
中世中

期

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
の
市

場

を

め
ぐ

る
自

由

と

統
制

一
三

世

紀

ワ
イ

ン

・
ス
テ
ー
プ

ル
市
場

再
論

山

田

雅

彦

中世 中期サ ン ・トメールの市場をめ ぐる 自由 と統制

は
　
じ
　

め
　

に

　
筆
者
は
、
現
在
、
中
世
中
期
に
北
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
大
規
模

の
商
業
都
市
に

成
長
し
た
北
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
の

一
つ
、

サ
ン

・
ト
メ
ー
ル

ω
β。冒
学
○
日
奠

市

を
対
象
と
し
て
、
同
市
の
市
場
を
め
ぐ
る
商
品
流
通
構
造
、
及
び
そ
れ
を
取
り
ま

く
市
場
制
度

の

「変
容
」

を
考
察
し
て

い
る
。

本
稿
で
筆
者
が

問
題
と
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(1
)

は
、
そ
の
う
ち
の
ワ
イ
ン
を
め
ぐ
る
流
通

で
あ
る
。

　

ワ
イ
ン
は
分
類
上
食
糧
品
に
属
す
も
の
の
、
日
常
的
に
取
り
引
き
さ
れ
る
魚
介

類
や
肉
類
と
比
べ
て

「奢
侈
性
」
は
は
る
か
に
高
い
。
ま
た
、
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル

の
よ
う
な
ワ
イ
ン
生
産
地
で
は
な
い
地
域

で
は
、
完
全
な
輸
入
品
で
も
あ
る
。
し

か
し
、
中
世
世
界
に
あ

っ
て
ワ
イ

ン
は

一
概
に
贅
沢
品
で
あ

っ
た
と
も
言
い
切
れ

な
い
。
何
よ
り
そ
れ
は
常
に
教
会
の
ミ
サ
の
場
で
必
要
と
さ
れ
た
し
、
中
世

の
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(2
)

市
社
会
に
あ

っ
て
、
そ
の
消
費
量
は
か
な
り
の
量
に
及
ん
だ
と
の
試
算
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
流
通
部
門
で
注
目
し
た
い
の
は
、

ワ
イ
ン
が
サ
ン

・
ト
メ

ー
ル
を
含
む
北

フ
ラ
ン
ス
一
帯
で
は
市
場
べ
;
ス
に
よ
る
生
産
は
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、
必
然
的
に
外
部

・
遠
方
か
ら
の
輸
入
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
商
品
で
あ

っ
た

点
で
あ
る
。
し
か
も
、
ワ
イ

ン
は
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
に
持
ち
込
ま
れ
た
あ
と
、
そ

こ
か
ら
さ
ら
に
広
範
囲
に
及
ぶ

周
辺
地
域

へ
移
出

・
再
輸
出
さ
れ
て
い
た
。

サ

ン

・
ト
メ
ー
ル
市
の
ワ
イ
ン
市
場
は
、
こ
の
よ
う
に
産
地

・
消
費
地
間
の
中
継
基

地
と
も
い
う
べ
き
機
能
を
備
え
て
い
た
。
こ
の
特
異
な
市
場
部
門
が
市
場
管
理
者

と
し
て
の
都
市
当
局
に
ど
の
よ
う
な
課
題
を
突
き

つ
け
た
の
か
は
、
大
変
興
味
深

い
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
以
前
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
の
ワ
イ
ン
取
引
の
問
題
を
取
り
上
げ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
)

検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
回
こ
の
再
論
で
は
、
旧
稿
を
全
面
的
に
修
正
し
、

こ
の
部
門
に
関
し
て
実
施
さ
れ
た
都
市
当
局
の
管
理
実
態
を
他
部
門
の
動
勢
な
ど

と
比
較
し
な
が
ら
多
角
的
に
見
直
す
こ
と
を
行
な

っ
て
み
た
。

一

史
料
-

一
三
世
紀
都
市
当
局
に
よ
る

条

例
登

記
帳

介
Φ
σQ
陣ω
筒
①

き
図

げ
譽

。・
〉

の
作
成

　
本

稿

で
使

用

し

た
史

料

は
、

主

に

三

つ
か
ら

な

る
。

第

一
は
、

サ

ン

・
ト

メ

:

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(4
)

ル
市

に
伝

来

す

る
複

数

の
流

通

税

表

〈
鐙
注

ω

似
①
8
巳

冨
簑

〉
。

第

二

は
、

フ

ラ

ン
ド

ル
伯

や

ア

ル
ト

ワ
伯

、

サ

ン

・
ポ

ー

ル
伯

な
ど

の
諸

侯

権

力

が

サ

ン

・
ト

メ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(5
)

ー

ル
市

宛

に
発

給

し

た
証

書

史

料

〈
⇔
9
Φ
。。
箕

B
o
δ
屋
〉
。

そ

し

て
第

三

に
あ

げ

る

の
が

、

本

稿

が

そ

の
分

析

の
中

心

と

し

た
史

料

群

、

二

ご
世

紀

後

半

に

サ

ン

・
ト
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窓史

メ
ー
ル
都
市
当
局
の
書
記
三
名
に
よ

っ
て
書
き
積
み
重
ね
ら
れ
た

「
条
例
登
記

帳
」　
(
も
し
く
は

「布
告
登
記
帳
」
)
〈器
αq
一ω霞
o
餌
⊆
図
げ
9霧
〉
で
あ
る
。

　
こ
の
史
料
の
原
本
は
、
現
在
サ
ン
・
ト

メ
:
ル
郡
図
書
館
古
文
書
部
に
保
管
さ

　
　
　
(6
)

れ
て
い
る
。
全
体
に
わ
た
り
丁
寧
な

「半
楷
書
体
」
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
と
お
り
、

こ
の
条
例
登
記
帳

は
、
条
例
が
発
布
さ
れ
る
と
同
時
に
登

記
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

一
三
世
紀
後
半
の
あ
る
時
点
で
、
そ
れ
以
前

に
制
定
さ
れ
て
い
た
多
く
の
条
例
を
年
代

・
種
類
別
に
整
理
し
転
載
し
た
も
の
を

基
本
と
し
、
そ
れ
に
そ
の
後
の
数
回
に
わ
た
る
追
加
的
書
き
込
み
が
加
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
現
在
伝
来
し
て
い
る
条
例
登
記
帳
は
全
部
で
羊
皮
紙
四
三
葉
を
束

ね
た
帳
面
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後

の
書
き
込
み
は
、
デ

ル
ヴ
ィ
ル
に
ょ
る
と

一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(7
)

九
〇
年
代
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、

収
録

さ
れ

た
条
例
の
最
古
部
分
は

一
二
三
〇
年
代

の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ

て
、
こ
の
史
料
は
、

一
二
一二
〇
年
代
か
ら

一
二
九
〇
年
代
ま
で
の
ほ
ぼ
七
〇
年
間

の
都
市
の
条
例
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
デ

ル
ヴ
ィ
ル
は
、
こ

の
七
〇
年
間
に
も
及
ぶ
条
例
の
一
つ
ひ
と

つ
に
つ
い
て
、
そ
の
制
定
年
代
を
細
か

く
推
定
す
る
作
業
を
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
条
例
登
記

帳
を
規
則

・
規
定
の
寄
せ
集
め
と
い
う

「静
態
的
」
史
料
と
し
て
で
な
く
、
む
し

ろ
規
則

・
規
定
が
変
化
し
て
い
く
様
を
伝
え
る
貴
重
な

「動
態
型
」
史
料
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
う
し
た
部
類
の
条
例
登
記
帳
が

一
三
世
紀
の
も
の
と
し

て
伝
来
し
て
い
る
都
市
は
珍
し
く
、
北

フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
で
は
他
に

　
　
　
　
(8
)

類
を
見
な
い
。

コ
ご
世
紀
後
半
に
な

っ
て
ま
す
ま
す
膨
大
と
な
る
日
常
的
法
規
の

山
を
正
確
に
記
録

・
把
握
し
よ
う
と
す
る
心
性
が
、
い
ち
早
く
こ
の
都
市
の
役
人

に
芽
生
え
た
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
あ
と
の
諸
章
で
述
べ
る
よ
う

に
、

=

一六
〇
～
七
〇
年
代
に
か
け
て
ワ
イ
ン
取
引
を
は
じ
め
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル

市
の
市
場
を
め
ぐ

っ
て
、
多
く

の
構
造
的
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
と
無
縁
で
は

な
い
。
市
場
に
関
す
る
規
則
が
よ
り
徹
底
し
て
制
定
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
と
、
条

例
登
記
帳
と
い
う
形
で
体
系
的
な
記
録
の
編
集
作
業
が
始
め
ら
れ
た
こ
と
と
は
、

並
行
し
て
起
き
た
現
象
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ

っ
た
と
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
条
例
の
制
定
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
制
定
主
体
で
あ

る
都
市
自
治
体
が
そ
の
種

の
条
例
制
定
権
を
保
持
す
る
団
体
と
な

っ
て
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
の
う
ち
、
人
口

・
経
済
機
能
等
の
面
で

規
模
が
大
き
く
な
る
と
、

一
般
に
領
主
か
ら
多
大
な
自
治
権
を
獲
得
し
た
事
実
が

知
ら
れ
る
。
サ
ン

・
ト
メ
…
ル
市
も
ま
た
そ
の
類
に
漏
れ
な
い
。

二
二
世
紀
の
サ

ン

・
ト
メ
ー
ル
市
は
フ
ラ
ン
ス
王
、
続

い
て
そ
の
弟
、
ア
ル
ト
ワ
伯
を
都
市
領
主

と
し
て
仰

い
だ
が
、
も
と
も
と

=

一世
紀
九
〇
年
代
ま
で
は
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
の

一
部
を
な
し
て
い
た
。
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
が
法
制
定
に
関
す
る

一
定
の
権
限
を

含

め
て
そ
の
広
範
な
自
治
特
権
を
獲
得
し
た
の
は
、
こ
の
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
も
と

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
明
示
的
に
法
の
制
定
権
を
与
え
た
と
の
文
言
は

な
か
な
か
見

い
だ
せ
な
い
も
の
の
、

=

六
〇
～
七
〇
年
代
、
時
の
フ
ラ
ン
ド
ル

伯
フ
ィ
リ

ッ
プ
巨
ダ
ル
ザ
ス
が
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
に
対
し
て
、
パ

ン
や
魚

.
肉

な
ど
の
日
常
品
に
関
す
る
市
場

の
管
理
権
を
与
え
た
と
判
断
し
う
る
伯
文
書
は
伝

　
　
(9
)

来
す
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
、
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
同
伯
は

フ
ラ
ン
ド
ル
領
内

の
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上

の
大
都
市
を
対
象
に
し
て
、
ほ
ぼ

同
内
容
の
権
限
委
譲
を
行
な

っ
て
お
り
、
当
然
他
都
市
で
も
同
様
の
こ
と
が
起
き

た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
な
ぜ

=

七
〇
年
代
頃
で
は
な
く
、

一

二
三
〇
年
代
と
い
う
比
較
的
遅
く
な

っ
て
か
ら
都
市
当
局
は
、
条
例
と
い
う
形
態

34



中世 中期 サ ン ・rメ ールの市場をめ ぐる自由 と統制

で
臼
常
生
活
に
関
す
る
種

々
の
布
告
を
発
布
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
も
決
定
的
な
答
え
は
な
い
が
、
最
近
の
都
市
の
文
書
処
理
能

力
に
関
す
る

一
連
の
研
究
を
参
照
す
る
限

り
、
お
そ
ら
く
早
い
時
代
に
あ

っ
て
は

未
だ
都
市
固
有
の
書
記
局
的
存
在
が

な
か

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
定

で
き

(
10
)

る
。
そ
れ
で
も
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
は
ど

こ
よ
り
も
早
く

一
二
三
〇
年
代
に
は
何

ら
か
の
条
文
規
定
を
出
す
よ
う
に
な

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
都
市
書
記
局
の
形

成
の
短
期
間
で
の
実
現
に
む
し
ろ
驚
く
べ
き

な
の
か
も

し
れ
な
い
。

お
そ
ら
く

は
、
サ
ン

・
ベ
ル
タ
ン
修
道
院
や
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
参
事
会
教
会
と
い
う
、
古
来

よ
り
文
書
作
成
能
力
に
長
け
た
集
団
が
身
近
な
市
内
に
存
在
し
た
こ
と
が
深
く
関

係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
問
題

の
都
市
条
例
帳
は
、

一
九
世
紀
末

に

一
度
、
ジ
リ
ー
に
よ

っ
て
刊
行
さ
れ

　
　
(11
)

て
い
る
。
ま
た
、
同
条
例
登
記
帳
の
作
成
過
程
、
な
ら
び
に
そ
こ
に
含
ま
れ
る
多

様
な
条
例
内
容
の
実
際

の
発
布
年
代
に
つ
い
て
は
、
以
前
は
明
確
で
は
な
か

っ
た

が
、

こ
れ
も

一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
デ

ル
ヴ
ィ
ル
に
よ

っ
て
詳
細
な
整
理
が
施

　
　
(12
)

さ
れ
た
。
な
お
、
条
例
帳

の
原
本
に
は
条
例
番
号
な
ど
は
も
と
も
と
記
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
条
例
の
引
用
を
単
に
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
の
葉
数

(
頁
数
)
と
そ
の
裏
表

表
示

(器
0
8

と

く
奠
ωO
)

の
み
で
表
記
す
る
と
な
る
と
、
条
例
相
互
の
前
後
関

係
な
ど
が
不
明
と
な
る
。
そ
の
た
め
本
稿

で
は
す
べ
て
、
旧
ジ
リ
ー
版

に
あ
る
条

例
番
号
を
本
文
内
に
表
示
す
る
こ
と
と
し

(例
え
ば

「条
例

一
七
」)、
古
フ
ラ
ン

ス
語
の
条
例
原
文
は
、

す
べ
て
末
尾
に
ま
と
め
て
掲
載
し
た

(末
尾
資
料
参
照
)。

二
　
構
造
化
さ
れ
た
ワ
イ
ン
流
通
経
済

　
ブ
ド
ウ
栽
培
の
北
限
よ
り
も
北
に
位
置

し
た
現
在
の
北
フ
ラ
ン
ス
か
ら
オ
ラ
ン

ダ

一
帯
の
地
方
、
す
な
わ
ち
低
地
諸
地
方

は
、
中
世
初
期
よ
り
域
外
に
ワ
イ
ン
を

依

存

す

る

ワ
イ

ン
輸

入

地

帯

で
あ

っ
た

。

中

世

初

期

に
あ

っ
て

は
た

し

か

に
自

前

で

ワ
イ

ン
を

生

産

し

よ
う

と

す

る

修

道

院

も

あ

っ
た

。

し

か

し

レ

フ

ァ

ン

・
ヴ

ェ

ル

フ

ェ
ー

ケ

の
古

典

的

研

究

が

示

す

と

こ

ろ

に
よ

る

と

、

中

世

初

期

の
北

フ

ラ

ン

ス

・
ベ

ル
ギ

ー
地

方

の
有

力

修

道

院

の

い
く

つ
か

は
、

早

く

か

ら

ブ

ド

ウ

栽

培

の

北

限

地

に
あ

た

る

パ
リ

盆

地

北

部

に
専

用

の
遠

隔

地

所

領

を

持

ち
、

運

搬

賦

役

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(13
)

ど

を

通

し

て
修

道

院

ヘ
ワ
イ

ン
を

搬

送

し

よ

う

と

し

て

い
た

こ
と

が

知

ら

れ

る
。

ま

た
、

ド

ゥ

エ
ー

ル
ト

は
、

シ

ャ

ン
パ

ー

ニ

ュ
大

市

の
起

源

を
、

北

フ

ラ

ン
ス

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(14
)

低

地

諸

地

方

向

け

の

ワ
イ

ン
輸

出

機

能

の
う

ち

に

見

出

そ

う

と

し

た

。

中

世

初

期

以

来

パ

リ
盆

地

周

辺

の
ブ

ド

ウ

栽

培

地

と

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
を

含

む

北

フ

ラ

ン

ス

・
低

地

諸

地

方

と

の
間

に
活

発

な

ワ
イ

ン
流

通

が

見

ら

れ

た

こ
と

が

こ
う

し

て

推

測

さ

れ

て

い
る

。

　

さ

ら

に
地

方

史

研

究

の
成

果

に
目

を

向

け

る
と

、

ピ

カ

ル
デ

ィ
ー
地

方

を

ほ

ぼ

東

西

に
流

れ

る

ソ

ン

ム
河

が

ワ
イ

ン
交

易

の
主

軸

の

一
つ
と

な

り

、

パ
リ

周

辺

イ

ル

・
ド

・
フ
ラ

ン

ス
地

方

か
ら

北

フ

ラ

ン
ス

・
低

地

諸

地

方

へ
と

ワ
イ

ン
が

流

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(15
)

た
過

程

が

明

ら

か

に
さ

れ

て

い

る
。

ま

た
、

北

フ

ラ

ン

ス
か
ら

ベ

ル
ギ

ー

に

か
け

た

こ

の

一
帯

で

は
、

多

く

の
流

通

税

徴

収

地

で

ワ
イ

ン
が

重

要

な

搬

入

・
搬

出

品

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(16
)

目

と

し

て
名

を

連

ね

て

い
る

。

=

二
世

紀

に

一
大

通

過

税

徴

収

点

と

な

る

バ

ポ

ー

ム

じd
巷

雲

ヨ
①

の
通

過

税

規

定

で

は
、

他

種

類

の

ワ
イ

ン
陸

上

輸

送

が

想

定

さ

れ

　

　

(17
)

て

い
る
。

関

連

し

て
、

こ

の
地

域

で

は
、

通

過

税

や

道

路

使

用

税

を

示

す

用

語

と

し

て

〈
鼠

蠧

σq
ぼ
ヨ
〉
と

い
う

単

語

が

使

用

さ
れ

る

こ
と

が

多

い
が

、

こ
れ

が

ワ
イ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(18
)

ン
を

示
す

ラ

テ

ン
語

〈
<
=
P鄭
旨
〉

と

無

関

係

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
。

こ

の
よ

う

に
見

て
く

る
と

、

パ

リ
盆

地

か
ら

北

フ
ラ

ン

ス
を
経

て
低

地

諸

地

方

へ
と

陸

路

な

ら
び

に
内

陸

水

路

を
組

み
合

わ

せ

て
運

ば

れ

た

ワ
イ

ン
の
流

通

地

理

は
、

す

で

に

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

中

世

中

期

に

は
構

造

的

な
性

格

を
帯

び

て

い
た

と
考

え

ら

れ

る
。
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窓史

　
こ
の
想
定
か
ら
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
が
、
中
世
後
期
諸
都
市
の

「
ス
テ
ー
プ

ル
制
度
」
〈゚・審
℃
一。〉
で
あ
る
。

一
四

・
五
世
紀
低
地
諸
地
方
の
商
業
都
市
の
多
く

は
、
地
域
の
諸
侯
か
ら
正
規
の
特
権
状
を
え
て
、
あ
る
特
定
の
主
要
商
品
の
取
引

に
関
す
る
独
占
的
取
扱
い
を
許
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
が

ス
テ
ー
プ
ル
特
権

で
あ

る
。
ワ
イ

ン
も
ま
た
重
要
な
輸
入
品
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
種
の
ス
テ
ー
プ

ル

特
権
の
対
象
と
な
る
商
品
で
あ

っ
た
。
例
え
ば

ワ
イ
ン
に
関
す
る
ス
テ
ー
プ

ル
特

権
を
保
証
さ
れ
る
と
、
そ
の
都
市
は
周
辺
地
域
を
含
め
て
か
な
り
の
範
囲
に
及
ん

で
ワ
イ

ン
の
移
出
入
を
す
べ
て

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
い

っ
た
ん

す
べ
て
の
外
来
ワ
イ
ン
が
都
市
の
ス
テ
ー
プ

ル
と
呼
ば
れ
る
倉
庫
兼
取
引
所
に
集

中
さ
れ
、
そ
こ
で
積
み
替
え
や
商
品
検
査

を
経
た
う
え
で
、
移
出

・
輸
出
分
は

一

定
の
税
を
負
担
し
て
は
じ
め
て
外
部

へ
と
出
て
い
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
そ
の
性

質
上
、
か
つ
て
は

「指
定
市
場
」
　
「強
制

市
場
」
も
し
く
は

「積
み
替
え
強
制
」

と
い

っ
た
表
現
で
訳
さ
れ
、　

「独
占
」
も
し
く
は

「封
建
的
悪
弊
」
の
象
徴
と
位

　
　
　
　
　
　
　
　
(19
)

置
づ
け
ら
れ
て
も
き
た
。
し
か
し
、

ス
テ

ー
プ

ル
制
が
成
立

・
容
認
当
初
か
ら
悪

弊
で
あ

っ
た
と
言
う
の
は
、
あ
ま
り
に
戯
画
的
に
過
ぎ
る
。
次
第
に
硬
直
化
す
る

商
工
業
の
構
造
と
い

っ
た
、
深
刻
な
経
済

問
題
が
地
域
レ
ベ
ル
で
噴
出
し
な
い
限

り
、
こ
の
制
度
に
も
相
応
の
歴
史
的
存
在
意
義
が
あ

っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　
こ
の
点
で
注
目
し
た
い
の
が
、
低
地
諸

地
方
と
フ
ラ
ン
ス
中
部

の
間

の
ワ
イ
ン

交
易
の
実
態
を
丹
念
に
検
討
し
た
ク
レ
イ
ベ

ッ
ク
ス
の
見
解
で
あ
る
。
彼
に
よ
る

と
、
中
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
諸
侯
が
都
市
に
対
し
て
付
与
す
る
特
権
は
、

既
成
事
実
と
い
う
以
上
に
、
何
よ
り
も
そ

こ
が
慣
習
的
に
重
要
な
ワ
イ
ン
取
引
地

で
あ

っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
行
為
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
都
市
が

こ
う
し
た
慣
習
的

に
で
き
あ
が

っ
て
い
た
仕
組
み
に
対
し
て
成
文
化
を
求
め
た
の
は
、
そ
の
市
場
機

能

の

衰

退

を

く

い
止

め
よ

う

と

す

る

た

め

で

あ

っ
た

と

も

さ

れ

る
。

し

た
が

っ

て
、

ワ
イ

ン
の
よ

う

に

固
有

の
流

れ

を

持

つ
財
貨

に

つ
い

て

は
、

重

要

な
商

業

都

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ　　ら　　ら

市

は
多

か

れ

少

な

か

れ

古

来

よ

り
、

非
公

式

に

し

て
事

実

上

の

ス
テ

ー
プ

ル
機

能

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(20
)

を

も

っ
て

い
た

は
ず

だ

と

い
う

の
で

あ

る

。

　

実

際

、

北

フ

ラ

ン
ス
か

ら

低

地
諸

地
方

で

は
、

い
く

つ
か

の

地
点

が

中

世

後

期

に

か
け

て

ワ
イ

ン

・
ス
テ

ー

プ

ル
と

い
え

る

だ

け

の
中

心
的

な
取

引

地
と

な

っ
て

い
た

が

、

そ

の
す

べ

て
が

当

初

か
ら

全

面

的

な

独
占

を

主

張

し
た

わ
け

で

は

な

い
。

　

例

え

ば

、

フ

ラ

ン
ド

ル
北

西

部

ズ

ヴ

ィ

ン

N
窯
ぢ

湾

に

位

置

す

る

ダ

ー

ム

U
⇔
旨
旨
。

は
、

伯

か
ら

の
特

権

を

得

て
、

一
四

世

紀

に

ワ
イ

ン

・
ス
テ

ー

プ

ル
を

法

制

的

に
確

立

す

る

。

た

だ

し
そ

の
運

営

は
さ

ほ

ど

厳
格

な

も

の
で

は

な

く
、

少

な

く

と

も

ズ

ヴ

ィ

ン

へ
の

フ

ラ

ン
ス
産

ワ
イ

ン
の
輸

入

に
関

し

て

は

い

っ
さ

い
強

制

的

な

処

置

は
な

く

、

湾

内

で

販

売

さ

れ

る

樽

に

つ

い
て

の
み

一
定

の
販
売

規

制

が

措
置

さ

れ

た

に

す

ぎ

な

い
。

い

っ
た

ん

必
ず

ダ

ー

ム
に

ワ
イ

ン
を

持

ち
込

ま

せ
、

そ

こ

か
ら

ズ

ヴ

ィ

ン
湾

の
他

の
地

点
、

特

に

ス

ル

ゥ
イ

ス

ω
冨
冨

港

に

運

ぶ

際

に

ワ
イ

ン
商

人

は
許

可

を

得

な

く

て

は
な

ら

な

い
と

い
う

の
が

そ

の
内

容

で

あ

る
。

ち
な

み

に

一
四

・
五

世

紀

の
ダ

ー

ム

で

は
、

ワ
イ

ン
は

ニ
シ

ン
と

も

っ
ば

ら

交

換

さ

れ

る
戦

略

商

品

で
あ

っ
た

が

、

特

権

を

受

け

取

っ
た

当

時

の
ダ

ー

ム
は
、

港

湾

内

へ
の
砂

の
堆

積

等

に
ょ

る

ス

ル

ゥ
イ

ス
港

へ
の
港

湾

機
能

の
移

動

な

ど

に

よ

っ
て
危

機

的

状

況

に
陥

っ
て

い
た

の
で

あ

り
、

法

制

化

は

都

市
が

と

る

べ
き

挽

　

　

　

　

　

　

　

　

(21
)

回

策

の

一
環

で
あ

っ
た

。

ダ

ー

ム

へ
の

ワ
イ

ン
の
自

律

的

な

集

散
、

す

な

わ

ち

非

公

式

な

レ
ベ

ル
で

の
ダ

;

ム

の

ワ
イ

ン

・
ス

テ

ー
プ

ル
最

盛

期

は
、

一
二

・
三

世

紀

に

お
け

る
商

都

ブ

リ

ュ
ッ

へ

切
逵

σq
σQ
Φ

の
台

頭

と

そ

れ

に
伴

う

ダ

ー

ム
外

港

の

発

展

の
時

代

に
あ

っ
た

の

で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

フ

ェ
ル

ヒ

ュ
ル

ス
ト

は
、

一
九
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九
〇
年
代
に
史
料
分
析
が
進
ん
だ

一
通
の
流
通
税
表
を
手
が
か
り
に
し
て
、

=

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(銘
)

世
紀
半
ば
ズ
ヴ
ィ
ン
湾

へ
の
経
済
の
収
斂

を
語

っ
て
い
る
。

　
他
に
、
北

フ
ラ
ン
ス
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
空
間
に
か
け
て
、
ワ
イ

ン
の
最
重
要
特
権

ス
テ
ー
プ
ル
は
、
ブ
ド
ウ
栽
培
地
帯
に
相
対
的
と
は
い
え
近
い
ア
ラ
ス
諺
疑
霧
と

ヴ

ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ

く
巴
①
口
9
Φ旨

oω
に
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
ア
ル
ト
ワ

伯
と

エ
ノ
ー
伯
か
ら
中
世
後
林
に
そ
の
地
位
を
保
障
さ
れ
た
。
し
か
し
、
特
権
な

し
で
も
他

の
諸
都
市
が
重
要
な
ワ
イ

ン
市
場
地
に
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
も
疑

い
な

く
、
南
か
ら
順
に
、
ド
ゥ
ユ
U
o§
博、

モ
ン
ス
ζ
o
口
。。、
ト
ゥ
ー
ル
ネ

↓
o
β
讐
巴
、

イ
ー
プ

ル

HΦ℃
段
、
　
ヘ
ン
ト

O
o
導
、

ブ
リ

ュ
ッ
セ
ル

切
饕
拷
o以
霧
、

ア
ン
ト
ヴ

ェ
ル
ペ
ン

諺
昌
暑

o壱
oけ
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
こ
で
対
象
と
し
て
い
る
サ
ン

・
ト

メ
ー
ル
も
ま
た

一
三
世
紀
ま
で
は
正
規
特
権
の
な
い
ワ
イ
ン

・
ス
テ
ー
プ

ル
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(23
)

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
い

っ
た
ん
こ
れ
だ
け
の
ワ
イ
ン
流
通
拠
点
が

網
の
目
状
に
形
成
さ
れ
る
と
、

一
定
の

「
棲
み
分
け
」
構
造
が
で
き
あ
が

っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
今
度
は
全
体
と
な

っ
て
構
造
変
化
に
対
す
る
ブ

レ
ー
キ

と
し
て
作
動
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

一
つ
の
ス
テ
:
プ

ル
都
市

に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
責
任
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
封
建
的
な
性
格
を
帯
び
た

旧
弊
な
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
時
代
、
こ
の
一
帯
に
お
け
る
ワ
イ
ン
経
済
地

理
が
そ
れ
を
作
り
出
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
興
味
深
い
こ
と
に
、
前
段
落
に
名
を
挙
げ
た

都
市
の
ほ
と
ん
ど
が

エ
ス
コ
ー

団
の＄
暮

(
オ
ラ
ン
ダ
語
表
記
で
は
、
ス
ヘ
ル
デ

ω
oゲ
o
缸
o)
水
系
沿
い
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
北
部
か
ら
陸
路
と
内
陸
河
川
を
経
て
北

上
し
て
き
た
ワ
イ
ン
が
、

い
よ
い
よ
ピ
カ

ル
デ

ィ
ー
高
原
を
越
え
た
の
ち
、

エ
ス

コ
ー

(
ス
ヘ
ル
デ
)
河
を
軸
と
し
て
流
通

し
て
い

っ
た
事
実
を
示
唆
す
る
。
ワ
イ

ン
生
産

の
北
限
に
接
す
る
位
置
関
係
と
域
内
に
お
け
る
重
要
な
河
川
の
存
在
が
、

北
フ
ラ
ン
ス

・
低
地
諸
地
方

の
ワ
イ
ン

・
ス
テ
ー
プ
ル
都
市
の
基
本
分
布
を
定
め

て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　
　
　
　

三
　

事

実

上

の

ス
テ
ー
プ

ル
の
存
在

と

　
　
　
　
　
　

ワ
イ

ン
流
通

の
活

況

　
条
例
中
の
文
言
、
あ
る
い
は
他
の
伯
文
書
な
ど
の
記
述
か
ら
、
す
で
に

一
三
世

紀
前
期
の
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
に
は

〈
o雷
覧
Φ〉
(
。・鍵
覧
Φ
)
と
称
さ
れ
る
倉
庫
兼

取
引
所
が
あ
り
、

ワ
イ
ン
も
ま
た
そ
こ
を
経
由
し
て
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る

(末
尾
資
料
の
条
例
テ
キ
ス
ト
を
参
照
)。

　

一
二
世
紀

の
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
の
流
通
税
表
群
で
も
す
で
に
ワ
イ
ン
は
課
税
の

対
象
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は

一
般
的
な
市
場
税
、
あ
る
い

は
市
門
通
過
の
際

の
通
過
税

・
荷
車
税
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
期
間
を
分
け
て
古
来

よ
り
の
大
勢
力
で
あ
る
サ
ン

・
ベ
ル
タ
ン
修
道
院
と
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
参
事
会
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(24
)

会
、
そ
し
て
都
市
当
局

の
間
で
収
益
を
分
割
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
撮

入
さ
れ
た
ワ
イ
ン
は
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
の
城
代
に
よ

っ
て
そ
の
計
量
検
査
が

実
施
さ
れ
た
。
こ
の
権
利
と
税
を

〈{o
蠢
σq貯
旨
〉
と
い
う
が
、
そ
の
体
制
は

一
二

一
八
年
に
城
代
の
文
書
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
の
計
量
時
の
税
は

「搬
出
税
」

〈
o風
ε
ヨ

三
艮
"
紆
oぱ

傷
"陣。・。・⊆
①〉

の
名
称
で
も
示
さ
れ
た
。

サ
ン
・
ト
メ
ー
ル

市
民
と
バ

ン
リ
ウ
住
民
は
こ
れ
か
ら
免
除
さ
れ
た
が
、
外
来
者
は
課
税
対
象
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(25
)

し
て
そ
の
義
務
を
負

っ
た
。
名
称
か
ら
し
て
も
、
外
来
者
が
自
由
に
購
入
し
て
外

に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
の
関
税
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

す
で
に
城
代
管
理
時
代
か
ら
、
ワ
イ

ン
取
引
は
計
量
と
い
う
作
業
を
軸
と
し
て
、

ヘ
　
　
ヘ　
　
ヘ　
　
へ

事
実
上
の
ス
テ
ー
プ
ル
体
制
と
表
現
で
き
る
管
理
市
場
体
制
の
下
に
あ

っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。

37



窓史

　
こ
の
よ
う
な
体
制
の
下
、

二
二
世
紀
を
通
し
て
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
の
ワ
イ

ン
取

引
が
拡
大
し
た
こ
と
が
、
諸
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
ま
ず
、

ス
テ
ー
プ

ル
業
務

に
関
係
す
る
役
職
者
数
の
増
加
が
見
て
取
れ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、

ア
ー
河

を
介
し
て
市
内
に
搬
入
さ
れ
、
そ
し
て

ス
テ
ー
プ
ル
に
持
ち
こ
ま
れ
る
際
、

ワ
イ

ン
は
都
市
当
局
が
管
理
す
る

「荷
下
ろ
し
人
」　
〈
自
①oo犀
OH閃
O
d[同〉
に
よ

っ
て
河
岸

で
船
か
ら
積
み
降
ろ
さ
れ
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、

一
二
五

八
年
都
市
当
局
は
こ
の
仕
事
に
誰
で
も
自

由
に
な
れ
る
こ
と
を
定
め
た

(条
例

一

五
九
)
。

お
そ
ら
く
は
、

河
岸
で
の
混
雑

(取
引

ワ
イ
ン
の
増
大
)
を
緩
和
す
る

た
め
の
緊
急
措
置

で
あ

っ
た
と
見
て
よ

い
。　

=

一八
〇
年
、

都
市
当
局
は
城
代

と
協
議
し
た
う
え
で
、

〈
伽
Φこ陰パ
O目
犀
O信
婦〉

の
数
を
再
び

一
四
～
二
〇
人
に
制
限
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(26
)

る
が
、
必
要
時
に
は
追
加
す
る
と
も
規
定

し
て
い
る
。
具
体
的
な
取
引
量
に
つ
い

て
、
デ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
城
代
が

ワ
イ
ン
計
量
税

〈{つ
騫
αq
冒
旨
〉
か
ら
二
〇
〇
リ
ブ

ラ
を
引
き
出
し
た

=

一六
四
～
六
八
年

の

一
通

の
文
書

の
デ
ー
タ
か
ら
、
城
代
検

量
の
前
を
流
れ
た
年
間
の
ワ
イ
ン
樽
数
を
、

一
九

二
〇
～
三
八
四
〇
樽

(前
者
に

近
い
数
値
)
程
度
と
見
る
。
さ
ら
に

二
二
二
〇
年
に
は
八
八

一
六
樽
が
取
引
き
さ

れ
、
そ
の
う
ち
の
半
分
強
に
あ
た
る
四
八

=

一
・
五
樽
分
が
小
売
に
出
さ
れ
た
こ

と
も
判
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
小
売
分

を
リ
ッ
ト
ル
換
算
に
直
す
と
三
九
〇
万
リ

ッ
ト
ル
と
な
る
と
い
う
。
人
口
を
四
～
五
万
と
し
て
、

一
人
平
均
の
年
間
飲
料
総

量
が
七
八
～
九
八

・
五
リ

ッ
ト
ル
、

一
人
が
四

・
五
日
で

一
リ

ッ
ト
ル
を
消
費
し

　
　
　
　
　
　
　

(27
)

て
い
る
計
算
と
な
る
。
飲
料
以
外
で
も
使
用
さ
れ
、
居
酒
屋
な
ど
の
酒
類
専
門
の

小
売
り
業
者
も
い
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
が
過
大
な
数
値
と
は
必
ず
し
も

讐葭
〉え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な

ワ
イ

ン
市
場
の
拡
大
の
背
景
に
は
、

他
都
市
と
比
べ
た
際
の

サ

ン
・
ト
メ
…
ル
市
の
地
理
的
優
位
性
が

や
は
り
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
章

で
見

て
き

た

よ

う

に
、

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
は

エ

ス

コ
:

(
ス

ヘ
ル
デ

)

水

系

に
接

近

し

て

は

い
て

も
、

そ

れ

と
直

結

し

た
位

置

関

係

に

は

な

い
。

し

か

し
、

そ

の
欠

点

を

補

っ
て

余

り

あ

る

利

点
が

同

市

に

は
存

在

し

た
。

ア

ー

諺
靉
河

を
介

し

て
比

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

(
28
)

較

的

短

い
距

離

で

海

と

繋

が

っ
て

い
た

点
が

そ

れ

で

あ

る
。

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
市

は
早

く

か
ら

イ

ン
グ

ラ

ン
ド
と

の

関

係

が

深

か

っ
た

こ
と
が

指

摘

さ

れ

て

い
る

が

、

こ
れ

も

ア

ー
河

の
存

在

を

無

視

し

て

は
語

ら

れ

な

い
。

経

済

史
的

な

次

元

で

は

一
二
世

紀

初

め

に

は
す

で

に

ア

ー
河

口

の
グ

ラ
ヴ

リ

ー

ヌ

O
騫
く
。
ζ
ロ
＄

で

の

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

(29
)

市

場

税

免

除

特

権

の
認

定

を
獲

得

し

て

い

る
。

ま

た
、

一

一
六

〇

年

代

以

降

、

グ

ラ
ヴ

リ

…

ヌ

の
本

格

的

港

湾

都

市

化

事

業

が

フ
ラ

ン
ド

ル
伯

の
主

導

の
も

と

、

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
市

も

加

わ

っ
て
着

手

さ

れ

る
。

同

時

に

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
で
も

直

接

都

市

へ
海

船

を

接

岸

さ

せ

よ

う

と
、

大

規

模

な

ア

ー
河

大

運

河

O
簽
ロ
傷
①

夘
ぞ
猿
器

の
建

設

が

施

工
さ

れ

て

い

る
。

ま

さ

に

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
市

に

と

っ
て

ア

ー
河

は
、

ブ

リ

ュ
ッ

へ
に
と

っ
て

の
ズ

ヴ

ィ
ン
湾

の
ご

と

く
、

対

外

交

易

の
た

め

の
動

脈

だ

っ
た

の

で
あ

る
。

　

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
市

の

ワ

イ

ン
市

場

に

は
、

各

方

面

か
ら

ワ
イ

ン
が

持

ち

込

ま

れ

て

い
た

。

条

例

登

記
帳

に

よ

る

限

り

で

も
、

二

二
世

紀

中

期

の

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
市

に
搬

入

さ

れ

る

ワ
イ

ン

の
種

類

は
複

数

あ

っ
た
。

フ
ラ

ン

ス

・
ロ
ワ

ー

ル
河

流

域

の

オ

ル

レ
ア

ン

○
ぼ
鐙

器

、

ブ

ル
.認
ー

ニ

ュ
北

部

の
オ

セ
ー

ル

診
q
醤
Φ
議
①
、

シ

ャ

ン
パ

ー

ニ

ュ
北

部

の

ソ

ワ

ソ

ン

ω
o
陣。・
ωo
霧

の

ワ
イ

ン
が

そ

れ
ぞ

れ

別

銘
柄

で

到
着

し

て

い
る

(
条

項

三

二
、
四

六
、
五

七

七

参

照
)
。

ま

た

<
<
貯

傷
①
霞
竃

o
>

と

言

わ

れ

る

い
わ

ゆ

る

地

元
産

の
も

の
も

あ

る

(
条

例

三

二
)
。

さ

ら

に

別

の
条

項

で

は
、
　

<
<
冒

塊
す
。
冨
〉

の
名

が

あ

り

(
条

例

三

七
、

八

八
、

五

七

七

、

八

五

八
)
、

デ

ル
ヴ

ィ

ル
に

よ

る
と

こ
れ

は

ラ
イ

ン

濁
ず
①
響

河

(
仏

語

で

は
幻
ぼ
霧

)

　
　

　

　

　

　

　
　

(30
)

産

の
も

の
と

解

さ

れ

る

。

な

お
、

都

市

条

例
帳

で
は

オ

セ
ー

ル
産

と

ラ

イ

ン
産

は

38
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初
期
か
ら
後
期
ま
で

一
貫
し
て
言
及
さ
れ

る
が
、
ソ
ワ
ソ
ン
産
と
オ
ル
レ
ア
ン
産

は
初
期
の
条
項
で
言
及
さ
れ
て
以
降
は
確
認
さ
れ
な
い
。
ワ
イ

ン
流
通
地
理
に
何

ら
か
の
変
化
が
起
き
た
も

の
と
考
え
ら
れ

る
。

　
実
際
、

コ
ニ
世
紀
に
台
頭
し
た
の
が
南
西
フ
ラ
ン
ス
の
ワ
イ

ン
で
あ
る
。
条
例

登
記
帳
で
も
、

一
二
九
〇
年
代
の
条
例
群
か
ら
、
ポ
ワ
ト
ゥ
産
サ
ン

・
ジ
ャ
ン

・

ダ

ン
ジ
ェ
リ
ィ
ω
巴
暮
山
＄
ロ
・山、諺
口
αq曾
団
の
白
ワ
イ
ン
が
登
場
す
る

(条
例
五
七

七
)。　
一
四
世
紀
初
め
に
は
ア
ル
ト
ワ
伯
妃

マ
オ
ー
も

こ
の
地
方

の
ワ
イ
ン
を
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(31
)

飲
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
以
前
の
条
例
に
は
南
西
フ
ラ
ン
ス
地
方
の

ワ
イ

ン
は
言
及
さ
れ
て
な
い
が
、別
の
商
業
系
史
料
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
民
の
商

取
引
記
録

く零
。
ぞ
V
の
分
析
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
早
い
時
期
か
ら
ラ

・
ロ
ッ
シ

ェ

ル

ピ
騨
幻
o
oげ
o二
〇
港
な
ど
を
通
し
て

一
定
量
の
ワ
イ
ン
が

フ
ラ
ン
ド
ル
や
ア
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(23
)

ト
ワ
地
方
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
海
を
介
し
て

相
当
量
の
ワ
イ

ン
が
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
に
入
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
ワ
イ
ン
の
搬
入
、
さ
ら
に
は
そ
の
買
付
け
行
為
は
、
誰

に
よ

っ
て
担
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
は
ス
テ
ー
プ
ル
都
市
の
場
合

は
そ
の
受
動
的
性
格
が
強
調
さ
れ
、
仲
介
者

(中
間
流
通
担
当
)
と
し
て
の
機
能

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が

一
般
的
だ
が
、
こ
れ
は
大
部
分
の
中
世
後
期
都
市
に
は
妥

当
し
て
も
、
少
な
く
と
も

一
三
世
紀
以
前

の
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
商
人
に
は
当
て
は

ま
ら
な
い
。
し
か
も
、

一
四

・
五
世
紀
に
な

っ
て
も
な
お
彼
ら
は
各
地
の
ワ
イ

ン

生
産
場
で
ア
ク
テ
ィ
ヴ
に
活
動
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
デ
ル
ヴ

ィ
ル
は

一
連

の
研
究
を
通
し
て
、
彼
ら
に
ょ
る
ワ
イ
ン
能
動
商
業
の
実
態
を
克
明
に
描
き
出
し

　
　
(33
)

て
い
る
。
ま
た
、
中
世
後
期
に
は
特
に
ダ

ン
ケ
ル
ク

U
q
口
犀
①お
¢
Φ
を
新
し
い
外

港
と
し
て
利
用
し
、
活
発
な
海
上
商
業
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
、
同
じ
デ
ル
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(34
)

イ
ル
と
キ

ュ
ル
ベ
イ

ニ
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
デ
ル
ヴ
ィ
ル
と
ル
ヌ
ア
ー
ル
の
研
究
に
よ
る
と
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル

人
の

一
部
は
す
で
に

ご

ご
一四
年
に
、
ポ
ワ
ト
ゥ
産

ワ
イ
ン
の
積
出
港
ラ

・
ロ
ヅ

シ
ェ
ル
に
定
住
し
て
い
た
。
ま
た
、

=
二
世
紀
末
か
ら

一
四
世
紀
初
め
の
あ
る
商

取
引
記
録
か
ら
は
、
彼
ら
が
カ
レ
ー
港
を
拠
点
に
し
て
南
西
フ
ラ
ン
ス
産
の
ワ
イ

ン
取
引
に
能
動
的
に
関
わ

っ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。

ヴ
ィ
ッ
ソ
ク
家

な
ど

を
筆
頭
と
し
て
、

サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
で
は

ワ
イ

ン
商
業
を
も
と
に
都
市
貴
族

〈
℃
9什謹
o
μ9け〉
化
し
た
家
系
が
い
く
つ
も
あ
る
。
ワ
イ

ン
商
人
と
都
市
参
事
会
員

(
エ
シ

ュ
ヴ
ァ
ン
)
の
間
の
相
関
関
係
は
高
く
、
ワ
イ
ン
商
人
を
行
な

っ
た
後
に
、

エ
シ

ュ
ヴ

ァ
ン
に
昇
任
す
る
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
。
煽魯
碧

耄
〇
一く
。
艮
。
な
る
人
物

を
例
に
と
る
と
、

一
二
四
五
年
に
ハ
ン
ザ
に
加
入
し
、
六
二
～
六
四
年
に
ワ
イ
ン

商
と
し
て
活
動
し
た
後
、
七
三
年
に
エ
シ
ュ
ヴ

ァ
ン
に
な
り
、
八
七
年
か
ら
九
七

年
ま
で
を
市
長
と
し
て
務
め
た
。
デ
ル
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
成
功

の
基
盤
を
、

ラ

・
ロ

ッ
シ
ェ
ル
産
ワ
イ
ン
の
取
扱

い
と
考
え
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
想
定
は
正
し

(灘㌔　
し
か
し
、
経
済
情
勢
や
戦
争
の
影
響
に
よ

っ
て
こ
う
し
た
構
造
は
少
し
ず

つ
変

わ

っ
て
い
っ
た
。
外
国
人
商
人
の
進
出
が
顕
著
と
な

っ
て
く
る
。

一
二
一
八
年
、

ワ
イ
ン
計
量
税
規
定
は
す
で
に
外
国
人
商
人
に
よ
る
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
で
の
ワ
イ

ン
購
入
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
限
り
、
外
国
人
商
人
が
同
市
内
で
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(36
)

小
売
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
し
、
初
期
の
都
市
条
例
に
も
そ
れ
は
踏
襲

さ
れ
て
い
る

(条
例
二
三
、

二
四
)
。

と
も
あ
れ
、

外
国
人
商
人
の
直
接
来
訪
が

増
大
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
特
に

二
二
世
紀
後
半
以
降
、
南
西
フ
ラ
ン
ス

産
の
ワ
イ
ン
の
流
入
が
増
え
て
い

っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
動
き
は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ラ

・
ロ
ッ
シ
ェ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
南
西
フ
ラ
ン
ス
の
商

人

の
動
き
を
よ
り
活
発
に
し
た
も
の
と
容
易
に
想
像
で
き
る
。
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル

39



窓史

市
場
に
と

っ
て
は
、

ワ
イ
ン
産
地
商
人
の
直
接
参
入
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
の

動
き
は
、
次
章

で
見
る
よ
う
に
、

サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
に
と

っ
て
き
わ
め
て
困

っ

た
事
態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　
ヘ　　ヘ　　へ

　
　
　
　

四
　

事
実

上

の

ス
テ
ー
プ

ル
の
影

響

圏

と

　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ

ン
ド

ル
女

伯

の

対
抗

　
と
こ
ろ
で
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
に
搬
入
さ
れ
た
ワ
イ

ン
は
、
市
内
で
消
費
さ
れ

た
だ
け
で
な
い
。
周
辺
地
域

へ
も
移
出

・
再
輸
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
エ
リ
ア
は

か
な
り
広
か

っ
た
。
こ
う
し
た
周
辺
部

へ
の
広
域
的
な
再
分
配
機
能
こ
そ
、
ス
テ

ー
プ
ル
の
ス
テ
ー
プ
ル
た
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
。

一
度
こ
の
よ
う
な
物
資
集
積
市
場

が
形
成
さ
れ
る
と
、
周
辺
部
の
機
関
や
住

民
は
中
心
都
市
の
ス
テ
ー
プ
ル
市
場
を

介
し
て
商
品
を
求
め
る
と
い
う
流
れ
も
ま
た
構
造
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
市
内
に
あ
る
市
場
の
利
用
に
関

し
て
流
通
税
免
税
権
を
享
受
す
る
こ
と

が
で
き
た

エ
リ
ア
が
都
市
の
周
辺
に
広
が

っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
バ

ン
リ
ウ

(都

市
郊
外
の
従
属
地
域
)
と
呼
ば
れ
る

エ
リ

ア
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
範
囲
は
再
三

条
例
登
記
帳
の
布
告
が
定
め
る
よ
う
に
、
都
市
の
ス
テ
ー
プ

ル
市
場
の
禁
制

エ
リ

ア
に
含
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
範
囲
で
秘
密
裏
に
取
引
を
す
る
こ
と
は

法
制
上
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
バ

ン
リ
ウ
の
住
民
は
定
め
ら
れ
た
条
例
ル

ー
ル
に
従

っ
て
、
都
市
内
で
ワ
イ

ン
の
買
付
け
を
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。

　
ワ
イ

ン
搬
出
の
範
囲
は
さ
ら
に
バ

ン
リ
ウ
を
越
え
て
、　
一
四
世
紀
に
は
四
リ
ウ

(
ほ
ぼ

一
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
半
径
を

カ
バ
ー
し
た
と
言
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は

ま
た
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
遠
方

へ
と
再
輸
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
北
に
向
け
て
は
早
い
時
代
か
ら
グ

ラ
ヴ
リ
ー
ヌ
ま
で
を

エ
リ
ア
と
し
て
い

た
の
は
確
実
で
あ
り
、
条
例
登
記
帳
で
も
グ
ラ
ヴ
リ
ー
ヌ
の
水
夫
た
ち
は
サ
ン

・

ト

メ
ー

ル
ま

で

樽

を

積

み

替

え

て

は

な
ら

な

い
と

す

る

規

定

が

あ

ゑ

(
条

例

八

七
)
。

こ

れ

は
、　

=

一世
紀

半

ば

に

フ
ラ

ン
ド

ル
伯

フ

ィ
リ

ッ
プ

"

ダ

ル
ザ

ス
が

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

(73
)

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
市

民

に

認

め
た

グ

ラ
ヴ

リ

ー

ヌ
特

権

に
由

来

す

る
規

定

と
思

わ

れ

る
。

そ

の
他

、

ジ

リ

ー
や

デ

ル
ヴ

ィ
ル
に

よ

れ
ば

、

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
城

代

が

認

め

た

「
ワ
イ

ン
計

量

税
」

〈
ま

冨

αq
冒
ヨ
〉

の
免

除

特

権

者

の
分

布

が

、

サ

ン

・

ト

メ
ー

ル
市

の

ワ
イ

ン
移

出

エ
リ

ア

の
広

が

り

を

間

接

的

に

表

し

て

い

る
。

北

部

・
海

岸

部

で

は

カ

レ
ー

O
亀
鉱
。。
か

ら

フ
…

ル
ネ

<
①
ロ
彎

o
ま

で
広

が

り
、

南

部

で

は

エ
ダ

ン

鵠
Φ
・゚象
昌
、

オ

ヴ

ィ

ニ
ィ
ー

跨
g
ぼ
αQ
塁

、

ア

ラ

ス
近

く

ま

で

及

ん

　

　

(
38
)

で

い
る
。

　

も

っ
と

も
、

南

方

面

に

は
空

白

地

帯

も

存

在

し

た
と

考

え

ら

れ

る

。

サ

ン

・
ト

メ
;

ル

の
南

に
位

置

す

る
小

都

市

工
ー

ル

・
シ

ュ
ル

・
ラ

・
リ

ー

ス
が

リ

ー

ス
河

に

面

し

て

位
置

し

た
関

係

か

ら

か
、

小

規

模

な

が

ら

別

の

ス
テ

ー
プ

ル
を

構

成

し

　

　

　

　
　

　

　

(
39
)

て

い
た

か

ら

で
あ

る
。

そ
れ

で
も

、

さ
ら

に
南

の
ド

ゥ

エ
の
市

民

は

一
二
七

八

年

に
、

パ

リ
盆

地

北
部

の
小

都

市

ノ

ワ
イ

ヨ

ン

2
0
矯
o
ロ

か
ら

と

同

時

に
、

サ

ン

・

ト

メ

:

ル
か

ら

も

ワ
イ

ン
を
購

入

し

て

い

た

こ
と

が

知

ら

れ

る
。
匂
o
訂

ロ
ピ
節
旨
碧

山
①
ω
巴
導

-○
日
2

な

る

人
物

が

、

六

ケ
月

の
支

払

猶

予

で
、

ド

ゥ

エ
市

民

に

ラ

・

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

(40
)

ロ

ッ
シ

ェ
ル
産

の

ワ
イ

ン
を
売

却

し

た
記

録

が

残

さ
れ

て

い

る

の

で
あ

る

。

そ

れ

を

記

し
た

書

状

の
文

面

か

ら

す

る

と
、

彼

は
定

期

的

に

ド

ゥ

エ
を
訪

問

し

て

い

た

こ
と

も

推

察

さ

れ

る
。
　

一
度

限

り

・
単
発

の
契

約

で

は

な

か

っ
た

可
能

性

が

高

い

の

で
あ

る

。

ち

な

み

に
、

ド

ゥ

エ
と

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
と

の
関

係

に
関

し

て
、

デ

ル
ヴ

ィ
ル

は
市

民
家

系

の
結

合

と

い
う
観

点

か

ら

も
補

強

的

な
議

論

を
展

開

し

て

　

(41
)

い
る

。

　

ま

た
、

向

き

を
変

え

て

み

る

と
、

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル

の
北

東

、

ア

ー
河

の
対

岸

地

方

、

す

な

わ

ち

フ

ラ

ン
ド

ル
伯

領

に
向

け

て

は

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル

の

ス
テ

;
プ

40



中世中期サ ン ・トメールの市場 をめ ぐる 自由と統制

ル
市

場

の
影

響

は
ど

の
よ

う

に
及

ん

で

い
た

の
で

あ

ろ

う

か
。

こ

の
点

を
検

討

す

る

に
当

た
り

、

今

少

し
当

時

の

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
と

フ
ラ

ン
ド

ル
と

の
関

係

を
整

理

し

て

お
く

必

要

が

あ

る

。

　

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
市

は

一

一
九
〇

年

代

初

頭

ま

で
、

古

来

よ

り

フ

ラ

ン
ド

ル
伯

領

に
属

す

都

市

で
あ

っ
た

。

し

か

し
、

国

王

・
諸

侯
問

の
領

地
委

譲

や
戦

争

な

ど

を
経

て
、

=

二
世

紀

に
入

る

と

同

市

は

フ
ラ

ン

ス
王

の
支

配

下

に
、

さ

ら

に

=

一

二
〇

年

代

以

降

は
王

弟

の

ア

ル
ト

ワ
伯

の
伯
領

内

に
位

置

す

る
都

市

と

な

っ
て

い

た
。

ア

ー
河

は

フ

ラ

ン
ド

ル
と

ア

ル
ト

ワ
と

の
境

界

線

と

も

な

り
、

フ

ラ

ン
ド

ル

伯

領

や

ア

ー
河

河

口

「
右

岸

し

に

位

置

し

た

グ

ラ
ヴ

リ

ー

ヌ
は
、

サ

ン

・
ト

メ
ー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(24
)

ル
に
と

っ
て

は

「
外

国

」

の
地

と

な

っ
て

い
た
。

そ

れ

で

も

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
市

と

フ
ラ

ン
ド

ル
伯

領

と

の
縁

が

そ

う

簡

単

に

切

れ

た

と

い
う

こ

と

は
あ

ま

り
考

え

ら

れ

な

い
。

当

然

、

ニ

ニ
世

紀

に

入

っ
て

以
降

も
、

フ
ラ

ン
ド

ル
伯

領

内

の
商

人

と

同

市

と

の
間

に

は
密

接

な

商

業

関

係

が

保

た

れ

て

い
た
、

そ

し

て

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
に
集

積

さ

れ

る

ワ
イ

ン
も

、

そ

の

一
部

が

ス
テ

ー
プ

ル
を
介

し

て

フ
ラ

ン
ド

ル
商

人

に

よ

っ
て
各

地

に
転

売

さ

れ

て

い
た

と
考

え

る
方

が

自

然

で
あ

る
。

　

し

か

し
問

題

な

の

は
、

今

や

フ

ラ

ン
ド

ル
商

人

は
、

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
に
あ

っ

て

は
南

西

フ

ラ

ン

ス
人

と

同

様

に
、　

「
外

国

人
」

と
見

な

さ

れ

た

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

ま

た
、

す

で

に
述

べ
た

よ

う

に
、

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
市

は
、

古

来

よ

り
グ

ラ

ヴ

リ

:

ヌ
で
自

由

に
活

動

が

で
き

る

諸

特

権

を

保

持

し

て

い
た
が

、

一
三
世

紀

の

フ
ラ

ン
ド

ル
伯

か
ら

す

る
と

、

き

わ

め
て

不

快

な

行

為

と

し

て

そ

れ

は

映

っ
た

に

ち
が

い
な

い
。

フ
ラ

ン
ド

ル
と

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
と

の
間

に

は
、

奇

妙

な
経

済

対

立
が

=

一
六
〇

年

～

七
〇

年

代

に
生

じ

て

い
た

こ
と

が

種

々

の
史

料

か

ら
確

認

さ

れ

る
、

例
え

ば

、

=

一
七
〇

年

代

に
、

グ

ラ
ヴ

リ

ー

ヌ
近

海

で

の

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
市

民

に

よ

る

ニ
シ

ン
漁

、

並

び

に
グ

ラ
ヴ

リ

ー

ヌ
で

の
塩

漬

け
作

業

を

め

ぐ

り
、

フ
ラ
ン
ド
ル
伯

は
彼
ら
の
自
由
な
活
動
を
制
限
す
る
旨
の
書
状
を
発
布
す

る
。
し
か
し
、
市
民
た
ち
は
古
来
よ
り
保
証
さ
れ
た
権
利
を
た
て
に
パ
リ
の
高
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(34
)

法
院
に
提
訴
を
行
い
、
最
終
的
に
は
こ
の
係
争
に
勝
利
す
る
。
地
政
学
的
事
情
が

商
業
活
動
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、
た
い
て
い
戦
争
や
諸
侯
を
巻
き
込
ん
で

の
利
害
対
立
が
生
じ
た
際
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
お
そ
ら
く
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル

市
の
圧
倒
的
な
物
資
集
散
機
能
に
よ
り
、

フ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
南
西
部
の
地
域
社
会

が
大
き
く
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
、

フ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
突
然
の
行
為
を

促
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
問
題
は
ワ
イ
ン
に
関
し
て
よ
り
あ
か

ら
さ
ま
な
形
を
と

っ
て
噴
出
し
て
い
た
。

　

一
二
六
二
年
、
当
時
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
は
伯
ギ
ー
が
幼
く
、
前
伯
の
妃

マ
ル
グ

リ
ー
ト
が
女
伯
と
な

っ
て
統
治
し
て
い
た
。
こ
の
年
彼
女
は
、
グ
ラ
ヴ
リ
ー
ヌ
に

ワ
イ

ン
を
持
ち
込
む
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
人
、
ポ
ワ
ト
ゥ
人
に
破
格

の
特
権
を
賦
与
し

た
。
文
書
は
、
グ
ラ
ヴ
リ
ー
ヌ
に
来
る
当
該
の
二
つ
の
地
域
の
商
人
と
そ
の
共
同

出
資
者
宛
に
、
ま
た
同
時
に
、

ラ

・
ロ
ッ
シ
ェ
ル
、

ニ
オ
ー
ル

Z
δ
属
、
サ
ン

・

ジ
ャ
ン

・
ダ
ン
ジ

ェ
リ
ィ
の
各
自
治
体
と
そ
の
市
長
宛
て
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

文
書
は
長
大
な
特
権
リ
ス
ト
を
含
ん
で
い
る
が
、
主
な
も
の
を
列
挙
す
る
と
、

　
①
当
該
地
域
の
商
人
の
代
理
人

合
奠
σQ曾
貫

奉
一一①寅

αQ
効目象
＄
ω〉
の
伯
領
全

　
　
域
で
の
保
護
。

　
②
領
域
内
の
全
て
の
都
市
や
プ
ー
ル
、
各
所

へ
の
自
由
な
商
品
輸
送

(
安
全
護

　
　
送
)
と
そ
こ
で
の
自
由
な
売
買
活
動
。

　
③
商
品
の
抵
当
差
押
さ
え
、
あ
る
い
は
商
品
保
管
の
自
由
。

　
④
女
伯
の
土
地
の
者
1ー
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
民
と
の
協
同
行
為
の
自
由
。

　
⑤
グ
ラ
グ
リ
ー
ヌ
で
訴
訟
を
受
け
る
場
合
、
裁
判
担
当
官
か
ら
の
助
言
と
弁
護

　
　
士
を
確
保
す
る
権
利
。
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窓史

　
⑥
ワ
イ

ン
の
検
査
に
関
す
る
自
由
。
す
な
わ
ち
女
伯
の
バ
イ
イ
合
⇔
崔
凶V
に
よ

　
　
り
、

ま
た
グ
ラ
グ
リ
ー
ヌ
の
都
市
参
審
人

(
エ
シ
ュ
ヴ

ア
ン
)
、

裁
判
担
当

　
　
官
に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は
他
の
該
当
者
に
よ

っ
て
、
年
に

一
回
だ
け
、
新
し

　
　
い
ワ
イ

ン
が
入
港
し
た
と
き
の
み
検
査
が
行
な
わ
れ
る
。

　
⑦
検
査
を
名
目
に
し
た
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
の
ワ
イ
ン
検
査
官
に
よ
る
倉
庫
等

へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(44
)

　
　
の
接
近
の
禁
止
、
等
々
で
あ
る
。

　
書
状
内
容
か
ら
も
、
こ
の
特
権
賦
与
が

サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
の
ス
テ
ー
プ

ル
へ

の
対
抗
措
置
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
第
六
条
特
権
、
及
び
第
七
条
特

権
で
問
題
と
な

っ
て
い
る

「倉
庫
」

は
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
の
そ
れ
と
い
う
よ
り

も
、
お
そ
ら
く
グ
ラ
ヴ
リ
ー
ヌ
港
に
設
置
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
下

の
施
設
、
も

し
く
は
地
元
商
人
の
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。
女
伯
は
、
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市

の
ス

テ
ー
プ

ル
役
人
を
可
能
な
限
り
排
除
し
、
独
自
の
、
し
か
も
き
わ
め
て
軽
微
な
検

査
体
制
で
、

新
興
の
南
西
フ
ラ
ン
ス
商

人
を
優
遇
す
る

こ
と
で
、

ワ
イ
ン
流
通

の
向
き
を
変
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味

で
、

=

一六
二
年
の
特
権
こ
そ
は
、
ま
さ

に
大
権
を
行
使
し
て
の
女
伯
側
か
ら
の

起
死
回
生
策
で
あ

っ
た
。

　
　
　
　

五
　

サ

ン

・
ト
メ
ー

ル
都

市
当
局

の
戦

略

と

　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　へ

　
　
　
　
　
　

真

の

ス
テ
ー
プ

ル
化

　
前
章
に
見
た
フ
ラ
ン
ド
ル
女
伯
の
措
置

は
、
お
そ
ら
く
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル

「政

財
界
」
に
少
な
か
ら
ぬ
波
紋
を
引
き
起
こ
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
と
え
直
ち
に

大
き
な
影
響
が
出
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と

し
て
も
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
人
に
と

っ

て
そ
の
特
権
文
書

の
内
容
は
潜
在
的
な

脅
威
と
映

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

概
し

て
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
当
局
は
、
お
お
ま
か
二
つ
の
方
向
で
打
開
策
を
見
い
だ

そ

う

と

し

た

よ
う

に
思

わ

れ

る
。

以

下

、

こ

の
点

を

順

次

見

て

い
く

こ
と

と

し

た

い
。(

一
)
パ
リ
盆
地
産

ワ
イ

ン
の
新
規
流
入
ル
ー
ト
の
開
拓

　
彼
ら
が
模
索
し
た
第

一
の
道
は
、
南
西
フ
ラ
ン
ス
産
ワ
イ

ン
に
頼
ら
な
い
仕
方

で
、
い
か
に
安
定
的
に
ワ
イ

ン
の
流
入
を
確
保
す
る
か
と
い
う
方
向
の
道

で
あ

っ

た
。
こ
の
方
面
で
は
、
ま
ず
彼
ら
は
、
当
時
北
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
幹
線
ル
ー
ト
上

に
整
備
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
バ
ポ
ー
ム
の
通
過
税
制
度
の

「研
究
」
を
は
じ
め
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
筆
者
が
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
郡
文
書
館
で
再
発
見
し
た

=

一七
三

年

の
転
写
と
さ
れ
る
バ
ポ
ー
ム
通
過
税
規
定
の
写
本
の
作
成
が
そ
れ
を
物
語

っ
て

お
り
、
都
市
は
こ
の
時
期
、
通
過
税
規
定
の
原
本
が
あ
る
王
権
の
文
書
庫
に
出
向

き
、

こ
れ
を
転
写
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
同
市
の
特
権
文
書
帳

〈O
餌同汁信
一9屮同O
〉
と

合
冊
す
る
か
た
ち
で
編
集
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
規
定
の
う
ち
で
と
き

お
り
言
及
さ
れ
る

「
サ
ン

・
ト
メ
1
ル
」
の
語
に
書
記
か
テ
キ
ス
ト
分
析
者
の
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(54
)

か
が
反
応
し
た
と
見
ら
れ
、
下
線
や
チ

ェ
ッ
ク
印
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
当
時

の
バ
ポ
ー
ム
通
過
税
制
度
は
、
仮
に
同
地
を
通
ら
な
く
と
も
通
過
し
た
と
同
等
の

負
担
を
求
め
て
く
る
な
ど
、
か
な
り
強
制
的
な
様
相
を
呈
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
は

確
か
で
、
過
去
に
は
な
か

っ
た
よ
う
な
通
過
税
負
担
を
め
ぐ
る
紛
争
が
出
現
し
て

　
(46
)

い
た
。
都
市
当
局
は
、

こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
可
能
な
限
り
自
身
に
有
利
と

な
る
方
策
を
模
索
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
つ
い
に
、
バ
ポ
ー
ム
通
過
税
規
定

の
瞹
昧
な
表
現
を
う
ま
く
利
用
し
た
の
か
、
周
辺
諸
侯

へ
の
ロ
ビ
ー
活
動
を
通
し

て
、
自
身
に
有
利
な
特
権
状
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
。

　

=

一七
六
年
、
ア
ル
ト
ワ
伯

ロ
ベ
ー
ル
ニ
世
が
与
え
た
文
書
が
そ
の
代
表
格
で

あ
り
、

こ
れ
に
ょ

っ
て

「
サ
ン

・
ト
メ
:
ル
市
民
は
、

ガ
リ
ア
語
で

「ボ
ー
ヴ
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エ
の
し
と
言
わ
れ
る
ワ
イ
ン
を
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
へ
運
び
た
い
と
思
う
と
き
、
あ

ら
ゆ
る
道
を
通

っ
て
、
本
来
な
さ
れ
る
べ
き
バ
ポ
ー
ム
の
負
担
な
く
し
て
、
そ
れ

を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
L
よ
う
に
な

っ
た
。
伯
は
さ
ら
に

「
上
記
ワ
イ
ン
が

い
か

ほ
ど
の
量
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
通
過
税
か
ら
彼
ら
を
は
ず
し
」
　
「負
担
の
な
い
も

の
」
と
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
ワ
イ

ン
が
バ
ポ
ー
ム
の
通
過
税
徴
収
区
域
を
通
る

場
合
は
別
と
さ
れ
、
そ
の
場
合
は
慣
習
通
り
の
通
過
税
を
負
担
す
る
よ
う
指
示
さ

　
　
　
(谺
)

れ
て
い
る
。
こ
の
特
権
が
、
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
民
に
と

っ
て
画
期
的
な
も
の
と

な

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
前
の
通
過
税
規
定
で
は
、
問
題

の
バ

ポ
ー
ム
を
通
過
せ
ず
、
ボ
ー
ヴ
ェ
か
ら
ま

っ
す
ぐ
北
に
向
け
て
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル

ま
で
ワ
イ
ン
を
運
ぶ
場
合
で
も
、
バ
ポ
ー
ム
通
過
税
役
人
団
の
判
断
次
第

で
所
定

の
税
負
担
を
求
め
ら
れ
え
た
の
で
あ
り

(事
実
そ
の
よ
う
な
法
外
な
要
求
と
そ
れ

に
端
を
発
す
る
提
訴
が
、
前
述
し
た
と
お
り

二
二
世
紀
後
半
か
ら
増
え
て
い
く
)
、

こ
の

=

一七
六
年

の
措
置
は
こ
れ
に
大
き
な
風
穴
を
開
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ル
ト
ワ
伯
自
身
も
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
に
対
抗
す
る
と
い
う
意
志
を
持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述

の
特
権
が

サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
救
済
の
た
め
だ

っ

た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
本
特
権
と
相
前
後
し
て
伯

ロ
ベ
ー
ル
は
、
別
の
措
置
を

講
じ
て
い
る
。
ま
ず

=

一七

一
年
、
サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
に
商
人
を
参
集
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(娼
)

た
め
、
新
し
い

「年
市
」
〈U
q
口
伽
一口
節
①〉
の
創
設
を
決
定
し
た
。
ま
た
、

=

一七
七

年
に
は
、

サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
の
ワ
イ
ン
・
ス
テ
ー
プ
ル
市
場
制
度
の
据
え
置
き
を

認
め
つ
つ
も
、
三
年
の
期
限
を
つ
け
て
外

国
人
に
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル

・
ス
テ
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(49
)

ル
で
の
ワ
イ
ン
の
自
由
な
買
付
け
を
許
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
伯

ロ
ベ
ー
ル
は
、

重
大
な
危
機
に
直
面
し
て
い
た
サ
ン

・
ト

メ
ー
ル
経
済
の
て
こ
入
れ
に
乗
り
出
し

て
い
た
よ
う
に
見
て
取
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
年
市
開
設
や

一
時
的
な
ス
テ
ー
プ

ル
の
緩
和
策
は
、
外
国
人
の
市
域
内

へ
の
流
入
を
従
前
に
も
ま
し
て
促
す
措
置
で

あ

っ
た
だ

け

に
、

場

合

に
よ

っ
て

は

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
市

場

の
市

場

環

境

に

な

に

が

し

か

の
混

乱

を

引

き

起

こ

し
た

可

能

性

も

あ

る

。

こ

の
点

は

こ

の
あ

と

議

論

す

る
都

市

に

よ

る

ス
テ

ー
プ

ル
維

持

問

題

の
背

景

に
あ

る

の
か

も

し

れ

な

い
。

　

い
ず

れ

に

せ
よ

、

ア

ル
ト

ワ
伯

の
動

き

い
か

ん

に
か

か

わ

ら
ず

、

サ

ン

・
ト

メ

ー

ル
市

は
、

バ

ポ

ー

ム
を

回
避

す

る

ワ
イ

ン
搬

入

ル

ー
ト

の

安

定

的

確

保

の
た

め
、

あ

ら

ゆ

る

方

面

で
交

渉

を

行

な

っ
た

よ

う

で

あ

る
。
　

=

一
七

八
年

に
、

サ

ン

・
ポ

ー

ル

ω
鉱
馨

・℃
9

伯

ギ

ー

"
ド

購
シ

ャ
テ

ィ

ヨ

ン
よ

り

、

そ

の
伯

領

内

で

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

(50
)

の
あ

ら

ゆ

る
通

過

税

く
8
器

醤

9
σq
＄

簿

賃
9
〈
。
謎
〉

の
免

除

権

を

受

け

取

っ
た

。

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

(51
)

し

か
も

、

こ

の
文

書

は
王

権

に
よ

っ
て
も

承

認

さ

れ

、

四

年

後

の

一
一
一八

二
年

に

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　

(25
)

も

確

認

文

書

が

発

給

さ

れ

る
な

ど

、

相

当

に
入

念

な

法

手

続

き

が

取

ら

れ

た

。

こ

う

し

て

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
市

は
、

フ

ラ

ン
ド

ル
伯

に
対

抗

し

う

る

だ

け

の
法

的

環

境

を
、

自

ら

の
外

交

活

動

を

通

し

て
実

現

し

て

い

っ
た

の

で
あ

る

。

(
二
)

ス
テ
ー
。フ
ル
の
維
持
と
都
市
法
制
の
整
備

　

フ
ラ
ン
ド
ル
伯

の
特
権
が

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

ス
テ
ー
プ

ル
を
介
さ
な
い

「自
由
主
義
的
」
な

ワ
イ

ン
取
引
で
あ

っ
た
。
サ
ン
・
ト
メ
;
ル
の
人
々
、
と
り

わ
け
市
場
を
管
理
し
た
上
層
市
民
団
は
、
こ
れ
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合

っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
基
本
は
ス
テ
ー
プ

ル
市
場

の
維
持
、
も
し
く
は
機
能
強
化
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
側
面
に
関
し
て
、
最
後
に
ワ
イ
ン
取
引
を
め
ぐ
る
都
市
の
対
応

を
見
て
い
こ
う
。

(
1
)

ワ
イ
ン
積
替
人
を
め
ぐ
る
改
善
措
置
ー
ー
城
代

の
権
限
か
ら
都
市

の
権
限

　
　
　

ヘ

　

ワ
イ

ン
取
引
の
根
幹
は
、
初
期
に

お
い
て
は
城
代
の
も
と
で
統
制
さ
れ
て
い

た
。
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
を
は
じ
め
多
く
の
ス
テ
ー
プ
ル
都
市
に
は
ワ
イ
ン
積
替
の
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窓史

た
め
の
専
門

の
職

〈
傷
o。・犀
Φ
Hパ
①⊆
屋

(
侮
ooゲ
震
σqo⊆
屋

鉱
o
ぐ
旨
。、〉
〈o
℃
匹
弩
o
の〉

〈
dく
陣づ
ωO冠O
傷
O村Φ〉
が
存
在
す
る
。
彼
ら
こ
そ
が
ワ
イ
ン
の
積
み
下
ろ
し
と
倉
入
れ

を
行
な
う
連
中
で
、
都
市
に
お
け
る
ワ
イ

ン
取
引

の
第

一
段
階
に
関
与
し
た
人
々

で
あ
る
。
こ
の
役
の
数
は
厳
し
い
統
制
下
に
あ

っ
て
、
就
任
時
に
は
城
代
に
対
し

て

一
定
の
金
銭
を
納
付
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

一
二
五
八
年
に
は
こ
う
し
た
人

数
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
が
、
就
任
時

の
納
付
金
制
度
は
変
更
さ
れ
な
か

っ
た
。

　
都
市
は
か
ね
て
よ
り
こ
の
職
の
実
質
的
管
理
権
を
掌
中
に
収
め
た
か

っ
た
に
ち

が

い
な
い
が
、
よ
う
や
く

=

一八
〇
年
の
暮
れ
に
な

っ
て
、
都
市
当
局
と
城
代
の

間
で
協
定
が
結
ば
れ
る
。
積
替
人
組
織
の
数
を
再
び
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

統
制
権
は
都
市
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
代
わ

っ
て
城
代
に
は
各
被
任
命
者
が

パ
リ
貨
で
三
五
ス
ー
に
相
当
す
る

マ
ル
ク
銀
貨

一
枚
の
支
払
い
を
す
る
こ
と
で
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(53
)

の
後

の
体
制
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
は

=
二
世
紀
中
頃
に
は
す
で
に

ワ
イ
ン
積
替
人
組
織
の
実
質
的
な
活
動
は
城
代
の
目
を
離
れ
、
都
市
当
局
が
事
実

上
の
差
配
を
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

=

一五
八
年
の
条
例
が
そ
れ
を
物
語

る
し
、

一
二
八
〇
年
の
そ
れ
は
、
い
わ
ば
そ
の
最
終
的
な
事
後
承
認
に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
城
代
が
主
張
し
た
積
替
人
の
人
数
が

一
四

名
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、

最
終
的
に
協
議
で
決
ま

っ
た
数
は
二
〇
名

で
あ

っ

た
。
さ
ら
に
繁
忙
期
に
は
増
員
す
る
と
い
う
追
加
規
定
ま
で
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ

は
、
拡
大
し
た
ワ
イ

ン
取
引
の
実
態
を
に
ら
ん
で
の
現
実
的
対
応
だ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
都
市
当
局
に
は
も
う

一
つ
の
意
図
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市

は
、

二
〇
人
と
は
い
え
、

信
用
の
お
け
る
人
物
の
み
に
こ
の
職
を
限
定
し
よ
う

と
し
た
。

も
と
も
と
、

彼
ら
積
替
人
は

か
な
り
自
由
に
行
動
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

特
に
、

五
八
年

の
規
定
か
ら
す
る
と
、

そ
の
仕
事
は
ま

っ
た
く

の
自
由

職
だ

っ
た
。

当
時
は
都
市
当
局
も

そ
の
職
の
統
制
を
行
な

っ
て
は
い
な
い
。　

一

二
六
〇
年
代
以
前
の
年
代
と
見
ら
れ
る
条
例
で
は
、

彼
ら
積
替
人
は
、

河
岸
の

〈
山
o。・パ
ΦHパ
oβ
磊
〉、
サ
ン
・
ベ
ル
タ
ン
の
そ
れ
、
オ

・
ボ
ン
地
区
の
そ
れ
と
い

っ

た
よ
う
に
、
複
数

の
集
団
に
ま
と
ま

っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
が
相
互
に
共
同
行
動
を

し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
望
む
も
の
は
誰
で
も
、
馬

と
縄
を
持

っ
て
こ
の
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
れ
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る

者
は

一
年
間
職
権
を
失
う
と
も
さ
れ
て
い
た

(条
例

一
五
九
)。

と
こ
ろ
が
、　

一

二
八
〇
年
以
降
、
こ
れ
は
都
市
の
管
理
す
る
同
職
組
合
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
者
は
、
仕
事
道
具
と
し
て
の
縄
と
馬
を
都
市
か
ら
購
入
す
る

こ
と
と
な

っ
た
o

　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
人
数
制
限
と
組
織
統
制
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
商
業
の
自
由
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も

そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
答
え
は
、
前
の
時
代
か
ら
し
ば
し
ば
見

ら
れ
た
積
替
人
の
違
反
行
為
の
多
さ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
条
例
登
記
帳
に

よ
る
と
、
彼
ら
は
よ
く
河
岸
で
、

あ
る
い
は
船
上
で
、

あ
る
い
は

「
ス
テ
ー
プ

ル
し
〈①
欝
覧
①〉
と
称
さ
れ
た
倉
内
で
枡
や
パ
イ
プ
を
使

っ
て

「良
き
人
々
の
ワ
イ

ン
」
　
会
①
鼠
富

伽
Φ
ω
び
o
づ
＄

αq
①口
・゚〉

を
く
す
ね
て
飲
む
な
ど
し
て
い
た

(
条
例

一
五
九
、　
一
七
四
)
。

お
そ
ら
く
は
、　
こ
の
職
業
の
者
全
員
に
対
し
て
発
せ
ら
れ

た
不
信
感
が
、　

「積
替
人
は
誰
で
あ
れ
、
仕
事
の
行
き
帰
り
で
な
い
か
ぎ
り
柄
杓

を
持

っ
て
は
な
ら
な
い
。
犯
し
た
場
合
に
は
六
〇
ス
ー
の
罰
金
に
処
す
し
と
す
る

布
告
を
出
す
ま
で
に
い
た

っ
た
の
で
は
な
い
か

(
条
例

一
八
七
)
。

　
ま
た
、
都
市
当
局
は
も
と
よ
り
積
替
人
と
海
運
業
者

(
船
乗
り
)
に
対
し
て
グ

ラ
ヴ
リ
ー
ヌ
と
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
の
間
で
の
ワ
イ

ン
の
積
み
下
ろ
し
を
禁
止
は
し

て
い
た
が

(条
例
八
七
)、

そ
れ
も
ま
た
実
際
に
は
か
な
り
の
違
反
者
を
出
し
て

44



中世中期サ ン ・トメール の市場 をめ ぐる自由と統制

い
た
と
見
ら
れ
る
。
事
実
、
ほ
と
ん
ど
同

じ
内
容

の
条
例
が
言
葉
を
か
え
て
繰
り

返
し
制
定
さ
れ
て
い
る
。　
「
舟
は
荷
を
減

ら
す
こ
と
な
く
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
の
河

岸
に
着
岸
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

(
条
例
四
五
六
)
。
「
ワ
イ
ン
舟
が
桟
橋
に
つ
く

と
、
船
乗
り
は
そ
れ
を
引
き
渡
し
、
河
岸

に
そ
れ
を
運
ぶ
時
以
外
に
は
そ
こ
に
や

っ
て
き
て
は
な
ら
な
い

(
条
例
四

一
四
)

な
ど
で
あ
る
。

(
2
)
ス
テ
:
プ
ル
内
で
の
検
査

・
取
引
諸
過
程
の
厳
格
化

　

ワ
イ

ン
は
積
替
人
に
よ

っ
て
荷
下
ろ
し
さ
れ
た
の
ち
、

ス
テ
ー
プ

ル
市
場

(倉

庫
)
に
運
び
込
ま
れ
、

保
管
さ
れ
る
。　
ス
テ
ー
。フ
ル
に
保
管
さ
れ
た

ワ
イ
ン
樽

は
、
そ
の
横
に
樽
内

の
ワ
イ
ン
の
生
産
地
を
表
示
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

(条
例

三
二
、
四
六
)
。
そ
の
上
で
い
よ
い
よ
検
査
と
実
際
の
取
引
が
始
ま
る
。

　

一
般
に
検
査
に
つ
い
て
は
、
後
代
の
ス
テ
ー
プ

ル
都
市
で
は
必
ず
専
門
の
役
人

と
し
て
の
検
量
官

〈
冨
q
αq
Φ霞
〉

が
い
て
、

彼
ら
が
市
場
開
始
期
に
宣
誓
し
て
行

動
す
る
。
樽
の
幅
と
高
さ

(
深
さ
)
を
計
算
し
て
内
容
量
を
確
認
す
る
作
業
で
あ

り
、
か
な
り
の
技
術
と
知
見
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
物
品
税
〈⇔
ωooμロ触①〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(54
)

徴
収
官
と
と
も
に
活
動
し
た
。
し
か
し
、

=
二
世
紀
前
半
頃
の
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル

で
は
な
お
そ
の
専
門
職
は
条
例
に
言
及
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

一
般
的
に
都
市
参

審
人

(
エ
シ
ュ
ヴ

ァ
ン
)
が
伯
の
バ
イ
イ

〈
び
曁
切
〉
と
と
も
に
ワ
イ
ン
の
検
査
に

あ
た
る
と
の
条
例
文
言
が
あ
り
、
彼
ら
が
人
足
を
使

っ
て
計
量
検
査
を
行
な

っ
て

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(条
例
三
五
五
)。

　
そ
れ
と
は
別
に
、
〈
O瓢
く
①一一①騰〉
〈
8
口
口
Φ類
奠
〉
と
呼
ば
れ
る
人
々
、
す
な
わ
ち

「開
栓
人
し
と
も
言
う
べ
き
、
人
々
が
い
た
。
彼
ら
は
と
き
に
合
印
○
匹
段
①〉
の

名
で
も
現
れ
て
く
る
。
彼
ら
は
そ
の
名
の
通
り
、
樽
を
開
け
、
樽
か
ら

一
旦
ワ
イ

ン
を
出
し
て
小
売
や
仲
買
向
け
に
分
配
す

る
役
目
を
持

っ
て
い
た
が
、
む
ろ
ん
そ

の
過
程
で

「
ワ
イ

ン
を
混
ぜ
て
は
な
ら
な
」
か

っ
た

(
条
例
四
六
)
。

ま
た
、

彼

ら
は
ス
テ
ー
プ
ル
に
樽
が
つ
く
前
に
樽
の
栓
を
あ
け
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

(
条

例
四

一
)、

い
っ
た
ん
樽
が
空
に
な

っ
た
ら
、

樽
は
三
日
の
う
ち
に
壊
さ
れ
、
古

い
樽
を
用
立
て
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た

(
条
例
八
八
)
。

ま
た
、

商

人
と
と
も
に
夜
間
に
活
動
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た

(
条
例
四
三
)
。

こ
の

最
後
の
禁
令
は
、
魚
市
場
な
ど
、
当
時
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
市
場
部
門
に
関
し
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(55
)

て
は
ま
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　
全
体
と
し
て
彼
ら
の
仕
事
は
当
初
よ
り
厳
格
に
管
理
さ
れ
て
い
た
。
積
替
人
と

異
な
り

二
二
世
紀
前
半
か
ら
任
命
職
で
あ
り
、
報
酬
と
し
て
樽
毎
に

一
ニ
ド
ゥ
ニ

エ
を
ス
テ
ー
プ
ル
も
し
く
は
倉
で
受
け
取
る
こ
と
と
な

っ
て
い
た

(
条
例
三
八
)。

い
わ
ば
、

エ
シ
ュ
ヴ

ァ
ン
の
監
督

の
下
で
、
樽

の
検
査

・
検
量
を
も
行
な
う
公
務

員
だ

っ
た
。
そ
れ
で
も
先
に
引
用
し
た
条
例
文
言
が
暗
に
示
す
よ
う
に
、
違
反
行

為
も
多
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
二
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
樽
に
新
し
い
底
を
し

か
け
た
開
栓
人
に
は
、
当
時
の
罰
金
体
系
で
最
高
額
の
六
〇

ス
ー
の
罰
金
が
科
せ

ら
れ
た
。

　

=

一八
〇
年
代
に
な
る
と
、
さ
ら
に
専
門
の

「検
量
役
」

〈
σq
ロ⇔二
σq
μ①同①〉
〈
寅
午

αq
Φ畦
〉
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
物
品
税
が
徴
収
さ
れ
た
の
を
確
認
し

た
後
で
な
い
と
検
量
人
は
検
量
を
し
て
は
な
ら
ず
、
違
反
の
際
は
市
民
権
を
失
う

と
さ
れ
る
な
ど
、

そ
の
職
責
は
ま
す
ま
す
厳
格
な
規
定
の
も
と
に
定
め
ら
れ
た

(条
例
九
二
九
)
。

(
3
)

ス
テ
ー
プ
ル
内

へ
の
卸
取
引
の
集
中

　
検
量
の
次
に
く
る
の
が
実
際
の
取
引
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
厳
密
に
ス
テ
ー
プ

ル

内
で
実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
。
販
売
に
際
し
て
は

一
般
的
な
注
意
事
情
が
初

期
か
ら
か
な
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
混
ぜ
物
の
禁
止
に
関
す
る
条
項
は

非
常
に
多

い

(
条
例
二
〇
、

一二

、
三
二
、
三
七
、
四
六
、
五
七
七
)
。
ま
た
、
外
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窓史

来
者
は
ワ
イ

ン
の
卸
取
引
を
行
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
所
定
の

「
仲
介
人
」
に
よ

る
介
在
が
必
要
で
あ

っ
た
し
、

小
売
販
売

は
禁
じ
ら
れ
て
い
た

(条
例
二
三
)。

さ
ら
に
、
投
機
を
防
ぐ
た
め
、
誰
で
あ
れ
転
売
目
的
の
ワ
イ
ン
購
入
は
堅
く
禁
じ

ら
れ
て
い
た

(条
例
二
八
)。

　
こ
こ
に
出
て
き
た

「仲
介
人
」
と
は
、
〈
日
①
犀
O
冖彜o目
Φ〉
な
い
し

〈
8
霞
鉱
霞
〉
と

言
わ
れ
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は

一
二
六
九
年
に
は
、
都
市
当
局
に

一
〇
リ
ブ
ラ

と
い
う
か
な
り
高
額
の
補
償
金
を
納
め
な

い
と
、
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ

(条
例
三
五
〇
)、
七
〇
年
に
な
る
と

ス
テ
ー
プ

ル
で
自
身
の
杯

合
畧
碧
V
と

自
身
の
穿
孔

く
隔o
器
◇

を
持
た
な
い
限
り
活
動
で
き
な
い
と
さ
れ
る
な
ど

(条
例

三
三
八
)、

一
定
の
財
産
持
保
有
者
で
あ

る
こ
と
が
就
任
の
条
件
と
な

っ
て
い
る
。

実
際
、
こ
の
職
務
は
ワ
イ

ン
取
引
の
根
幹
に
関
わ

っ
て
い
る
。
彼
ら
の
仕
事

の
う

ち
に
は
、

栓
を
開
け
て
中
味
を
試
飲
し
、

評
価
す
る
と
い
う
重
要
な
仕
事
が
あ

る
。

そ
れ
だ
け
に
彼
ら
は

ワ
イ
ン
の
こ
と
を
熟
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま

た
、
彼
ら
は
買
い
手
と
売
り
手
の
仲
を
取
り
持
ち
、
そ
の
上
で
ワ
イ
ン
の
質
に
応

じ
て
最
低
価
格
の
設
定
を
提
案
す
る
わ
け
で
あ
り
、
交
渉
人
と
し
て
の
手
腕
も
大

い
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
職
に
就
く
人
物
と

は
、
お
そ
ら
く
は
自
身
が
ワ
イ
ン
取
引

関
係
者
、
も
し
く
は
元
ワ
イ

ン
商
で
あ

っ
た
人
物
に
相
違
な
く
、
そ
の
仕
事
量
か

ら
し
て
相
当

の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
器
用
さ
か
ら
し
て
、
自

身
で
仲
買
人
と
な

っ
て
、
多
様
な
仕
事
に
乗
り
出
し
か
ね
な
い
存
在
だ

っ
た
と
さ

え
見
て
取
れ
る
。
事
実
、
都
市
当
局
も
彼
ら
の
活
動
を
相
当
厳
し
く
監
視
し
よ
う

と
し
て
い
た
。
条
例
の
中
で
目
に
つ
く
の
が
、
先
述
の
開
栓
人
と
同
様
、
他
の
仕

事
と
の
兼
業
の
禁
止
で
あ
り
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
他
の
商
品
の
仲
介
さ
え
も

し
て
は
な
ら
な
か

っ
た

(条
例
四
五
)
ー

つ
ま
り
は
非
合
法
に
は
そ
れ
が
可
能

だ

っ
た
ー

ま
た
、
彼
ら
は
扱

っ
て
い
る
商
品
に
つ
い
て
、
自
身
で
小
売
業
を
し

て
は
な
ら
ず

(条
例
八
三
)、

同
じ
く
居
酒
屋

・
宿
屋
を
営
む
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た

(条
例
四
七
七
)。

裏
を
読
め
ば
、

そ
れ
ら
の
経
営
者
が
し
ば
し
ば
自
身

の

客
を
連
れ
て
仲
介
業
を
違
法
に
営
務
、
場
合
に
よ

っ
て
は
仲
買
行
為
ま
で
行
な

っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
夜
間
の
活
動
を
禁
止
し
、
昼
間
し
か
そ
の
仕
事

を
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
規
定

(条
例
四
三
)
も
、
こ
う
し
た
市
場
外
で
の
暗

躍
を
禁
ず
る
措
置
で
あ
る
。
彼
ら
の
潜
在
的
な
競
争
力
と
世
才
が
い
か
に
通
常

の

市
場
世
界
に
と

っ
て
脅
威
で
あ

っ
た
か
を
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
示
し
て
い
る
。

　
彼
ら
の
仕
事
は
、

ワ
イ

ン
商
人
と
の
協
同
購
入
で
は
な
く

(条
例
四
四
)、
あ

く
ま
で
商
人
と
と
も
に
ス
テ
ー
プ
ル
に
行
き
、
彼
ら
が
ワ
イ

ン
を
購
入
す
る
の
を

助
け
る
こ
と
を
本
務
と
し
て
い
た
。
求
め
が
な
け
れ
ば
、
買
い
手
と
売
り
手
の
間

で
斡
旋
し
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
う
し
た
職
責
規
定
は

一
三
世
紀
前
半
の
条
文

か
ら
も
見
え
る
が

(
条
例
三
九
)
、　

=

一七
二
年
に
も
繰
り
返
し
て
発
布
さ
れ
て

い
る

(条
例
三
〇

一
)。

さ
ら
に
、

活
動
範
囲
も
厳
格
に
ス
テ
ー
プ
ル
に
限
定
さ

れ
て
お
り
、
商
人
と
と
も
に
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
内
を
離
れ
て
バ

ン
リ
ウ
で
活
動

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た

(条
例
四
二
、

二
五
五
)
。
と
り
わ
け
フ

ラ
ン
ド
ル
女
伯
が
例
の
特
権
を
南
西
フ
ラ
ン
ス
人
に
認
め
た
直
後
、

一
二
六
四
～

六
七
年
頃

の
条
例
で
は
、

二
度
に
わ
た

っ
て
バ

ン
リ
ウ
で
の
仲
介
人
と
外
国
人
商

人
の
活
動
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る

(条
例
二
五
五
、

二
六

一
)
。

も

っ
と
も
こ
う
し
た
規
制
が
と
き
お
り
解
除
さ
れ
た
の
も
た
し
か
で
あ
る
。
七
七

年
に
ア
ル
ト
ワ
伯
が
三
年
間
に
限

っ
て
外
国
人
に
ス
テ
ー
プ

ル
で
の
自
主
的
な
ワ

イ
ン
購
入
権
を
許
可
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
ぺ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
期
限
が
切
れ
る

=

一八
〇
年

の
条
例
で
は
、
そ
の
規
定
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し

な
い
で
、
宿
屋
と
仲
介
人
と
を

エ
シ
ュ
ヴ

ァ
ン
に
ょ
る
任
命
制
と
す
る
旨
の
制
度
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改
革
が
行
な
わ
れ
た

(
条
例
四
七
七
)
。

仲
介
人
と
と
も
に
宿
屋
が
こ
の
時
か
ら

全
面
的
に
都
市
当
局
の
管
理
下
に
お
か
れ
た
事
実
は
、
取
引
空
間
の
公
開
制

(定

期
的
な
市
場
空
間

へ
の
取
引
の
固
定
)

の
原
則
強
化
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
意

味
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
は
魚
取
引
に
関
し
て
も
あ
て

　
　
(56
)

は
ま
る
。

(
4
)
小
売
り
業
態
に
対
す
る
統
制
権
の
強
化

　
最
後
に
来
る
の
が
小
売
り
で
あ
る
。
主

に
宿
屋
と
居
酒
屋
が
そ
の
役
割
を
果
た

す
が
、
そ
こ
で
も
ま
た
厳
重
に
統
制
は
し
か
れ
た
。
居
酒
屋
に
関
す
る
禁
止
条
項

は
、
最
初
期
の
条
例
群
か
ら
す
で
に
多
数
存
在
す
る
。
彼
ら
は
正
し
い
量
で
販
売

す
る
の
は
む
ろ
ん
の
こ
と

(条
例

一
七
、
　
一
八
)、

都
市
当
局
に
通
常
の
値
段
で

常
に
最
良
の
ワ
イ
ン
を
提
供
す
る
義
務
が
あ

っ
た

(条
例

一
九
)。

ま
た
、

蜂
蜜

や
他
の
ワ
イ
ン
、
あ
る
い
は

「他
の
何
か
悪
い
物
」
を
混
入
す
る
こ
と
は
堅
く
禁

じ
ら
れ
た

(条
例
二
〇
、

二

一
)
。

こ
の
類
の
規
定
は
、
そ
の
後
も
繰
り
返
さ
れ

た

(
条
例
三
七
、
四
六
、
三

一
三
、
三
五
五
、
五
七
七
)。

　
ま
た
、

四
月
を
越
え
て
前
年
の
ワ
イ
ン
を
売

っ
て
は
な
ら
ず

(条
例
二
五
)
、

自
宅
に
古

い
ワ
イ
ン
を
置
く
こ
と
も
な
ら
ず

(
条
例

一
八
六
)
、

さ
ら
に
聖
ア
ン

ド
レ
の
日

(
=

月
三
〇
日
)
か
ら
八
日
間
し
か
ワ
イ

ン
の
栓
を
あ
け
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
の
後
は
ワ
イ
ン
を
混
ぜ
た
り
、
動
か
し
た
り
、
濁
ら
せ
た
り
し
て
は

な
ら
な
か

っ
た

(条
例
二
一ご
○
)
。

い
ず

れ
も
比
較
的
早
い
時
代
の
条
例
に
見
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て

一
般
的
な
ワ
イ

ン
の
保
存
と
品
質
確
保
に
関
す
る
警

告
で
あ
る
。
こ
れ
は
ワ
イ
ン
・
ス
テ
ー
プ

ル
の
範
囲
を
超
え
た
措
置
の
よ
う
に
見

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
搬
入
か
ら
消
費

の
現
場
ま
で
品
質
第

一
を
確
保
す
る
立

場
か
ら
す
る
と
、
最
終
段
階
で
の
必
要
不
可
欠
な
法
制
措
置
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
ち
な
み
に
、
居
酒
屋
に
は
通
り
で
の
呼
売
り
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
し
ば
し

ば
、
そ
の
場
合
の
商
売
と
居
酒
屋
で
の
販
売
と
が
異
な
る
と
い

っ
た
苦
情
が
当
局

に
寄
せ
ら
れ
た
。
条
例
登
記
帳
は
、
二
度
に
わ
た

っ
て
そ
の
種
の
行
為
を
禁
止
し

て
い
る

(条
例
三

一
、
三
六
)。

呼
売
り
の
禁
止
は
、

魚
市
場
部
門
で
も
確
認
さ

　
　
　
(75
)

れ
て
い
る
。
ワ
イ

ン
は
産
地
別
に
は
種
類
が
あ

っ
た
が
、
小
売
り
の
販
売
は
赤
と

白
と
の
区
別
で
の
販
売
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た

(
条
例
一
二

五
)
。

こ
の

職
種
も
ま
た
積
替
人
、
仲
介
人
、
あ
る
い
は
宿
屋
同
様
に
八
〇
年
代
に
入
る
と
厳

格
な
統
制
下
に
置
か
れ
る
。
ま
ず
、
他
の
職
種
同
様
に
登
録
制
に
な

っ
た

(
条
例

九
二
〇
)
。

ま
た
、

開
栓
後
三
日
以
内
に
す
べ
て
売
る
必
要
が
あ
り

(
条
例
九
二

一
)
、

呼
売
り
行
為

は
物
品
税
を
支
払

っ
て
か
ら
し
か
で
き
な
く
な

っ
た

(
条
例

九
二
二
)
。

お
　

わ
　

り
　

に

　

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
市

は
中

世

初
期

・
中

期

よ

り

特

異

な

立

地

に

恵

ま

れ

て
、

ヘ　
　
ヘ　
　
ヘ　
　
ヘ　
　
ヘ　
　
ヘ　
　
ヘ　
　
へ

非
公
式
な
事
実
上
の
ワ
イ
ン

・
ス
テ
ー
プ
ル
市
場
の
地
位
を
確
保
し
て
い
た
。
本

来
、
そ
の
監
督
権
限
は
封
建
期
よ
り
存
続
す
る
同
市
の
城
代

の
も
と
に
あ
り
、
そ

の
体
制
は

一
三
世
紀
後
半
ま
で
続

い
た
。
し
か
し
、
次
第
に
実
質
的
な
管
理
を
行

な
う
都
市
当
局
に
よ

っ
て
、
そ
の
全
体
が
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。

特
に
、

一
三
世
紀
後
半
に
入

っ
て
、
南
西
フ
ラ
ン
ス
産

の
ワ
イ
ン
が
流
入
し
、
し

か
も
当
の
産
地
商
人
自
身
が
市
場
に
参
入
し
て
く
る
過
程
で
、

ス
テ
ー
プ
ル
を
介

さ
な
い

「自
由
取
引
」
ー

す
な
わ
ち
違
法
な
闇
取
引
1

が
当
局
の
目
を
か
い

く
ぐ

っ
て
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
動
勢

を
背
景
に
、
さ
ら
に
ワ
イ

ン
流
通
の
流
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ド
ル
女

伯
の
挑
戦
が
あ

っ
た
。

い
わ
ば
、

サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
の
独
占
的
状
況
を
取
り
去
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窓史

り
、
自
領
に
有
利
な

ワ
イ

ン
流
通
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
か
の

一
二
六
二

年
の
外
来
商
人
宛
の
特
権
文
書
で
あ

っ
た
。
し
か
も
同
じ
頃
、
北
フ
ラ
ン
ス
内
陸

部

の
通
過
商
業
の
流
れ
は
、
バ
ポ
ー
ム
通
過
税
の
い

っ
そ
う
の
制
度
化
H
厳
格
化

が
進
行
す
る
こ
と
で
、
い
く
ぶ
ん
窮
屈
な
状
況
に
な

っ
て
い
た
。

　
以
上

の
危
機
的
状
況
を
前
に
し
て
、
サ

ン
・
ト
メ
ー
ル
市
当
局
が
と

っ
た
方
策

は
二
つ
で
あ

っ
た
。

一
つ
は
、
可
能
な
限
り
周
辺
の
諸
侯
に
働
き
か
け
て
、
バ
ポ

ー
ム
通
過
税
負
担
を
伴
わ
な
い
、
パ
リ
盆
地
産

ワ
イ

ン
の
陸
路
輸
入
を
確
保
す
る

こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は

=

一七
〇
年
代

に
お
い
て

か
な
り

成
功
し
た
と
見
て
よ

い
。
他

の

一
つ
は
、
歴
史
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
た
枠
組
み
の
破
壊
、
す
な
わ
ち

あ
る
種
の

「脱
制
度
化
」
志
向
の
な
か
で
、
あ
え
て
都
市
当
局
は
旧
来
の
ワ
イ

ン

・
ス
テ
㌧
フ
ル
制
度
を
維
持
し
、
ま
た
強
化
す
る
と
い
う
方
策
で
あ

っ
た
。
そ

の
場
合
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
商
人
た
ち
の
商
行
為
自
体
を
著

し
く
制
限
す
る
よ
う
な
措
置
を
、
都
市
は
実
は
ほ
と
ん
ど
採

っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

一
二
八
〇
年
代
に
入

っ
て
条
例
制
定
に
よ
る
取
り
締
ま
り
は
強
化

さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が

ス
テ
ー
プ

ル
関
与

役
職
者
の
職
責
強
化
に
関
係
し
て
い
る
。

ま
た
宿
屋
や
居
酒
屋
に
関
す
る
統
制

の

強
化
も
、
ス
テ
ー
プ
ル
を
活
用
す
る
商
人
た
ち
が
活
動
す
る
た
め
の
、
環
境
整
備

　
　
　
　
　
　
　
　

(58
)

の

一
環
を
な
し
て
い
る
。
外
来
の
商
人
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
た
だ

一
つ
、

ス
テ

ー
プ
ル
に
お
い
て
正
規
の
ル
ー
ト
で
ワ
イ

ン
の
買
付
け
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
の

み
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
夜
間
の
暗
躍
や
郊
外
バ
ン
リ
ウ
地
区
で
の
密
か
な
交

渉
も
ま
た
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
や
は
り
こ
れ
は
窮
屈
な
仕
組
み
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
な
ぜ
都
市
当
局
は
こ
う
し
た
体
制

に
固
執
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

=

一七

〇
～
八
〇
年
代
と
い
え
ば
、
例
え
ば
魚
の
販
売
を
め
ぐ

っ
て
は
、
女
性
に
ょ
る
魚

販
売
を
限
定

つ
き
な
が
ら
も
は
じ
め
て
法
制
上
認
め
、
ま
た
特
に
魚
屋
の
ギ
ル
ド

体
制
な
ど
も
い
ま
だ
設
け
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
端
的
に
死
す
よ
う
に
、
都
市
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(59
)

局
も
ま
た
商
業
行
為
に
著
し
い
制
限
を
課
す
こ
と
は
な
か

っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
て
き
た
よ
う
な

一
連
の
条
例
は
、
ワ
イ

ン
・
ス
テ
ー
プ

ル
体
制

の
堅
持
を
打
ち
出
す
も
の
だ

っ
た
。
答
え
は
、　

「信
用
」
の
問
題
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
関
連
す
る
条
例
を
通
覧
す
る
に
、
ワ
イ

ン
の
品
質
の
保
持
が

当
局

の
至
上
命
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
職
責
の
強
化
に
お
い

て
も
、
同
時
に
信
用
の
お
け
る
人
物
の
採
用
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
が
喚
起
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
都
市
が

ワ
イ
ン
商
に
対
し
て
、
取
扱
量
の
制
限
や
価
格
統
制
な
ど

の
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
規
制
を

一
切
設
け
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
向
け
ら
れ

た
い
。
サ
ン
・
ト
メ
ー
ル
市
は
ま
さ
し
く
、
品
質
保
証
、
そ
れ
に
よ
る
ス
テ
ー
プ

ル
内
で
の
安
定
的
な
物
資
供
給
を
最
大
の
武
器
と
す
る
こ
と
で
、
自
由
な
商
業
、

言
い
換
え
れ
ば
勝
手
な
取
引

の
横
行
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し

か
も
、
実
際
に
こ
の
選
択
は
正
し
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
デ

ル
ヴ
ィ
ル
が
別

の
論
文
で
調
査
し
た
よ
う
に
、

サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
市
の
ワ
イ
ン
・
ス
テ
ー
プ

ル
で

の
取
引
は
そ
の
後
も
順
調
に
推
移
し
、

一
五
世
紀
に
お
い
て
も

一
大
集
散
地
と
し

て
十
分
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て

「強
制
市

場
」
な
ど
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、

商
人
と
都
市
と
間
の
暗
黙
の
社
会
的
合
意
に
よ

っ
て
、
こ
の
ス
テ
ー
プ
ル
制
度
は

存
立
し
続
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
、
最
近
の
経
済
学
に
お
け
る
歴
史
制
度
分
析
の
研
究
な
ら
、

こ

の
よ
う
な
ス
テ
ー
プ

ル
制
度
を
、
商
人
自
身
に
と

っ
て
も
必
要
な

「最
低
限
の
ル

ー
ル
」
作
り
の
場
と
し
て
取
り
上
げ
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
違
反

し
て
莫
大
な
利
益
を

一
時
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
違
反
が
発
覚
し
て
し
ま
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え
ば
、
当
該
商
人
は
二
度
と
十
分
な
量
と
質

の
ワ
イ
ン
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
。
ワ
イ

ン
商
人
が
他
方
で
順
番
に
都
市
役
人
に
な

っ
て
行
動
す
る
と

な
れ
ば
、
彼
ら
は
自
ら
の
ル
ー
ル
造
り
に
直
接
関
与
で
き
る
。
そ
こ
で
商
人
た
ち

は
、

結
束
し
て
互
い
を
拘
束
す
る
制
度
を
当
座
整
備
し
た
、

と
い
う
こ
と
に
な

る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
に
、
典
型
的
な
意
味
で
グ
ラ
イ
フ
流

の

「多
角
的
懲
罰
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(60
)

構
」
と
し
て
、
ワ
イ

ン
・
ス
テ
ー
プ
ル
市
場
を
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
も
ま

し
て
、
は
る
か
に
歴
史
学
的
な
解
釈
が
可

能
で
は
な
い
か
。

一
三
世
紀
の
都
市
当
局
者
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
公
共
善
も
備

わ

っ
て
い
た
。
ま
た
、
都
市
当
局
の
役
職
者
た
ち
は
自
身
が
商
人
で
あ
る
が
ゆ
え

に
自
己
の
利
益
を
守
る
こ
と
に
関
心
は
あ

っ
た
ろ
う
が
、
同
時
に
商
人
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
商
業
の
収
益
性

・
有
益
性
だ
け
で
な
く
そ
の
危
険
や
欠
点
も
十
分
承
知

し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
、
次
第
に
本
格
化
す
る
自
治
行
政
を
担

う
に
当
た

っ
て
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
居
合
わ
す
市
民
の
食
生
活
や
経
済
生
活
上
の

不
満
に
い
っ
そ
う
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
特
に

=
二
世

紀
は
ま
だ
社
会
的
諸
身
分
が
硬
直
化
し
て
い
た
と
は
言
え
ず
、
常
に
新
た
な
商
人

や
手
工
業
者
の
声
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
の
や
り
と
り
の
結
果
こ
そ

が
、
都
市
に
残
さ
れ
た
大
量
の
条
例
文

な
の
で
は
な
い
か
。

　
総
じ
て
言
え
る
の
は
、
こ
の
種
の
問
題
を
当
局
に
よ
る
市
場
の
管
理
と
い
う
観

点
か
ら
の
み
捉
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
制
度
分
析

の
ご
と
く
、

市
場
シ
ス
テ
ム
形
成
の
要
因
の
い

っ
さ
い
を
ゲ
ー
ム
理
論
に
基
づ

き
、
商
人
の
経
営
合
理
性
の
視
点
か
ら
説
明
す
る
必
要
も
な
い
。
む
し
ろ
、
行
政

と
商
業
の
た
え
ま
な
い
葛
藤
と
し
て
存
立

・
展
開
す
る
場
、
そ
れ
こ
そ
が
中
世

ヨ

ー
ロ
ヅ
パ
以
降
の
市
場
制
度
な
の
で
は
な
い
か
。
違
反
行
為
も
あ
る
が
、
そ
れ
が

絶
え
ず
、
身
近
な
地
元
の
権
力
機
構
に
よ

っ
て
検
証
さ
れ
、
経
験
的
に
整
序
さ
れ

て
、
次
第
に

「
か
た
ち
」
を
整
え
る
。
川
名
流
に
は

「公
式
」
と

「非
公
式
」
の

　
(61
)

相
克
、
他

の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば

「制
度
化
」
と

「脱
制
度
化
」

の
相
克
で
あ

り
、
そ
の
絶
え
間
な
い
弁
証
法
に
よ

っ
て
市
場
は

「鍛
錬
」
さ
れ
て
き
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

註(
1
)
　
本
稿

は
、
平
成

一
七
～

一
九
年

度

・
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究

・
基
盤
研
究
(
C
)

　
　

「中
世
中
期
食
糧
品
市
場
に
見
る

「
制
度
化
」
と

「
脱
制
度
化
」
の
相
克
ー

サ

　

　
ン

・
ト

メ
ー
ル
の
事
例
研
究
」
の

一
環
を
な
す
も

の
で
あ

る
。

(
2
)　

古
賀
守

『
ワ
イ

ン
の
世
界
史
』
中
公
新
書
、

一
九
七
五
年

一
一
月

、

一
三
七
頁
。

　

　
こ
の
他
、
我

が
国

で
の
中
世
西
欧
の

ワ
イ

ン
交
易

に
関
す
る
実
証
研
究
と

し
て
、
斎

　
　
藤
絅
子

「中
世
エ
ノ
ー
伯
領
地
方
に
お
け
る
日
常
生
活
1

ぶ
ど
う
酒
の
消
費
と
管

　

　
理
」

『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
三

五
、

一
九
九
四
年

三
月
、

二
七
六
～

　

　
二
九
〇
頁
、
岡
村

明
美

「
中
世
盛
期

に
お
け

る
大
西
洋

ワ
イ

ン
商
業

の
展
開
と
西

フ

　

　
ラ
ン
ス
都
市

『
史
學
研
究
』

二
二
〇
、

一
九
九

八
年
五
月
、

一
～

一
九
頁
、
谷
澤
毅

　

　

「
中
世
後
期

ド
イ
ッ
に
お
け

る
ワ
イ

ン
の
流
通
」
　
『
長
崎
県
立
大
学
論
集
』
三

四
-

　

　
四
、
二
〇
〇

一
年

四
月

、

一
四
七
～

一
七
四
頁

。

(
3
)
　
拙
稿

「
中
世

フ
ラ

ン
ド
ル
南
部

に
お
け
る
ワ
イ

ン

・
ス
テ
…
プ

ル
の
歴
史
的
音
心味

　

　
t

二
二
世
紀

サ
ン

・
ト
メ
ー
ル
の
都
市
条
例

を
素
材
と

し
て
」
加
藤
哲
美
編

『
市

　

　
場

の
法
文
化
』
国
際
書
院

、
二
〇
〇
三
年

二
月
、
三
九
～
六
二
頁

。
本
稿

は
、

こ
の

　

　
旧
稿
原
稿
を
大
幅

に
加
筆

・
修
正
し
た
も

の
だ
が

、
特

に
大
き
な
変

更
箇
所

は
、

一

　

　
二
六
二
年

の

フ
ラ
ン
ド

ル
女

伯
の
特
権

に
関

す
る
分
析
や

全
体

の
叙
述
構
成

で
あ

　

　
る
。
本
稿

の
執
筆

に
よ
り
、
旧
稿

の
本
論
部
分
は
す

べ
て
改
訂
さ
れ
、
新
版

に
置
き

　

　
換

え
ら
れ

た
も

の
と
判
断

さ
れ

た
い
。

(
4
)
　
拙

著

『
中
世

フ
ラ

ン
ド

ル
都
市

の
生
成
i

在
地
社
会
と
商
品
流
通
』

ミ
ネ

ル
ヴ

　

　

ァ
書

房

、

二
〇

〇

一
年

五

月

、
第

六

・
七

章

、

及

び

同
書

の
付

録

史

料

を
参

照

。

(
5
)
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他

、

フ

ラ

ン
ド

ル
伯

文

書

は
、

=

世
紀

か
ら

二

二
世

紀

初

め

ま

で

、

フ

ィ

リ

ッ
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拙

著

『
中

世
北
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税

の
形

成
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展

開
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本

大

学
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成
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～

一
六

年
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学

研
究

費

補

助

金

研
究

報

告

書

)
、

二
〇

〇

四
年

三
月

、
特

に
第

一
部

を
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照
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拙
稿

「
中
世
都
市

サ

ン

・
ト

メ
ー

ル
に
お
け
る
水
産
物
流
通
と
都
市
当
局
ー

制

度
と

し
て
の
公
開

市
場

の
鍛
錬
」

『
市
場
史
研
究
』
二
六
、

二
〇
〇
六
年

一
二
月

、

三
九
～
五
〇
頁
を
参
照

。
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同
、

四
八
頁
。

(
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)

同
、

四
九
頁
。

(
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宿
主
と
仲
介
業
者

の
関
係
と
そ
れ
に
関
す
る
当
局

の
統
制

に

つ
い
て
は
、
藤
井
美

男

・
岡
村
明
美

「
西
欧
中
世
都
市
に
お
け
る
商
業
組
織
の
研
究
-

宿
主
・
仲
介
業

者

の
検
出
」

『
産
業
経
営
研
究
所
報
』

二
七
、

一
九
九

五
年
三
月
、

一
五
七
～

一
七

一
頁
。
H

・
C

・
パ
イ
ヤ
i

(岩
井
隆
夫
訳
)

『
異
人
歓
待

の
歴
史

』

ハ
ー
ベ
ス
ト

社
、

一
九
九
七
年

六
月
も
、

こ
の
問
題

に
言
及
し
て
い
る
。

(
59
)

拙
稿

「
水
産
物
流
通
」
五
三
頁

。
水
産
品

に
関

し
て
は
、
負
担
金
制
度

に
基
づ
く

ギ

ル
ド
制
度
が
確
立

し
た

コ
ご
二
〇
年
と
同
じ
年

に
、
女
性

の
魚
販
売

の
禁
止
が
別

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(
60
)

Ω
＄

勝

諺
4

§

恥ミ

ミ

帖§

恥

§

"

導
馬

穿

罫

討

導

恥

§

§

§

肉
ら
§

。
§
黛
゜

卜
馬
題
§

偽
丶
ご

ミ

§

ミ

§

ミ

孚

勸
§

"
O
麟
ヨ
び
二
傷
ρ

8

8

鱒
署

O゚
崇

ド
込◎
°。
°

(
61
)

川
名
洋

「
イ
ギ
リ

ス
近
世
都
市

に
お
け
る

「
公
式
」
と

「
非
公
式

」
ー

一
六
世

紀
後
期
及
び

一
七
世
紀
前
期

レ
ス
タ
ー
の
事

例
」

『
社
会
経
済
史

学
』
六
九
-
三
、

二
〇
〇
三
年

九
月

、
三
～

二
三
頁
。

付
録
資
料

二
二
世
紀

サ

ン

・
ト
メ
ー
ル
市
条
例
登
記
帳

ワ
イ

ン
関
連
条

項

の
抜
粋

凡

例

一
、
以
下

の
添
付
テ
キ

ス
ト
は
、

サ
ン

・
ト

メ
ー

ル
郡
図
書
館
古
文
書
部

に
所
蔵
さ
れ

て
い
る

一
三
世
紀
同
市

の
条
例
登
記
帳

〈
器
窃q
剛覇・貫
o
墫
舞

冨

呂
〉

の
原
本

(
所
蔵

名
及
び
分
類
番
号

O
碧
ε
一鉱
3

諺
bd
×
<
固
囲
甼
嵩
)

を
、

A

・
ジ
リ
ー

の
校
訂
本

(
註
(
11
)
を
参
照
)
を
参
照
し

つ
つ
、
再
校
訂

し
た
も

の
で
あ
る
。

二
、
原
本
は

ご
ご
世
紀

の
古

フ
ラ
ン
ス
語

の
北

フ
ラ

ン
ス

(
ピ
カ

ル
デ

ィ
ー
)
方
言
で

記
載
さ
れ
て
お
り

、
低
地

ド
イ

ッ
語

の
ア

ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
表
記

の
影
響
を
受
け
て

四

に
代

わ

っ
て
k
が
多
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
代

フ
ラ
ン
ス
語

に
は
数
種

の
ア
ク

サ
ン
が
付
さ
れ
た
特
殊
文
字
や

エ
リ
ジ

ィ
オ
ン

(
母
音
省
略
)

の
た
め
の
ア
ポ

ス
ト

ロ
フ
が
用

い
ら
れ
る
が
、

こ
う
し
た
記

号
も

む
ろ
ん
こ
の
時
代

に
は
な
い
。
再
校
訂

に
際
し
て
は
、
こ
う
し
た
特
徴
を
そ
の
ま
ま
活

か
す

こ
と
と
し
た
。

た
だ
し
、
明
ら

か
な
固

有
名

詞
に
関
し
て
だ
け
は
、
頭
文
宇

の
大
文
字
表
記

と
い
う

「
加
工
」
を
施

し
た
。
句
点
も

ジ
リ
ー
版
を
参
考
に
付

す
よ
う

に
し
た
。

三
、

〔

〕
内

に
示

し
た
数
字
は
、
以
下

に
引
用

し
た
条

例
が
転
写
さ
れ
て

い
る
、
条

例
登
記
帳
原
本

の
羊
皮
紙
葉
数

(
ペ
ー
ジ
数
)
を
示
す
。

お
9
。

は
表
を
、

<
Φ
諺
。

は
裏
を
そ
れ
ぞ

れ
表

し
て
い
る
。

四
、

(

)
内

の
四
桁

の
数

は
、
以
下
に
引
用

し
た
条
例
が
も

と
も
と
制
定

・
発
布

さ

れ
た
年

(も

し
く

は
推
定
年
代
)

を
意
味

す
る
。

五
、
各
条

例

の
冒
頭

に
付

し
た
番
号
数
字

は
、
原
本

テ
キ
ス
ト
に
は
な
く
、
ジ
リ
1
が

校
訂

に
際

し
て
施

し
た
便
宜
的
な
条
項
番
号

で
あ
る
。
ジ
リ
ー
は
校
訂

に
際
し
て
、

諸
条
例

の
意
味
を
重
視
し
た
た
め
、
原
本

テ
キ
ス
ト

の
連
続
す

る
複
数

の
条

例
を
ま

と
め
て
同
じ
番
号

の
も
と

に
く
く
る
、
あ

る
い
は
そ

の
逆
の
作
業
を
と
き
お
り
行

な

っ
て

い
る
。
そ

の
た
め
、
原
本
テ
キ

ス
ト
の
区
切
り
と
ジ
リ
ー
版

で
の
条
項
区
切

り

と
は
必
ず

し
も

一
致
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
本
文
で
も
述

べ
た
と

お
り
、
こ
こ
で

は
引
用

の
し
や
す
さ
と

い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
ジ
リ
ー
版

の
番
号
を
そ

の
ま
ま
残

す
こ
と
と
し
た
。
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[1 verso) 

(vers 1220-1252/3) 
Chest del via. 

17. On a commandei ke nus taverniers ne puet amenuisier ne acroistre 

 de son feur, sor lx s., et si doivent doneir plain lot dedens leur 

 maison et dehors, sor lx s. 

18. Et  li garchons ki mestrairoit seroit mis el pellori, et son ne le 

 peust prendre,  li ostes seroit pour lui a lx s. 

19. Et se le vile eust a faire de  vin pour faire prosens on porroit 

 prendre del milleur del chelier tant  com  it leur plairoit pour le 

 fuer de lautre  yin kon vent a broke. 

20. Et ke  nus ne mene via de miel ne dautre mauvais vies  yin ne 

 de nule autre maise cose. 

21. Et son le trovast mellei on lenfonderroit et si seroit a qu  li via 

 fu a lx s. 

22. Et se  li taverniers le mellast,  it seroit a lx s. et perdroit son 

 mestier a tous jours. 

23. Et ke nus estranges horn venge  vin a broke, sour lx lib. 

24. Et saucuns bourgois vendist  vin destrange homme ou le fesist 

 vendre,  it serait a lx s. et perdroit son  mestier an et jour. 

25. Et ke nus ait raspei en taverne ou on vent via a broke plus 

 longhement ke lissue  davril  ; et son le trovast on leffonderroit et 

 li taverniers seroit a lx s. 

26. Et ke nus nacache via sous lestaple puis ke  li solaus est couchies 

 ne devant chou que  li solaus est leveis ne fache tonel aforer, sor 

 lx s. Et saucuns  laf  orast,  it seroit a lx s. 

27. Et que nus ne prenge part de via sour lestaple s'il nest a son 

 oes propre ne demande part sil ne soit la le paumee soit ferue ou 

 le denier dieu donei, sor lx s.

28. Et ke nus nacache  vin sor lestaple sil nel met anchois el chelier 

 kil le venge avant, sor lx s. 

29. Ne a ces estrange homme ne puest nus geteir ne prendre waigne 

 sil nel met anchois el chelier, sor lx s. 

30. Et  sau  :2  recto]  cuns valles i getast ou ses sires  fust presens, it 

 seroit a lx s. se li valles na se karitei et si doit estre de sen cateil 

  propre. 

31. Li taverniers doit doner del meisme  vin  kil fait crier et sil 

 donast autre  it seroit a lx s. et si ne porroit vendre via a broke 

 dedens un an et  un jour. 

32. Et autreteil fourfait seroit chil ki osteroit le bare del tonel 

 dAuchoirre et le mesist a  thonel de Soisons, ou del  thonel de 

 Soisons et le mesist el  tonel dAuchoirre ou via de trille avoec  vin 

 dAuchoirre on de  Soisons  ; ou ki mesist  yin de trille ou dautre teroir 

 en  toneaus dOrliens et le vendist por via dOrliens,  it seroit a lx s. 

33. Et que  nus taverniers laise jueir en se taverne par jour ne  par 

 nuit, sor lx s. 

34. Et se chil ki i juast pe dist ses dras,  li ostes  li devroit rendre 

  pour nient. 
35. Et ke nus boive en taverne puis ke  li cloke de pais soit sonee sil 

 nest ostes, sour x  5, et li taverniers seroit a lx  s. 

36. Et ke  nus crieres de  vin crie via dautre teroir kil est, sor lx s.; 

 mais sil penst  monstrer par cones  gens ke  Ii taverniers li fist crieir 

 de chel teroir et  it fust dautre,  li taverniers le devroit aquiteir de 

 ces lx s. et si  ne porroit vendre via a broke dedens un an et un 

  jour. 

37. Nus  hom meche  vin rinois a broke devant chou kil ait venu 

 devant eskevins et  ait jurei ke ausi pur que  it est venus  dedens le 

 vile, ausi pur le vendra et sil le mellast d'autre via,  it seroit a lx 

 s. et si ne porroit  vendre  vin a broke dedens an et jour et si perdroit 

 le  vin mellei.



Des abrokieres de via, 

38. Nus abrokieres de  vin prenge plus du tonel ke xij d. sor l'estaple 

 et dedens le chelier, xij d., sor lx s. et perdre son mestier an et 

 jour  ; et ki plus en donroit,  it seroit a lx s. 

39. Et ke nus ne voise avoec marchant de  via ne en maison ne en 

 chelier pour  vin  aidier a achateir sil ni est apeleis et nient plus 

 ke un seul ensamble, sor lx s. et de perdre son mestier an et jour. 

40. Et ke nus boive a charete  yin plus ke doi ensamble si ke  li uns 

 boive et li autres lafore, sor lx s. et le mestier perdu an et jour. 

41. Et que nus nafore tonel devant chou kil est venus  sor lestaple 

 sor le meisme forfait. 

42. Et  ke  nus couretiers ne marchans ne voise hors de le vile pour 

 vin achateir, se  the ne soit en vile de  loy, [2 verso] sour le meisme 

 fourfait. 

43. Et ke  nus marchans ne brokieres voise par nuit sour lestaple 

 pour  vin achateir ou pour monstreir ou pour  vendre  ; et sil le 

 fesisent  li marchans et li brokieres chascum seroit a lx s. et  perde-

 roient leur mestier an et jour. 

44. Et  ke nus marchans  ait compaignie avoec abrokeur, sor lx s. et 

 li brokieres seroit a lx s. et perdroit son mestier an et jour. 

45. Et  ke nus courretiers ne se melle dautre courreterie fors de chele 

 ou  it est mis par eskevins, sour lx s. et de perdre son mestier an et 

  jour. 

46. Et ke nus cuveliers meche bare de tonel dAuchoirre ou de Soi-

 sons au tonel de trille, sor lx s. 

[3  verso] 

(1252-1256) 

Couretier. Hostelier 

83. Nus makelare de le vile ne puet aeateir ne vendre ne estre 

  marchans de markandises dont  it est makelare, sor lx s.

84. Et nus makelare, nacache dras en le hale se  li marchans nest 

 avoec lui, sor fourfait de lx s. et son mestier a perdre an et jour. 

85. Li ostelier de le  ville ki rechoivent Espaignous ou estranges gens 

 qui acatent dtas doivent faire paier as marchans des dras dedens 
 les vij jours kil sont acatei, sil ne  fast par convenenche  pourparlei  ; 

 et se plainte en venist apres les vij jours devant eskevins  kil ne 

 fussent paie, se li osteliers en fust tenus,  it seroit a lx s. et perdroit 

 son mestier de herbergerie an et jour. 

86. Nus ne doit metre a passer ame outre  be met labei, fors de 

 soleill uisant, sor lx s. 

87. Nus  escutemans ne puet deskerkier  vin kil amaine de Gravel-

 inghes entre le ville et Gravelinghes, sor lx s. 

88. Ki vent  via rinois a bkoke doit faire depechier le tonel dedens 

 tierch jour kil est hors, sor lx s. et tonel a perdre et li cuveliers 

 ki  remeteroit le fons seroit a lx s. 

[4 recto] 

94.  Chil ki mainent  yin aval le vile doivent avoir a leur carete j 

 faisil et un warret sor vj s. 

95. Nus ne puet estre makelare  sil nest par eskevins et sil ne la 

 jurei, sor lx s. et se bourgoisie a perdre. 
96. Nus ne defende a bourgois ki a se karitei part de markandise la 

 it est avoec, sor lx s. 

[6  verso) 

(1257-1263) 
159. Nus deskerkeurs de  vin ait compaignie avoec autre, ausi corn 

 chil du rivage avoec chaus de Saint Bertin, ou  chil de Saint Bertin 

 avoec chaus de Haut  Pont  ; et saucuns daus en  iust pourtrais, it 

 seroit a lx s. et perdroit sen mestier an et jour. Et tout chil ki 

 voelent puent avoir poulains et waignier et faire cel mestier et 

 saucuns le  'conrtedesist,  it seroit al meisme fourfait. Et ke nus 

 deskerkieres soit  si hardi  kil boive as toneaus des bones  gens ne



  de bourgois ne destrange avoec pipes, sor le pellorin. Et saucuns 

  portast pipes sour lui afaities pour boire  yin, on le metroit el 

  pellorin. Et ke nus deskerkieres prenge  recto] plus du tonel 

  pour metre en eawe ke assis i est par eskevins sour teil fourfait 
  ke assis i est. 

160. Et ke nus deskerkieres de  vin deskerke  vin sour le stalboem de 

  Haut Pont dedens le tour, sor lx s. 

161. Nus cuveliers ne soit si hardi kil satarge de venir a estaindre 

 le tonel ki degoute quant on vient pour lui et sil fust atains et 

 plainte en venist,  it seroit a vj  s. 

 [7  verso] 

174. Nus ne boive as toneaus ki gisent sor le rivage en le neif ne 

  autre lieu avoec pipes ne avoec autres instrumens, sor lx s. 

186. Nus ne meche moust dedens sen pourpris ki vies  yin ait, sor 

  lx s. 

187. nus deskerkeurs de  vin porche levier sil ne va ou reviengne de 

 deskerkier, sor lx s. 

[8  verso) 
215. Et ke nus ne venge en une taverne ensamble soit blanc  vin soit 

 vermeil ka un fuer, tout le blanc a j fuer et le vermeil a j fuer, 

  sor lx s. 

[9 recto) 

228. Et ke nus ne tiegne taverne ne vende  yin dehors le changle de 

 le vile dedens le banliewe en aoust duskes a le saint Mikiel, sor 

 lx s., fors a Tilleke sor le rue. 

230. Nus ne puet aforeir  yin sil na iut viii jours au mains, sor lx 

 s., puist le saint Andrieu en avant. Et ke nus ne brosse ne mueve 

 ne tourble le  vin, sor lx s., puis chel meisme jour. 

[10  recto] 

(1264-1267) 

255. On a defendu ke nus makelare de  vin voist fors de le banliewe

  avoec estrange homme faire markelarie, sor lx s. et de perdre sen 

  mestier a  tousjours. 

261. Et ke nus makelare voist. fors de le banliewe avoec estrange 

  marchant, sor lx s. et le mestier perdu. 

[11  recto) 

(1272) 

301. On a commande ke nus makelare voist avoec marchant pour 

  markandeir se li marchans ne le apele avoec  li, por faire ses 

  marchandises, sor lx lib. et le pellorin. 

302. On a commandei ke nus makelare ne prenge plus de j d. de le 

 lib. de marcandise  kil acatera, sor lx s. et de estre banis x ans et 

 x jours sor le  teste  ; et chil ki le donroit seroit a x lib.  f  ors de 

 vin, de chevaus et de karetes. 

303. Et ke  li coretier vendent les markandises des bones gens bien 

 et loiaument et sil ne le  fesissent et on le peust savoir par bone 

 veritei,  it seroit a lx lib. et le baniroit on a tousjours sor le teste. 

304. Et ke nus coretiers nait encovent a nului tornois pop parisis ne 

 denier por autre, sor lx lib. 

305. Et ke nus ne venge deniers en maniere de marcandise sil ne 

 tient estavlie aperte de prester, sor lx lib. 

306. On a commandei ke nus ne tiengne cheval a loeir s'il ne vaet c 

 s. ou  kil puist tenir et faire ses journees, sor lx s. Actum LXXII. 

307. On a commandei ke nus machecliers ne tue veel pour vendre 

 sil ne vaut x s. de parisis, sor lx s. Actum anno Mo CCo et 

 LXXIIo. 

[11  verso) 

(1268) 

313. On a commandei ke nus ne melle  yin, sor lx lib, ki ne font que 

 x lib. et sen mestier a perdre an et jour. 

 Actum M CC et  LXVIII. 

[12  verso)



(1270(1271)) 
338. On a commandei ke nus makelare ne soit sour lestaple sil na 

 son hanap et son  f  oret, sour le makelarie de lestaple a perdre. 

 Actum M. CC. LXX, mense martio. 

[13 recto) 

(1269) 

350. On a commandei ke nus karetiers ne  karie  vins devant chou 

 quil ait donei plegerie a le hale de x lib. por rendre le tonel sil 

 meskarioit u enfondroit, sor lx s. 

353. On a commandei ke nus ne f ache moustarde ne verde  sauce se 

 ele nesttempree de aisil de  vin bon, sor lx s. et destre banis hors 

 de le vile. 

354. On a commandei ke quant on fait acorde et pais, ke nus ne 

 doigne ne offre ke le ... (sic)  loy de le  ville, sor lx lib. 

355. Et ke nus ne melle  vin, sor lx lib, ki ne iont ke x lib. et sen 

 mestier a perdre an et jour. Et  li baillieus et eskevin iront as 

 cheliers et rewarderont sil est melleis et sil le truevent mellei  it 

 est a tel  f  orf  ait  corn  it est dit deseure. 

[15  verso] 

(1273-1279) 

414. On a commandei ke ausi tost ke li maronier aront amenei les 

 vins des bonnes gens dedens le vile et les neis sont atakie au 

 Statboin,  kil voident leur neif et voisent hors, sor lx s. et le neif 

  perdue et  kil ne i viegnent sil nest pour ameneeir vers le kai. 

418. Nus namaineche toneaus vuis ne dnes hors de le vile, sor lx s.

et　 les　toneaus　 et　 les　 dues　 a　 perdre　 avoec.(こ の 条 例 は 傍 線 で 削 除 さ

れ て い る)。

[17  recto) 
444. On a commandei ke nus ne boive en taverne puis verdecloke, 

 sor lx s. et ke nus ne jue as deis en taverne, sor lx s. 

[17  verso]

(1280) 

456. On a defendu ke nus maroniers ne prenge plus de  yin a voiture 

 en se neif  kil puet ameneir duskes au kai et sans alegier, sor lx s, 

 et, le neif a perdre. 

 (18 verso) 

477. On a commandei ke nus coretiers de  vin soit hosteliers, sour  lx 

 lib.; et ke nus se  melle de cortrie de  vin, sour lx lib. sil nest par 

  eskevin. 

 (19  recto) 

(1281) 

494. On a commandei ke nus ensaigne ne  faiche marke as toniaus 

 de  vin sour le  (19  verso) staple devant  the kil est vendus et jetei 
  lot, sour  lx  s. 

495. On a commandei ke nus prengne part ne demande part sour 

 lestaple sil na le ghilde, sor lx 

 (20  verso) 

(1281-1290) 
518. On a commandei sour les coretiers des karetes ke quant  it aront 

 lavei kar ou karete,  kil prengnent leur coretrie la  il font leur 

  covenenche et nient ailleurs, sour bourgoisie a perdre et leur 

 mestier  ; et ki ailleurs leur donroit  it seroit a lx s. 

519. On a defendu ke nus vende  yin ne servoise mies ne autre bevrage 

 ne tiegne taverne sour I es atries dedens le banliwe, sour lx lib. Et 

  ke nus voise boise ne boiveche en taverne sour atrie, sour lx lib. 

  Et ke nus envoie ne voise querre  vin, chervoise, ne autre bevrage 

  nule en taverne, sour  lx lib. 

 (22  verso) 
565. On a commandei ke nus boive en taverne apres le cloke, ne 

  bourgois ne autres, sour lx  s.; et  li taverniers la  it beveroient 

  seroient a lx s. 

[23  recto]



(1290) 

577. On a  defendu ke nus ne meche  yin blanc de Poitau de Saint 

 Jehan en cheliers, aveuc  yin  franchois ou dAuchoire, ou Rinois, 

  sour  lx  s. 

[23 verso) 

(vers 1220?) 

Chest  li cuelloite du fouich. 

578. c rasieres de blei, c hues davaine, c rasieres de feives, c r. 

 de pois, c r, de veche, c r. dorge, c r. de soile, c r, de soucrion, c 

  r. de nois caureches, c r. de seil, chascun chent, ij s. et chascune 

  rasiere par  li, o. Uns toneaus de  yin iiij d., uns toneaus  daisil, iiij 

  d., uns toneaus dolie, vj d., uns  toneau de  miel, vj d., uns toneaus 

 de saim,  vj d., uns toneau de poi, ij d., .uns tonnau de chendre, ij 

  d., uns toneau de goudale, j d., j sas de... 

[41 recto) 

(1270-1280?) 
Chest  li ordenemens del assise. 

856. Li toneaus de  yin dAuchoirre kon vent a broke, paie xxvj s. 

857. Li toneaus de tout autre  yin de le muison de  le vile, xxviij s. 

858. Li toneaus de  vin Rinois a broke paie a lavenant de se muison. 

859. Li toneaus de tous  vins kon vent en gros, de chascune livre, ij 
  d. 

[42 verso)

〈assiseの 続 き〉

918. Et ke tout tavernier paichent leur assise de chascum tonel ke 

 it vauront  aforeir anchois ke  it  i mechent le broke, sor double. 

919. Et on ne abasara ne relassera point del en videnge. 

920. Et ke nus ne venge  yin a broke, sor lx s., sil nest ensignies. 

921. Et kon defache le tonel dedens tierch jour quant  it sera hors, 

 sor  ix s. 

922. Et ke nus crieres de  vin sil ne seit ke le asise est paie, sor  lx

 s. et le mestier perdu. 

923. Et ke nus winscrodere ne kerke  vin kon vent en gros en le 

 vile, ne ne meche le main avant chou kil fachent et aient enseigne 

 des recheveurs del  vin ke li asise est paie, sor lx s. et le mestier 

  perdu. 

929. Et  li gaugieres ne gauge  nul  vin avant kil sachent  kil sachent 

 kon ait paie le assise, sour se bourgoisie. 

[44 recto] 
956. Li toneaus de  vin dAuchoire ke on vent a broke paiera xxvj 

 s. Li toneaus de tout autre  vin de le muison de le vile, xxviij s. 

 Li toneaus de  yin Rinois ke on vent a broke paiera a lavenant de 

  se muison. 

957. Li toneaus de tous  vins kon vent en gros paie de chascune lib., 

 ij d., et son lenmaine huers de levile por vendre, de chascune lib. 

  kil coustera, paiera on ij d. Et se aucuns borgois fait envoiier  vins 

 hors de le vile por vendre a broke en lieu la on ne paie point 

  dasise paiera de chascum tonel xx s., et chascuns ki bevera  yin en 

  se maison paiera du mui v s.



史 窓
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関連地図　北フランス ・ネーデルラン トの主要都市とワイン流通

　　　 *　 ←はワイン生産地からの主要なワイン輸入経路

**　 Craeybeckx,　 op.　c{t,,　planche　 apres　p .43か ら の 抜 粋(一 部 地 名 を 付 加)
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