
　

宿
屋
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
結
び
つ
け

る
な
ん
て
、
少
し
大
げ
さ
な
タ
イ
ト
ル
と

思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
宿
屋
と
い
う
と
な
ん

と
な
く
貧
相
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ホ
テ

ル
と
い
え
ば
文
明
と
似
合
う
だ
ろ
う
か
。

ホ
テ
ル
（
フ
ラ
ン
ス
語
の
オ
テ
ル
）
は
も

と
も
と
宿
屋
の
意
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀

以
降
に
な
る
と
豪
華
で
高
価
な
宿
泊
施

設
の
代
名
詞
と
し
て
世
界
中
で
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

明
の
象
徴
と
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、

庶
民
は
二
〇
世
紀
後
半
に
な
る
ま
で
め
っ

た
に
宿
泊
で
き
な
か
っ
た
。
今
で
は
貧
相

な
ホ
テ
ル
も
多
い
が
。

宿
屋
と
居
酒
屋

　

そ
れ
で
は
庶
民
は
ど
こ
に
宿
泊
し
た
の

か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庶
民
が
旅
行
（
観
光
）

を
本
格
的
に
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
二
〇
世
紀
以
降
で
あ
る
。
だ
か
ら
庶
民

に
は
旅
先
の
宿
泊
施
設
な
ど
ほ
と
ん
ど
必

要
な
か
っ
た
。た
だ
庶
民
も
、
商
売
や
巡
礼

な
ど
で
遠
出
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
宿

泊
施
設
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
二
世
紀
こ
ろ
に
成
立

し
た
イ
ン
と
呼
ば
れ
た
宿
屋
が
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
（
あ
る
い

は
オ
テ
ル
）、ド
イ
ツ
で
は
ガ
ス
ト
ハ
ウ
ス

な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宿
屋

は
居
酒
屋
を
兼
ね
て
い
た
。
居
酒
屋
は
イ

ギ
リ
ス
の
エ
ー
ル
ハ
ウ
ス
（
注
1
）
を
代
表

に
諸
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
方
が
あ
っ
た

が
、
一
般
に
一
階
が
飲
食
・
賭
け
事
（
テ

ー
ブ
ル
）・
ピ
ン
倒
し
ゲ
ー
ム
・
演
芸
の

場
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
二
階
に
客
は
泊

ま
っ
た
。
だ
か
ら
居
酒
屋
も
宿
屋
で
あ
っ

た
。
あ
る
い
は
宿
屋
が
居
酒
屋
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
に
基
本
的
に
そ
ん
な
に
差
は
な

い
。
ど
ち
ら
を
メ
ー
ン
に
す
る
か
で
呼
び

名
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

宿
屋
で
統
一
し
て
話
を
進
め
る
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
都
市
に
宿
屋
が
成
立
す
る
の
は

一
二
〜
一
三
世
紀
こ
ろ
、
農
村
で
は
一
六

世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る（
図
版
１
）。

宿
屋
と
ヨ
ー
ロッパ
文
明
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い
ろ
い
ろ
な
機
能
を

担
っ
て
き
た
教
会

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
は
、
も
と
も
と
宗

教
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

宿
屋
と
し
て
の
教
会

　

宿
屋
が
な
か
っ
た
時
代
あ
る
い
は
宿

屋
が
な
か
っ
た
地
域
で
、
宿
屋
の
機
能

を
引
き
受
け
た
の
が
教
会
や
修
道
院
、

あ
る
い
は
教
会
（
ま
た
は
都
市
）
が
設
立

し
た
救
貧
院
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
聖

な
る
施
設
が
、
無
償
で
人
々
を
泊
め
、
飲

食
さ
せ
、
貧
者
や
病
人
を
看
病
し
た
。
キ

図版１　15世紀の宿屋のスケッチ。19世紀後半に描
かれた印刷物。Über Land und Meer, 1887-88/III.

（Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim）

リ
ス
ト
教
の
慈
善
行
為
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
。教
会
や
修
道
院
が
金
銭
を
取

っ
て
客
を
泊
め
た
と
い
う
記
録
は
あ
ま

り
な
い
。
だ
か
ら
有
償
接
待
の
宿
屋
と
は

異
な
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

　

と
し
て
の
教
会

　

教
会
は
礼
拝
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
俗

的
世
界
の
場
で
も
あ
っ
た
。
町
や
村
の
さ

ま
ざ
ま
な
規
則
を
決
め
る
集
会
の
場
、
商

取
引
の
場
（
市
場
）、
知
人
と
お
し
ゃ
べ

り
し
て
暇
つ
ぶ
し
す
る
場
、
子
供
た
ち
の

遊
び
場
、
領
主
に
よ
る
裁
判
の
場
、
職
人

の
仕
事
場
、
芸
人
が
芸
を
披
露
す
る
演

芸
場
、
乞
食
の
物
乞
い
の
場
（
こ
れ
は
本

来
教
会
の
機
能
で
も
あ
る
が
）
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
祭
り
や
冠
婚
葬
祭
時
に
は
酒
を

飲
ん
で
大
騒
ぎ
を
す
る
宴
会
場
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
地
域
共
同
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
。
共
同
体
の

大
き
な
建
物
は
、
特
に
農
村
で
は
教
会
ぐ

ら
い
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と

を
そ
こ
で
行
っ
た
。

　

銀
行
と
し
て
の
教
会

　

貨
幣
経
済
が
発
展
す
る
と
教
会
は
貸

し
付
け
も
行
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
銀
行
で
あ

る
。
利
子
を
取
る
場
合
も
あ
っ
た
。
キ
リ

ス
ト
教
会
は
元
来
利
子
を
取
る
行
為
を

認
め
な
か
っ
た
が
、
実
際
は
在
地
の
多
く

の
教
会
は
利
子
付
き
貸
し
付
け
を
行
っ
て

い
た
。
要
す
る
に
、
聖
な
る
空
間
に
世
俗

の
世
界
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。
聖
俗
は

混こ
ん
こ
う淆
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ど
の
文
明
圏
で

も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。

　

聖
な
る
場
所
と
し
て
の
教
会
へ

　

聖
俗
混
淆
し
た
宗
教
施
設
へ
の
批
判

は
、
す
で
に
一
二
世
紀
こ
ろ
か
ら
存
在
し

て
い
た
。
そ
の
批
判
を
決
定
的
に
し
た
の

が
一
六
世
紀
前
半
の
宗
教
改
革
で
あ
っ
た
。

旅人は、宿の食事や住民との交流を通じて地域の食文化や住民の考え方を理解し、

また、滞在を通じて寝床や入浴の習慣などの生活文化を吸収できました。

住民は、旅人との触れ合いを通じて外の世界の異文化を吸収することができました。

それまでは安全な寝床と腹いっぱいの食事を提供するだけだった宿屋は、交流の場、文化体験の場として

付加価値を獲得し、近代のホテル・旅館が成立しました。その役割は社会環境により大きく変化しつつあります。

本特集では、ホテル・旅館の歴史の変遷をたどることにより、今後の宿泊施設の在り方を考えます。
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ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
教
会
（
あ
る

い
は
礼
拝
空
間
・
時
間
）
を
、
純
粋
に
礼

拝
だ
け
の
場
と
時
に
変
え
よ
う
と
努
力
し

た
。
礼
拝
空
間
・
時
間
に
、
世
俗
世
界
の

「
不
純
物
」
を
混
入
さ
せ
な
い
よ
う
努
め

た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
改
革
（
ト
リ
エ
ン
ト

公
会
議
（
注
２
）
）
も
同
様
の
論
理
を
採
っ

た
。
宗
教
改
革
の
最
大
の
成
果
は
聖
的
世

界
か
ら
俗
的
世
界
を
分
離
さ
せ
る
試
み

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
聖
俗
の
棲す

み
分
け
」

と
呼
ぼ
う
。
聖
な
る
も
の
は
聖
な
る
場
所

へ
、
俗
な
る
こ
と
は
俗
的
世
界
へ
そ
れ
ぞ

れ
棲
み
分
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
聖
と
は

正
統
な
教
義
に
基
づ
く
礼
拝
、
典
礼
、
祈

り
。
俗
は
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

指
す
。

　

教
会
か
ら
宿
屋
へ
の

　

俗
的
機
能
の
移
行

　

聖
な
る
空
間
あ
る
い
は
時
間
か
ら
分
離

さ
れ
た
俗
的
部
分
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
俗
的
部
分
が
移
っ
た
場
所
の
一

つ
が
宿
屋
で
あ
る
。
特
に
農
村
で
は
宿
屋

が
俗
的
部
分
の
多
く
を
引
き
受
け
た
。

　

前
述
の
と
お
り
宿
屋
は
一
二
〜
一
三
世

紀
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
一
六
世
紀
の

宗
教
改
革
を
き
っ
か
け
に
激
増
し
た
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
六
世
紀
以
降
、
都
市

だ
け
で
は
な
く
農
村
に
も
必
ず
宿
屋
が
成

立
し
た
の
は
「
聖
俗
棲
み
分
け
」の
結
果

で
あ
る
。
冠
婚
葬
祭
の
宴
、
集
会
、
商
取

引
、
芸
人
の
活
動
、
医
療
行
為
、
裁
判
な

ど
、
か
つ
て
教
会
で
行
わ
れ
て
い
た
行
為

が
宿
屋
に
そ
の
場
を
移
し
た
。

　

都
市
と
農
村
部
に
お
け
る

　

宿
屋
の
機
能
分
化

　

都
市
で
は
、
す
で
に
一
三
世
紀
以
降
、

市
庁
舎
な
ど
公
的
建
物
が
建
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
集
会
や
裁
判
な
ど
の

場
と
し
て
の
宿
屋
を
必
要
と
は
し
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
農
村
部
で
は
、
集
会
や
裁

判
の
場
と
し
て
、
封
建
制
が
解
体
さ
れ
る

ま
で
宿
屋
が
使
わ
れ
た
。
宿
屋
の
引
き
受

け
た
俗
的
機
能
の
一
つ
に
金
融
業
が
あ
る
。

こ
れ
に
は
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
都

市
で
は
、
す
で
に
一
三
世
紀
後
半
の
イ
タ

リ
ア
で
専
属
の
銀
行
業
が
登
場
し
て
い
た

の
で
、
宿
屋
だ
け
が
そ
の
機
能
を
引
き
受

け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

農
村
部
で
は
、
貨
幣
経
済
の
本
格
的
な

浸
透
が
一
六
世
紀
以
降
な
の
で
、
先
述
の

と
お
り
教
会
が
金
貸
し
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
と
同
時
に
、
そ
の
機
能
が
徐
々
に

宿
屋
に
移
っ
て
い
く
。
専
門
的
職
業
と
し

て
の
銀
行
が
農
村
に
浸
透
し
、
宿
屋
か
ら

棲
み
分
け
し
て
い
く
の
は
一
九
世
紀
の
資

本
主
義
社
会
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
て
教
会
で
行
わ
れ
て
い
た
俗
的
機
能

の
い
く
つ
か
は
、
都
市
で
は
、
宿
屋
を
経

由
せ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
専
属
の
場
所
が
成

立
し
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
農
村
で
は
教
会
の
俗
的

機
能
を
宿
屋
が
丸
ご
と
引
き
受
け
た
感

が
あ
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

　

と
し
て
の
宿
屋

　

だ
か
ら
、
農
村
の
宿
屋
は
、
教
会
に
代

わ
っ
て
共
同
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン

タ
ー
と
な
っ
て
い
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
居

酒
屋
や
宿
屋
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス（
現
在

の
パ
ブ
の
語
源
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
教
会
か
ら
宿
屋
へ
の
俗

的
機
能
の
移
行
は
徐
々
に
進
行
し
た
か
ら
、

両
者
は
、
し
ば
ら
く
農
村
共
同
体
の
二
つ

の
中
心
地
と
し
て
共
存
し
た
。
こ
の
宿
屋

が
、
資
本
主
義
の
成
立
に
絡
ん
で
い
た
と

い
っ
た
ら
、
冗
談
も
ほ
ど
ほ
ど
に
せ
よ
と

怒
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
続
け
よ
う
。

資
本
主
義
っ
て
何
？

　

資
本
主
義
は
、
通
常
、
封
建
制
が
崩
壊

し
、
誰
も
が
自
由
に
職
業
を
選
択
し
自
由

に
商
売
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る

「
産
業
革
命
」
に
よ
る
大
量
生
産
・
大
量

消
費
の
一
九
世
紀
以
降
の
現
象
と
見
な
さ

れ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
を
、「
あ
る

社
会
あ
る
い
は
あ
る
文
明
下
の
あ
ら
ゆ
る

人
間
が
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
日
常
的
に

売
買
関
係
を
結
ぶ
シ
ス
テ
ム
」
と
定
義
し

て
み
る
と
、
こ
う
い
っ
た
社
会
は
、
す
で

に
、
一
七
世
紀
こ
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出

現
し
て
い
た
。
私
は
こ
れ
を
「
貨
幣
関
係

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

貨
幣
を
媒
介
と
し
た

　

農
村
と
都
市
の
関
係

　

貨
幣
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
古
代

か
ら
ど
の
文
明
圏
で
も
都
市
部
で
は
展
開

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
農
村
を

含
む
文
明
圏
一
律
に
生
じ
た
の
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
一
七
世
紀
以
降
の
現
象
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
の
か
？　

農
村
に
ま

で
貨
幣
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
す

る
前
提
は
、
あ
る
文
明
圏
内
に
局
地
的
市

場
が
多
く
、
そ
れ
に
関
わ
る
多
く
の
人
々
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が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
富
（
貨
幣
）
を
農

村
に
ま
で
持
ち
込
め
る
チ
ャ
ン
ス
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
（
五
月
刊

行
予
定
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
正
体
』

筑
摩
選
書
で
詳
述
す
る
）、
こ
れ
が
存
在

し
た
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
重
要
な
前
提
が
あ
る
。
農
村
に
い
わ
ゆ

る
農
民
以
外
に
、
農
業
に
従
事
し
な
い
職

業
、例
え
ば
鍛
冶
屋
や
織
物
屋
な
ど
、
日

用
品
を
扱
う
職
人
（
手
工
業
者
）
や
商
人

が
居
住
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
な

る
と
、
農
民
は
、
例
え
ば
鍛
冶
屋
、
織
物

屋
あ
る
い
は
パ
ン
屋
が
作
っ
た
農
具
、
衣

服
、
食
料
品
を
商
品
と
し
て
貨
幣
で
買

う
よ
う
な
関
係
が
成
立
し
や
す
い
。
ま
た
、

農
村
商
人
は
、
農
民
の
生
産
物
を
都
市

市
場
に
運
び
、
そ
れ
を
貨
幣
に
換
え
、
農

村
に
貨
幣
を
も
た
ら
す
役
割
を
持
つ
。
こ

の
よ
う
な
農
村
で
の
農
業
従
事
者
と
各

種
手
工
業
者
や
商
人
が
分
化
し
て
、
彼
ら

相
互
の
売
買
（
交
換
）
関
係
の
成
立
し
た

状
態
（
最
初
は
物
々
交
換
で
も
よ
い
）
を
、

農
村
内
分
業
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　

農
村
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の
浸
透

　

ま
ず
、
商
品
・
貨
幣
経
済
の
初
期
段

階
は
、
都
市
内
あ
る
い
は
都
市
間
を
結

ぶ
街
道
沿
い
の
宿
駅
で
貨
幣
が
使
用
さ

れ
る
程
度
で
あ
る
。
農
村
は
自
給
自
足

と
物
々
交
換
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
し

か
し
農
民
が
貨
幣
と
全
く
無
関
係
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
に
余
剰
生
産

物
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
都
市
市
場
へ
持
っ

て
い
き
貨
幣
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
手
に
入
れ
た
貨
幣
を
使
っ
て

都
市
市
場
で
買
い
物
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
し
か
し
農
村
に
戻
れ
ば
、
貨
幣
は

「
不
要
」
と
な
る
。
近
隣
都
市
市
場
で
は

価
値
が
あ
っ
た
貨
幣
は
、
農
村
内
で
は
完

全
に
価
値
を
失
う
。
農
村
に
貨
幣
関
係

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
・
浸
透
し
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
農
村
内
に
ま
で
貨
幣

関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
浸
透
し
た
社
会

は
、
単
に
農
民
が
近
郊
の
市
場
で
時
折
貨

幣
を
使
用
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で

は
な
い
。
農
村
で
「
皆
が
日
用
生
活
必
需

品
を
貨
幣
で
交
換
す
る
よ
う
に
な
っ
た
段

階
」
で
あ
る
。

農
村
の
宿
屋
は
雑
貨
店

　

農
村
に
お
け
る
貨
幣
関
係
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
作
り
に
宿
屋
が
一
役
買
っ
て
い
る
。

農
村
の
宿
屋
は
、
農
民
が
日
用
生
活
必
需

図1　貨幣関係のネットワーク
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貨幣 粉

パン屋

粉挽
ひ
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都市市場

品
を
購
入
す
る
場
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
雑

貨
店
で
あ
る
。
一
六
〜
一
八
世
紀
の
過
程

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
村
の
宿
屋
で
は
、
ビ

ー
ル
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
パ
イ
プ
、
た
ば
こ
、

パ
ン
、
食
料
品
、
穀
物
、
タ
ー
ル（
黒
油
）、

鯨
油
（
灯
り
に
使
う
）
、
石せ

っ
け
ん鹸

、
シ
ャ
ベ
ル
、

犂す
き

、
鉄
製
・
鋼
鉄
製
器
具
、
家
畜
、
木
材

な
ど
諸
々
の
日
用
品
を
販
売
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
農
民
は
必
要
な
日

用
生
活
必
需
品
を
貨
幣
で
入
手
し
た
。

5 特集◉ホテル・旅館の歴史に見る交流機能と文化表現の変遷
特集1 宿屋とヨーロッパ文明



図版2　農村の宿屋から出立する行商人。ボスの意図は不明。16世紀の
知識人によって悪の巣窟と非難された宿屋を代弁したものか。行商人は当
時乞食と同一視される場合もあった。彼を巡礼者ととらえるキリスト教的
解釈も成り立つ。
H. Bosch, 1510? Courtesy Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

　

登
場
の
経
緯

　

宿
屋
＝
雑
貨
店
の
登
場
の
経
緯
は
こ
う

で
あ
る
。
例
え
ば
、
農
民
は
穀
物
を
粉
挽ひ

き
屋
に
持
っ
て
い
き
、
次
に
挽
い
て
も
ら

っ
た
粉
を
パ
ン
屋
で
焼
い
て
も
ら
っ
て
食

料
と
し
て
い
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
が
パ
ン

を
宿
屋
が
売
る
よ
う
に
な
る
。
農
民
は
宿

屋
で
パ
ン
を
買
う
。
粉
挽
き
屋
は
粉
を
パ

ン
屋
に
売
る
。
パ
ン
屋
は
焼
い
た
パ
ン
を

宿
屋
に
売
る
（
あ
る
い
は
宿
屋
が
パ
ン
を

焼
く
）。
農
民
の
穀
物
は
、
一
部
は
農
村

の
粉
挽
き
屋
に
売
り
、
一
部
は
農
村
商
人

（
行
商
人
）
に
売
ら
れ
、
農
村
商
人
は
都

市
市
場
で
そ
れ
を
販
売
し
、
貨
幣
を
農
村

に
も
た
ら
す
。
ま
た
農
村
商
人
は
、
宿
屋

に
、
そ
の
農
村
に
な
い
商
品
を
持
ち
込
む
。

こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
領
主

の
規
制
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
図
式

的
（
5
ペ
ー
ジ
図
１
）に
も
い
か
な
い
が

（
こ
こ
が
身
分
制
的
規
制
の
廃
棄
さ
れ
た

一
九
世
紀
以
降
と
違
う
）
、
こ
う
し
て
宿

屋
＝
雑
貨
店
を
中
心
に
貨
幣
関
係
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
農
村
中
に
浸
透
す
る
。

　

宿
屋
が
貨
幣
関
係
の

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に

　

聖
俗
の
棲
み
分
け
の
影
響
で
、
一
六
世

紀
以
降
は
宿
屋
＝
雑
貨
店
が
農
村
に
ま

で
成
立
す
る
。
教
区
教
会
の
あ
っ
た
中

心
村
に
は
必
ず
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
七
世
紀
以
降
に
は
、
中
心
村
の
み

な
ら
ず
枝
村
に
も
宿
屋
＝
雑
貨
店
が
成

立
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
八
世
紀

に
な
る
と
、
辺
境
の
農
村
部
に
至
る
ま
で
、

貨
幣
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
浸
透
し

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
一
六
世
紀
以

降
、
こ
う
い
っ
た
農
村
の
宿
屋
＝
雑
貨
店

の
風
景
は
絵
に
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
挿
入
絵
は
、ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ボ
ス

（
一
四
五
〇
こ
ろ
〜
一
五
一
六
年
）
と
い
う

絵
描
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る（
図
版
２
）。

　

農
村
の
宿
屋
＝
雑
貨
店
は
、
在
地
の

マ
ー
ケ
ッ
ト
、
金
貸
し
、
両
替
の
機
能
を

持
ち
、
一
八
世
紀
後
半
ま
で
に
は
辺
境
の

農
村
（
辺
境
の
枝
村
）
に
ま
で
広
が
っ
た
。

現
在
で
い
え
ば
「
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
」
と
銀
行
を
兼
ね
備
え
た
よ
う
な
存
在

で
あ
る
。
木
材
ま
で
売
る
な
ら｢

ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
農
村
部

に
「
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
が
で
き
た

文
明
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
あ
っ
た
。
宿

屋
＝
雑
貨
店
の
広
が
り
は
、
農
村
で
の
貨

幣
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
浸
透
を
強
力

に
促
進
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
旅
館
・
ホ
テ
ル

　

こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
最
大

の
所
産
で
あ
る
資
本
主
義
の
成
立
に
は
宿

屋
の
存
在
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
時
代

が
移
る
に
つ
れ
て
、「
貨
幣
関
係
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
宿

屋
か
ら
、
物
流
機
能
や
金
融
機
能
な
ど
が

失
わ
れ
て
い
っ
た
。
現
在
、
宿
屋
つ
ま
り

旅
館
や
ホ
テ
ル
は
、
ま
さ
に
自
分
の
作
り

出
し
た
シ
ス
テ
ム
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
が
、
逆
に
、
本
来
持
っ
て
い
た

宿
屋
の
「
多
機
能
性
」
を
回
復
す
る
の
も

一
つ
の
戦
略
か
も
し
れ
な
い
。

（
し
も
だ　

じ
ゅ
ん
）

（
注
１
）エ
ー
ル（a
l
e
）は
上
面
発
酵
さ
せ
る
イ
ギ
リ
ス

の
ビ
ー
ル
で
、
も
と
も
と
は
ホ
ッ
プ
を
入
れ
な

か
っ
た
。

（
注
２
）ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
は
一
五
四
五
〜
六
三
年
に

断
続
的
に
開
か
れ
、
ル
タ
ー
主
義
を
批
判
し
教

皇
権
の
強
化
な
ど
を
確
認
し
た
。

下
田
淳
（
し
も
だ　

じ
ゅ
ん
）

　
一
九
六
〇
年
埼
玉
県
生
ま
れ
。
歴
史
家
。
博
士
（
歴

史
学
）。
現
在
、
宇
都
宮
大
学
教
授
。
著
書
に『
ド
イ
ツ

近
世
の
聖
性
と
権
力
』、『
歴
史
学
「
外
」
論
』（
以
上
青

木
書
店
）、『
ド
イ
ツ
の
民
衆
文
化
』（
昭
和
堂
）、『
居
酒

屋
の
世
界
史
』（
講
談
社
現
代
新
書
）
な
ど
。
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