が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
金
を
貸
し
て
利
息
を
取
る
の
で

は
な
く
、
仕
事
場
の
権
利
を
買
い
取
り
、
そ
の
仕
事
場
を
使
わ
せ
る
代
わ
り
に
家
賃
を
払
え
と
い
う
発
想
で
す
。

こ
れ
が
、
市
民
の
中
で
は
商
業
で
も
う
け
た
お
金
を
ど
の
よ
う
に
安
全
に
保
存
を
す
る
か
と
い
う
方
策
と
し
て
使

わ
れ
ま
し
た
。
お
金
を
出
し
て
レ
ン
テ
を
買
う
こ
と
で
、
資
金
を
保
全
で
き
て
、
本
当
は
利
息
な
の
で
す
が
、
名

目
上
は
家
賃
が
も
ら
え
た
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
土
地
だ
っ
た
ら
借
地
代
金
が
も
ら
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、
安
全

に
自
分
の
財
産
を
守
り
、
そ
し
て
利
益
を
得
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
発
想
で
、
都
市
で
は
都
市
の
信
用
と
い
う
も

の
を
担
保
と
し
て
レ
ン
テ
を
発
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
市
債
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
日
本
で
い
え
ば
国
債
の
よ
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（グラフ１）ヒンリヒ・カストルプのレンテ取得

（図１）中世末期ハンザ都市におけるレンテの種類

（出典）		斯波照雄『ハンザ都市とは何か―中近世北ドイツ都市に関する一考察―』
中央大学出版部，2010年，34頁.
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う
な
も
の
で
す
。
短
期
国
債
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
別
に
担
保
を
取
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
国
の
信
用

あ
る
い
は
都
市
の
信
用
で
国
債
や
市
債
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
申
し
上
げ
た
こ
と
で
、
レ
ン
テ
の
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
う
の
で
す
が
、
た
だ
、
な
ぜ
市
債

と
い
う
も
の
が
発
行
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
簡
単
に
言
え
ば
、
歳
入
が
歳
出
に
及
ば
な
い
か
ら
で
す
。
そ
ん
な

の
は
当
た
り
前
で
す
。
歳
入
が
ど
れ
だ
け
あ
る
と
い
う
見
込
み
で
予
算
を
立
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
歳
入
が
少
な
く

て
歳
出
が
多
い
と
い
う
年
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
る
わ
け
で
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
事
例
を
見
て
い
て
も
、
ど
う
し
て

こ
れ
ほ
ど
の
借
金
を
か
か
え
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
が
経
済
破
綻
し
な
い
の
か
不
思
議
で
す
。
も
の
す
ご
い
勢
い
で
負
債

が
増
え
て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
見
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
14
世
紀
の
後
半
か
ら
市
の
財
政
は
明
ら
か
に
な
る
の
で

す
が
、
15
世
紀
の
前
半
の
60
年
間
だ
け
歳
出
と
歳
入
が
分
か
ら
な
い
時
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ
か
ら
な
い
そ

の
時
期
を
除
い
て
現
在
に
至
る
ま
で
、
細
か
な
歳
入
、
歳
出
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
市
の
財
政
記
録
を
全
て

確
認
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
財
政
が
黒
字
で
あ
っ
た
年
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
ほ
ど
「
借
金
」
は
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
破
綻
し
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が

私
の
今
後
の
課
題
か
な
と
思
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
レ
ン
テ
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
こ
の
レ
ン
テ
を
購
入
す
る
人
た

ち
は
お
金
持
ち
の
商
人
た
ち
で
し
た
。
お
金
が
あ
り
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
商
売
を
し
て
も
う
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か
っ
た
お
金
を
一
時
預
金
し
て
お
く
た
め
の
も
の
が
レ
ン
テ
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
都
市
内
に
は
、
一
部

の
財
産
や
大
金
を
相
続
し
た
商
人
を
除
け
ば
、
最
初
か
ら
の
お
金
持
ち
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
ほ
ど
申

し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
封
建
貴
族
と
い
う
人
た
ち
は
市
内
に
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
多
く
の
人
た
ち
は
わ

ず
か
な
元
手
か
ら
商
売
を
は
じ
め
、
財
を
成
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
無
一
文
か
ら
大
商
人
に
成

り
上
が
っ
て
い
っ
た
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。
ハ
ン
ザ
の
商
人
の
特
徴
と
い
う
の
は
、
本
当
に
い
わ
ゆ
る
成
り
上
が

り
の
商
人
が
多
い
こ
と
で
す
。
商
売
で
儲
け
て
あ
っ
と
い
う
間
に
金
持
ち
に
な
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
経
済
力
を

落
と
し
て
破
綻
を
す
る
と
い
う
の
が
ハ
ン
ザ
都
市
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
し
た
。
ド
イ
ツ
中
世
史
を
研
究
さ
れ

た
り
、
勉
強
さ
れ
た
方
は
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
と
も
と
ハ
ン
ザ
の
商
売
は
ゼ
ン
デ
ー
ヴ
ェ

（sendeve

）
と
か
、
あ
る
い
は
コ
ン
メ
ン
ダ
（com

m
enda

）
と
い
わ
れ
る
や
り
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
「
一
航
海
一
企
業
」
と
い
う
形
態
で
、
お
金
を
出
し
て
船
を
用
意
し
商
品
を
用
意
す
る
側
と
、

そ
の
商
品
を
目
的
地
に
持
っ
て
行
き
商
売
を
し
て
完
結
す
る
１
回
だ
け
の
商
売
で
す
。
そ
の
商
売
の
結
果
利
益
が

出
れ
ば
、
お
金
を
出
し
た
人
は
元
金
と
そ
の
商
売
で
得
ら
れ
た
利
益
の
４
分
の
３
を
取
り
、
実
務
を
行
っ
た
人
は

残
り
の
４
分
の
１
の
利
益
を
得
て
終
わ
り
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
無
一
文
で
あ
っ
て
も
商
売
し
そ
れ
が
う
ま
く
い

き
さ
え
す
れ
ば
４
分
の
１
の
利
益
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ハ
ン
ザ
商
業
の
基
本
的
な
形
は
こ
う

い
う
も
の
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ハ
ン
ザ
都
市
で
は
、
無
一
文
で
あ
っ
て
も
、
一
回
の
商
売
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で
得
ら
れ
る
の
が
利
益
の
４
分
の
１
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
生
懸
命
に
商
売
を
行
っ
て
い
け
ば
少
し
ず
つ
お
金
を

貯
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
経
済
的
に
多
分
破
綻
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
人
た
ち
が
別
の
都
市
に

移
っ
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
一
念
発
起
し
て
大
商
人
に
成
長
し
て
い
く
と
い
う
ケ
ー
ス
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。

　

遠
方
と
の
商
売
で
あ
れ
ば
利
益
が
大
き
い
こ
と
も
多
く
、
こ
う
し
て
無
一
文
か
ら
で
も
大
商
人
に
な
れ
る
可
能

性
が
あ
る
一
方
に
お
い
て
、
か
な
り
商
業
に
は
リ
ス
ク
が
大
き
く
、
航
海
が
遠
方
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
海
が
荒
れ
、

船
が
難
破
し
た
り
、
盗
賊
に
襲
わ
れ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
す
。
商
売
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
が
あ
り
、

せ
っ
か
く
も
う
け
た
お
金
を
あ
っ
と
い
う
間
に
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
組
合
の
よ
う
な
も
の

を
つ
く
っ
て
、
今
で
言
え
ば
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
、
資
産
分
散
の
よ
う
な
こ
と
も
行
う
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は

り
レ
ン
テ
に
比
べ
れ
ば
危
険
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
、
商
売
の
利
益
は
大
き
い
で
す
。
２
割
と
か
３
割
と
か
の

大
き
な
利
益
を
得
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
商
人
は
大
き
な
利
益
の
得
ら
れ
る
商
業
か
ら
簡
単
に
は
離
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。
29
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
１
に
も
ど
っ
て
、
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
商
人
ヒ
ン
リ
ヒ
・
カ
ス
ト
ロ
プ
は
53
歳

に
至
る
ま
で
そ
ん
な
に
レ
ン
テ
を
購
入
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
36
歳
ま
で
は
レ
ン
テ
を
ほ
と
ん
ど
も
っ
て
い

な
か
っ
た
の
で
す
。
多
分
、
36
歳
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
商
業
を
一
生
懸
命
に
や
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

か
ら
な
ぜ
レ
ン
テ
を
購
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
市
参
事
会
員
す
な
わ
ち
今
で
い
え
ば
市
議
会
議

員
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
当
時
は
市
議
会
議
員
に
な
り
ま
し
て
も
今
の
よ
う
に
高
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い
給
料
を
も
ら
え
ま
せ
ん
。
現
物
で
支
給
を
さ
れ
る
か
、
せ
い
ぜ
い
わ
ず
か
な
一
時
し
の
ぎ
の
お
金
を
も
ら
え
る

く
ら
い
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
不
労
所
得
が
な
い
と
議
員
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
商
売
で
も
う

か
っ
た
お
金
を
レ
ン
テ
に
投
入
し
て
、
レ
ン
テ
で
収
入
を
得
な
け
れ
ば
生
活
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
の
で
す
。
た

だ
、
レ
ン
テ
は
「
年
利
」
で
だ
い
た
い
５
～
６
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
な
の
で
す
。
商
業
は
、
何
回
で
も
「
投
資
」

で
き
て
、
先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
20
パ
ー
セ
ン
ト
、
30
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
益
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、

本
当
は
商
売
の
方
が
多
く
の
収
入
を
得
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
参
事
会
員
は
忙
し
く
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う

な
商
売
は
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
53
歳
で
市
長
に
な
り
ま
す
と
、
も
っ
と
商
売
が
で
き
な
く
な

る
、
し
か
も
年
齢
が
上
が
っ
て
い
け
ば
子
供
た
ち
へ
の
遺
産
も
考
え
た
で
し
ょ
う
。
少
し
ず
つ
レ
ン
テ
に
資
金
を

投
入
し
て
安
心
し
て
残
せ
る
財
産
を
作
り
、
安
全
に
利
益
を
確
保
し
な
が
ら
行
政
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
う
形
で
、
実
は
商
人
た
ち
は
都
市
の
中
枢
を
担
う
に
当
た
り
、
経
済
活
動
の
一
部
を
こ
う
し
た
不
労
所

得
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
に
転
換
し
て
行
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
財

産
を
受
け
継
い
だ
若
い
世
代
、
次
の
世
代
は
ど
う
し
た
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
、
利
益
の
大
き
な
商
業
の
方
に
目

が
向
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
昔
、『
北
陸
史
学
』
と
い
う
雑
誌
に
５
人
ほ
ど
の
商
人
の
帳
簿
を
調
べ
て
「
中
世
末
期
の
ハ
ン
ザ
商
人
像
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の
検
討
」
と
い
う
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
中
の
ゲ
ル
ダ
ー
セ
ン
（V

.v.Geldersen

）	

と
い
う
ハ
ン
ブ
ル
ク

の
大
商
人
の
事
例
で
は
、
商
人
帳
簿
や
そ
の
家
系
図
か
ら
見
ま
す
と
、
や
は
り
子
ど
も
や
そ
の
孫
と
い
う
代
に
な

る
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
商
売
に
失
敗
し
て
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
有
力
な
商

人
た
ち
の
多
く
は
若
い
時
に
は
相
続
し
た
財
産
を
元
手
と
し
て
商
売
に
つ
ぎ
込
ん
で
、
う
ま
く
い
っ
た
商
人
は
、

晩
年
に
な
る
と
安
全
で
、
不
労
所
得
が
得
ら
れ
る
レ
ン
テ
を
得
て
そ
れ
を
子
孫
に
残
し
、
次
の
代
に
家
系
は
繋
が

る
け
れ
ど
も
、
失
敗
し
て
一
代
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し

ま
す
。

　

29
ペ
ー
ジ
の
図
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
レ
ン
テ
の
中
で
一
番
下
か
ら
一
つ
上
に
年
金
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

ハ
ン
ザ
都
市
で
市
債
を
発
行
す
る
時
に
、
年
金
と
、
そ
れ
と
は
別
の
形
の
定
期
レ
ン
テ
、
永
代
レ
ン
テ
を
発
行
し

ま
し
た
。
市
債
の
う
ち
の
永
代
と
定
期
と
い
う
の
は
、
譲
渡
が
可
能
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
自
分
が
も
し
も
の
時

に
は
、
名
義
を
書
き
換
え
て
子
ど
も
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
年
金
と
い
う
の
は
譲
渡

が
で
き
ま
せ
ん
。
一
代
限
り
で
相
続
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
に
利
息
が
高
い
の
で
す
。
商
人
た
ち
が
自
分

た
ち
の
老
後
の
生
活
を
安
定
さ
せ
、
豊
か
な
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
子
ど
も
た

ち
に
遺
産
を
残
さ
な
く
て
も
い
い
と
思
っ
た
ら
、
年
金
は
そ
の
目
的
に
合
う
も
の
で
、
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
に
蓄
え
た
資
産
で
年
金
型
市
債
を
購
入
し
て
高
い
利
息
を
得
て
自
分
た
ち
が
豊
か
な
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生
活
を
す
る
、
そ
し
て
自
分
が
死
ん
だ
ら
お
終
い
で
す
。
市
か
ら
す
る
と
、
高
い
利
息
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
元
金
の
返
済
は
し
な
く
て
よ
い
の
で
す
。
こ
れ
日
本
で
も
国
債
な
ど
に
導
入
で
き
な
い
で
し
ょ
う

か
。
国
債
に
年
金
型
を
導
入
し
、
利
息
は
高
く
老
後
を
豊
か
に
過
ご
せ
る
け
れ
ど
子
供
に
は
残
せ
な
い
。
自
分
の

豊
か
な
老
後
は
自
己
責
任
で
、
と
い
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
一
般
向
け
に
話
を
す
る
時
に
は
こ
の
話
を
す

る
と
、
皆
さ
ん
納
得
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
が
、
日
本
で
は
そ
う
い
う
話
に
は
な
か
な
か
進
ん
で
き
ま
せ
ん
。

す
み
ま
せ
ん
、
話
が
脱
線
し
ま
し
た
。
な
お
、
レ
ン
テ
に
つ
い
て
興
味
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
出
版
部
か
ら
出
し

ま
し
た
『
ハ
ン
ザ
都
市
と
は
何
か
』
に
ま
と
め
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

３
．
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
近
代
都
市
化
と
商
人

　

そ
れ
で
は
、
36
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
２
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
話
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
レ
ン
テ
の
売
買
総
額
で
す
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
も
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
も
、

比
較
的
近
代
に
至
る
ま
で
こ
の
レ
ン
テ
の
売
買
額
や
売
買
件
数
に
関
し
て
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

当
時
の
景
気
動
向
を
考
え
る
上
で
の
デ
ー
タ
と
し
て
使
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
一
般
的
に
不
動
産
や
レ
ン
テ
の
売
買

金
額
や
売
買
件
数
が
多
い
時
は
景
気
が
良
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
景
気
が
良
か
っ
た
と
考
え
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ら
れ
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
ど
ん
ど
ん
商

売
が
う
ま
く
い
き
、
も
う
か
っ
た
ら
増
え
た

お
金
が
一
時
的
に
保
存
の
た
め
レ
ン
テ
に

「
投
資
」
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
商
売
へ
の

「
投
資
」
機
会
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に｢

投
資｣

し
、
ま
た
儲
か
れ
ば
、
レ
ン
テ
へ
と
い
う
繰

り
返
し
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

が
少
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
景
気
が
低
下
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
な
ら
グ
ラ
フ
２
の
よ
う
に
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
１
５
０
０
年
頃
に
景
気

は
底
に
達
し
て
き
て
、
そ
し
て
ま
た
そ
こ
か

ら
少
し
上
が
っ
て
き
ま
す
が
、
16
世
紀
の
30

年
代
ま
で
景
気
は
低
迷
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

（グラフ３）ハンブルクにおける市債発行残高

（グラフ２）ハンブルクにおけるレンテ売買総額
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た
だ
、
こ
の
学
説
に
は
問
題

点
が
あ
り
ま
す
。
お
わ
か
り
だ

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
景
気

が
本
当
に
レ
ン
テ
の
売
買
回
数

や
売
買
金
額
で
表
せ
る
で
し
ょ

う
か
。
今
の
よ
う
な
論
理
で
す

と
確
か
に
表
せ
る
よ
う
に
も
思

え
る
の
で
す
が
、
売
買
回
数
や

金
額
が
上
が
っ
た
の
は
、
実
は

新
た
な
商
業
へ
の
「
投
資
」
対

象
が
な
く
て
レ
ン
テ
な
ど
に

「
投
資
」
が
集
中
し
た
、
ま
た

下
が
っ
た
の
は
、
や
は
り
「
投

資
」
先
が
な
く
不
動
産
や
レ
ン

テ
か
ら
資
金
を
引
き
上
げ
ら
れ

（グラフ３）ハンブルクにおける市債発行残高

（グラフ２）ハンブルクにおけるレンテ売買総額
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な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
事
例
を
挙
げ
ま
せ
ん
で

し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
場
合
に
は
こ
の
時
期
の
後
16
世
紀
以
降
も
レ
ン
テ
の
取
引
回
数
は
上
昇

す
る
の
で
す
。
し
か
し
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
経
済
は
税
収
か
ら
見
る
限
り
あ
ま
り
よ
く
な
く
、
景
気
も
そ
れ
ほ
ど

よ
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。
上
昇
し
た
の
は
多
分
、
商
業
に
「
投
資
」
先
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
レ
ン
テ

へ
の｢

投
資
」
が
増
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
一
律
な
評
価
は
し
に

く
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
次
の
グ
ラ
フ
３
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
市
債
の
発
行
残
高
で
す
。
こ
れ
を

見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
１
４
８
０
年
頃
か
ら
１
５
０
０
年
頃
ま
で
市
債
の
発
行
残
高
が
下
が
っ
て
き
ま
す
。
そ

し
て
、
市
債
の
発
行
残
高
は
１
５
０
０
年
頃
か
ら
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
Ｐ
と
Ｒ
と
書
い
て
あ
る
の

は
、
プ
レ
ッ
ト
（P.C.Plett
）	
と
ラ
イ
ン
ケ
（H

.Reincke

）
と
い
う
２
人
の
研
究
者
よ
っ
て
示
さ
れ
た
市
債
発

行
残
高
の
グ
ラ
フ
で
す
。
若
干
２
人
の
数
値
に
違
い
が
あ
り
ま
し
た
の
で
２
つ
載
せ
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

だ
い
た
い
同
じ
で
す
。
す
な
わ
ち
15
世
紀
末
頃
に
市
の
負
債
は
減
少
し
、
そ
れ
か
ら
ま
た
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。

グ
ラ
フ
の
２
と
３
を
見
比
べ
る
と
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
レ
ン
テ
売
買
総
額
が
減
少
し
て
い
る
と
き
に
市
債
の

発
行
残
高
も
減
少
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
景
気
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
の
に
市
の
借
金
は
減
っ
た
こ
と
に

な
る
の
で
す
。
借
金
を
減
ら
し
て
財
政
の
健
全
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
結
果
、
市
財
政
が
縮
小
し
て
不
景
気
に

な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
も
う
少
し
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
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こ
の
グ
ラ
フ
３
で
皆
さ
ん
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
別
に
あ
り
ま
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
財
政
状
況
を

お
話
し
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
こ
の
よ
う
に
ま
さ
に
湯
水
の
ご
と
く
ど
ん
ど
ん
市
債
を
発
行
し
て
、

市
の
負
債
を
大
き
く
し
て
い
ま
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
中
央
駅
の
隣
の
駅
の
駅
前
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大

学
の
校
舎
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
校
舎
の
前
の
と
こ
ろ
に
、「
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
現
在
の
負
債
」
と
い
う
電
光
掲
示

板
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
負
債
の
数
字
が
見
え
な
い
ほ
ど
の
も
の
す
ご
い
早
さ
で
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
に

ま
で
示
さ
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
わ
ざ
わ
ざ
電
光
掲
示
板
で
示
し
て
い
ま
す
。
と
に

か
く
市
の
負
債
は
現
在
も
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

歴
史
的
に
見
る
と
、
こ
の
よ
う
に
市
の
負
債
が
増
え
る
と
、
行
政
担
当
者
は
財
政
の
健
全
化
を
目
指
し
て
税
金

を
増
や
そ
う
と
す
る
の
で
す
。
そ
れ
も
間
違
い
な
く
税
収
が
得
ら
れ
る
消
費
税
を
創
設
し
た
り
税
率
を
上
げ
し
た

り
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
消
費
税
を
導
入
、
値
上
げ
し
よ
う
と
す
る
と
、
暴
動
が
起
こ
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。
例
え
ば
14
世
紀
末
か
ら
15
世
紀
初
頭
の
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
も
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
も
そ
う
で
し
た
。
し
か
し
、

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
比
べ
る
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
方
が
、
は
る
か
に
暴
動
は
穏
や
か
に
終
わ
る
の
で
す
。
最
後
は
話
し

合
い
で
終
わ
る
の
で
す
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
分
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
市
民
に
詳

細
に
財
政
状
況
を
示
し
、
こ
う
い
う
状
況
だ
か
ら
こ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
き
た
か
ら

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
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（表９）ハンブルクの関税収入
	 （単位はリューベックマルク）
年 1603-19 1631-50 1716 1746 1775 1800

関税収入 79,705 169,246 212,793 240,177 198,705 748,867
注）複数年の金額は年平均額
（出典）F.	Kopitzsch,	Zwischen	Hauptrezess	und	Franzosenzeit	1712-1806.
Hamburg.	Geschichte	der	Stadt	und	ihrer	Bewohner .	Bd.	1.	Hrsg.	v.	W.
Jochmann/H.	-D.	Loose.	Hanburg	1982.	S.	374.	K.	Zeiger,	Hamburgs	Finanzen	
von	1560-1650.	Hamburger	wirtschafts-und	sozialwissenschaftliche	Schriften.
Heft	34.	Rostock	1936.	S.	77-134.	より作成。

　

こ
の
よ
う
な
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
状
況
を
、
今
度
は
今
ま
で
お
話
し
を
し
た

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
状
況
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
表
９
を
見
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
表
は
、
17
世
紀
の
初
め
か
ら
末
に
か
け
て
の
ハ
ン
ブ
ル
ク

市
の
関
税
収
入
で
す
。
17
世
紀
の
初
め
頃
か
ら
17
世
紀
の
中
頃
と
い
う
の
は
、

歴
史
上
で
見
る
と
三
十
年
戦
争
の
時
期
で
す
。
三
十
年
戦
争
期
を
越
え
て
、

ず
っ
と
１
７
４
６
年
頃
ま
で
増
え
、
75
年
に
は
少
し
減
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

１
８
０
０
年
に
は
急
激
に
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
２
０
０
年
の
月
日

を
重
ね
て
約
10
倍
近
く
に
関
税
収
入
は
増
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
関
税
収

入
や
消
費
税
収
入
に
つ
い
て
申
し
上
げ
る
時
に
は
課
税
率
を
考
慮
に
入
れ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
日
は
こ
の
数
字
か
ら
、
17
世
紀
か
ら
19
世
紀

に
か
け
て
の
時
期
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
関
税
収
入
は
伸
び
て
い
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
表
10
の
ビ
ー
ル
の
消
費
税
収
入
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
１
６
８
５

年
を
頂
点
と
し
て
、
ビ
ー
ル
の
消
費
税
収
入
は
あ
っ
と
い
う
間
に
減
少
し
て
い

ま
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
ビ
ー
ル
の
生
産
、
販
売
に
よ
っ
て
経
済
成
長
し
て
き
た
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（表10）近世ハンブルクのビール消費税収入
（単位はリューベックマルク）

年 1603-19 1631-50 1675-85 1685 1711-20 1810
ビール
消費税 37,900 196,659 197,000 270,000 131,000 50,000

注）複数年の金額は年平均額
（出典）	W.	Bing,	Hamburgs	Bierbrauerei	vom	14.	bis	zum18.	Jahrhundert.	
Zeitschrift	des	Vereins	für	hamburgische	Geschichite .	Bd.	14.	1908.	S.	311f.

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
世
に
は
ビ
ー
ル
は
、
い
い
加
減
な
施
設
で
い
い
加
減
に

作
ら
れ
て
い
た
自
家
醸
造
で
し
た
。
毎
年
作
ら
れ
る
ビ
ー
ル
は
原
料
の
質
も
様
々
な

ら
味
も
ま
ち
ま
ち
で
、
し
か
も
勝
手
に
作
ら
れ
た
の
で
、
大
量
の
余
剰
が
生
じ
た
り

と
、
無
駄
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
定
め
ら

れ
た
設
備
を
も
つ
醸
造
所
で
常
に
同
じ
原
料
、
製
法
に
よ
っ
て
同
品
質
の
良
質
な

ビ
ー
ル
を
生
産
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
中
小
の
し
っ
か
り
し
た

設
備
を
も
た
な
い
醸
造
業
者
は
ビ
ー
ル
生
産
か
ら
排
除
さ
れ
、
有
力
者
だ
け
が
ビ
ー

ル
の
醸
造
を
独
占
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
生
産
量
も
限
定
さ
れ
ま
し

た
か
ら
、
無
駄
も
少
な
く
、
そ
れ
は
価
格
の
低
廉
化
に
も
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
う
し
た
良
質
の
ビ
ー
ル
を
安
価
に
周
辺
に
売
っ
た
の
で
す
。
売
れ
た
の
は

当
然
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
定
の
設
備
を
も
つ
施
設
で
、
限
定
さ
れ
た
原
料

を
使
用
し
て
、
一
定
の
回
数
、
一
定
の
技
術
で
生
産
を
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

一
定
の
生
産
者
の
独
占
で
す
か
ら
生
産
者
間
に
競
争
が
な
く
、
し
か
も
、
こ
れ
が
決

定
的
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
積
極
的
に
新
た
な
技
術
開
発
を
行
い
、
新
し
い

設
備
の
も
と
で
新
た
な
製
法
を
取
り
入
れ
て
、
さ
ら
に
安
く
良
い
ビ
ー
ル
を
つ
く
る
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と
い
っ
た
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
18
世
紀
に
入
る
と
市
外
で
、
新
た
な
技
術

で
安
く
良
質
な
ビ
ー
ル
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
学
ぶ
こ
と
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
同
人
数
で
同
品
質
の
商
品
を
一
定
量
生
産
し
続
け
た
ギ
ル
ド
（Gilde

）、

ツ
ン
フ
ト
（Zunft

）
と
い
っ
た
手
工
業
の
同
職
組
合
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で

す
が
、
厳
格
に
生
産
量
や
品
質
を
定
め
た
規
定
が
、
新
た
な
技
術
導
入
や
改
善
改
良
な
ど
の

障
害
に
な
っ
た
の
で
す
。
ど
ん
な
に
良
い
も
の
で
も
、
常
に
新
た
な
改
善
、
改
革
を
し
な
け

れ
ば
、
結
局
は
淘
汰
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
て
、
あ
っ
と
い
う
間

に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ビ
ー
ル
は
斜
陽
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
そ
こ
に
入
っ
て

き
た
の
が
、
ワ
イ
ン
で
す
。

　

そ
し
て
次
の
表
11
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
先
ほ
ど
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が
ワ
イ
ン
貿
易
に

乗
り
出
し
て
い
っ
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
も
積
極
的
に
ワ
イ
ン
貿
易
に

乗
り
出
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ワ
イ
ン
の
輸
入
額
は
明
ら
か
に
18

世
紀
の
初
め
か
ら
10
年
間
ぐ
ら
い
の
間
に
倍
近
く
に
増
え
て
い
る
の
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け

る
と
思
い
ま
す
。
ビ
ー
ル
が
17
世
紀
の
後
半
末
か
ら
落
ち
て
き
て
、
18
世
紀
に
急
激
に
減
少

し
て
く
る
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
多
分
ワ
イ
ン
を
飲
む
人
た
ち
が
増
え
て
き
た
の
で

（表11）ハンブルクのワイン輸入額	 （単位はバンコマルク）
年 1703 1706 1713

ワイン輸入額 399,400 591,891 704,826
E.Baasch,	 Zur	 Statistik	 des	Ein-	 und	Ausfuhrhandels	Hamburgs	
Anfang	des	18.Jahrhunderts	Hansische	Geschichtsblätter	（=HGbll）.	
Bd.	54.	1929.	S.	113.
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す
。
ワ
イ
ン
を
飲
む
人
が
増
え
て
、
ビ
ー
ル
需
要
が
減
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
周
辺
で
も
ワ
イ
ン
の
需
要
が
増
え
て

き
ま
し
た
。
表
12
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ワ
イ
ン
の
消
費
税

収
入
は
１
７
０
０
年
か
ら
１
７
２
０
年
に
か
け
て
６
倍
に
増

え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ワ
イ
ン
と
い
う

こ
と
で
考
え
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
ビ
ー
ル
に
代
る
よ
う
に

成
長
を
し
て
き
た
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い

ま
す
。

　

次
に
表
13
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
植
民
地
物

産
を
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
に
バ
ル
ト
海
方
面
に
運
ん

で
い
た
そ
の
状
況
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
見
ま
す
と
、
18
世
紀

の
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
大
き
く
成
長
し
て
い
ま
す
。
ワ

イ
ン
が
伸
び
た
後
に
成
長
が
鈍
っ
て
き
た
時
に
、
植
民
地
物

産
の
輸
入
が
増
加
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
植
民
地
物
産
の
内

容
は
、
表
14
の
よ
う
で
し
た
。
圧
倒
的
に
多
い
の
が
砂
糖
で

（表12）ハンブルクのワイン消費税収入
	 （単位はリューベックマルク）
年 1700 1705 1706 1710 1715 1720
ワイン
消費税 11,493 10,905 58,951 23,269 37,128 69,520

（出典）E.	Baasch,	Weinakzise	und	Weinhandel	 in	Hamburg.	Zeitschrift	des	
Vereins	für	hamburgische	Geschichite .	Bd.	13	1908.	S.	96,	137.

（表13）ハンブルク船による植民地物産のズント海峡経由年平均輸出量
	 （単位は千ポンド）
年 1701-10 1711-20 1721-30 1731-40 1741-50 1751-60 1761-70 1772-81

38 113 1,618 1,073 2,322 3,170 8,792 8,450
（注）突出した数値を示す1771年を除外して作成。また、ハンブルク船とは船長の居
住地がハンブルクである船舶。
（出典）Tabeller	over	Skibsfart	og	Varetransport	gennem	Øresund	1661-1783.	
Anden	Del:Tabeller	over	Varetransporten.	Førster	Halvbind	:	1661-	1720.	Udgivet	
ved	N.E.Bang/K.Korst.	København	1939.	Andet	Halvbind	Ⅰ:	1721-1760.	København	
1945.	Andet	Halvbind	Ⅱ:1761-1783.	København	1953.より作成。
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し
た
。
18
世
紀
の
中
頃
、
１
７
５
３

年
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
主
要
な
輸
入
品

を
見
ま
す
と
、
輸
入
額
の
う
ち
の
３

分
の
１
が
砂
糖
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
へ
砂
糖

を
ど
こ
の
国
が
ど
れ
だ
け
も
た
ら
し

て
い
た
の
か
が
表
15
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
が
主

要
な
供
給
国
で
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
が
起
こ
る
と
そ
こ
か
ら
急
激
に

フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
砂
糖
が
な
く
な
り

ま
す
。
以
後
、
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン

ス
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
分
の
砂

糖
を
補
う
よ
う
に
大
き
く
成
長
し
て

（表14）1753年のハンブルクの主要輸入品
	 （単位はバンコマルク）

輸入額 輸入額
砂糖 3,490,955	 タバコ 467,700
ワイン 1,063,141 油 384,414
羊毛 678,995 コーヒー 255,117
木綿、綿 508,050 その他 3,294,751
インディゴ 472,075 計 10,615,198
（ 出 典 ）	K.Weber,	Die	Admiralitätszoll-	und	Convoygeld-Einnahmebücher.	Eine	
wichtige	Quelle	 für	Hamburgs	Wirtschaftsgeschichte	 im	 18.	 Jahrhundert.	
Hamburger	Wirtschafts-Chronik .	Neue	Folge,	Bd.	1,	2000,	S.	107,110f

（表15）1790〜 1805年ハンブルクの砂糖輸入量
	 （単位Fは樽Fässer、Kは箱Kisten）

年 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796
フランス 23,428F 19,885F 9,083F 7,156F 805F 277F 291F
イギリス 4,828F 4,185F 13,546F 8,335F 33,440F 33,092F 25,390F
ポルトガル 5,572K 18,658K 17,613K 10,820K 21,597K 13,872K 23,286K

年 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803
フランス ― ― ― ― ― ― ―
イギリス 30,098F 36,909F 33,471F 25,000F 30,158F 42,305F		 43,718F
ポルトガル 34,247K 22,068K 24,906K 20,388K 36,687K 24,382K 8,356K
（出所）B.Schmidt,	Hamburg	im	Zeitalter	der	Französischen	Revolution	und	
Napoleons.（1789-1813）Teil	1.	Beiträge	zur	Geschichte	Hamburg.	Bd.	55.	Hamburg	
1998.	S.	745-750.	
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き
ま
す
。

　

砂
糖
は
輸
入
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
輸
入
さ

れ
た
粗
糖
を
精
製
す
る
た
め
の
工
場
が
建
設
さ
れ
、
精
製
さ
れ
た
砂
糖
を
再
輸
出

し
ま
し
た
。
表
16
は
そ
の
内
陸
へ
の
輸
出
額
で
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
は
精
製
工
場

が
１
７
２
７
年
の
時
点
で
２
０
０
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
精
製
工

場
は
18
世
紀
の
中
頃
に
は
３
５
０
に
、
そ
れ
か
ら
１
８
０
７
年
に
は
４
２
８
に
増

え
ま
し
た
。
そ
の
く
ら
い
粗
糖
を
輸
入
し
、
砂
糖
を
精
製
し
て
い
た
の
で
す
。
市

の
人
口
が
10
万
人
を
超
え
る
ぐ
ら
い
の
時
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
内
で
は	

８
、０
０
０
～
１
０
、０
０
０
人
の
労
働
者
が
砂
糖
の
輸
出
入
あ
る
い
は
精
製
に
関

わ
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
１
８
０
７
年
に
４
２
８
あ
っ
た

精
製
工
場
は
、
１
８
１
４
年
に
は
70
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
減
少
の
理
由
は
砂
糖

価
格
の
急
落
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
は

ビ
ー
ル
で
成
長
し
、
ワ
イ
ン
で
成
長
し
、
植
民
地
物
産
、
特
に
砂
糖
で
成
長
し
た

の
で
す
が
、
そ
れ
も
長
続
き
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
後
に
市
の
経
済
の
活
性

化
を
リ
ー
ド
す
る
よ
う
な
さ
ら
に
新
た
な
産
業
の
展
開
が
あ
っ
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
が

（表16）ハンブルクで精製された砂糖の内陸への推定輸出額
	 （単位は万フロリン）

年 1757/59 1763/69 1770/71 1772 1777 1780 1783
推定輸出額 80 91〜95 126 144 140 107 60

年 1784 1785 1786 1787/88 1789 1791 1795
推定輸出額 48 109 141 134〜150 122 76〜106 95
（出所）R.	Ramcke,	Die	Beziehungen	zwischen	Hamburg	und	Österreich	im	18.　
Jahrhundert.	Kaiserlich-reichsstädtisches	Verhältnis	im	Zeichen	von	Handels-	und	
Finanzinteressen.	Beiträge	zur	Geschichte	Hamburg.	Bd.	3.	Hamburg	1969.	S.	206-208.
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現
代
の
大
都
市
に
成
長
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
商
業
の
盛
衰
の
中
で
、
時
流
に
合
っ
た
貿
易
、

産
業
へ
の
積
極
的
な
進
出
、
近
年
で
は
特
に
砂
糖
産
業
の
展
開
な
ど
を
基
礎
と
し
て
、
大
都
市
へ
の
成
長
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
な
か
な
か
う
ま
く
発
展
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
商
人
は
確
か
に
外
国
商
人
の
商
業
活
動
を
制
限
す
る
な
ど
保
守
的
な
側
面
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
塩
と
競
合
す
る
ベ
イ
塩
貿
易
に
も
積
極
的
に
参
入
し
て
い

き
ま
し
た
し
、
新
た
な
商
品
の
輸
入
な
ど
に
消
極
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ

ク
商
人
の
商
業
活
動
が
歴
史
的
に
見
て
他
の
都
市
例
え
ば
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
異
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

商
人
た
ち
は
リ
ス
ク
の
大
き
い
商
業
に
「
投
資
」
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
利
益
を
あ
げ
、
運
が
よ
け
れ
ば

大
商
人
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
商
人
カ
ス
ト
ル
プ
の
よ
う
に
大
き
な
利
益
を
あ
げ
て
財
を
成

す
と
市
の
参
事
会
員
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
活
動
を
す
る
た
め
に
は
商
業
を
縮
小
し
て
、
一

部
は
不
動
産
や
レ
ン
テ
に
「
投
資
」
し
て
手
間
を
か
け
ず
に
収
入
を
確
保
し
て
行
政
に
携
わ
り
、
さ
ら
に
市
長
な

ど
行
政
の
中
枢
に
至
る
と
そ
の
資
産
の
大
半
を
レ
ン
テ
や
土
地
に
「
投
資
」
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
レ
ン
テ

や
土
地
を
受
け
継
い
だ
次
の
代
の
若
い
人
た
ち
は
、
リ
ス
ク
が
大
き
い
商
業
に
「
投
資
」
し
、
一
部
に
は
財
産
を

維
持
し
さ
ら
に
そ
れ
を
増
や
し
て
大
商
人
と
な
っ
た
者
も
い
た
で
し
ょ
う
が
、
多
く
は
、
事
故
や
災
害
な
ど
様
々
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な
リ
ス
ク
の
多
い
中
で
財
産
を
失
い
ま
し
た
。
長
期
に
わ
た
り
多
額
の
財
産
を
維
持
し
続
け
た
者
は
少
な
か
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
も
同
様
で
、
没
落
し
た
メ
ン
バ
ー
は
市
の
参
事
会
か
ら
去
り
、
常
に
経
済
力
を

付
け
た
新
人
が
補
充
さ
れ
、
都
市
の
中
枢
を
掌
握
す
る
よ
う
な
特
定
の
家
系
は
わ
ず
か
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
都
市

貴
族
層
が
形
成
さ
れ
、
保
守
的
な
経
済
活
動
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

や
は
り
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
で
の
塩
の
生
産
や
輸
送
へ
の
大
き
な
「
投
資
」
か
ら
始
ま
り
、
そ

の
中
心
を
担
っ
た
商
人
た
ち
は
だ
い
ぶ
大
き
な
「
賭
け
」
を
し
な
が
ら
発
展
を
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
ベ
イ
塩

貿
易
に
参
入
し
、
東
方
の
穀
物
輸
出
に
も
進
出
し
、
以
後
、
時
機
を
逸
す
る
こ
と
な
く
ワ
イ
ン
、
植
民
地
物
産
輸

入
へ
と
新
た
な
挑
戦
を
し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
よ
う
な
大
き
な
成
功
に
は
至
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
お
そ
ら
く
は
、
や
は
り
立
地
条
件
が
大
き
く
作
用
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
、
商
人
の
活
動
、
あ
る
い
は
都
市
の
動
き
か
ら
見
る
限
り
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
が
先
進
的
で
リ
ュ
ー

ベ
ッ
ク
が
後
進
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
も
同
じ
よ
う
に
最
前
線
で
常
に
新
た
な
貿
易
に
挑
戦

し
て
き
た
の
で
す
。
時
機
を
逸
し
な
い
新
た
な
貿
易
へ
の
挑
戦
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
商
人
に
同
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様
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
は
思
う
よ
う
な
成
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た

の
で
す
。
両
都
市
の
大
き
な
違
い
は
、
立
地
条
件
で
し
ょ
う
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
バ
ル
ト
海
側
に
あ
り
、
バ
ル
ト

海
地
域
で
は
競
争
相
手
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
な
大
国
が
出
て
き
ま
す
。
あ
る
い
は
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
と

し
て
当
時
の
大
都
市
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
、
現
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
グ
ダ
ン
ス
ク
が
バ
ル
ト
海
貿
易
の
担
い
手
と
し
て
登
場

し
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
も
そ
れ
以
上
に
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
で
し
た
。
そ

れ
に
対
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
北
海
側
に
あ
り
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
都
市
を
経
由
す
る

こ
と
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
な
に
よ
り
も
、
植
民
地
物
産
な
ど
を
大
陸
の
内
陸
地
方
に
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
や

は
り
北
海
か
ら
１
０
０
キ
ロ
上
流
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
安
全
な
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
ど
の
国
に
と
っ
て
も
都
合
が
よ
か
っ

た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
そ
う
し
た
国
々
を
い
わ
ば
味
方
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
外

国
人
で
も
自
由
に
商
売
が
で
き
る
自
由
都
市
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
大
き
な
利
点
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

何
に
で
も
時
期
を
逸
す
る
こ
と
な
く
果
敢
に
新
た
な
挑
戦
を
し
た
の
が
ハ
ン
ザ
都
市
、
ハ
ン
ザ
商
人
の
特
徴
と

い
え
ま
し
ょ
う
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
は
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
塩
か
ら
ベ
イ
塩
貿
易
へ
の
参
入
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は

ビ
ー
ル
の
生
産
、
輸
出
、
ワ
イ
ン
貿
易
、
植
民
地
物
産
貿
易
、
そ
し
て
砂
糖
の
輸
入
、
精
製
へ
と
時
流
に
合
っ
た

挑
戦
は
そ
れ
ら
の
典
型
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
挑
戦
は
上
手
く
い
く
こ
と
も
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

現
状
維
持
は
停
滞
の
始
ま
り
で
あ
り
、
新
た
な
商
業
に
挑
む
こ
と
の
重
要
性
を
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
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商
人
は
よ
く
承
知
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
が
発
展
し
て
現
代
に
至
り
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が

停
滞
し
た
の
に
は
立
地
条
件
の
違
い
が
大
き
か
っ
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
都
市
の
発
展
に
は
一
律
の

施
策
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
都
市
の
事
情
、
個
性
に
対
応
し
た
都
市
独
特
の
対
応
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て

く
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

　

今
ま
で
お
話
を
し
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
の
都
市
の
発
展
に
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
よ
く
、
こ
う
す
れ
ば
も
う
か
る
と
か
、
こ
う
す
れ
ば
発
展
す
る
と
か
い
う
話
を
読
ん
だ
り
、
聞
い
た

り
し
ま
す
が
、
一
律
に
こ
う
す
れ
ば
発
展
す
る
な
ど
と
い
う
答
え
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
律
に
こ
れ
を
こ
の
よ

う
に
す
れ
ば
、
繁
栄
で
き
る
と
い
う
な
ら
、
ど
こ
で
も
こ
ぞ
っ
て
や
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
う
す
れ
ば
も
う
か
る

と
い
う
理
屈
は
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
一
律
で
は
な
い
発
展
へ
の
試
み
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
都
市
に
独
特
の
良
さ
や
利
点
が
あ
り
、
そ
こ
に
さ
ら
に
時
流
、
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
都
市
は

発
展
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
都
市
の
個
性
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

長
い
話
を
し
な
が
ら
、
ま
と
め
自
体
は
小
さ
な
話
で
恐
縮
で
す
が
、
先
ほ
ど
鈴
木
先
生
も
、
あ
る
い
は
妹
尾
先

生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
を
研
究
し
な
が
ら
、
ど
こ
か
で
日

本
の
都
市
の
こ
と
を
頭
の
片
隅
に
浮
か
べ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で

今
日
の
話
を
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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本
当
に
甚
だ
簡
単
な
結
論
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
質
問
が
あ
れ
ば
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

談
話
会
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
中
央
大
学
文
学
部
の
鈴
木
先
生
の
司
会
の
も
と
、
友
人
の
三
木
さ
ん
、
立
教
大

学
経
済
学
部
の
菊
池
先
生
、
中
央
大
学
商
学
部
の
松
橋
先
生
、
中
央
大
学
名
誉
教
授
の
見
市
先
生
、
中
央
大
学
文

学
部
の
妹
尾
先
生
が
質
問
、
感
想
を
述
べ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
質
疑
は
、
内
容
を
少
し
整
理
し
て
ま
と
め
て
あ
り

ま
す
。

【
談
話
会
後
の
質
疑
応
答
】

鈴
木
：
こ
れ
か
ら
質
疑
応
答
の
時
間
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
質
問
の
あ
る
方
は
挙
手
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
ど
な
た
か
ら
で
も
ど
う
ぞ
。

三
木
：
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
大
都
市
に
な
ぜ
成
長
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
繁
栄
の
理
由
は
何
で
し
ょ
う

か
。
例
え
ば
観
光
と
い
っ
て
も
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
聞
い
て
即
座
に
頭
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
も
の
が
な
い
の
で
す
が
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

斯
波
：
現
在
で
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
、
空
港
、
鉄
道
な
ど
の
北
ド
イ
ツ
の
交
通
の
拠
点
都
市
で
す
。
こ
の
地
域
で
は
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一
大
工
業
都
市
で
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
航
空
機
エ
ア
バ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
工
場
が
あ
っ
た
り
、
変
わ
っ

た
と
こ
ろ
で
は
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
の
ピ
ア
ノ
工
場
が
あ
っ
た
り
、
も
ち
ろ
ん
工
業
で
は
か
な
り
大
き
な
経
済
活
動

を
し
て
い
ま
す
。
観
光
と
い
う
側
面
で
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
は
た
い
し
た
観
光
資
源
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
の
観

光
局
の
冊
子
で
は
４
泊
５
日
の
旅
行
を
提
案
を
し
て
い
ま
す
。
発
想
の
転
換
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
が
、

そ
の
提
案
で
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
１
日
観
光
す
る
だ
け
な
の
で
す
。
あ
と
は
周
辺
の
有
名
な
観
光
地
に
行
き
な
さ

い
と
い
う
の
で
す
。
実
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
周
辺
に
は
素
晴
ら
し
い
観
光
地
が
点
在
し
て
い
る
の
で
す
。
遠
く
か
ら

来
た
お
客
さ
ん
た
ち
は
大
き
な
荷
物
を
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ホ
テ
ル
に
置
い
て
、
到
着
翌
日
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
観
光
の
後
、

例
え
ば
３
日
目
は
お
と
ぎ
話
に
出
て
く
る
よ
う
な
小
さ
な
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
シ
ュ
タ
ー
デ
（Stade

）
や
童
話

や
音
楽
隊
で
有
名
な
ブ
レ
ー
メ
ン
、
４
日
目
に
は
古
都
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
お
城
の
き
れ
い
な
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ン

（Schw
erin

）、
最
終
日
に
は
エ
リ
カ
街
道
を
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
か
ら
カ
ラ
フ
ル
な
お
と
ぎ
の
ま
ち
ツ
ェ
レ

（Celle

）
に
行
っ
て
は
ど
う
で
す
か
、
と
い
う
の
で
す
。
考
え
て
み
れ
ば
ち
ょ
っ
と
ず
う
ず
う
し
い
観
光
案
内
な

の
で
す
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
国
か
ら
大
き
な
荷
物
を
も
っ
て
観
光
に
来
た
お
客
さ
ん
は
ハ
ン
ブ
ル
ク

に
大
き
な
荷
物
を
置
い
て
確
か
に
身
軽
に
出
掛
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
観
光
を
終
え
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
帰
っ
て

き
て
夕
食
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
食
べ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
消
費
の
拡
大
に
も
つ
な
が
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

三
木
：
で
も
、
観
光
で
一
回
ハ
ン
ブ
ル
ク
へ
行
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
終
わ
り
で
、
リ
ピ
ー
タ
ー
に
は
な
ら
な
い
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
都
市
の
経
済
に
と
っ
て
何
度
も
来
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
、
リ
ピ
ー
タ
ー

の
存
在
が
大
事
な
気
が
し
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

斯
波
：
た
し
か
に
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
獲
得
は
な
か
な
か
難
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で

は
な
く
と
も
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
や
ブ
レ
ー
メ
ン
な
ど
も
う
一
回
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
ま
ち
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
し
、
美
味
し
い
料
理
や
ビ
ー
ル
に
出
会
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
次
に
来
た
と
き
に
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
泊
ま
ら

な
く
て
も
、
往
き
や
帰
り
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
も
立
ち
寄
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
先
程
言
い

ま
し
た
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
航
空
、
鉄
道
、
高
速
道
路
、
水
運
な
ど
交
通
の
要
所
で
、
空
港
は
周
辺
の
地
域
の
中

で
は
大
き
く
、
多
方
面
か
ら
の
飛
行
機
が
発
着
し
て
い
ま
す
。
昔
、
日
本
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
北
回
り
の
ア
ン
カ

レ
ッ
ジ
経
由
で
出
か
け
て
い
た
時
に
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
は
「
直
行
便
」
が
あ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
日
本
か

ら
は
今
よ
り
も
便
利
で
、
例
え
ば
商
社
の
支
店
の
数
な
ど
で
は
、
そ
の
頃
に
は
少
な
く
と
も
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ

（D
üsseldorf

）
の
次
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
だ
っ
た
の
で
す
。
か
な
り
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
当
時
は
多
く
の
日
本
の

商
社
マ
ン
が
繰
り
返
し
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
来
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
工
業
的
、
商
業
的
に
は
日
本
か
ら
の
リ
ピ
ー

タ
ー
が
多
い
都
市
で
し
た
。

三
木
：
貿
易
と
い
う
の
は
多
彩
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
の
づ
く
り
は
一
生
懸
命
に
頑
張
っ
て
作
っ
て
い
て
も
、

ど
こ
か
で
も
っ
と
安
く
良
い
も
の
を
作
る
よ
う
に
な
る
と
そ
ち
ら
に
負
け
て
し
ま
い
、
そ
れ
と
関
連
し
た
貿
易
も
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衰
退
し
ま
う
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
も
砂
糖
貿
易
で
は
製
糖
工
場
ま
で
造
っ
た
の
に
、
あ
っ
と
い
う

間
に
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
す
。
最
終
的
に
都
市
が
元
気
に
生
き
残
る
の
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

斯
波
：
そ
れ
は
難
し
い
問
題
で
す
ね
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
が
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
塩
の
生
産
が
で
き
な
い
バ
ル

ト
海
地
方
に
独
占
的
に
塩
を
供
給
し
、
支
配
し
ま
し
た
。
中
世
で
は
バ
ル
ト
海
地
域
と
い
う
の
は
一
つ
の
世
界
で

し
た
。
そ
の
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
必
要
な
塩
を
唯
一
握
っ
て
い
る
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
は
だ

れ
も
逆
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
当
時
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
商
人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
永
遠
に
こ
の
ハ
ン
ザ

は
栄
え
、
自
分
た
ち
の
都
市
は
繁
栄
を
続
け
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
へ
、
ズ

ン
ト
海
峡
か
ら
直
接
オ
ラ
ン
ダ
が
塩
を
運
ん
で
く
る
と
い
う
の
は
大
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
そ
の
貿
易
を
妨
害
す
る
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
に
ま
で
行
っ
て
塩
を
仕
入
れ
て

バ
ル
ト
海
で
の
力
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
常
に
環
境
の
変
化

の
中
で
保
守
的
に
な
ら
ず
、
時
流
に
合
わ
せ
た
新
た
な
挑
戦
を
し
て
い
く
こ
と
は
、
都
市
が
生
き
残
っ
て
い
く
た

め
に
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
商
人
は
時
流
を
読
み
、
ビ
ー
ル
か
ら
ワ
イ
ン
へ
、
植
民

地
物
産
へ
と
挑
戦
し
続
け
て
繁
栄
を
維
持
し
た
の
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
は
立
地
条
件
や
環
境
の
違
い
が
あ
り
、
各
都
市
の
も
つ
良
い
と
こ
ろ
に
も
違
い
が
あ
り
ま

す
。
し
か
も
、
住
ん
で
い
る
人
に
は
何
で
も
な
い
も
の
で
も
外
か
ら
見
た
人
間
に
は
素
晴
ら
し
い
と
思
え
る
も
の
、
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住
ん
で
い
る
か
ら
良
さ
が
わ
か
る
が
外
部
者
に
は
み
え
な
い
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
見
つ
け
出
し
、

生
か
し
て
い
く
に
も
、
時
流
が
あ
り
ま
す
。
今
で
す
とSN

S

で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
都
市
の
も
つ
そ
の
都
市
独
自

の
良
さ
を
見
つ
け
出
し
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
す
る
こ
と
な
く
、
外
部
発
信
し
て
行
く
よ
う
な
試
み
が
行
わ
れ
れ
ば
、

ま
だ
ま
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
は
、
様
々
な
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

鈴
木
：
他
の
方
は
ご
質
問
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

菊
池
：
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
発
展
と
い
う
点
で
は
差
が
出
て
き
ま
す
が
、
商
人
と
い
う
も
の
が
、

両
方
の
都
市
と
も
最
前
線
で
新
た
な
挑
戦
を
し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
納
得
が
い

く
と
こ
ろ
で
、
そ
の
上
で
、
差
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
地
の
利
の
違
い
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の

で
す
が
、
も
う
少
し
違
う
見
方
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。
や
は
り
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
も
、
若
い
商
人

を
中
心
に
新
し
い
大
西
洋
事
業
に
挑
戦
し
て
い
く
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
ス
ペ
イ
ン
貿
易

に
も
関
わ
っ
て
い
く
の
は
事
実
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
や
は
り
都
市
の
制
度
と
い
う
か
商
人
の
気
質
と
で

も
い
う
よ
う
な
そ
れ
を
挫
く
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で

も
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
も
両
方
と
も
若
い
商
人
に
は
起
業
家
精
神
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
で
は
共
通
し
て
い

て
も
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
は
そ
れ
を
挫
く
よ
う
な
制
度
が
や
は
り
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
見
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
都
市
制
度
あ
る
い
は
当
局
が
か
な
り
保
守

的
で
、
外
部
か
ら
商
人
を
招
き
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
い
わ
ば
ギ
ル
ド
的
な
仲
間
団
体
的

な
と
こ
ろ
を
保
持
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
な
っ
て
い
か
な
か
っ
た
、
む
し

ろ
外
来
商
人
を
自
由
に
受
け
入
れ
、
活
動
を
認
め
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

が
や
は
り
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
質
問
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
思
い
ま
し
た
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

斯
波
：
そ
の
と
お
り
で
す
。
実
は
、
妹
尾
先
生
の
今
度
の
編
著
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
論
文
で
は
、
そ
れ
は
そ

の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。
事
実
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
好
対
照
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
リ
ュ
ー

ベ
ッ
ク
は
非
常
に
外
来
商
人
を
排
す
る
よ
う
な
形
で
、
自
都
市
の
商
人
に
利
益
が
上
が
る
よ
う
な
形
で
の
商
業
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
む
し
ろ
外
国
の
ユ
ダ
ヤ
人
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
商
人
な
ど
、
そ
う
い
う
人
た

ち
を
ど
ん
ど
ん
積
極
的
に
市
に
招
き
入
れ
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
た
商
業
活
動
を

行
う
の
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
と
い
う
と
、
保
守
的
で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
す
。
だ
か
ら
、
今

の
ご
指
摘
は
そ
の
と
お
り
で
す
。

　

か
つ
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
、
今
日
は
お
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
も
う
一
つ
大
事
な
経
済
活
動
と
し
て
、
リ
ュ
ー

ベ
ッ
ク
の
周
辺
地
域
を
市
が
経
済
を
独
占
す
る
地
域
と
し
て
押
さ
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
事
例
と
し
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て
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
い
う
都
市
は
ビ
ー
ル
も
造
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の

ビ
ー
ル
は
も
と
も
と
小
麦
か
ら
造
る
酵
母
入
り
白
濁
ビ
ー
ル
が
中
心
で
そ
の
ビ
ー
ル
を
周
辺
地
域
で
販
売
独
占
を

し
て
い
ま
し
た
。
ハ
ン
ザ
都
市
は
あ
ま
り
そ
う
い
う
こ
と
を
や
ら
な
い
の
で
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、

レ
ン
テ
と
か
土
地
と
か
を
購
入
す
る
の
で
す
が
、
購
入
す
る
割
に
そ
れ
に
は
関
与
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
代
や

「
利
息
」
さ
え
手
に
入
れ
ば
い
い
と
い
う
形
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
運
河
を
造
る
と
き
に
は
、
そ
の
周
辺
の
土
地

を
買
収
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
買
収
し
た
土
地
に
つ
い
て
例
え
ば
農
場
経
営
を
行
う
な
ど
の
話
は
あ
ま
り
な

い
の
で
す
。
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
市
や
市
民
が
購
入
し
た
市
域
と
言
わ
れ
る
地
域
の
中
で
、
実

質
上
の
販
売
独
占
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
こ
れ
も
や
は
り
保
守
的
な
活
動
の
現
れ
で
す
。
全
体

的
に
自
由
に
し
な
け
れ
ば
、
や
は
り
経
済
的
な
活
性
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
市
域
の
中
で
は
、
市

以
外
の
商
人
が
他
の
地
域
で
生
産
さ
れ
た
ビ
ー
ル
を
売
り
に
来
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
排
他
的
、
保

守
的
な
発
想
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
市
民
に
は
根
強
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
お
っ
し
ゃ
ら

れ
た
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
商
人
は
発
展
を
信
じ
て
挑
戦
は
し
て
い
た
と
は
申
し

上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
今
日
は
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

菊
池
：
そ
う
い
う
ベ
ン
チ
ャ
ー
的
な
起
業
家
精
神
を
つ
ぶ
す
よ
う
な
、
周
辺
地
の
取
得
な
ど
を
通
し
て
地
主
と

な
っ
た
よ
う
な
そ
う
い
う
伝
統
的
保
守
層
と
い
う
よ
う
な
人
た
ち
が
や
は
り
都
市
の
発
展
に
は
障
害
に
な
る
と
い
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う
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

斯
波
：
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
の
保
守
層
が
、
例
え
ば
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
言
え
ば
、
市
や
市
民
は
周
辺
地
域
を

か
な
り
広
く
所
有
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
実
際
に
管
理
し
、
市
外
に
出
て
い
き
領
主
に
な
っ
た
と
い
う
話
も
な

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
極
め
て
少
な
い
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
広
く
農
地
等
を
も
つ
地
主
で
あ
っ
た
と
い

う
点
か
ら
み
れ
ば
保
守
的
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
お
そ
ら
く
は
彼
ら
は
本
質
的
に
ハ
ン
ザ
商

人
で
も
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

鈴
木
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
他
の
方
は
ご
質
問
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

松
橋
：
歴
史
を
や
っ
て
い
る
と
、
現
代
の
問
題
を
考
え
る
上
で
非
常
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
だ
な
と
大
変
面

白
く
お
聞
き
し
ま
し
た
。
畑
違
い
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
専
門
は
経
済
学
な
の
で
す
が
、
最
近
ず
っ
と

地
域
経
済
学
を
や
っ
て
い
て
、
地
域
経
済
論
の
方
で
一
つ
の
都
市
の
中
で
の
集
約
が
持
続
し
て
い
く
、
ま
た
は
発

展
し
て
い
く
一
つ
の
大
き
な
要
素
と
し
て
は
、
地
域
内
経
済
循
環
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
域

内
で
所
得
が
い
か
に
循
環
す
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
の
か
、
な
い
し
は
拡
大
し
て
展
開
し
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム

が
あ
る
か
と
い
う
の
が
一
つ
の
大
き
な
要
素
な
の
で
す
が
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
場
合
、
利
益
の
源

泉
と
い
う
の
は
商
業
で
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
商
業
的
な
利
益
は
そ
の
地
域
内
で
ど
の
よ
う
な
形
の
循
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環
を
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
研
究
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

斯
波
：
そ
の
循
環
と
い
う
言
葉
で
表
せ
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
ハ
ン
ザ
都
市
で
は
少
な
く
と
も
、

貿
易
を
仲
介
す
る
こ
と
で
経
済
が
成
り
立
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
各
都
市
単
位
で
み
れ
ば
、
地
域
で
必
要
な
手
工

業
品
を
生
産
し
、
周
辺
農
村
は
都
市
で
必
要
な
食
料
を
生
産
す
る
と
い
う
地
域
完
結
型
の
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
各
都
市
に
は
そ
の
都
市
域
内
の
必
要
な
も
の
を
必
要
な
だ
け
生
産
す
る
ギ
ル
ド
、
ツ
ン
フ
ト
が
形
成
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
都
市
の
手
工
業
に
必
要
な
原
料
の
内
、
地
域
内
で
の
調
達
が
不
能
な
、
例
え
ば
金
属

原
料
と
か
が
商
人
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
、
手
工
業
者
が
そ
の
原
料
で
作
っ
た
例
え
ば
鍋
、
釜
を
商
人
が
買
う
。
そ

う
い
う
、
い
わ
ば
循
環
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
市
内
で
不
足
と
余
剰
が
生
じ
た
も
の
が
他
都
市
と
の
間

で
商
わ
れ
た
の
で
す
。
例
え
ば
、
豊
作
で
余
剰
の
農
産
物
が
あ
れ
ば
不
足
し
て
い
る
地
域
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
場
合
、
外
に
向
け
て
売
る
輸
出
商
品
と
し
て
ビ
ー
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
成

長
の
特
徴
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
ビ
ー
ル
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ビ
ー
ル
は
都
市
の
中
だ
け
で
は
な
く

外
部
に
売
る
商
品
と
し
て
市
内
で
造
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
ハ
ン
ザ
都
市
の
場
合
で
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な

外
部
に
向
か
っ
て
い
わ
ゆ
る
商
品
を
生
産
し
販
売
す
る
と
い
う
よ
う
な
経
済
活
動
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ

て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
う
や
っ
て
考
え
た
と
き
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
が
な
ぜ
発
展
で
き
た
か
と
い
う
出
発
点
の
一
つ
は
、
や
は
り
輸
出
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産
業
だ
と
思
う
の
で
す
。
ビ
ー
ル
の
輸
出
に
よ
る
利
益
が
、
都
市
内
の
経
済
を
活
性
化
し
た
こ
と
は
事
実
で
し
ょ

う
が
、
利
益
は
や
は
り
他
の
商
業
、
例
え
ば
ワ
イ
ン
の
輸
入
、
再
輸
出
な
ど
へ
の｢

投
資｣

に
繋
が
っ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
橋
：
例
え
ば
、
製
糖
工
場
な
ど
で
は
雇
用
が
生
ま
れ
、
当
然
所
得
が
生
ま
れ
、
消
費
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ

う
な
る
と
外
に
向
け
て
売
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
加
工
を
通
じ
て
域
内
の
経
済
を
活
性
化
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
ビ
ー
ル
か
ら
ワ
イ
ン
な
ど
へ
う
ま

く
乗
り
換
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

斯
波
：
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
精
糖
業
に
関
し
て
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
都
市
の
内
部
循
環
の
活
性
化
に
繋
が
っ
た
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
ビ
ー
ル
か
ら
ワ
イ
ン
へ
、
そ
し
て
植
民
地
物
産
へ
と
い
う
ハ
ン
ブ
ル
ク
商
業
の
展
開
が
間
接
的

で
あ
る
に
せ
よ
寄
与
し
た
と
は
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
先
程
は
お
話
し
を
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
例
え
ば
ビ
ー
ル

輸
出
の
輸
出
網
と
い
う
か
、
商
業
網
と
い
う
の
は
、
ワ
イ
ン
を
売
る
と
き
の
商
業
網
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
で

し
ょ
う
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
強
み
と
い
う
の
は
エ
ル
ベ
河
奥
地
に
河
川
を
使
っ
て
物
を
運
べ
る
こ
と
で
す
。
し
か
も
、

そ
こ
に
運
河
が
い
ろ
い
ろ
造
ら
れ
て
、
内
陸
輸
送
が
発
展
し
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
は
菊
池
先
生
の
御
専
門
な
の

で
す
が
、
東
欧
地
域
に
も
い
わ
ゆ
る
政
治
事
情
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
海
を
使
っ
た

輸
送
の
方
が
安
い
か
、
内
陸
の
方
が
安
全
か
と
い
っ
た
よ
う
に
輸
送
路
の
選
択
肢
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
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ら
、
そ
う
い
う
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
有
利
さ
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
ビ
ー
ル
輸
出
で
商
業
路
が
確
立
し
、
そ
れ
ら
輸
送

路
を
利
用
し
て
、
ワ
イ
ン
を
再
輸
出
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
発
展
に
と
っ
て
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
、
最
初
の
ご
質
問
の
こ
と
で
い
う
と
、
菊
池
先
生
、
ハ
ン
ブ
ル
ク

に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
研
究
は
あ
り
ま
す
か
。

菊
池
：
個
々
と
い
う
か
、
全
体
を
そ
う
い
っ
た
展
望
し
た
も
の
と
い
う
の
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

製
糖
業
で
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
製
糖
業
と
い
っ
て
も
、
私
達
が
現
在
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
大
規
模
な
工
場
が

あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
町
工
場
の
よ
う
な
も
の
が
多
く
、
雇
用
さ
れ
て
い
た
の
も
だ
い
た
い
５
人
か
ら
10
人
、

多
く
て
20
人
と
い
う
程
度
で
し
た
。
た
だ
、
今
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
な
運
送
海
運
関
係
に
従
事
す
る
と
こ
ろ
で

の
雇
用
と
い
う
の
は
生
ま
れ
く
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
、
造
船
業
な
ど
も
あ
り
得
る
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
は
あ
る
の
で
す
が
、
実
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
18
世
紀
の
末
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
い
と
造
船
業
は
あ
ま
り
発
展
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
材
料
を
手
に
入
れ
る
の
が
結
構
大
変
だ
っ
た
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
ハ
ン
ブ

ル
ク
は
バ
ル
ト
海
か
ら
木
材
を
入
れ
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
海
か
ら
で
は
エ
ル
ベ
河
を
１
０
０
キ
ロ
も
さ
か
の

ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
ば
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
で
造
ら
れ
た
完
成
品
を
買
っ
た

方
が
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
個
別
産
業
に
関
す
る
話
は
あ
る
と
は
思
い
ま

す
が
、
全
体
を
展
望
す
る
よ
う
な
も
の
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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斯
波
：
今
の
お
話
を
伺
っ
て
い
て
感
じ
た
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
時
代
で
い
う
と
、
１
８
０
０
年
以
降
ぐ
ら
い
ま

で
い
か
な
い
と
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
期
ま
で
の

状
況
と
い
う
の
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
人
口
は
10
万
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
デ
ー
タ
も
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
今

は
１
８
０
万
人
で
す
か
ら
、
そ
の
成
長
は
多
分
そ
の
後
の
大
き
な
変
化
を
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
今

私
に
は
ま
だ
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
課
題
で
す
。
す
み
ま
せ
ん
。

鈴
木
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
他
に
ご
質
問
が
あ
る
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

見
市
：
感
想
で
す
が
、
ド
イ
ツ
史
の
特
に
都
市
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
方
は
、
ご
本
人
が
ど
こ
ま
で
意
識
な
さ
っ

て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
今
日
の
話
で
も
非
常
に
面
白
い
の
は
、
国
家
の
話
が
一
切
出
て
こ
な
い
の

で
す
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
の
話
で
あ
れ
ば
、
当
然
国
家
の
話
が
ど
こ
か
で
出
て
く
る
の
で
す
。
今
日
の
話

に
は
、
国
家
の
話
が
一
切
出
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
ド
イ
ツ
史
研
究
者
の
一
橋
の
森
さ
ん
を
ご
存
じ
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
彼
の
話
を
聞
い
て
い
て
も
、
都
市
は
独
立
国
家
な
の
で
す
。
ど
こ
そ
こ
の
都
市
が
ど
う
だ
っ
た
か
と
い

う
だ
け
で
、
そ
れ
が
非
常
に
説
得
的
な
の
で
す
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
と
い
う
も
っ
と
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
都
市
が

繰
り
広
げ
る
、
ド
イ
ツ
的
な
有
り
様
の
説
明
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

ド
イ
ツ
の
発
展
と
い
う
こ
と
で
は
、
国
家
で
は
な
く
都
市
が
、
し
か
も
今
日
は
商
人
層
が
す
ご
く
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
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に
や
っ
て
い
る
の
が
非
常
に
生
き
生
き
と
見
え
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
の
商
人
も
や
っ
て
い
る
の
で

す
が
や
は
り
ど
こ
か
違
っ
て
い
て
、
ド
イ
ツ
の
商
人
層
と
い
う
の
は
そ
の
点
で
は
国
家
と
は
関
係
が
あ
っ
て
な
き

が
ご
と
し
の
中
で
、
非
常
に
自
由
に
や
っ
て
い
る
そ
う
い
う
印
象
を
持
っ
た
の
で
す
が
、
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

斯
波
：
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
ド
イ
ツ
の
場
合
、
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
、
近
代
化
の

過
程
の
中
で
は
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
中
央
集
権
国
家
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ

な
ど
と
は
違
い
ま
す
。

見
市
：
イ
ギ
リ
ス
な
ら
国
家
は
必
ず
出
て
き
ま
す
ね
。
今
日
の
話
で
は
本
当
に
出
て
き
ま
せ
ん
。

斯
波
：
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
や
は
り
、
中
央
集
権
国
家
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
部
分
は
後

ろ
盾
が
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
け
れ
ど
も
、
一
方
に
お
い
て
は
自
由
で
は
あ
る
の
で
す
。

見
市
：
そ
う
で
す
ね
、
そ
の
こ
と
を
す
ご
く
強
調
さ
れ
て
い
た
な
と
い
う
、
そ
こ
は
ド
イ
ツ
史
と
い
う
と
す
ご
く

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
今
日
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
そ
れ
と
は
違
っ
た
、
中
世
か
ら
近
代
を
ず
っ

と
流
れ
て
い
く
そ
の
都
市
の
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
が
非
常
に
聞
い
て
い
て
新
鮮
で
面

白
か
っ
た
で
す
。
感
想
で
し
た
。

斯
波
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鈴
木
：
蛇
足
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
中
で
も
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
都
市
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
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の
州
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
一
都
市
で
あ
り
な
が
ら
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
（Brandenburg

）、
ザ
ク
セ
ン

（Sachsen

）
や
バ
イ
エ
ル
ン
と
並
ぶ
州
な
の
で
す
。
あ
と
ブ
レ
ー
メ
ン
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
ハ
ン

ザ
の
ゆ
か
り
の
こ
の
２
つ
の
都
市
は
、
現
在
も
な
お
都
市
で
あ
り
な
が
ら
州
と
い
う
、
先
生
が
今
ご
指
摘
さ
れ
た

よ
う
な
こ
と
が
そ
の
性
格
的
に
現
在
も
な
お
あ
る
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

菊
池
：
南
ド
イ
ツ
の
人
と
話
な
ど
を
し
て
い
る
と
、
ド
イ
ツ
と
い
う
国
で
は
な
い
に
し
て
も
領
邦
を
超
え
た
国
家

の
よ
う
な
も
の
を
抜
き
に
し
た
話
が
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
が
、
ド
イ
ツ
の
中
で
も
北
ド
イ
ツ
で
は

そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
19
世
紀
の
商
業
の
展
開
の
仕
方
も
ド
イ
ツ
で
は
統
一
が
進
ん
で
い
っ

た
の
で
す
が
、
近
世
に
な
っ
て
も
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
や
ブ
レ
ー
メ
ン
な
ど
は
、
や
は
り
都
市
単
位
で
、
し
か
も
都
市

の
商
人
が
ア
メ
リ
カ
に
行
き
そ
こ
で
商
業
の
案
件
を
結
ぶ
と
か
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
い
う
旗
を
も
っ
て
幕
末
の
世
に

日
本
に
来
て
幕
府
を
混
乱
さ
せ
る
み
た
い
な
こ
と
は
生
じ
て
い
ま
し
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
が
来
た
と
思
っ
た
ら
プ
ロ

イ
セ
ン
が
来
て
、
ブ
レ
ー
メ
ン
も
来
て
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
人
た
ち
が
全
部
ド
イ
ツ
だ
と
い
っ
て
い
る
み
た
い
な

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
を
受
け
る
側
か
ら
み
れ
ば
、
誰
と
ど
う
条
約
を
結
べ
ば
よ
い
の
か

わ
か
ら
ず
条
約
が
結
べ
な
か
っ
た
な
ど
の
、
事
態
に
な
っ
た
り
も
し
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
ら
辺
は
、
斯
波
先
生
が

先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
北
と
南
の
違
い
と
か
も
含
め
て
、
す
ご
く
面
白
か
っ
た
で
す
。

斯
波
：
今
の
お
話
と
関
連
す
る
の
で
す
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
近
世
の
砂
糖
生
産
の
こ
と
を
聞
い
て
み
ま
す
と
、
大
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量
に
海
路
輸
入
さ
れ
た
砂
糖
の
精
製
工
場
で
は
な
く
、
都
市
域
外
の
内
陸
に
砂
糖
工
場
が
ど
れ
だ
け
で
き
て
い
る

か
と
い
う
話
に
な
っ
て
き
ま
す
。
砂
糖
と
い
え
ば
甘
藷
糖
の
方
が
ド
イ
ツ
人
に
は
印
象
が
強
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
で
精
糖
工
場
の
話
を
し
て
い
て
も
、
内
陸
の
精
糖
工
場
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
方
が
多
い
の

で
す
。
そ
の
時
に
は
、
こ
こ
は
ド
イ
ツ
だ
っ
た
の
だ
な
と
い
う
認
識
に
立
つ
の
で
す
。

妹
尾
：
す
み
ま
せ
ん
、
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
ア
ジ
ア
の
都
市
史
を
研
究
し
て
い
る
も
の
の
立
場
か
ら
、

質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
斯
波
先
生
の
お
話
を
伺
う
と
、
い
つ
も
、
斯
波
先
生
の
論
じ
て
お
ら
れ
る
欧
州

の
状
況
と
比
べ
た
時
、
東
ア
ジ
ア
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
中
国
の
長
江

下
流
域
か
ら
東
南
海
岸
部
に
か
け
て
の
港
湾
都
市
の
形
成
と
、
北
海
や
バ
ル
ト
海
の
港
湾
都
市
の
形
成
は
、
ど
の

点
が
似
て
お
り
ど
の
点
が
違
う
の
か
、
比
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
否
か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
実

際
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ネ
ス
・
ポ
メ
ラ
ン
ツ
（K

.	L.Pom
m
eranz

）
な
ど
が
『
大
分
岐
』
の
中
で
論
じ
て
い
ま

す
よ
う
に
、
長
江
下
流
域
の
プ
ロ
ト
工
業
化
の
問
題
や
、
あ
る
い
は
資
本
主
義
形
成
の
過
程
の
点
で
、
中
国
大
陸

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
17
～
18
世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
は
基
本
的
に
同
じ
よ
う
な
発
展
経
路
を
た
ど
っ
て
い
た
の
に
、

新
大
陸
と
の
貿
易
と
都
市
と
接
近
す
る
石
炭
産
地
と
の
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
、
19
世
紀
に
西
欧
、
特
に
イ
ギ
リ
ス

が
一
挙
に
優
位
に
展
開
を
し
て
い
く
と
い
う
論
理
の
立
て
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
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そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
え
て
み
ま
す
と
、
本
日
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
、

ブ
レ
ー
メ
ン
と
い
っ
た
都
市
の
立
地
と
内
陸
後
背
地
の
都
市
・
農
村
と
の
関
係
は
、
や
は
り
、
中
国
の
長
江
下
流

域
か
ら
東
南
海
岸
部
の
地
理
条
件
と
似
て
い
る
な
と
感
じ
ま
す
。
中
国
の
場
合
は
、
都
市
の
近
代
化
の
過
程
で
、

後
背
地
と
港
湾
都
市
の
立
地
の
関
係
が
、
都
市
の
発
展
を
決
定
的
に
左
右
す
る
と
思
い
ま
す
。
後
背
地
を
も
つ
大

河
川
下
流
部
に
立
地
し
た
都
市
は
発
展
し
、
そ
う
で
な
い
都
市
は
近
代
に
な
る
と
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
状
況
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

15
、
16
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
沿
海
都
市
の
時
代
と
い
う
の
が
始
ま
り
、
西
大
西
洋
か
ら
東
南
ア
ジ

ア
に
か
け
て
の
港
湾
都
市
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
発
達
し
て
い
き
、
ウ
ォ
ラ
ス
テ
ィ
ン
（I.	W

allerstein

）
の
提
唱

し
た
世
界
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
る
背
景
が
整
う
と
思
い
ま
す
。
す
る
と
、
最
初
は
発
展
し
て
い
た
の
に
、
リ
ュ
ー

ベ
ッ
ク
の
よ
う
に
大
き
な
河
川
に
つ
な
が
ら
な
い
都
市
は
、
最
終
的
に
は
相
対
的
に
停
滞
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
エ
ル
ベ
河
に
面
し
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
よ
う
な
、
河
川
で
後
背
地
の
都
市
や
農
村
と
広
範
域
に

つ
な
が
っ
て
い
く
港
町
は
、
内
陸
の
都
市
と
離
れ
て
い
た
り
、
護
岸
工
事
な
ど
の
投
資
が
必
要
と
な
る
の
で
最
初

は
不
利
で
す
が
、
港
湾
が
開
発
整
備
さ
れ
て
多
人
数
が
住
め
る
都
市
に
な
っ
て
い
き
、
結
局
は
、
大
河
川
の
河
口

に
立
地
す
る
都
市
の
繁
栄
が
、
従
前
の
港
湾
都
市
や
内
陸
都
市
を
逆
転
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
言
え
る
の
で

し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
都
市
の
立
地
は
、
本
日
の
講
演
の
起
業
家
精
神
の
形
成
の
問
題
と
、
関
連
し
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て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

中
国
大
陸
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
り
、
お
互
い
に
競
争
し
合
っ
て
い
ま
す
。
自

然
条
件
に
恵
ま
れ
、
13
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
貿
易
の
中
継
地
と
し
て
力
が
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
後
、
大
河
川
の
河
口

部
の
都
市
に
貿
易
の
主
要
舞
台
が
移
行
す
る
中
で
、
小
都
市
に
な
っ
て
し
ま
う
都
市
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
、
現
在
ま
で
続
く
大
都
市
は
、
概
し
て
沿
海
部
の
大
河
川
口
港
の
都
市
で
あ
り
、
対
外
的
な
海
外
貿
易
と
大
河

川
を
活
用
す
る
内
陸
貿
易
の
交
点
に
立
地
す
る
都
市
で
す
。
こ
の
状
況
と
比
べ
ま
す
と
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
い
う
都

市
の
立
地
は
、
外
部
要
因
と
内
部
要
因
を
考
え
た
と
き
、
た
と
え
ば
、
ワ
イ
ン
貿
易
に
際
し
て
は
海
運
を
通
し
て

フ
ラ
ン
ス
に
近
く
、
あ
る
い
は
新
大
陸
と
の
貿
易
関
係
を
考
え
た
と
き
に
も
有
利
で
あ
る
の
に
対
し
、
リ
ュ
ー

ベ
ッ
ク
の
場
合
は
、
新
大
陸
や
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
等
の
西
欧
諸
国
と
は
、
運
河
も
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
基

本
的
に
ユ
ト
ラ
ン
ド
半
島
を
回
ら
な
い
と
行
け
な
い
と
い
う
不
利
と
な
っ
た
点
も
あ
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
斯
波

先
生
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
、
中
国
の
都
市
と
比
べ
な
が
ら
色
々
と
考
え
ま
し
た
。
斯
波
先
生
が
す
で
に
お
話
さ

れ
て
い
る
点
と
も
重
複
し
ま
す
し
、
雑
ぱ
く
な
感
想
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
斯
波
先
生
の
お
考
え
を
う
か
が

え
ま
し
た
ら
と
存
じ
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

斯
波
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
の
妹
尾
先
生
の
答
え
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ま
ず

一
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、
海
に
直
接
面
す
る
よ
り
も
川
の
方
に
入
り
込
ん
だ
方
が
安
全
だ
っ
た
の
で
す
。
ハ
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ン
ブ
ル
ク
も
エ
ル
ベ
河
の
１
０
０
キ
ロ
上
流
の
、
い
わ
ば
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
ボ
ル
ド
ー
も
か
な

り
川
の
奥
地
に
あ
り
ま
す
ね
。
港
湾
都
市
の
繁
栄
条
件
の
一
つ
は
安
全
性
と
い
う
こ
と
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
た
だ
、
一
方
に
お
い
て
、
先
ほ
ど
も
お
話
し
し
た
と
お
り
、
船
舶
が
ど
ん
ど
ん
大
型
化
し
て
い
く
の
で
す
。

要
す
る
に
、
遠
洋
航
海
を
し
よ
う
と
し
た
ら
小
さ
な
船
で
は
と
て
も
行
け
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
喫
水
が

ど
ん
ど
ん
深
く
な
っ
て
い
き
、
特
に
そ
の
船
で
行
け
る
範
囲
が
決
ま
っ
て
き
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
少
な
く
と
も
第
一
条
件
と
し
て
、
ど
れ
だ
け
大
き
な
船
が
建
造
さ
れ
て
も
入
れ
る
港
で
な
け

れ
ば
そ
の
港
で
の
交
易
は
し
に
く
く
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
中
小
河
川
の
河
口
で
は
そ
の
条
件
を
満
た
さ
な

い
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
極
め
て
物
理
的
な
条
件
が
一
方
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
例
え
ば
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
場
合
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
（Christian

）
４
世
が
エ
ル
ベ
河

を
北
東
に
下
っ
た
と
こ
ろ
に
新
た
な
ま
ち
グ
リ
ュ
ッ
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
（Glückstadt

）
を
造
り
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の

商
業
な
ど
経
済
活
動
を
邪
魔
し
、
そ
ち
ら
を
繁
栄
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
す
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

河
口
に
近
く
、
外
洋
に
近
い
港
の
方
が
繁
栄
し
そ
う
に
も
思
う
の
で
す
が
、
都
市
の
繁
栄
は
河
口
ま
で
ど
の
ぐ
ら

い
の
距
離
に
あ
る
か
と
い
う
立
地
条
件
だ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
と
は
思
う
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
今
の
妹
尾
先
生
の
ご
質
問
の
中
で
、
例
え
ば
ど
う
い
う
条
件
の
都
市
で
あ
れ
ば
交
易
が
集
中
し
、

繁
栄
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
13
世
紀
と
か
14
世
紀
の
こ
ろ
に
は
、
バ
ル
ト
海
は
一
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つ
の
世
界
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
や
は
り
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
北
海
と
バ
ル
ト
海
の
東
西
の
貿
易
が
基
幹

貿
易
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
障
害
に
な
っ
た
の
が
そ
の
間
に
位
置
す
る
ユ
ト
ラ
ン
ト
半
島
で
し
た
。
半

島
と
い
う
の
は
常
に
邪
魔
者
、
障
害
で
す
。
小
さ
な
船
で
行
け
ば
、
半
島
を
周
る
と
い
う
こ
と
は
も
の
す
ご
く
大

変
な
こ
と
で
す
か
ら
、
陸
上
を
反
対
側
か
ら
反
対
側
に
人
も
物
も
移
動
し
た
わ
け
で
す
。
陸
路
嵩
高
な
物
は
運
び

に
く
い
で
す
か
ら
、
運
ば
れ
た
の
は
わ
ず
か
な
貴
重
品
で
し
ょ
う
。
地
中
海
で
は
、
十
字
軍
が
戦
地
に
行
こ
う
と

す
る
と
き
に
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
西
側
の
ジ
ェ
ノ
バ
（Genua

）
で
船
を
下
り
て
徒
歩
で
東
側
の
付
け
根
に
あ
る

ベ
ネ
チ
ア
（V

enedig
）
に
行
き
、
ベ
ネ
チ
ア
で
船
を
調
達
し
、
帰
国
の
際
に
は
そ
の
逆
で
し
た
。
だ
か
ら
両
方

の
都
市
が
繁
栄
し
た
わ
け
で
す
。
同
様
に
、
北
の
海
で
の
東
西
貿
易
を
考
え
た
時
、
両
都
市
は
そ
う
い
う
別
世
界

と
の
接
点
と
し
て
意
味
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
14
世
紀
や
15
世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
の
バ

ル
ト
海
世
界
は
、
半
島
に
よ
っ
て
外
部
世
界
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
世
界
で
あ
っ
た
か
ら
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
大

き
く
な
れ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
の
世
界
の
中
で
い
わ
ば
必
要
な
都
市
が
力
を
も
て
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
す
な
わ
ち
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
い
え
ば
塩
を
握
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
当
時
の
バ
ル
ト
海
地
域
で
の
塩
の
独

占
的
販
売
は
お
そ
ら
く
大
河
川
の
後
背
地
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
都
市
の
発
展
要
因
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

唯
一
塩
を
握
っ
て
い
る
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
は
こ
の
地
域
内
で
ど
こ
に
行
っ
て
も
優
位
に
商
売
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
例
え
ば
穀
物
で
あ
る
と
か
、
木
材
で
あ
る
と
か
、
バ
ル
ト
海
世
界
の
中
で
必
要
な
物
を
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供
給
で
き
る
都
市
は
発
展
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
ち
の
形
成
を
考
え
て
も
、
今
の
発
想
で
は
な
く
、
中
世
の

時
代
で
考
え
た
時
、
何
か
そ
う
い
う
こ
と
で
は
共
通
し
た
点
が
な
い
だ
ろ
う
か
と
漠
然
と
思
う
の
で
す
。
で
す
が
、

そ
れ
は
踏
み
込
ん
で
考
え
る
と
ど
こ
ま
で
言
え
る
の
か
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
で
す
。

　

し
か
し
、
バ
ル
ト
海
世
界
が
広
い
世
界
の
一
部
に
な
っ
て
い
っ
た
時
、
そ
れ
は
通
用
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

う
し
た
新
た
な
状
況
の
中
で
、
北
海
側
の
外
部
世
界
と
の
直
接
的
接
点
で
あ
る
ハ
ン
ブ
ル
ク
が
発
展
し
て
い
き
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
商
人
を
は
じ
め
ハ
ン
ザ
商
人
が
保
守
的
に
な
ら
ず
新
た
に
挑
戦
し
て
い
っ
た
の

は
、
ハ
ン
ザ
が
挑
戦
し
な
が
ら
成
長
し
て
き
た
新
興
の
ハ
ン
ザ
商
人
を
多
く
含
ん
だ
集
団
だ
っ
た
こ
と
が
一
因
で

は
な
か
っ
た
か
な
ど
と
想
像
し
て
い
ま
す
が
、
伝
統
で
し
ょ
う
か
。
お
答
え
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
す
み
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
本
来
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
や
バ
ル
ト
海
地
域
の
盛
衰
を
考
え
る
時
に
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
や
地
中
海
と
の

つ
な
が
り
も
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
で
お
許
し
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

鈴
木
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
大
変
興
味
深
い
お
話
を
た
く
さ

ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
報
告
に
つ
き
ま
し
て
、
斯
波
先
生
に
拍
手
を
お
願
い
し
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
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ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）
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あ
と
が
き

	

妹　

尾　

達　

彦　

　

斯
波
照
雄
教
授
が
、
長
年
に
わ
た
り
日
本
に
お
け
る
西
欧
都
市
史
研
究
を
領
導
さ
れ
、
と
り
わ
け
ハ
ン
ザ
都
市

の
研
究
で
多
く
の
研
究
成
果
を
あ
げ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、
斯
波
教
授
が
、
人
文
研
談
話
会
で
の
講
演
に
も
と
づ
き
、
今
ま
で
の
ご
研
究
の
経
緯
を
簡

潔
に
ま
と
め
、
今
後
の
研
究
の
展
望
を
語
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

今
回
の
談
話
会
で
は
、
斯
波
教
授
は
、
西
欧
都
市
史
以
外
の
研
究
者
や
学
部
生
が
多
数
出
席
し
て
い
る
こ
と
を

考
慮
さ
れ
、
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
整
理
さ
れ
た
史
資
料
を
も
と
に
講
演
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

た
め
に
、
専
門
以
外
の
出
席
者
に
も
、
西
欧
都
市
史
研
究
に
お
け
る
ハ
ン
ザ
都
市
研
究
の
も
つ
位
置
づ
け
や
、
ハ

ン
ザ
都
市
の
内
部
構
成
の
特
色
、
と
く
に
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
（Lübeck

）
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
（H

am
burg

）
の
違
い

に
代
表
さ
れ
る
ハ
ン
ザ
都
市
の
多
様
性
と
、
ハ
ン
ザ
都
市
の
盛
衰
の
分
岐
を
め
ぐ
る
論
点
が
、
と
て
も
わ
か
り
や

す
く
把
握
で
き
る
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
講
演
の
魅
力
は
、
斯
波
教
授
が
、
講
演
の
冒
頭
で
、「
北
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
の
歴
史
的
経
緯
を
研
究
し
な
が
ら
、

日
本
の
現
在
の
都
市
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
西
欧
都
市
史
の
研
究
成
果
を
現
在
の
日
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本
の
都
市
の
活
性
化
に
生
か
し
た
い
、
と
話
さ
れ
た
こ
と
に
も
、
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
講
演
を
聴
講
す
る

も
の
が
、
西
欧
の
都
市
史
の
経
験
を
現
在
の
日
本
都
市
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
興
味
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
聞
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
周
到
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

実
際
に
、
斯
波
教
授
は
、
講
演
の
中
で
も
ふ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
ご
専
書
『
中
世
ハ
ン
ザ
都
市
の
研
究
―
ド
イ
ツ

中
世
都
市
の
社
会
経
済
構
造
と
商
業
―
』（
勁
草
書
房
、
１
９
９
７
年
）
や
、『
ハ
ン
ザ
都
市
と
は
何
か
―
中
近
世

北
ド
イ
ツ
都
市
に
関
す
る
一
考
察
―
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
２
０
１
０
年
）
等
を
出
版
さ
れ
る
と
と
も
に
、『
西

洋
の
都
市
と
日
本
の
都
市　

ど
こ
が
違
う
の
か　

比
較
都
市
史
入
門
』（
学
文
社
、
２
０
１
５
年
）
を
は
じ
め
と

す
る
現
代
の
日
本
都
市
を
め
ぐ
る
多
く
の
論
著
も
公
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
歴
史
は
現
代
史
で
あ
る
、
と

い
う
著
名
な
こ
と
ば
を
自
ら
実
践
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
講
演
に
深
さ
と
広
が
り
、
説
得
力
が
賦
与
さ
れ
る
の

だ
と
私
は
感
じ
ま
し
た
。　

　

講
演
後
の
質
疑
に
お
い
て
も
、
斯
波
教
授
は
、
穏
や
か
に
か
つ
的
確
に
応
答
さ
れ
、
学
問
と
同
様
の
誠
実
な
お

人
柄
を
わ
た
し
た
ち
に
改
め
て
印
象
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
新
大
陸
と
の
交
易
が
始
ま
る
16
世
紀
以
後
も
、
ハ
ン
ザ

都
市
の
中
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
が
繁
栄
を
維
持
で
き
た
の
に
、
か
つ
て
の
中
核
都
市
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が
地
方
都
市
と

な
っ
て
い
く
背
景
は
な
に
か
、
バ
ル
ト
海
と
北
海
の
果
た
し
た
役
割
の
違
い
や
、
両
都
市
に
お
け
る
起
業
家
精
神

の
濃
淡
、
同
時
期
に
お
け
る
ハ
ン
ザ
都
市
と
東
ア
ジ
ア
の
沿
海
都
市
と
の
比
較
な
ど
、
と
て
も
刺
激
的
な
議
論
が
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続
き
、
人
文
研
の
談
話
会
に
ふ
さ
わ
し
い
学
際
的
な
盛
り
上
が
り
を
み
せ
ま
し
た
。　

　

私
は
、
東
ア
ジ
ア
都
市
史
を
専
攻
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
西
欧
都
市
の
盛
衰
に
つ
い
て
の
斯
波
教
授
の

講
演
を
、
常
に
東
ア
ジ
ア
都
市
と
比
較
し
て
受
講
し
ま
し
た
。
近
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ネ
ス
・
ポ
メ
ラ
ン
ツK

.	
Pom

eranz
を
始
め
と
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
学
派
は
、
長
江
下
流
域
の
プ
ロ
ト
工
業
化
の
問
題
や
、
あ
る
い
は

資
本
主
義
形
成
の
過
程
の
点
で
、
中
国
大
陸
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
17
～
18
世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
は
基
本
的
に
同
じ

よ
う
な
発
展
経
路
を
た
ど
っ
て
い
た
の
に
、
新
大
陸
と
の
貿
易
と
都
市
と
接
近
す
る
石
炭
産
地
の
便
宜
な
ど
に

よ
っ
て
、
大
分
岐	the	Great	D
ivergence	

が
生
じ
、
19
世
紀
に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
西
欧

が
一
挙
に
優
位
性
を
獲
得
し
て
い
く
と
論
じ
て
い
ま
す
。

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
学
派
と
交
流
し
な
が
ら
研
究
を
進
め
て
き
た
北
京
大
学
の
李
伯
重
教
授
が
、
２
０
１
９
年
10

月
に
人
文
研
で
講
演
さ
れ
た
時
も
、
ポ
メ
ラ
ン
ツ
の
論
を
批
判
的
に
継
承
し
、
ポ
メ
ン
ラ
ン
ツ
の
と
な
え
る
大
分

岐
以
後
も
、
西
欧
と
中
国
大
陸
の
長
江
下
流
域
で
は
、
都
市
と
後
背
地
の
近
代
化
が
同
時
進
行
し
て
い
く
こ
と
が

論
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
都
市
史
を
め
ぐ
る
研
究
に
ふ
れ
て
き
ま
し
た
の
で
、
私
は
、
ご
講
演
で
の
北
海
や
バ
ル

ト
海
の
港
湾
都
市
の
形
成
の
分
析
を
、
同
時
期
に
お
け
る
長
江
下
流
域
か
ら
東
南
海
岸
部
に
か
け
て
の
港
湾
都
市

の
形
成
と
比
較
し
な
が
ら
聞
き
、
多
く
の
啓
発
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
い
っ
た
沿
海
都
市
と
内
陸
後
背
地
の
都
市
－
農
村
関
係
は
、
中
国
の
長
江
下

流
域
か
ら
東
南
海
岸
部
に
か
け
て
の
都
市
－
農
村
関
係
と
似
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
今
回
の

講
演
で
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
港
湾
都
市
の
立
地
と
後
背
地
の
都
市
の
発
展
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
も
、
新
た
な

知
見
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、
今
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
都
市
史
研
究
に
お
い
て
、
西
欧
ハ

ン
ザ
都
市
の
よ
う
な
都
市
間
の
競
争
と
い
う
分
析
視
角
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
理
由
は
何
な
の
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。
東
ア
ジ
ア
都
市
史
研
究
は
、
ど
う
し
て
も
、
都
市
と
国
家
と
い
う
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち

で
す
。

　

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
い
え
ば
、『
ブ
ッ
テ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
で
す
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、

作
者
の
故
郷
だ
か
ら
だ
ろ
う
と
私
は
単
純
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の
斯
波
教
授
の
講
演
を
う
か
が

い
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（T

hom
as	M

ann	

一
八
七
五
～
一
九
五
五
）
が
、
歴
史
の
大
き
な
転
換
を
象
徴
す
る
舞

台
装
置
と
し
て
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
を
選
ん
だ
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
、
こ
の
こ
と
は
私
に
と
っ
て
大
き
な
収
穫
で
し
た
。

　　

研
究
会
に
は
、
日
本
ハ
ン
ザ
史
研
究
会
を
牽
引
さ
れ
て
い
る
菊
池
雄
太
先
生
（
立
教
大
学
）
や
根
本
聡
先
生

（
旭
川
高
専
）
た
ち
も
出
席
さ
れ
、
若
い
研
究
者
の
方
々
も
加
わ
っ
て
活
発
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
談

話
会
で
の
議
論
は
、
懇
親
会
に
も
持
ち
越
さ
れ
、
出
席
者
は
、
中
欧
・
北
欧
の
中
近
世
の
都
市
社
会
の
つ
く
り
だ
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し
た
世
界
の
豊
穣
さ
に
、
し
ば
し
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

二
時
間
弱
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
膨
大
な
ご
研
究
成
果
を
、
学
部
生
を
ふ
く
め
た
専
門
外
の
聴

衆
に
も
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
て
講
演
す
る
こ
と
は
、
本
当
に
至
難
の
業
で
す
。
こ
の
困
難
な
仕
事

を
完
璧
に
こ
な
し
、
私
た
ち
に
大
き
な
知
的
刺
激
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
斯
波
教
授
に
、
改
め
て
心
か
ら
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
２
０
２
０
年
１
月
25
日
（
土
）
午
後
に
開
催
さ
れ
た
本
談
話
会
は
、
西
洋
史
学
専
攻
の
鈴
木
直
志
先
生

の
司
会
の
も
と
、
人
文
研
の
二
つ
の
研
究
チ
ー
ム
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
の
中
の
『
個
』
と
『
共
同
体
』
―
社
会
史

を
こ
え
て
」（
松
本
悠
子
先
生
主
査
）
と
「
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
け
る
都
市
と
国
家
の
歴
史
」
の
共

同
開
催
と
い
う
か
た
ち
で
行
い
ま
し
た
。
当
日
は
、
本
学
名
誉
教
授
の
先
生
方
を
は
じ
め
、
上
述
の
よ
う
に
、
遠

方
か
ら
も
多
く
の
先
生
が
た
や
学
生
た
ち
が
駆
け
つ
け
、
な
ご
や
か
で
心
温
ま
る
談
話
会
と
な
り
ま
し
た
。　

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
談
話
会
の
開
催
に
際
し
、
種
々
の
ご
助
力
を
賜
っ
た
人
文
科
学
研
究
所

長
の
秋
山
嘉
先
生
、
研
究
所
合
同
事
務
室
の
職
員
の
み
な
さ
ま
に
、
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
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