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.よ
う
と
も
.、
実
際
上
は
そ
の
意
義
を
否
定
し
て
い
.る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い 

う
の
は
、
最
低
1

制

に

何

ら

か

意

義

を

認

め

：
る

と

す

れ

ば

、

.'
1
.
'
.
-
-
そ

れ

が

多

が

れ
 

少
な
か
れ
経
済
的
諸
要
因i

変
化
を
ひ
き
'お
こ
さ
せ
て
賃
金
を
引
上
げ
う
る
と 

み
k
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ミ
ル
；に
お
い
て
は
> 
逆
に
'、
'賃
金
基
金
の
増
加
と
人 

ロ
の
制
限
と
い
う
経
済
的
要
0 ;
の
変
化
を
前
提
条
件
と
し
な
け
れ
ば
、
：最
低
賃 

金
制
も
賃
金
を
引
上
げ
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

.
::.
,
 

要
す
る
に
' 
ミ
ル
ば
、
そ
の
鋭
く
と
ら
え
た
労
働
者
の
状
態
を
改
善
し
よ
う 

，.と
す
る
熱
情
か
^
は
.、.
.最
傾
賃
金
制
を
#
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
：を
.示
し
な
が 

ら
も
、
' マ
ル
サ
ス
人
口
論
に
立
脚
し
て
い
る
か
ぎ
り
、.
現
実
的
に
は
最
低
賃
金 

制
を
否
定
す
る
結
果
に
な
つ
て
レ
る
の
で
あ
り
、
，ド
食
シ
ィ
-
ゼ
ル
ズ
に
よ
っ 

て
、
ミ
ル
が
マ
ル
サ
ス
的
な
根
拠
か
ら
最
低
賃
金
制
を
排
斥
じ
本
い
る
と
‘み
な 

さ
れ
て
い
る
の
も
決
し
て
理
由
の
.な
い
こ
と
で
は
い
。
.事
実
ミ
ル
が
低
賃
金 

を
苋
服
す
石
た
め
に
薩
的
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
最
低 

賃
金
制
で
は
な
く
て
、
人
ロ
の
制
限
だ
っ
だ
の
で
'あ
る

,9
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-

.最
低
賃
金
制
ば
、
上
褲
の
と
お
り
、：>

’
s..
ミ
ル
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
正 

II
き
.-?
て
，理
論
的
に
と
り
あ
つ
か
.わ
れ
?v-
が
、

ミ

ル
の
#
定
的
な
意
図
に
も
が 

か
わ
■ら
ず
、
"現
実
的
に
'は
そ
れ
が
1

さ
.水
谷
結
果
に
':な
づ
て
い
る
こ
と
は
、
 

、、、
.ル
が
決
し
て
勒
彭
阶
が
社
会
改
良
主
義
者
^
は
な
り
え
て
い
な
い
こ
と
を
示 

し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
.マ
ル
サ
.ス
入
1
1論
と
賃
金
基
金
説
に
固
執
し
て
い
る
か 

■
ぎ
り
、
や
む
を
え
な
い
こ
：と
で
あ
.っ
た

.0
そ
し
て
後
に
.最
低
賃
金
制
を
理
論
的 

:
に
肯
定
す
る
ょ
ぅ
に
.な
：.っ
：だ
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
賃
金
基
金
説
'の
批
判
者
で
あ 

る
勢
力
説
の
主
張
者
で
あ
り
、.
か
.れ
ら
こ
そ
が
現
実
的
だ
社
会
改
良
主
義
者
と 

し
て
最
低
賃
金
制
の
：意
義
を
積
極
的
に
認
め
て
い
：っ
た
こ
>
は
決
し
て
偶
然
で 

は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
代
表
者
と
じ
て
、
.後
に
ゥ

J.
ッ
ブ
夫
妻
の
最 

.低
賃
金
制
論
.に
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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a

m
e

 

D
a

t
u

r
e

 

考

渡

邊

廣

フ
ラ
ン
ス
農
業
の
発
展
過
程
の
な
か
で
、
十
八
世
紀
は
，「

革
命
の
仕
集
を
し 

た」

と
い
お
れ
る
が
、
' 実
際
に
.こ
の
革
命
は
何
に
対
し
て
熾
わ
れ
た
の
で
ぁ
ろ
.
 

う
か
。
'い
ま
、
革
命
が
対
決
し
た
の
は
、
.
こ
れ
ま
で
農
業
経
営
が
そ
れ
な
し
で 

は
成
立
し
得
な
か
'?
た
も
の
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
か
が
る
要
因
を 

奈
辺
に
求
め
た
ら
よ
い
か
。 

.

.

.

.

. 

.

.

そ
う
い

.？
た
視
点
に
立
っ
て
、.
本
稿
で
は
、r

耕
作
地
を
除
く
他
の
土
地
で
お
：
.
 

こ
な
う
放
牧
に
対
置
さ
れ
て
、

.休
^
地
'で
の
故
牧
し
か
し
村
落
ひ
す
べ
て

の
休
作
地
で
、「

本
質
的
.に
、
共
同
で
お
こ
な
う」

'
.放
牧
と
い
わ
れ
た
：
農
村
の

§
 

: 

. \ 

:

-

一
つ
の
慣
行
を
措
定
し
、
検
討
を
加
え
で
み
よ
う
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
上
述
.

• 

:

(

三)

•

の
憤
行
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
農
業
革
命
と
み
な
し
、
.
そ
れ
が
い
か
に 

し
て
お
こ
な
わ
れ
た
か
問
う
ま
え
.に
、
；か
.か
る
憤
行
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
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期ine p

a
t
u
r

<t!

考

註

'一-
十
八
世
紀
を

.、

.フ

.ラ
ッ
ズ
農
業
史
.で
、

一
般
に
農
業
革
命
.の
時
代
と
い 

う
。

こ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
、

^
^̂-
^

1̂0
^
:̂
^
。
^
©
g'o

n
o
m
i
q
u
e

<i
>
c+

:
sociale, 

t. 2 (
a
n
n
i
e

 1930)
，
p. 3291383, 511

丨556 
に
所
載 

B
o
o
;
b 

M

.
t-
a
; lutte 

p
o
u
r

 

Findividuallsme 

agraire 

d
a
n
s

 

la 

F
r
a
n
c
e

 d
u

 

X
V
I
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I
e

Da'
^
cle :(

以

下

！
/

individualism

CD
p
g
â
H
CD

と
略)

の

ヤ

33°

で
の
評
価
に
よ
り
な
が
ら
、

か
：か
る
通
念
に
従
う
。

驻
ー
ー
，
こ
れ
こ
そ
が

y
g.
y
0、p

P̂J
H
<p
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
は

、A
n
n
a
l
e
s

 

Ri
h
l
s
t
o.
i
r
e 

§
conomiqueet sociale, t. 

8 (

a
n
nrt
)
%o-
lcc
>
3
6
>
,
«
• 

4
0
1
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n
,
1

と Bloch, IVL 

L
e
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 c
a
r
a
c

c+eres O
u
g
i
n
a
u
x

 d
e 

F

 his

c+oire 

r^rale frangaiwe, 

N
o
u
v
e
l
l
e

 edition, 

Paris' 1952, 

A
r
m
a
n
d

 

Colin 
パ
以
下
単
に
' Le

s
c
a
r
a
c
t
w
r
e
s

 o
r
i
g
i
n
a
u
x
.

と
略)

I
p
vfe
で 

:

の
記
述
に
：よ
な

*:
が
ら
、
'
一
般
に
共
有
地
と
い
わ
れ
た
荒
蕪
地

•
森

林

.
牧 

韋
地
に
向
っ

^
の
放
牧
と
囟
别
し
て
、「

取
穿
の
.終
っ
た
耕
作
地
で
家
畜
を
牧

. 

，養
す
る
と

V'
う
寡
味
に
、厳
密
に
：限
.る
1_
こ

>
に
す
る
。

つ
ま
り
.An

n
a
l
e
s

托

替 toire^ociale
、̂

3 (

a
n
n<T
>
>
e 

1941〉, 

p. 

164, 

n; 3 

で
の
指

' 

. 

:

• 

• 
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:
m
五
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c

九
八

.v
v



'四
六
.(

九

A
ニ〕

：

.撤
に
從
う
。

絶
書
リ
ト
レ
.で
は
/:
'
'
'.

「

同
二
村
落
の
厝
住
者
が
そ
の
：家
畜
を
、

へ
あ
み
期
間
土
地
で
相
互
に
牧
養
で
き
る
権
利」

と
い
'う
が
、
瞹
味
で
あ
る
。

. 

註
三
農
業
茶
命
の
な
か
で

p
s
t
u
H
e

 

.を
か
く
位
©

4
げ
る
の
'は
、
 

農
村
社
会
が
.そ
れ
を
軸
と
し
■て
来
た
と
信
ぜ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
.
と
す
れ 

ば
、

IV
か
な
，る
意
味
.に
お
.い
て
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
点
は
お
い
’お
い
解
明
さ 

れ
る
で
あ
ろ
う
0'
と
も
あ
れ
死
ん
だ
も
の
、
死
に
か
.け
た
も
の
が
排
除
さ
れ 

た
と
い
う
の
で
は
、革
命
と
い
え
な
い
。v

a
i
n
e

 p
d
t
u
r
e
:

に
対
す
る
批
判
が 

.多
く
感
情
論
に
.終
始
.し
た
.の
は
、v

a
ine p

0 >t
u
r
e

が
攻
搫
の
目
標
と
し
て 

巨
大
に
す
ぎ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
日
諸
論
考
が
、
十
八
世
紀
の
文 

献
か
ら
好
ん
で
引
用
す
る
、「

僧
惡
す
べ
き
権
利」
、「

野
蛮
な
慣
行」

、1

•無 

知
の
世
紀
に
お
い
そ
し
か
成
立
し
な
い
も
の」

、「
人
間
性
が
久
し
く
無
視
さ 

れ
た
、
未
開
で
粗
野
.な
状
態
の
遣
物」

、
.と
い
>
た
表
現
に
注
意
。

ニ

.

耕
作
地
で
は
、
家
帝
の
た
め
の
飼
料
を
栽
培
す
る
こ
と
が
な
い
。
耕
作
地
は

あ
げ
て
穀
物
生
産
に
振
向
け
ら
れ
る
。
そ
う
い
つ

た
®

で̂
、
農
業
経
営
が
農

§

耕
と
^
^
を
不
可
分
な
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ 

ば
、
家
畜
の
た
め
に
；

b
、

共
有
地
か
休
作
地
に
頼
る
ほ
か
な
い
。

•

と
こ
ろ
が
、

(

.五)

共
有
地
と
い
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
森
棘
は
保
護
の
真
先
の
対
象
と
な
り
、
ま 

た
牧
草
地
は
占
有
の
熱
心
な
m
標
と
な

っ

て

、

容
易
な
利
用
が
妨
害
さ
れ
た
。
 

か
く
て
牧
養
の
た
め
、
休
作
地
の
利
用
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
農
村
に
お
い
て
も
大 

き
な
意
義
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く

な

つ
た
。
 

‘

.
事
実
、そ
：こ
.に
^
株
.か
.雑
萆
を
留
め
る
の
み
で
あ
，-?
た
と
ほ
.い
え
、牧
養
の
た 

め
，利
用
ざ
れ
た
の
は
、
す
ぐ
れ
て
休
作
地
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。種
々
な
意 

味
で
農
業
生
産
と
不
可
分
な
家f

は
、
そ
こ
■で
大
き
く
な
.っ
て
^
っ
た
。
そ
の
場 

合
、休
作
地
は
共
同
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
.之
を
：立
前
と
し
た
.。そ
し
て
か
か
る 

共
同
体
制
が
：、'

N

ラ
ン
ス
で
は
、飼
葉
が
栽
培
さ
れ
家
畜
の
企
攝
が
お
こ
な
わ
れ 

芬
よ
う
に
な
っ
た
、十
八
世
紀
も
が
な
り
後
れ
た
時
期
ま
で
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま 

根
強
く
残
存
し
た
。
し
か
し
も
と
よ
り
地
方
に
よ
る
程
度
の
差
.は
免
か
れ
な
い
。

従
っ
て
、
か
な
り
近
い
時
代
に
は
い
る
ま
で
、
家
畜
の
'た
め
の
共
同
利
用
を 

め
ぐ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
農
村
社
会
は
動
い
.て
来
た
と
.：い
っ
て
い
い
。
村
落
に
属 

す
る
者
は
皆
、同
一
め
村
落
に
属
す
る
他
の
者
の
体
作
地
に
、そ
こ
で
^
■
が
終 

り
休
閑
に
付
さ
れ
れ
ば
、
.家
畜
を
放
牧
す
る
権
利
を
保
持
し
た
。
そ
し
て
こ
の 

共
同
体
制
が
.私
拭
さ
れ
て
行
く
過
程
こ
そ
が
、
農
業
近
代
化
の
過
程
そ
の
も
の 

に
ほ
：か
な
ら
な
い
。

-
 

.
 

•

. 

.
■

 

一
 

：

'

.

 

.

.

ニ
-

註

一

飼

料

は

、小
規
模
な
.が
ら
は
、や
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
.た
。
し
か
し
耕
作 

地
で
栽
培
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、十
八
世
紀
の 

ほ
と
ん
ど
末
を

#
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
，い
。
休
作
地
を
飼
料
の
栽
培
に
利
用 

す
る
と
い
っ
た

■事
態
こ
そ
が
、農
業
革
命
の
指
標
と
な
る
も
の
で
は

あ
る
が
。 

註
一
一
榖
物
生
産
に
よ
っ
て
、今
日
の
い
わ
ゆ
る
小
麦
の
生
産
だ
け
考
え
な
い
。
 

黑
表

•
 
メ
テ
ィ
ユ
麦

'ハ
小
麦
と
黒
麦
と
混
合

)

.
ド

ィ

ッ

表

.燕
麦

•
大
表
、
 

ま
た
黒
パ
ン
に
混
ぜ

.る
た
め
の
豌
豆

•蚕
豆
の
生
産
を
、
同
時
に
含
め
る
。
 

.ひ
ろ
く
パ
ン
の
た
め
の
粉
の
生
産
を
意
味
す
る
。
こ

.れ
と
関
連
し
て
は
、

L
e
s

 

c
a
r
a
c
t
w
r
e

 

o
r
i

a-n
a
u
x
.

 p.

 

2
1

と
、
同
耳
！1.

3

 

の
記
述
を
み
よ
。

驻
三
か
か
る
段
階
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
十
九
世
紀
の
■ほ
と
ん
ど
初
頭
ま
で
練
.

く
と
み
て
い
い
0
未
発
逮
な
交
換
経
済
の
む
と
で
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
土
.

地
の
合
理
的
利
用
は
妨
害
さ
れ
た
：。
取
引
の
た
め
の
条
件
が
整
っ
て
来
る
十

六
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
も
、大
勢
と
し
.て
、
榖
物
生
産
へ
の
関
心
に
は
か
な

り
根
強
い
.も
の
が
あ
っ
た
。
大
茧
命
の
段
階
に
お
い
て
も
' 
パ
ン
の
た
め
の

.

.

.
粉
は
、
.自
給
を
立
前
と
し
た
。
小
生
産
者
、
小
都
市
の
市
民
は
、
d折
半
小
作

人
か
ら
こ
.れ
■を
#
る
o
'旧
制
度
.下
の
フ
ラ
.ン
ス
農
業
に
■対
.す
る
か
.か
.る
■.把
握
.

の
仕
方
の
.た
め
^
は
、
1式
<
1
.
ャ

2
1丨
2

2の
要
領
を
得
た
記
述
を
参
照
。

'
.

註

四

農

業

経

営

は

、
基
本
的
に
は
か
か
る
も
の
と
し
：て
^
握
さ
る
べ
き
で
あ
，

ろ
ぅ
。
そ
の
た
め
に
はIbid. P. 

2
4

で
の
ブ
ロ
ッ
ク
の

.次
の
提
言
に
注
意
。

い
わ
く
、.「

農
村
経
済
は
耕
作
だ
け
に
よ
れ
な
か
っ
た
。

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
す

ベ
-て
に
お
け
る
ご

.と
く
フ
ラ
ゾ

ス
で
も
、
農
耕

.と
牧
養
の
結
合
の
ゲ
え
：.に
そ
：

の
基
礙
を
お
く
。
こ
の
点
こ
.そ
が
主
要
1̂
特
徴
で
、
西
洋
の
技
術
文
明
と
東
.

洋
の
そ
れ
を
.す
る
ど
く
区
別
す
る
も
の
の
，
一
，つ
と
な
っ
た
一
と
。
'

■ 

'

. 

. 

- 

- 

- 

- 

■ 

■
■
■
■

'
.
 

註

五

f
os>
t

と
い
ぅ
語
は
、
も
と
^
と

t
e
r
r
i
t
o
i
r
e

<D
n
gt
f en

s
e

の
意

で
あ
っ
た
9 M

e
l
a
n
g
e
s

RJM
s
t
o
i
r
e

 

so
c
i
a
l
e
,

 

1
944, 
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V
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p
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を

み
よ
0
森
林
は
何
よ
り
も
開
筚
の
.対
象
。
そ
し
て
家
畜
の
締
出
し
が
絶
ぇ
ず
問 

題
と
な
っ
た
0
と
ぐ
に
十
八
世
紀
に
は
い
>

て
か
：ら
.は
、
鉄
工
業
者
が
燃
料
を 

そ
こ
に
求
め
る
よ
1
に
な
マ
た
た
め
、保
護
立
法
が
一
段
.と
強
也
さ
れ
、
家
：畜 

の
放
牧
は
困
難
と
な
へ
っ
た
。
森
林
で
の
放
牧
も
し
ば
し
ば
ィ
&'
§

^>
け
目
«> 

と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
注
意
:0
■
 

■

v
a
i
n
e

 

p
a
t
u
r
e
.

考

註
六
こ
れ
と
関
速
■し

て
は
、L

e
s

 caractlres o
r
i
g
i
n
a
u
x
.
p

to4

で
の
記

.

述
に
法
意
。
問
題
が
奈
逛
に
.あ
る
か
示
しV

い
る
。
い
■:わ
く
、「

川
や
小
川
の
近 

く
、
湿
気
の
多
い
凹
地
に
，は
、
天
然
の
.草
地
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
冬
の 

数
，*
月
：の
た
.め
飼
葉
を
.集
，め
'た
り
、
ま
た
草
が
XI
I
.ら
れ
.た
後
で
、
放
，牧
し
.た
り 

で
.ぎ
た
。
然
し
す
ベ
•
て
の
：地
‘方
‘が
，牧
草
地
を
持
た
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
恵
ま 

れ
た
壕
合
で
す
ら
、
満
足
な
だ
.げ
な
か
っ
た
。
牧
#:
,地
は
、：そ
の
価
格
が
耕
作
地 

の
そ
れ
を
絶
え
ず
上
廻
づ
て
.い
た
こ
.と
か
ら
、ま
た
.富
裕
な
人
々
.丨
領
主
や
土 

.地

.所
有
市
民
丨
が
熱
'■心

に
そ
.れ
.
.を
占
有
し
.よ
う
.と
.し
.
.た
こ
.と
か
ら
、
ま
す
ま 

す
不
足
し
て
行
？
た」

と
。
牧
韋
地
を
.め
ぐ
0
て
は
、
本
稿
.第
六
節
で
詳
説
し
た
。

註

七

家

畜

は

、
種
々
な
面
で
農
業
生
.塵
に
と
り
必
要
.で
あ
っ
た
。
そ
.の
こ
と
'を 

示
す
に
は
、Ibid. P. 2

4

で
の
ブ
ロ
ヶ
タ
の
次
.の
.貢
葉
を
引
用
す
る
の
が
便 

.̂.て
あ
ろ
う
。
レ
わ
く
、
-1
人
間
■は
，.
：
.
，^.
.做
ガ
，を
家
畜
に
仰
い
で
.い
た
。
ま
.た 

、小
.表
は
、生
長
す
る
た
め
、
家

-#
を
..必
聲
と
：し
た
'
.
0
_
に
は
、，っ
.な
ぐ
象
畜
が
、

:
耕
作
地
に
.ゆ
、と

0
'わ
け
糞
が
必
穿
で
あ
：っ
，た」

：
と
0
:ま
だ
，家
畜
に
対
す
る
依 

存
の
.度
合
は
ど
う
か
：.。
続
い
て
い
.わ
く
、F

家
畜
の
牧
黎
と
穀
物
生
産
の
あ
い
. 

だ
の
関
：係
は
、
‘こ
の
段
階
に
.お
：い
て
か
な
り
不
安
定
が
つ
不
確
か
な
も
の
で 

あ
っ
だ
。肥
料
は
多
く
*.
く
、
ど
ち
：ら
：か
と
い
：え
ば
、不
足
勝
ち
で
、
こ
の
た
め
か 

な
'り
高
価
で
：あ
り
、若
干
の
氣
主
は
、
公
耝
と
し
て
糞
数
撙
を
罾
ま
す
る
方
が 

よ
い
と
.思
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
，た
0
Jそ
し
：て
、「

肥
料
の
不
足
が
主
要
な
原
因
と 

,な
っ
て
、
爪
さ
ぐ
そ
丈
夫
だ
：执

-*
般
に
収
禊
の
少
な
い
榖
物
丨
た
と
え
ば
小
麦 

よ
り
も
黒
麦
丨
の(

敦
箱
に
向
う
.こ
と
を
余
儀
な
く
さ
.れ
た」

と
。役
畜
の
不
足 

か
.ら
、
鋤
を
引
ぐ
家
畜
め
数
が
；減
ら
ぎ
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
.ば
：で
あ
っ
た
0ま

- 

'
:■
'
四

七

(

九
八
三)

’

I
II

I



た
若
千
の
と
こ

.ろ
で
、
.か
：わ
り.に
踺
馬
.を
用
い
.た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
必
要
な 

効
.舉
が
得

k
れ
な
い

0
農
具
の
幼
稚
な
と
ど
が

.そ
れ

に

.
 
一0

の
拍
車
'を
.'か
げ

. 

た 
>こ
れ
と
：関
連
し
そ
ほ

< _ Ibid. 

:pv25.

で
の
ブ

”
>グ
の

指

摘

：に

注

意:° 

註
尽

' 
十
八
.世
紀
末
め
段
階
で
、
と
く
.に
要
求
め
拫
強〉

か
.？
た

.の
は
、ブ
ル
、コ

ー
，

■'
.
.ュ
ュ

、

シ

.ャ
ン

。
ハ

ー
 
一
一
--
-
.、；ロ

,
レ
：
丨

プ

^̂

と
北
東
部
に

#
い
て
で
あ

-?
た
？
西
部C 
ノ
ル
マ
：ゾ
デ
ィ

:>
ブ
ル
〃
タ
ー
ぞ
ュ)

、

/

北

部(：

フ 

ラ
ジ
ド

‘

ル
ゝ
メ
ィ
ノ-

〜
ヵ
ゾ
ー
ブ
レ
^

南
離
ハ
プ̂

ヴ
ア
ゾ
.々
 

グ
ド
ナ
ク)

、.

中

部

ぺ

ポ17
'

ド
ー
の
丘
陵
部
、'

べ
リ
、'
フ
ル
ボ
ン
ネ〕

で
は
弱
く
、
‘
 

ア

ル

，
ト

ヮ

、
：
オ

.

ル

レ

ナX
、

ト
ケ'—

ル
.
ニ

 

r
i

、
7 :

ン.

ハ
ジ

■，.
ユ
1'.

、

ボ

ゥ.

ト
V
.

の
.
平

野
部〔

は
そ
の
中
間

.を

.形
成

:1
.
fco

i
L
i
z
e
r
a
n
d
/
G
r
L
e
r
s
g
i
m
e

 3
r
a
r

, 

de 

l、a
g
i
&
l 

g
a
n
c
e
,

 

1942, F
a
a
s
,

 p
.
113 

の
:

.も
？
と
も
こ
れ
は
、
趴
罾
⑽
で
の
放
牧
を
含
め
た

M
価
で
は
あ
る
が

6 

V 

_
九
農
業
近
氏
化
の
：梢
標
を

.ど
^
に
求
..め
.る
か
は
、
農
業
史
を
极
ぅ
論
考
の 

立
場
に
ょ
つ

.て
«
豸
が
^
ず
る
で
あ
ろ
ぅ
。
農
業
史
に
ょ
ら
て
、
農
民
^
歴 

.史
ょ
.り
は
農
業
自
体
の

|1
史
：を
.考
ぇ

る

，場

合

、

農

IT

か
共
同
体
制
を
必
要
.と 

.し
な
く
.な
：
つ
た
と.い
ぅ
：.
V

」

.と
は
、
農
業
経
営
に

.お
'け
る
大
'き
な
変
革
で
あ
つ 

た
。

こ
れ
を
も
つ
て
農
業
の
近
代
化
と
称
し

#
る
'の
は

、

共

同

体

制

が

：消

滅'. 

し
て
行
く
過
程
が
農
業
経
営

‘に
個
人
'壬
義
の
滲
透
し
て
行
く
過
程
そ
の
も
の

.
 

で
あ
：つ
'お
パ
ち

^
ほ」

か
：な
ら
な

1>
。
：
 

.

:

ニ

-,
./1
!
:
:

.

.

.三

• 

.

.

.

. 
ニ 

.

.

:

収

獲

が

終

れ

，ば

、

耕

作

地

.

は
休
作
地
と
さ
れ
た
。
乜

'
が

し

利

用

し

な

.ぃ
ま
ま

’ 

四

八

(

九

/\
'
四)

:放
置
さ
れ
だ
.い
。
：休
作
地
は
絶
把
の
放
集
と
：し
‘て
、
.共
同
の
使
用
0 .
た
め
に 

服
立
て
ら
れ
亡
。ぺ
す
な
わ
：ち
、
村

蕾

學

る

.誰
も
が
、
そ
の
家
畜
を
、
同
一
.

の
村
落
に
属
す
る
他
の
者
の
休
作
地
.に
向
っ
て
放
牧
す
る
.
Cと
が
で
き
た
の
で 

あ
る
0
家
畜
は
そ
と
：で
;:
>
別

株

や

肇

を

食

べ

：广

大

き

く

な

：
っ

た

。

冬
期
に
、

飼
装
が
あ
ら
^
る
意
來
で
不
足
じ
た
段
階
で
、
-'
こ
の
'こ
と
は
、
家
畜
を
ふ
と
ら 

,せ
る
有
カ
な
手
段
と
：し
て
、
.大
含
な
意
義
を
持
.：つ
た
の
で
あ
る
。
も

と

よ

り

と
 

.
こ
を
に
：よ
ゥ
程
度
'
©差
は
否
め
な
い
。
 

、
.V 

:
-
 

一
普
通
ど
ぅ
和
こ
^
わ
れ
た
ち
詳
し
い
事
情
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
：
.一
例
を 

示
せ
ば
、
収

繁

^'
?
て

:'
'
し
ば
ら
く
.は
落
穂
拾
の
た
め
開
放
さ
れ
る
。
三
日 

,辕
'<
。.':
そ
れ
が
.終

货

'
今

度

ば

刈

株

の

：整

埋

で

知

る

。
取

獲

.に
際
し
て
、
寒 

.
を
地
上
.す
れ
す
れ
に
切
ら
な
い
の
；で
、
.耕
作
地
に
は
：麋
が
高
く
残
っ
て
V
る
。

.

.

 

ま
ね
不
手
際
か
:̂
、
.顚
が
立
？
た
更
ま
残
る
こ
：と
%'
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
？
こ 

れ
ら
を
集
め
て
屋
根
を
葺
き
、

：

ま
た
薪
の
^
し
：'い
.と
こ
ろ
で
は
、
■竈
の
焚
付
に 

す
る
。
そ
れ
が
十
月
中
、
:'
:一；
日
か
ら
ほ
：と
ん
ど
一一

十
日
ま
で
.続
く
。
こ
れ
と
並 

行

し

て

：、
、
放

牧

が

.お
こ
な
わ
れ
る
。
:'
完
全
な
休
作
地
で
は

-*
年
、
小
麦
の
収
獲 

後
に
雑
穀
を
栽
培
す
る
土
地
で
は
’
秋
：か
.ら
春
.に
わ
た
る
。
耕
作
地
の
一
部
に 

で
も
垣
を
設
け
.て
他
人
の
家
畜
を
締
出
し
た
：者
は

、
：
’放
牧
め
た
め
の
共
同
の
群 

.に
逭
込
み
得
る
家
畜
：の
数
を
制
限
さ
れ
る
。
ま
た
共
同
一
の
群
に
、
よ
そ
者
の
家 

畜
を
投
ず
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
■い
。
.他
方
、
羊
の
場
合
、
六
月
の
二
十
四
日
か 

ら

十

ニ

月

ー

日

な
'い
1>
十
：1
'日
ま
で
放
牧
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、

■各
自
が
放
牧
じ
得
石
期
間
は
、
宇
の
数
と
耕
作
地
の
面
積
に
よ
り
違
う
。
昼
の 

長
短
も
、
'こ
の
期
間
を
決
定
す
る
嚓
に
配
慮
さ
れ
た
。

'
.
:
-

し
か
し
も
と
'よ
り
、
か
か
る
権
利
の
行
使
さ
れ
る
塲
は
、
必
ず
し
も
同
一
村 

落
の
内
部
に
限
e>
-
れ
な
か
っ
た
。
隣
接
す
る
村
落
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
休
作
地
に
、
 

他
の
村
落
の
家
畜
を
、
同
時
に
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
村
落
は
、
相
互
に 

そ
の
休
作
地
を
利
用
し
合
っ
た
の
で
あ
^§
。
そ
の
場
合
、
家
畜
群
を
送
込
み
得 

る
範
囲
は
、
と

こ

ろ

に

よ

り

遠

.と
も
あ
れ
、
.休
作
の
期
間
を
通
じ
て
、
耕 

、
作
地
に
対
す
る
保
有
権
ば
、
い
わ
ば
停
止
.の
状
態
に
お
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

，
 

穀
物
生
産
が
休
作
を
前
提
に
お
い
て
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
技
術
段
階
で
、

. 

な
お
家
畜
を
保
持
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
牧
養
の
た
め
休
作 

地
の
共
同
利
用
は
動
か
せ
な
，い
。.

で
は
、
か
か
る
慣
行
を
完
徹
さ
せ
る
た
め
、
. 

村
落
は
ど
う
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
づ
た
か
。
^
豸
に
よ
っ
て
、

こ
の
憚 

行
へ
の
対
^
の
仕
方
は
相
違
し
た
。
そ
れ
な
ら
、
具
体
的
に
ど
う
.で
あ
っ
た
と 

い
う
の
か
。
し
か
し
問
題
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、：

各
村
落
を
結
局
に
お
い
て
. 

そ
の
.い
ず
れ
か
に
属
せ
し
め
る
基
本
的
な
耕
地
制
度
^f

と
.に
、
h検
討
し
て
行
く 

.の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
，
_

:

-

-

.

.

.

.

:

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.
*.

,

:

:

:

驻

1

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
五
節
を
参
慨
0

註

ニ

放
；牧
の
た
め
の
か
か
る
慣

行
.が
：当
初
に
お
い
；て
ど
ダ

お
こ
な
わ
.れ
た
.か 

問
う
ご

A
T

か

で

♦

な

い
0 

:た
/4
村
落
に
-よ
.っ
て
違
う
こ
と
、
ま
た
時
.間
-の
経
.

.
適
と
と
も
に
変
つ
て
行
く
と
と
は
わ
が
る
。

ご
こ
で
は
、L

I
H
a
J
l
d
:

 

p
.

' 

o
p
. 

c
i
t

 

P
V
M
1
2
-
1
1
3

'.
で

:9
記
述
：に
よ
り
な
、が
ら
、
.-
ゼ
ヵ
ル
デ
ィ
ト
の
場 

合
を
示
し
て
み
た

0;*
こ
れ
が
通
例
の
仕
方
と
い
う
わ
け
で
'は
な
い
。
あ
ぐ
ま 

:

で
ー
例
に
す
ぎ
な
ぃ
こ
と
に
注
意
。
： 

.

註三かかる償行は通例

p
a
r
c
o
u
r
s

と
呼
ば
れ
.た
。
北

部

で

はe.ntrei 

cours de p

salt
u
r
a
g
e

 
と
い
う
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
、
-
単
に vaine p5ture 

と
も
解
さ
れ
た
が
、
区
別
し
て
、
村
落
が
相
.互
に
そ
の
休
耕
地
を
利
用
し
合 

.
う
慣

行
と
理

解
、ず

ベ

.き̂

:，あ
.
.̂
う
.0. i/individualisme 

agraire..: p. 

3
3
1

の
記
述
に
注
意

0
、

. 

,;.

註
四
北
部
と
東
部
の
大
部
分
で

it
-、
か
か
る
権
利
が
、
.
降
接
す
る
村
落
の
全 

域
に
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
た
。

シ
.ャ
ン
バ
ー
ニ
ユ
や
ロ
ー
レ
~
ヌ
の
償
習
に
よ 

れ
ば
、
同
じ
ょ
う
に
：隣
'接
す
る
村
落
に
家
畜
群
を
送
込
む
こ

.と
が
で
き
て
も
、
 

ほ
ぽ
中
央
ょ
り
遠
：く
に
放
牧
し
.て
.は
な
ら
な
か
っ
た
。

ベ
.
.ア
ル
ヌ
で
は
、
村 

:

落
の
規
模
が
小
さ
か

-?
た

た

め

、
：

i

つ
隔
て
た
粦
の
，村
落
ま
で
放
牧
し
得
る

■ 

M 

..

..

.

範
囲
と
さ
れ

.た

0.
こ
.

れ
と
関
連
し
て
は、

Ibid. p. 333.ATLes caractwres 

originaux p. 

4
3
0記
述
を
参
照

。
，

' _ 

.

誑

五

.耕
地
制
度
に
は
、

大

別

し

て

、
.
：
開
放

.耕
地
制
度
と

.線

.劃

耕

地

制

度

が

あ
 

'
.る
。
そ
し
て
開
放
耕
地
に
は
、/
細
長
形
耕
地
と
不
規
則
形
耕
地
が
あ
る
。
思 

い
切

-?
た
単
純
化
が
許
さ
れ
る
：な
ら
ば
、
前
者
ば
北
部
、
.後
者
は
南
部
に
お 

ぃ
て
支
配
的
な
形

態

と

.い
^
る
.。
._
劃
地
は
、
，こ
の
段
階
で
、
地
.味
の
.低
ぃ
、
 

従
.
.っ'て
開
#

の
進
.ま
亦
：い
.她
方
で
.み
ら
れ
た
.形
態
.で
あ
h

る
。
.

そ
こ
.

で
は
.後
述 

す
る
ご
と
く
フ
休
作
地
^

放
牧
の
た
め
の
共
同
の
場
で
な
く
な
っ
た
と
い
う 

こ
と
を
除
け
ば
、
旧

態

が

依

然

’と

し

て
保
持
さ
れ
た
。
休
作
地
は
自
己
の
家 

.
畜
に
限
.
.っ.で
：用
立
：そ

ら

れ

、
.な
ー
お
飼
料
が
不
足
す
.れ
ば

、
村
落
の
同
辺
に
登 

霄

に
*
在
す
る
：荒
蕪
地
で
，自
由
に
放

牧

し

た
,:
°従っ
■て
.、
そ
れ
は
、':農
業
近 

代
化
：の
指
標
と
い
え
な
い
。■ 

.

■ 

. 

•■

-

.

-

:

バ
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'

，
そ
れ
よ
り
あ
え
に
.、放
牧
の
た
.め
の
が
か
る
慣
行
が
、
理
想
の
状
態
で
自
己
を 

実
現
し
よ
う
と
い
き
、
ま
ず
何
が

®

さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
た
い
。
か
か
る
場
合
、何
を
前
提
と
す
る
か
。
一
一
つ
の
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

.
そ
こ
で
は
、家
畜
が
自
由
に
移
動
し
得
.る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
以
上
、
 

収
獲
の
終
？
た
耕
作
地
の
.周
囲
に
、
い
か
な
る
障
害
物
も
あ
っ
て

は

な

ら

な

.

.
い
。
垣
が
張
ら
れ
、
溝
が
掘
ら
れ
、
土
が
盛
ら
れ
る
こ
と
は
、，
む
し
ろ
厳
重
に 

禁
止
さ
れ
、
共
同
で
放
牧
す
る
家
畜
の
通
過
を
容
易
な
ら
し
め
：る
た
め
、
多
大 

の
関
心
於
払
わ
れ
名
必
要
が
あ
る
。
耕
作
地
は
、
い
わ
ば
開
け
っ
放
し
の
状
態
. 

に
お
か
.れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
.障
害
物
は
、
実
際
に
多
く
の
.場

所

で

あ-?
て 

は
な
ら
ず
、

-4
し
止
む
を
得
な
い
必
要
か
ら
設
け
ら
れ
て
も
、
家
畜
が
そ
れ
を 

乗
越
え
て
通
過
す
る
こ
と
の
簡
単
な
よ
う
、
ま
た
境
界
を
示
す
た
め
杭
が
便
用 

さ
れ
る
場
合
も
、
地
中
に
£

ま
れ
て
、
何
の
障
害
に
■も
な
ら
.な
い
.よ
う
、
む 

し
ろ
境
罾
は
吨
雜
に
観
念
の
う
え
で
の
も
の
で
す
ま
す
よ
う
.、
措
置
さ
れ
ゐ
.

こ
と
が
重
要
で
あ
石
。
従
っ
て
撕
作
地
が
漠
然
と
.耕
作
地
へ
続
い
て
い
る
と
い 

，
う
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
起
伏
抓
視
思
を
さ
え
ぎ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
農

. 

村
は
衣
漠
た
る
景
観
を
星
し
て
い
る
こ
，と
こ
そ
望
ま
し
い
。 

.
• 

し
か
し
休
作
地
で
家
畜
の
共
同
の
放
牧
が
達
せ
ら
れ
る
た
め
に
.は
、
そ
れ
だ
'- 

け
で
十
分
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
共
同
と
い
う
の
.は
、
場
所
を
共
同
で
使
用 

す
る
.と
い
う
意
味
9
ほ
か
.'に、
.あ
る
.時
期
が
.来
れ
I.は、
慣
例
.に
よ

り
.誰
'4
.ヵ
家
，
. 

裔
を
.一
斉
に
^

し̂
得
る
と
い
う
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
使
用
の
時
锝

.

五

〇

(

•九
八
六)

.を
共
通
に
す
る
と
.い
う
意
味
も
含
•む
。；
従
っ
て
こ
の
た
.め
に
は

、

耕
作
地
の
周 

囲

.に
障
售
物
が
あ
っ
：て
い
け
な

:1
>ぼ
：.女
力
で
は
な
や
。
：
い
か
な
る
耕
作
地
も
、
 

司
诗
に
休
作
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
要
す

-?
>。
他

：に
.収

權

の

終

え

な

い

場

所

が

あ 

っ
て
も
、

一
定
の
時
期
が
来
て
自
動
的
恥
i

す
る
と
ず
れ
ば
、
収
獲
を
害
す 

る
こ
と

®
だ
し
く
、
こ
の
.こ
せ
を
避
け
る
た
め
、
取
穫
を
同
時
に
終
え
て
い
る 

こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
輪
作
に
隙
し
て
は
、
そ
れ
が
一
一
圃 

農
法
で
あ
れ
ま
た
は
：三
圃
農
法
.で
あ
れ
、
取
獲
0
時

期

：を

そ

ろ.え
.る
た
め
、
所 

定
の
作
物
を
、
：規
定
の
順
.序
に
従
っ
て
、
秩
序
正
し
く
栽
培
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
か
っ
た
。

'地
味
に
よ
.っ
：て
作
物
を
変
え
る
こ
.と
.、
，
完

全

に

実

る

ま

で

取

獲

を

.
 

後
ち
せ
る
こ
.と
は
、
共
同
の
放
牧
と
い
う
共
通
の
利
益
の
..ま
え
に
無
視
さ
れ 

る

•,
<
>
■
，村
落
の
定
め
た
収
獲
日
が
来
れ
ば
、
杏
溶
な
し
に
刈
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
従
っ
て
こ
れ
で
は
、
農
村
に
、
輝

--
*的
な
、順
応
性
の
な
い
状
態
が
起
っ 

て
も
由
む
を
得
な
い
。
場
所
と
時
間
を
無
視
し
た
輪
作
の
.仕
方
が
強
要
さ
れ
、
 

そ
れ
を
変
え
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、：

ま
た
実
際
に
も
不
可
能
と
す
る
よ
う
な
雰

■ 

0
1
V 

’ 

.

囲

気

こ

そ

好

ま

し■い
：の'：で

あ

る。

：
：

- 

.

.
つ
ま
り
、
休
作
地
に
お
い
て
家
畜
を
共
同
で
放
牧
す
る
と
.い
う
こ
と

の

た
め 

に
は
、
ぬ
劃
.の
_
殳
と
強
制
的
な
輪
作
が
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

と
す
れ
ば
、
放
牧
の
た
.め
の
か
が
る
慣
行
が
種
々
な
耕
⑽
⑽
畠
に
対
し
て
有
す
' 

る
重
要
度
は
、.や
や
と
も
す
れ
ば
崩
れ
勝
ち
な
、上
述
の
ニ
つ
の
前
提
を
維
持
し 

よ
う
と
し
て
、
異
な
る
^
•地
形
態
の
も
.と
で
続
け
ら
れ
る
.努
力
の
@
Lt
に
よ
り 

測
楚
す
る
こ
と
が
で
き
る
.の
で
ば
あ
る
ま
い

か

。

耕
地
制
度
は
い
ず
れ
も
、
も 

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
放
牧
の
た
.め
の
共
同
慣
行
に
適
疮
す
る
型
と
レ

て
、
あ
み
出
さ
れ
た
も
の
仓
は
あ
ャ
た
が
タ
丨
.

.

.V
.

.栽

.

一

十
八
世
：紀
.の
諸
論
者
が
、.Nases c

a
m
p
a

oqn
e
s
'

と
.い
.っ
■た
o,
は
、
ま 

さ
に
か
か
..る
状
態
に
対
.し
'て
で
あ
っ
た 

註
ニ
.
ir
作
強
制
，は
、
.
.十
八
.世
紀
の
諸
論
者
に
と
.っ
.て

、
.

.. 

d.o
V

' 

culture e
n

 ro
y
e

 r
g
g
l
^
e

と
し
て
；映
じ
た
。
住
居
に
近
く
、
肥
料
，が
#

.
え
易
い
耕
作
地
で
は
、
自
曲
な
経
営
が
進
行
し
.た
。
し
.か
し
ブ
：ロ
.ッ
.ク
に
從 

え
ば
、
耕
作
地
の
压
倒
的
部
分
钱
、
十
八
世
紀
^
.は
い
り
.て
：も
、
，
か
.か
る
強 

•
.ハ.制
.に
服
，さ
な
け
..れば
な
ら
な
か
っ
た

• 
°

0

P
H
P
0

^
^
H
.
O
M 

originaux.

■ 

p. 

4
1

を
み
よ

/0
耕
作
地
と
は
、
住
居
に
付
腐
し

.て
み

ら

れ

，る

栽

培

地

で

は
' 

な
い
。
.
.耕
作
地
は
開
放
耕
地
に

>
々
。

.

'

鲜

三

v
a
i
n

cl>
,
:
:
u
t
u
r
e

と
並
べ
て
、
ノ
綜
.劃
禁
止
と
輪
作
規
定
：を
考
え
> 
そ
れ 

.
ら
.が
:'「

成
：文
の
も
.の
：で
.あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
：
.ま
た
B*
式
.の
許
可
を
得 

.た

.

.も

.の

.か
も
し
く
は
村
落
の
否
.応
な
し
の
.必
要
か
ら
お
こ
，な

わ

れ

る

よ

5 

.

.に

.な
'つ
.た
.も
の
に
せ
よ
、
..
：

『

規
則』

.と
感
じ
ら
：れ(

.た0
」：

.と
す
る
.
.

n

 
口
ッ
ク
.
. 

.‘のI
b
i
d

 p.

 4
5

で
，の
見
解
.に
も
か
か
'わ
ら
ず
、
.
こ
こ
で
は
、
.綜
劃
禁
止
；と 

輪
作
規
定
こ
そ
，

'<
:
^
1
1
6
?>
苕
3

,
'>
-
従
腐
す
^
も
の
、
従
っ
^

.s>
?

r

eへ
こ
そ
基
礎
把
お
か
る
ベ
き
も
の
と
し
て
措
定
す
る
で
あ
ろ
ぅ
。

.
:

.
五

'

.

'

:

■

'
-.
,ぺ
' 

.
:
:

ソ；

開
放
耕
地
で
、
‘農
具

と

‘
し

て

鋤

が

使

用

さ

れ

る

f

e
で
は
、
方
向
の
転
換
に 

際
し
て
起
り
得
る
無
駄
を
最
小
に
と
ど
め
る
必
要
'か
ら
、
細
長
形
耕
也
と
な
ら 

V
a
i
s

 pature 

考

ざ
る
を
得
な
：い
。.，；と
こ
ろ
で
'-
嫩
の
迤
転
に
.は
、
家
齋
が
必
要
で
あ
る
。
辟
を 

使
用
す
る
。
よ
，ヴ
よ
く
掘
返
す
：た
め
に
：は
、.：鋤
に
つ
な
ぐ
家
畜
を
、
そ
れ
だ
け 

増
さ
な
け
れ
ば
：な
ら
：な
い
。：'従
っK

労
働
力
と
し
て
の
家
畜
に
対
す
る
要
求 

-.
が
、
こ
こ
.，で
は

犬

名

1

.1
,か
‘
馬
を
維
持
す
る
に
は
、.
他
の
い
か
な
る
家
畜 

の
場
合
よ
勺
も
、
.!
'
大
量
.の
飼
料
を
：必
：要
士
.す
る
ヴ
と
；こ
、ろ
が
そ
と
は
、
穀
物
生 

:

產
の
.た
.め
の
中
枢
地
帯
と
し
：て
、
.は
や
‘く
か
ら
開
懇
が
進
み
、
發
の
た
め
の 

ノ
共
有
il
に
^
し
V
、
.皆
無
の
と
こ
ぃ
ろ
も
あ
っ
た
。
も
と
も
と
少
t
い
牧
草
地
も

れV
、

容
易
に
利
用
し
難
い
。

こ
の
た
め
放
牧
の
た
め
依
存
す
ベ
き 

は
、
す
ぐ
れ
て
休
作
地
で
|
づ
：た
。
'放
牧
.の
た
'め
休
作
地
に
頼
る
と
い
う
こ
と 

は
、
か
く
て
こ
の
北
部
に
お
い
て
、「

否
^
な
し
のj

こ
と
で
あ
っ(

%

そ
れ
で 

.も
役
畜
は
：不
足
勝
ち
で
、
：村
落
民
•は
放
牧
.を
容
易
に
す
る
た
め
、
敗
.し
い
努
力 

■を
続
け
た
。
：
一
方
、
領
主
.は
、：.進
ん
：で
.そ
，の
体
作
地
を
開
放
し
、
刈
株
か
雑
草 

::
を
.失
な
う
と
い
う
安
価
な
犠
牲
で
、'.
'
村
落
民
の
家
畜
が
落
す
糞
と
.い
ぅ
貴
重
な 

肥
料
に
よ
っ
て
、
.土
地
を
肥
祆
：に
：し
よ
う
と
：は
か
：？
た
の
で
：あ

？
た
。

一

そ

れ

に

は

：、

田

.の
自

由

な

移

動

が

可

能

；で

.な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た 

•め
に

は

、

何

：よ
.り
も

、
：
，
土

地
.の
'周
囲
'に
障
害
物
が
あ
っ
' て
.は
い
け
な
い
。
し
か 

、
し

絶

対

に

設

け

ち

れ

.な
か

ら

：：
た>-
い
う
わ
け
で
：は
な

^§
.他
方
、
#
作
地
は
、 

.古
有
の
瞹
眛
な
初
期
の
段
階
で
ユ
穀
.
が
栽
培
さ
れ
る
あ
い
だ
、

f

時
的
に
垣 

か
溝
で
守
ら
れ
たt

し
か
し
观
權
が
終
れ
ば
、ぐ
壊
わ
し
.た
。：
そ
し
.て
こ
れ
が
、
 

春

秋

の

大

き

：な

聋:^
な
っ
た
。：：し
か
し
.屮
ー
~-
-世
紀
以
降
、
開
墾
が
進
み
、
放 

牧

.の
場
が
.得
ら
れ
.な
く

な

る

：
に
.つ
：机
て
、そ
う
い
っ
.た
こ
：と
も
煩
雑
に
思
わ
れ
、
 

軿
作
地
は
完
全
.

文
！
！

け
っ
放
し
の
状
態
に
ぉ
へ
か
れ
る
よ
う
忆
な
っ
.て
行
っ
^ 3
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ま
た
同
一
：
村

落
2
部
の
相
五
'に
接
続
す
る
十
か
数
十
.の
耕

作

地

：が.ま
と
：ま

？

.

て
、
地
區
と
呼
ば
れ
た
が
、
.地
区
>;
-地
区

の

境

界

は

ど

ぅ

；し

た

か

。
：：
そ

こ

：：に

は 

埴
か
溝
が
つ
く
ら
れ
た
。「

し
か
.し
も
'
?と
も
多
く

(0
.場
合
は
、
.畝
の
.方
向
を
.全
_
:
 

取
.と
し
て
.変
.え
る
こ
.
.と..に
よ

っ

て
、
境

.を
示
し
た
？
.そ
し
て
.
.こ
.
の

状

態

を

破

る
 

者
は
、
--
'
,違
反
者
と
し
：て
嫌
が
ら
れ
た
の
で
^
る
。
.
：
.

」

'.
'

.
こ
^S

い
つ
た
、
い
わ
ば
填
の
な
い
村
落
で 

放
牧
が
^

こ
な
わ
れ
る
と
す
れ 

ば
、
耕
作
地
一
は
：同
時
に
休
作
地
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
..
:
;同
.一
の
地 

区
内
で
は
尚
更
で
あ
る
。
施
肥
が
容
易
な
、
住
居
に
近
い
耕
作
地
で
は
、
か
か 

る
^
^
,を
無
視
し
て
、
勝
手
に
播
種
す
■る
こ
と
、が
で
き
た
が
、
し
か
じ
こ
の
種 

の
耕
作
地
が
金
体
の
な
か
で
占
め
る
割
合
は
非
常
に
わ
ず
か
で
あ
り
、
庄
倒
的 

太
部
分
は
、
慣
例
と
，1>
て
定
め
ら
れ
た
耕
作
順
序
.に
服
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く 

さ
れ
た
と
い
：わ
ざ
る
を
.得
な
い
。..村
落
で
こ
.の
慣
習
を
免
か
れ
た
の
は
、
例
外 

に
し
か
す
ぎ
ず
、
大
抵
.は
、
：十
八
世
紀
末
の
段
階
に
お
い
て
も
、
強
制
的
な
輪 

作
規
定
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

：
.'

.

.こ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
開
放
耕
地
.で
は
あ
る
が
、
無
論
鋤
を
使
用
す
る
た
め 

不
規
則
形
挑
地
と
.な
っ

.た
南
部
で
は
、
か
か
る
慣
行
が
、
北
部
に
お
け
る
よ
り 

「

か
な
り
急
速
に
消
滅
し
北
部
に
お
い
て
そ
れ
が
、
前
述
し
た
ご
之
く
、
 

「

否
応
な
し
の
も
のJ

と
す
れ
ば
、
南
部
で
の
そ
の
在
り
方
は「

緩
和
さ
れ
た
も
：
 

の」

で
あ
っ
^ 5
つ
ま
り
、
休
作
地
で
の
放
牧
に
際
し
、
南
部
で
は
、「

他
人
の 

家
畜
に
対
す
る
義
務
を
と
も
な
ぅ
こ
と
な
し
に
.

」

お
こ
な
わ
れ
る
場
合
が
し
ば 

し
ば
で
あ
へ
&
OW
従
っ
て
垣
が
設
け
ら
れ
て
も
何
ら
差
支
え
な
い
0
こ
れ
は
、
南 

部
で
開
墾
、が
.お
く
れ
、M

墾
の
地
帯
ぶ
豊
富
に
存
在
し
て
、
そ
，こ
で
自
珀
に
放

.

.
 

五
.ニ
.
.

(

九
八
八〕

牧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か

.<
'
て

、

.
牧

養

が

自
 

己

0
休
作
塊
に
限
ら
れ
て
'4
、；、不
足
分
は
ど
う
に
か
褕
充
で
き
た
。.
南
部
に
は 

や

く

か

ら

滲

透

し

お

ヲ

！

マ
：
，
法

0
影
1
1も
無
視
し
難
.
102
.

パ
，

へ
し
か
し
綜
劃
耕
地
极
、
ィ
放
牧
：の
'た
め
：の
：が
か
る
慣
行
に
対
し
、「

ま
っ
た
く 

無

知

龙

あ

マ

^

^

従

ャ

て

ゾ

さ

き

め

ー

ー

や

 

を

示

レf
一。
.
 

そ

£
:
:
で
：は

、

「

耕

作

地

ほ

：，

生

垣
_か
石
癖
に
保
護
さ
私
て
、
:共
同
放
牧
の
慣
行
を 

知
ら
な
い
O
V休
作
地
，は
、
他
：に
お
け
る
と
同
じ
.:<
'
、
家
畜
の
双
㈣
に
用
立
て
ら
，
 

れ
る
。
し
か
し
耕
作
者
の
家
畜
に
限
る
。：
霧

者

が

、
彼
め
休
作
地
の
利
用
者 

で
あ
る」

。
そ
し
て
か
か
る
形
態
が
フ
ラ

-y
ス
：'で
現
わ
れ
る
の
は
、有
力
な
個
人 

が
不
韦
众
土
地
で
、
'進
ん

で

：開

墾

を

お

こ

な

デ

場

合

に

限

ら

れ

^

休

作

地

を 

共
同
で
铜
用
し
な
く
と
も
、
豊
富
に
存
在
す
る
荒
蕪
地
で
牧
養
が
で
ぎ
た
と
い
'
 

う
こ
^
が
、：
そ
_の
.ょ
う

な

形

態

の

経

営

：を

可

能

と

1>
_た
：
の.で
あ

べ

姑

。

.

.
' 

.

:
パ

.

.

.■ 

:
:
:
:

註

一

こ

こ

で

北

钸

.と

.い
う
.と
き
、
普
通
；に
南
部
と
呼
ば
れ
る
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン 

.
:ス'、
：
.ラ
ゾ

グ
ド
ッ
ク
を

.除
べ
'と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
地
理
上
の
概 

念

.で
は
な
い
。
そ
こ

^
含
ま
れ
る
複
雜
な
諸
相
を
認
め
つ
つ
も
、

;
こ
で
.は

思
.い
切
？
^
.巢
純
化
^
て
み
た
。

. 

; 

.

一

.

.

.

註 
ニ 

か

か

る#
俩

は

、

-

L
o
s
o
p
H
a
c
t
w
r
e
s 

originaux, p
.

cn
7 
で
の
ブ

ロ
ッ
ク
の
指
摘
に
従
う
。
：

註
三
多
く
の
地
方
で

.、耕
作
地
が
道
路
に
面
す
る
と
き
、
そ
の
境
に
、
垣
を
詨 

け
た
。，
ま
た
若
干
の
地
方
セ
、村
落
.の
境
界
を
示
す
た
め
、恒
久
的
な
垣
が
設 

付
ら4.

て

V
た
0-
之
くU

 H

イ
ノ
ー
の
場

合

。ま
たV

ア
ル
ヌ
で
は
、
家
畜

が
多
く
放
牧
さ
れ
る
丘
陵
地
に
面
す
る
耕
作
地
は
垣
で
守
ら
れ
た
。
ァ
ル
ナ 

'

ス
のH

ダ
ノ
ー

—
帯
で
は
、
か
な
り
多
数
の
耕
作
地
を
一
括
し
て
、恒
久
的
な 

垣
を
設
け
て
い
た
。
こ
れ
と
関
速
し
て
は
、

I
b
i
d
.
?
37

丨38

を
み
よ
。
 

驻

四

1

2:<3.1>.37.

た
と
え
ば
、
ァ
ラ
ス
の

.聖
ヴ
ァ
ス
ト
修
院
は
、
そ
の
直 

営
地
の

.周
面

'に
溝
を
掘
っ
た
が
、
収
獲
が
終
れ
ば
、

.こ
れ
を
埋
め
た
。

註

五

Ibid. p. 

39
.

た
と
え
ば
ロ
 

I
レ
ー
ヌ
で
、
慣
行
を
.無
.視
し
た
者
に
対 

す
る
.不
服
の
な
か
に

、labourer d
e

 t
r
a
v
e
r
s

つ
ま
り

「

垣
で
赃
ん
だ 

者」

に
対
す
る
不
平
と
い
う
の
が
あ
り
た
。

註

六

Ibid'p. 

P
I
P
ク
レ
ル
モ
ン
一
带
の
農
村
で
僅
か

一一一.
'つに
と
ど
ま 

る
0
然
し

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

ブ

ロ
ッ
ク
の
指
摘
に
よ
れ
ば
：、
小
都
市
で 

あ
っ
た
。
単
純
な

’農
村
で
.は
、
例
外
な
く
、
輪
作
規
定
の
支
配
が
続
く
.。

註

七

Ibid. P. 

5
0

で
の
評
価
に
従
う
。

. 

：

-

.

.

.

.

:

-

 

■

註
八

.

.

Ibid. p. 

57.

註
九
：Ibid..p. 

50, 

. 

: 

r 

- 

註

1

0
南
部
で

V
a
i
s

 

u
t
u
r
e

は
ど
う
な
っ
て
い
だ

/で
あ

一

ろ

う

か

'
。

た 

と
え
ば
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
で
。

Ibid. p. 2
0
4
-
2
0
5

の
ブ

.口
ッ
ク

-の
fa
述
.を
盤 

理
し
て
み
よ
う

0'
:

■

例
示

I
、
セ
デ
で
は
、
領
主
の
直
営
地
を
合

Mめ
、
放
牧
の
た
め
休
作
地
が
共 

同
利
.用
さ
れ
た
。
領
主
は
こ
の
慣
行
が
彼
に
有
害
な
こ
と
を
知
り
'、
彼
の
休 

作
地
で
村
落
の
.家
裔
が
放
牧
さ
れ
る
ご
と
を
禁

it
し
、
自

B
の
家
畜
.に
限
ろ 

う
と
し
た
-デ：

一
三 
一
一
ニ
年
の
ど
.と
で
あ
る
。
村
落
民
は
、，

こ
の
#
置

^
抗
議 

し
た
。

そ
し
て
こ
の
対
立
は
、
村
落
民
と
泰
前
に
打
合
わ
せ
る

と
い
う
条
件

v
a
i
n
e

d
^
u
r
e 
考

。
で
.
V領
主
に
彼
办
刈
株
を
独
占
さ
せ
る
と
い
ぅ
こ
と
で
結
籥
し
た
。

例
示
I
、

他
の
村
落
は
、

こ
の
慣
行
を
一
拳
に
廃
止
し
た
0

た
と
え
ば
す 

_ 

口 X

で
.は
、
長
い
準
備
期
間
含
経
て
一
四
六
三
年
に
敢
行
し
たC

ァ
ヴ
ィ
ニ 

.

ョ
ン
で
は4

四
五
八
年
览
来
、
'"リ

エ
.で
は
.ー：六
四
七
年
に
断
行

^
た
。
よ
り 

北
の
ォ
V

V
ジ

H:

で
は
ー
七
八
九
年
ゼ
：.月
>
で
待
っ
た
。
t

の
処
置
は
徐
 々

に
各
地
で
と
ら
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
。
.

例
示
.
I、
多
く
め
村
落
に
お
い
.て
、
放
牧
の
た
め
休
作
地
を
'共
同
利
用
す
る 

.憤
行
は
廃
止
さ
れ
ず
、

過
激
な
'行
.動
に
よ
っ
て
、
ま
た
長
い
努
力
に
よ
っ 

.

.て
、
自
己
.の
#

作
地
を
共
同
_の
慣
行
か
ら
除
外
し
よ
ぅ
と
：い
ぅ
努
カ
が
な
さ 

れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
た
.と
え
ば
、
ヴ
ァ
ロ
ン
ソ
ル
で
は
、.
一
六
四
九
牢 

に
、
耕
作
地
'の」

ー
ー
分
の
ー
に
.つ
い
て
、
除
く
こ
と
が
で
き
た
。
.他
の
場
所
で 

は
、
全
面
的
に
排
除
.さ
.れ
た
。

'

一.註

1 

一
 

I

.

註 

H

 
一
 

：Ib
i
d
i
^

0 

- 

 ̂

.
-
I
.
.
?
. 

S
. 

.

:

V

.'

.
;

'註
一
四
綠
劃
耕
漱
の
地
理
的

^-
-布
か
ら
こ

0
こ
、と
は
親
推
で
き
：る
。
綜
劃
耕 

地
は
、
ブ
ロ
：ッ
ク
の
齒
摘
に
：錄
え
ば
、

.ロ
ン
ヮ
1'
ル
河
の
湿
草
地
'、
ボ
ン
シ
ャ 

ト
ー
地
方
を
除

<;
'
ブ
ル
タ
：丨
ニ

-

の
垒
_
、

コ
，タ
シ
：タ
ン
；
、

メ
ー
：
ヌ
、

ぺ

ル 

シ
ュ
、

ポ.
'ヮ
ト

ーAj

ヴ

ァ

ン

デ 

:丨
の

淼

林

地

帯\>
中

央
^

の̂
.太

部

分

に

み 

ら
れ
：た
。

Ibid. P. 

6
1

に

詳

し

い。

.

-: 

- 

評

一

五Ibid. 

p. 

59

丨63 

•の
記
述
に
よ
り
な
が
ら
、

線

劃

耕

地

で

.の 

vaine. 

_
pf»
>
t
u
r
e
の
在
り
方
を

■探
.っ
て
み
る
。

,

■
 

:
':

:\
丫-

.

'•
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.
.
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.
•

五
へ
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例
：示
I
、
'線
劃
地
がT

般
.的
な
プ
ル
タ
：丨

-一
-
:で
、
ど
く
に
：西
南
部
の
，海
岸
：
 

d
寄
り
で
は
、
垣
が
設
け
ら
れ
な
ぃ
場
食
で
も
、
'
#
她̂
'は
共
同
放
牧
の
慣

 ̂

か
.ら
兔
か
れ
た
。

「

ど
の
保
有
者
も
、そ
の
家
畜
を
彼
の
土
地
の

'な
か
の
杭

'に
. 

つ
な
ぎ
、
他
人
の
土
地
^
侵
入
さ
せ
な
い

.

.！。
ボ
ン
，
ク
卩
.ヮ
の
村
長
は
' 一
セ 

六
八
年
か
く
証
言
し
た
0

,：

例
示
I
、
.同
'

1

の
綜
割
地
の
な
か
に
、
保
有
者
の
違
う
多
く
の
耕
作
地
が
包 

含
さ
れ
る
場
合
も
、
：各
耕
作
地
は
生
.垣
か
石
塀
で
保
護i

れ
、

共

同

放

牧

'の..
' 

憤
行
か
ら
免
か
れ
た
。
-ど
の
耕
作
地
も
か
：な
り
広
く
、
そ
の
形
状
は
不
規
則
: 

で
あ
る
が
、
し
か
V

そ
の

菌
積
に
大
差
は
な
か
っ
た

0 
'こ
れ
ら
耕

#

%が
、
. 

.

.譲
渡
か
'相
続
に
ょ
ク
て
多
く
の
農
民
に
，分
割
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
結
果
で
き 

.

.
'
た
保
有
地
も
、

し
ば
：し
ば
垣
で
守
ib
-
れ
た
。
.

パ 

例
示
I

、
"少
な
く
と
も
共
有
地
で
、
.豸
罾
を
共
同
の
^

に
し
て
放
牧
し
ょ
う： 

と
い
う

針
画
に
対
し
、
.

.

一
七
五
0
年
：ブ
ル
'久
丨
ム
：

H

の
議
会
は
、「

y

っ
の
群
？ 

.
に
ま
と
，め
.る

た
.め
羊
を
集
め
る
ま
で
' 
同
じ
村
落
办
全
住
民
：の
あ
い
だ
で
共 

同
の
理
由
も
精
神
も
期
待
す
'る
>-
'
'

」

と
が
で
き
な
い」

..
と
し
た
0 

例
乐
W
、
同

r

の
線
劃
地
の
な
か
で
、
ど
の
保
有
地
も
狭
く
、
垣
を
設
け
る 

た
め
の
.負
担
に
堪
え
ら
れ
な
：い
：ほ
ど
め
場
合
、で
も
、
共
同
㈣

㈣
は
そ

こ
で
お

，
 

こ
な
わ
れ
.な
い
0
家
畜
は
杭
に
つ
な
<*
.°

-■

「 

■.
.
-
■.
 

■ 

» 

- 

• 

T 

■ 

T
, 

■ 

.

.

. 

_

」

s*

取
機
の
終
っ
た
耕
作
地
が
家
畜
の
た
め
開
放
さ
れ
、
.共
同
の
放
牧
に
用
立
て
.
. 

ち
れ
る
虹
か
り
で
叔
な
い
。M

フ
ン
ス
9
大
部
分
に
ぉ
ゎ
て
、
牧
草
驰
も
’ま
衣

. 

' 

•

.

:
五
.
四
 

C 
九
九 

0)

：

共
同
で
放
牧
す
る
こ
と
の
.で
き
る
場
で
あ
.？
た
'0
そ
し
•て
、
休
作
地
が
共
同
の 

■利
用

.か
ら
除
.が
れ

た

場

合

で

中

ら

、
：'
.
牧

草

地

ぼ

依

然

と

し

て

放

牧

の

た

め

用

立 

て
ら
、れ
て
い
た
°:
,

:
:
/
.

'.
牧
草
地
に
杌
い
て
共
同
の
：放
牧
が
開
始
さ
れ
る
：の
は
、
大
抵
の

場
合
、
第r

 

回
の
芽
の
別
ぎ
り
が
終
ら
ゝ
た
直
後
か
ら
で
杉
っ
た
。
十
八
世
紀
末
の
段
階
に
お 

い
て
も
、
最
初
'ぬ
芽

の

み

が

、

，牧

草

地

を

保

有

す

る

參

の

所

有

に

帰

し

た

0
ー
—* 

番
芽
は
、
共
同
の
飼
葉
ゼ
1>
て
、
'村
落
め
：た
め
：に
開
放
さ
れ
て
い
た
。
か
く
て 

村
落
は
、役
畜
の
た
め
最
大
量
の
草
を
確
保
し
よ
}
と
し
て
、耕
作
に
必
要
で
な 

い
象
畜
を
除i

て

、
こ
の
ニ

 
一*
芽

を

食

わ

せ

た

.。

あ
る
い
は
村
落
は
、
二
番
芽
を 

刈
取
っ
て
：、秋
の
雑
草
し
か
共
同
の
■放
牧
の
た
め
に
は
残
さ
ず
、別
取
っ
た
一
一
番
'
 

芽
の
全
部
も

1;
<
は
ー
部
を
、
.村
落
で
管
理
し
た
。
そ
し
：て
村
落
は
こ
れ
を
、
 

村
落
の
内
談
で
免
配
ず
る
か
、
有
利
な
よ
ぅ
に
賈
却
す
る
か
し
た
。
村
落
が
領 

主
に
対
し
て
お
ぅ
債
務
も
、
し
ば
し
ば
こ
の
ニ
番
芽
に
よ
っ
て
i

さ
れ(

於
。

と
に
か
く
ー
§:
芽
は
、ぜ
草
地
を
，保
有
す
る
考
の
手
か
ら
離
れ
て
、
村
落
の
利 

用
に
.委
ね
ら
れ
た
。
.そ
し
て
こ
の
原
則
は
、
.多
く
の
と
こ
ろ
で
十
八
世
紀
の
芣 

ま
で
残
存
し
、
家
畜
ぬ
_

な
飼
育
に
；立
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
#
#
の
坐 

活
の
な：

が
で
、
不
可
欠
の
慣
行
.と
.しV

、.

重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
も
、
牧
草
地

'で
す

る

共

同

.の

放

牧

以

上

に

村

落

に

と

マ

て

有

意

義

な

も

S

 

.

:
の
は
な
か
っ
た
。
と
い
ぅ
の
は
、
'休
作
地
で
の
放
牧
に
お
い
て
は
、
別
株
や
雑 

草
が
飼
葉
と
じ
て
精
々
：利
用
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
別
取
り
の
終
っ
た

^
 ̂

地
に
は
、
ー.ー
番
芽
が
豊
富
な
飼
葉
ど
^
て
存
在
し
た
_か
：ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

保
有
者
杧
と
っ
て
、歌
^
地
ぶ
い
わ
•似
第
二
の
诹
獲
を
も
龙
ら
す
と
信
ぜ
ら
4
、

こ
の
処
分
が
村
落
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
お
い
お
い
不
満
に
感
じ
ら
れ
る 

よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
自
己
の
保
有
ず
る
牧
草
地
か
ら
完
全
な
収
獲
を 

得
た
い
ま
ま
に
、牧
草
地
に
お
け
る
共
同
の
放
牧
を
全
面
的
に
排
除
す
る
か
、
一一 

番
芽
の
刈
取
り
が
終
？
た
後
で
共
同
の
利
用
に
委
ね
る
か
す
る
た
め
、
努
力
が 

払
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
っ

^ 8
"
そ
し
て
十
三
世
紀
以
来
、
こ
の
問
題
を 

め
ぐ
っ
て
、
牧
草
地
の
保
有
者
と
村
落
の
対
立
が
線
い
.た
。
そ
し
て
.こ
の

^

ま 

で
、
牧
草
地
を
保
有
す
る
者
が
、
農
村
社
会
に
お
い
て
占
め
る
有
利
な
立
場
を 

利
し
て
、
.し
ば
し
ば
勝
利
を
収
め
た
。
.し
.か
も
な
.か
に

は

.、

一
一
番
芽
を
引
続
い 

.て
数
年
も
独
占
し
得
る
ほ
ど
に
有
力
な
保
有
者
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
保
有
者
は
、
 

か
が
る
濫
用
を
慣
行
と
み
な
し
、
や
が
て
権
利
と
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
が
.っ 

W

そ
し
て
実
際
に
、
一
一
番
芽
の
刈
取
が
終
る
ま
で
牧
草
地
を
閉
鎖
す
る
こ
と 

が
で
き
た
。
し
か
し
：そ
れ
は
例
外
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
.た
。
一一#
芽
を
確
保
し 

よ
う
と
す
る
保
有
者
自
身
に
よ
る
多
大
の
努
力
に
も
が
か
わ
ら
ず
、
一
一
番
芽
は
、
 

も
っ
と
も
多
く
の

.場
合
、
村
^
の̂
共
同
利
用
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
ざ
.る 

を
得
な
い
。

•

し
か
し
共
同
の
放
牧
で
ニ
番
芽
が
食
.い
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
第
一 

.回
に
刈
取
ら
れ
た
架
が
異
常
な
不
足
を
来
し
た
と
き
、'
や
か
ま
し
い
問
題
と
な 

ら
ざ
る
を
得
な
か
：？
た
。
と
ぐ
に
.、
軍
備
の
拡
大
に
と
も
.な
う
飼
葉
の
不
足 

で
、
.国
王
の
騎
兵
隊
が
極
度
の
に
陥
っ
た
際
、.一
一
番
芽
の
問
題
は
大
き
な 

政
治
問
題
と
化
し
た
の
で
あ

-?
た
。
不
M
に
対
処
す
ベ
く
、
.だ
と

え

ば

一

.
六

八 

五
年
と
一
七
一
因
年
に
、
ブ
ル
•ゴ
ー
ニ H

で
は
、'
ニ
番
芽
の
刈
取
り
が
終
る
.ま
.
 

で
、
そ
の
年
の
：̂

を
禁
止
し
、
•
'国
壬
：の
.騎
兵
隊
を
迎
ぇ
ょ
ぅ
と
し
た
。
辺
境

v
a
i
n
e

«
a
t0
H
e 
考

の
他
の
州
で
も
、
同
じ
理
由
か
ら
、
.ニ
番
芽
の：
処
置
が
終
る
ま
で
、.
牧
草
地
で 

.の
共
司
放
牧
を
禁
止
す
べ
く
勢
ガ
匕
^

軍

事

的

に

も

っ

.と

も

危

険

の

多

か

っ
 

た
ア
ル
サ
ス
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
ニ
番
芽
を
め
ぐ
っ
て
問
題 

W
も
っ
と
扣
や
か
ま

.じ
か)

0

^:
'か
し
一
齩
に
い
っ
て
、
時
期
尚
早
で
、
村 

落

民

の

反

撃

の.ま
え
に
'/
の
.規
定
は
こ
と
ど
と
く
死
文
と
允
っ
て
し
ま 

:

っ
f
°s
も
つ
と
重
要
な
.こ
と
は
、
,十
八
.世
紀
に
は
い
つ
て
、
.こ
.れ
ら
軍
难
上
の 

問
題
を
契
機
と
し
て
：、
フ
ラ
ン
ス
の
大
部
分
で
、「

ヴ
ま
ら
ぬ
ロ
実
で
、
ま
た
し 

ば
し
ば
何
の
確
か
な
口
実
も
な
し
に」

、
一：一：番

麥

を

、

牧

草

地

を

保

有

す

る

者

.に 

一
保
証
す
る
た
め
の
法
律
が
陸
続
と
制
定
名
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ 

ら
の
命
令
は
、
極
端
な
と
こ
ろ
で
は
、
年
々
繰
返
し
出
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た 

■と
い
は
。
;そ
し
て
、牧
草
地
•の
.保
有
者
の
た
め
の
か
か
る
保
護
規
定
の
ま
え
に
、
 

.囊
に

お

.い
て
村
落
民
.は
、
.敗
退
を
余
儀
な
く
ざ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

の

保

有

者

は

、
.
地

方

官

憲

と

猶

ぶ

こ

ど

に

上

っ

.て
、
，
そ
の
こ
と
を
達
成
し
た
。

軍
事
的
必
要
がH

番
萊
を
保
#h

る
契
機
と
な
？
た
と
す
れ
ば
、

•

自
然
の
.災 

害
は
、

ー
1番
#.
に
対
ず
.る
関
心
を
.促
進
す
る

&
要
な
原
因
と
な
っ
た
。

加
え 

て
、
個
別
主
義
の
影
響
も
無
視
し
難
い
。
そ
し
て
実
際
に
、H

番
芽
を
確
保
し 

'よ
う
と
い
う

動
き
は
、
牧
草
地
の
.：保
有
者
の
あ
い
だ
で
た
か
ま
っ
た
。
そ
れ
に 

対
す
る
村
落
の
反
撃
が
ま
.す
ま
す
激
化
さ
れ
て
行
っ
^
こ
ど
が
、_

こ
れ
を
物
語 

る
。
た
と
え
ば
.若
干
の
と
.こ
ろ
に
お
いV

、

十
六
世
紀
.や
十
七
世

紀

以

来

、
.
-
そ 

1>
て
と
く
に
一
：七一:

1
3

年

；̂

日
照

.霜
害
'
:
•
水
害
が
起
る
た
び
.に
、
保
有 

者
は
、」

ニ
番
芽
の
刈
取
り
が
終
る
ま
で
共
同
の
放
牧
を
：一
時
的
に
禁
止
し
、
あ 

る
い
は
制
限
し
よ
う
と
：し
た
。
そ
し
て
一こ
の
！̂

は
、
お
る
場
合
、
監
督
官
に

:

五

五

■(

九
九
一)



a

 

5
 

.
.

よ
っ
て
、
ま
た
他
の
場
合
、
下
級
裁
判
所
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。
し
か
し
多 

く
の
と
こ
ろ
に
お
，い
て
、
牧
草
地
を
保
有
ず
る
者
の
か
か
るg

ぎ
が
、
下
級
裁 

判
所
を
支
援
す
る
高
等
法
院
の
努
カ
：で
進
め
ら
れ
て
行(

っニ^

:

■

し
か
し
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
：権
限
の
及
ぶ
範
囲
が
瞹
味
で
蚊
？
た
.た
め
、
'

1

一
番
驴
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
他
方
に
.お
い

：
て

、
，
権

力

闘

争

を

截

t -
起
す
原
因
と 

も
な
：っ
た
。
何
よ
り
も
そ
れ
は
、
一
ー
番
芽
の
保
護
の
た
め
の
立
法
に
ブ
瞬
を
争 

う
監
督
官
と
下
級
裁
判
所
：の
あ
い
だ
：で
戦
わ
れ
た
。
そ
し
て
同
じ
年
に
、
双
方 

■か
ら
矛
虜
し
た
法
律
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
で
た
。.

こ
の
問
題
が
も
ク
と
も
激 

し
く
争
わ
れ
た
ロ
ー
レ
ー
ヌ
に
お
い
て
は
、
一
一
番
萍
の
保
護
の
た
め
'の
立
法
を 

自
己
の
権
限
の
う
ち
に
収
め
よ
う
と
し
て
、

高
等
法
院
と
監
罾
胄
が
^
立
し 

た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
立
法
を
企
て
た
が
、
_

に
.お
い
て
高
等
法
院
が
勝 

利
し
、
フ

ラ

ン

スの
大
部
分
に
お
■け
る
ご
と
く
、
•農
村

に

対

す

る

‘
権

限

の

重

要
 

な
部
分
を
掌
握
じ
た
。
中
央
政
府
も
ま
た
、
.農
業
立
法
に
際
し
て
は
、
各
地
の
，
 

高
等
法
院
に
そ
の
権
限
を
移
譲
し
、
全
国
的
立
法
の
実
行
を
避
け
た
。.
す
な
わ 

ち
、
地
方
の
^
情
に
逋
じ
た
.高
等
法
院
を
し
て
農
村
立
法
に
当
ら
し
め
.た
.の
で

C
!

六〕

あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
来
村
落
の
上
層
と
結
ぶ
高
等
法
院
の
施
策
は
、
多
く
の 

村
落
で
混
乱
を
惹
起
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
か
っ
'た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
高
等 

法
院
は
、
十
八
世
紀
に
は
い
っ
て
そ
の
態
度
を
い
よ
い
よ
硬
化
し
、
.牧
草
地
で 

の
放
牧
か
ら
村
落
民
を
全
面
的
に
締
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
： 

と
に
か
く
牧
草
地
に
お
い
て
、
二
番
芽
の
刈
取
り
が
終
る
ま
で
、
村
落
の
家 

脔
は
放
牧
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
、
牧
草
地
を
保
有
す
る 

渚
た
ち
の
長
い
戦
い
が
完
全
に
終
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一一
#
罾
を
ど
う

(

九
九
ニ)

.

分
配
す
石
が
。：
と
れ
こ
そ
が
次
^
解
を
な
げ
れ
ば
な
ら

.な
い
問
題
：で
あ
っ 

た
。
.疑
い
4,
な
く
ぞ
れ
が
牧
草
地
の
保
有
卷
に
厲
^:
る
と
い
い
切
る
'に
-ぱ
、
問 

題
は
佘
り
に
複
雑
で
あ
っ
た
。
と
い
}
の
は
，
放
牧
が
ら
締
出
さ
れ
た
村
落
民 

が
、
そ
の
獲
を
要
求
し
て
譲
ら
な
か
？
た
か
^
で
あ

.っ；た
。
.事
実
、
村
落
民 

は
、T

一
 
番
芽
が
■村
落
の

^
め
分
配
さ
れ
る
か
、：

買
却
さ
れ
る
こ
：と
を
要
求
し 

.た
0
し
か
も
村
落
を
構
成
す
る
農
民
が
つ
.ね
に
同
質
の
も
の
で
ば
な
く
、
牧
草 

地
を
持
つ
ほ
、ど
に
有
力
な
.者
を
除
い
て
、
そ
こ
で
は
、
複

雑

な

階

層

が

利
！
！

を 

異
に
し
て
い
た
こ
と
.は
、」

，こ
の
間
題
の
解
決
を
一
層
困
難
な
も
の
と
し
た
。
更 

に
童
要
な
.の
.は
、
領
主
.が
こ

の

：
配

分

に
.介
‘入
し
、
.特
別
の
割
当
を
要
求
し
た
こ
.
 

と
で
あ
っ
た
。
領
主
は
、
牧
草
地

.の
真
の
所
有
者
と
し
て
、
か
か
る
保
護
規
定 

で
種
々
な
特
権
が
'阻
害
さ
れ
た
と
し
、
た
と
え
ば
ロ 
！
レ
'丨
ヌ
で
は
、
村
落
の 

全
生
産
物
の一

一

一

分
の一

を
先
取
し
得
た
こ
と
が
ら
、
一
一
番
芽
に
つ
い
て
も
、
全 

体
の
三
分
の
一
な
い
し
そ
の
買
却
代
金
の
三
分
の
一
；を
要
求
し
た
の
で
あ
っ 

た
？
し
か
し
多
く
の
反
対
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
あ
る
村
落
で
は
、
 

保
有
者
ど
村
落
民
で
の
.折
半
が
主
張
さ
れ
た
0
ま
た
メ
'ス
高
等
法
院
下
の
ロ ー

 

レ
.丨
ヌ
で
は
、
村
落
民
か
ら
の
、
領
主
か
ら
の
要
求
に
妨
害
さ
れ
て
、
決
定
に 

迷
っ
た
。
ナ
ン
シ

f
管
下
で
は
、
領
主
が
三
分
の
一
を
、

員
が
の
こ
り
の 

三
分
の
一
一
を
受
取
り
、
村
落
民
は
そ
れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
所
有
す
る
家
畜
の
数 

.に
従
っ
て
分
配
し
た
。
保
有
者
の
利
益
が
そ
C
で
は
完
全
に
無
視
さ
化
尽
各 

地
の
高
等
法
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
事
情
に
応
じ
た
、様

々
な
配
分
方
法
を 

M

し
た
。
.し
か
し
そ
こ
に
は
、
牧
草
地
の
保
有
者
の
利
益
の
ま
え
に
、
従
っ 

て
租
税
収
入
の
増
大
の
た
め
に
は
、
農
村

の
混
乱
も
あ
え
て
辞
さ
な
い
と
す
る

0
0
^
つ
た
こ
，と

に

注

蒽

し

な

げ

れ

ば

な

ら

な

ぃ

0

*

本
節
で
扱
う
■の
は
、
厳
密
な
意
味
で
のv

a
i
n
e

 

pfu
>
cf
0
H
(T
>

で
は
な
い
。
 

牧
草
地
で
の
共
同
放
：牧
の
慣
行
で
あ
る
。
牧
草
地
は
.、
領
主
を
含
め
て
有
力 

な
個
人
の
保
有
に
委
ね
ら
れ
、

一
#

#
の
別
取
り
.が
終
れ
ば
、
村
落
の
た
：め 

開
放
さ
れ
た
。
本
節
は
、
そ
の
こ
と
に
関
説
す
る
。v

a
i
n
e
.
u
t
u
r
e

と
並 

ベ
て
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
.ら
な
い
の
は
、

B
家
畜
を
大
き
く

す

る
と
い
ラ

.こ 

と
自
体
か
ら
考
え
れ
ば
、

二
番
#
!の
あ
る
牧
草
地
で
.，の
：放
牧
'が
よ
り
重
要
で 

あ
つ
た
。
休
作
地
で
は
、
^
葉
と
し
て
刈
株
ゃ
雑
韋
が
精
々
。
は
開
墾
の

?1 

ん
だ
北
部
で
牧
草
地
が
少
な
く
、'
こ
.の

た

めv
a
i
n
e

 

p
i
t
u
r
e
.

が
ー
層
強 

く
現
わ
れ
る
結
果
と
な
つ
た
の
に
対
し
、
南
部
で
は
、
豊
富
な
牧
草
地
の
存 

在
ゆ
1
に
、

<J
B.
ts
<Dp

p>t
u
r
e

が
.は
や
く
か
ら
消
滅
し
た
こ
と
.か
ら
も
知
ら 

れ
る
よ
う
に

、
.農
業
制
度
史
の
う
え
で
、
.
牧
草
地
は
無
視
し
得
な
い
、
か
ら

. 

で
あ
る
。
な
お
本
節
は
主
と
し
て
、

L
CT
)
g ca
r
a
c
t
w
r
e
s

 

O
r
i
g
i
n
a
u
x
.

2
1CO
I
2
1
7
.
と 

L

Mtn
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
m
e

 

a
g
r
a
i
r
e
'
p
.
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の
記
述
に 

.お

う

.0

.も
'
つ
と
も
特
宠
者
の
保
有
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、 

耕
作
地
と
同
列
.に
：扱
つ
て
も
よ
い
が
。

：

驻
一
誰
が
牧
草
地
を
保
有
し
た
か

0 

.ブ
ロ
：ッ
ク
に
従
え
ば
.、
次
の
.よ
う
に
.整 

理
さ
れ
よ
う
。

㈠
誰
よ
り
も
領
主
。
直
営
地
の
解
体
期
に
、
耕
作
地
は
.譲
渡 

し
て
も
、
牧
草
地
を
依
然
と
し
て
保
持
.k
続
ホ
た
：。.s

牧
韋
地
の
瞒
入
者
。
' 

出
自
は
複
雑
で

.あ
' る
が
、
主
と

し
て
市
民
と
富
裕
な
農
民
か
ら

な
る
。
'旺
盛

. 

な
_
入
欲
の
た
め
、
牧
草
，地
の
価
格
は
耕
地
：の
'そ
れ
を
上
廻
づ
た
。
北
部
で
：

v
a
i
n
e

 

p
a
t
u
r
e

 

考

牧
草
地
の
输
少
な
こ
と

が
そ
れ
に
拍
車
を

.か
け
た

0. 

L
Q
W

oaract4res 

.originaux'

p
.to
.
1
4 と 

I/individualisme-agraire. p. 

339
.

の 

記
述
に
法
意
。

註
ニ 

ニ
番
：芽

：の
*

い

方

丨.%
_ち
ろ
ん
初
期
の
段
階
に
お
け
る
扱
い
方
で
は
あ 

る
が
丨
に
つ
い
.て
^
、
~
n
vy*
ft
v
i
d
u
a
l
i
s
m
e 

a
g
x
a
i
r

-?p. 
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と
同
頁 

P

1
に
お
け
る
整
理
さ
れ〗

た
記
逑
を
参
着

.°
/

註
三

：た
.'だ
1.
:
休
作
地
で
家
畜
を
大
き
く
す
.る
こ
.
.と：が
、.
ft
業
の
再
生
.商
.に
と 

.っ
て
不
可
欠
；で
あ
る
と
い
う
技
術
段
階
に
と
ど
ま
る
限
り
で
あ
る
。
休
作
地 

の
廃
止
、
従
っ
て

v
a
i
n
e
p

fij
>
t
u
r
e

舍

不
用
と
す
る
よ
う
な
農
業
技
術
の 

段
階

I
こ
れ
こ
そ
が
農
業
革
命
の
究
極
め
自
標
で
あ
る

.が

I

は
、

フ
ラ
ン
ス 

■
に
お
い
.て
..十
八
世
紀
：を
待
た
ね
ば
，な
ら
な
い
。
飼
葉
が
耕
作
地
で
.栽
培
さ
れ 

る
よ
う

'に
な
る
.の
が
、
：そ
の
指
標
。

註
四
か
か
る
場
合
、

.
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
は
、
#
fw
K,
と
の
力
関
係
に
.よ
り
影 

響
さ
れ
る
。
牧
草
地
で
の
：放
牧
を
め
ぐ
？
て
は
、
村
落
民
の
側
か
ら
強
い
反 

:

杭
.が
起
ら
な
い
，こ
と
ば
な
か
っ
.た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
.し
、

も

っ

と%■
多
く 

の
場
合
、
牧
草
地
は
、...1#

穿
：の
別
：取
り
，が
：終

？
た
：直

後

が

.ら
、
共
同
放
牧 

の
慣
行
に
服
し
た

-
と
に
法
意

::
'°-.
.
.
:

注
五

.
高
.等
街
院
は
、
'-
こ
れ
.を
權

-^
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か

.っ
た
°
ま
た
シ
ャ 

.ン
パ

I
一一
 

ュ
の
高
等
法
.院
，の
^
決
に
よ
れ
ば
，
引
緩

.い
：て
三
：年
間
締
出
し
お 

■お
せ
.れ
ば
、
瓸
が
な
く
な
っ
て
か
ら
も
、i 
一
^
^-
は

牧

草

地

の

保

有

者

に

屈
 

:

す
る
と
：さ
れ
た

0:
し
が
.も
こ
，.れが
.、
：
.デ
ィ
.ジ

3
ン
、

ル
ア
ン
の
高
等
法
院
に 

.な
，ら
っ

'た
決
定
で
あ
る
こ
と
に
注
意

。be
s

 caractwres originaux. p.

バ
:
五
.七

.べ
九
九
：三)



:■.
.

.214 

と Jyindividualisme'agraire..p. 

339, 

n. 

3 

参
照

。
'

註

六

か
か
る
.特
梅
的
な
牧
草
地
は
、
春
以
来
開
放
.さ
れ

て
い
た
多
く
の

牧
草 

地
と
区
別
し
て
、

pris.

aqaig:neaux, 

p
rs'de 

revivro
, 

;pres 

a 

d
e
u
x

 h
e
r
b
e
s

と
呼
ば
れ
た
。

独
七
か
か
る
評
価
は
ブ

 
ロ 

ブ
ク
に
從

5:
0 

L
eoao3LHact4resoriiginaux.
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,
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p
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1
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と x/individualisnie'.. agraire.. .PV340 

で
.の
記

述

：
を

み

ょ

々

'
,

'注
八 

s
oi
-
'
p
.
w
4
0
'

.

へ
.
：

註

九

：こ
0:
事
情
は
、Ibid. p

.

 S
4
0
I
S
4
1

に
く
わ
し
い
。

一
六
八
：ニ
¥

三
月 

1

日
ア
ル
す
ス
の
監
督
官
ラ
，
グ
ラ
ン
ジ
.ラ
は
、
一

1
#

芽
を
保
護
す
る
た
.め

,' 

そ
の
刈
取
り
の
終
ら
な
い
ぅ
ち
：は
、
牧
草
地
：に
放
牧
す
Iる
こ
：と
を
：禁
止
じ 

た
。
歴
代
の
監
督
官
も
こ
の
処
.置
を
確
認
し
た
0'
し
か
し
彼
'等
の
.努
力
私
も
.

.
か
か
わ
ら
ず
，
村
落
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
0.
.
で
は
な
.い
:° 

村
落
は
、
.
榷
限
'の
：及
：ぶ
範
囲
を
めV

づ
，て
当
時
激
し
く
戦
わ
れ
て
い
が
^R

.
闘
争
に
乘
じ
て
’
牧
萆
地
の
保
有
者
を
下
紙
裁
判
所
に
訴
ぇ
ハ
裁
判
セ
勝
”っ
ン 

こ
と
が
で
き
た
。
ー

.方
、
'
.監
#'
.寬
は
、
中
央
腎
憲
と
'精
び

、
.
村

落

の

弹

圧

に 

乘
出
し
だ
が
、

"
遨

反

は

依

然

と

し

て

絶

：
ぇ

ん

：か

.'
'
'っ
だ
。
以
上
が
大
体
；の
経 

'過
。
と
に
か
く

.ご
の
段
階
：で
、
_
一
 
致
し
た
施
策
は
打
出
せ
な
い

。
' 監
督
官
は 

保

有

者

と

、

下

紙

裁

判

所

は

村

落

'ど

結

ん

龙

こ
と
：に
1

0
-'
;'

註
一
〇

t^
C D
Mcaractwres originaux, pv 216 
で
の
ブ a 
ッ
グ
の
指
摘
。

註
一1

Ibid ，
p. 216

*..

ほ
と
ん
ど
每
年
辙
返
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
し
て
は
、ベ 

ア
ル
ヌ
、
フ
ラ
ン

.シ
エ

.
コ_ン
テ

.の
二
つ

.が
挙
.げ
ら
れ
ょ
：ぅ
。
命
令
が
絶■え
-

.

卩
ず
.更
新
さ
れ
な
け

4
过
な
ら
な
か
つ
た
と
い
う
^
杆

に
、
材
落
の
侧
か
ら
の

五

八

(

九
九
四)

：

反
発
は
大
で
あ
っ
た
の

.で
あ
ろ
ぅ
。

:

_
ー.
;-
:
:
.
.
:

当
_
に
：お
い
て
監
督
官
ぱ
村
落
の
側
：に
*
っ
た
。
し
か
し
十
八
世
紀 

:
.
.
:
の
中
葉
阶
来
ば
、
-:
#
芽
を
め
ぐ
'っ
て
、
む
し
：ろ
牧
草
地
<0
'
保
有
者
：に
加
担
し

た
。

か
か
る
地
方
と
し
て
は
、

シ
ヤ
ン
パー

 
二
ュ
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
、
ロ
I
レ
，
 

丨
？、三つ

.の
司
教
区
、
ダ
ル
ゴー

 
二ユ、ブ
レ
ス
、フ
ラ
ン
シ
ュ

.
3ン
テ
、
ベ 

リ
.、
オ
■丨
べ
'■ル
.ニ
、ッ

■
丨

ル
.
1

X
、
.

ベ
.ア
ル
ヌ
。

と
く

に
シ
' ヤ
ソ
パ
.
丨

ニ
ユ

.
ゆ
お

>'
.て
監
督
官
は

.>
最
初
ラ
般
的
規

.定
：を
発
し
た
が
、
一
七
七
〇
年
以
来
、

,

#;
村
落
ご
と

^I

規
定
を
說
げ
た

0
:梂
長

.に
白
紙
委
任
す
る
：場
合
も
.し
ば
し
ば 

で
あ
っ
た

。L

Mrndividualisme agraire, p. 3
4
1

と n. 3
.

を
：み
よ
。

驻

. 一

.■三

.4

か
る
她
方
と
し
そ

.は
、
三
つ
の
一
司
教
区
、：
ベ
ア
ル
■ヌ
、
フ
ラ
ン
シ 

.

ュ
，
コ
ツ
デ
、プ
ー
ル

'コ
ー
.
'ニ
^
o
^
I
b
i
d
.
p
. 

341

•
ま
え
の
驻
ー
ニ
に
挙
げ
た 

へ
若
干
の
も

0
が
：再
び
出P

い
る
.こ
と
に
注
意
。
高
等
法
晓
が
こ
‘

の
時
期
に
性 

格
変
化
を
遂
げ
、
商
人
層
が
.ら
も
評
議
員
：を
迎
ぇ
'る
，に
い
'た
っ
た
。そ
し
て
こ 

の
こ
と
、か
、高

^
法
.院
を
し
て
よ
り
積
樺
的
に
，か
か
る
動
き
を
と
ら
し
め
た

0 

:
旧
制
度
の
末
期
に
.お
け
る
高
：等
法
院
：の
性
格
変
化
：に
.つ
い
て
は
、

W

1

, 

r
t-
-
d̂.
g
<r
i
-
o.o
r
a
t
i
e

 

p
a
r
l
e
m
e
n
t
a
i
H
e

 fHangaise 
妒 

2e>
y>
s

P4
<1
> 

•̂A
n
c
i
e
n
w
6
g
l
m
e
^
J
R
e
v
u
e

 

Mstorique. Juillet 
丨 se

p
t

<Dm
-

b
r
y
s
s'
.
, 

p. 

1—u
.

を

，
み

よ

：
。

」

,-
こ
で
申
節
眭
一
の
記
逑
に
注
意
。

驻
ー
四

agraire. 

p. 

341

丨342
.

ラ
ソ
グ
ル
地
方 

.
に

起

？
た
-
''
°
.

、

'■
-
■.
;

_
ー.：
五

，
こ

の

経

過

は1
5̂:
.
1
3
.
3
4
2

に
.触
れ
て
あ

>
0
0 

難

•--
*
.六
農
業
問
爾
を
担
当
す
る
総
務
長
官
は
、

ソ
ヮ
、ソ
ン
や
ト
ゥ
ー
ル
の
監

督
官
の
-求
め
に
も
，か
か
わ
ら
ず
、
農
業
施
策
を
示
さ
な
か
っ
.た
。
監
督
官
■の 

立
法
が
逆
に
総
務
長
官
の
も
と
に
回
付
さ
れ
た
。Ibid. p. 

342 n. 6
.

. 

胜
一
七
：
こ
こ
で
村
落
民
.と
は
、
厳
密
に
、
牧
.草
地
.を
保
有
し
な
い
村
落
の
居 

.
住
者
の
こ
と
で
、
普

通

J
J<D
c+
ic+d

e
u
d
l
e

と
呼
ば
れ
た
。

註

一

八

口

ー
レ~

ヌ
に
お
け
る
配
分
方
法
に
つ
い
て
は
、Ibid. p. 

3
4
4

を 

み
ょ
。
領
主
が
三
分
.の

一
を
宴
求
す
る
の
は
、
ロ
ーレ
ー

ヌ
.に
限
ら
ず
、
多
く 

の
地
方
で
み
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
こ
れ
は
、
放
牧
の
た
め
に
特
別
な
家
畜
群
を 

仕
立
て
る
こ
と
の
で
き
た
領
主
の
特
権
侵
害
に
対
す
る
賠
償
を
意
味
し
た
。

レ
ー
ヌ
の
方
^
が
と
ら
it
.た
。
ま
た
フ
ラ
ン

.
シ
.
ru
*
コ.
ン
.テ
や
.ベ
ア
.ル
ヌ
て

は
、
金
部
が
保
有
者
に
屈
し
た
。

L
e
s

 

caractwres 

originaux. 

P.

.217 

と
！/
individualisme agraire. p. 

344

丨345 

の
詔
述
に
よ
る
。

■
.
.
七

耕
作
地
の
压
倒
的
部
分
が
穀
物
生
庫
に
'振
向
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
収
_
が
||
れ 

ば
、
共
同
の
放
牧
の
た
め
開
放
さ
れ
た
。
村
落
に
属
す
る
誰
も
が
、
こ
の
権
利 

を
平
等
に
享
受
し
^ 9
。
し
か
し
葡
萄
が
栽
培
さ
れ
る
土
地
で
は
、
通
例
か
か
る 

慣
行
が
は
や
く
か
ら
消
滅
す
る
。
た
だ
地
方
に
よ
り
、
伝
統
的
に
放
私
の
だ
め 

開
放
し
.て
い
る
場
合
が
あ
つ
た
。

.し
か
，し
こ
れ
は
例
外
と
.い
.う
ほ
か
な
い
。
十 

八
做
紀
に
は
い
り
か
か
る
慣
行
を
排
除
し
よ
う
と
い
.う
努
力
が
各
地
で
み

ら 

れ
、
た
と
え
ば
地
中
海
沿
岸
の
：諸
地
方
で
は
、
そ
れ
が
、
牧
羊
雪
の
利
害
と 

鋭
く
対
立
し
た
。
そ
し
て
、
当
初
栽
培
者
は
監
督
官
と
結
び
、
牧

羊

法

咼

v
a
i
n
e

 
づ
^
1
1
5
.考

>

等
法
院
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
主
張
し
て
争
っ
た
が
、
結
局
は
牧
羊
業 

者
が
勝
利
を
取
め
た
。
栽
培
者
は
容
易
に
屈
し
な
が
っ
た
が
、
：そ
の
要
求
を
実 

現
ず
る
た
め
に
は
、
牧
羊
業
の
衰
退
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
.づ
た
。
総
じ 

て
フ
ラ
ン
ス
で
、
廃
疋
を
強
く
望
ま
れ
た
共
同
放
牧
の
慣
行
が
、
葡
萄
の
栽
培 

地
'で
、
十
九
世
紀
ま
ヤ
残
存
:1
-
:だ
_
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
方
、
飼
葉
の
栽
培
地
は
ど
う
か
。
耕
作
地
で
飼
葉
が
栽
培
さ
れ
る
と
い
う 

こ
と
は
そ
れ
自
体
新
し
< 5
ツ
そ「

こ
で
共
同
放
牧
を
許
す
か
は
、
当
初
に
お
い
て 

や
か
ま
し
い
問
題
と
な
フ
た
。
.も
ち
ろ
ん
地
方
に
よ
り
そ
の
解
決
は
違
う
0 

北
部
の
多
く 

_

—

た
と
.え
ば
、
.■.シ
，，ャ
.ン
。ハ
I 
二
'
ユ.や
.
.ロ.丨
■レ
.丨
.ヌ
I
に
お
い
て 

は
、
共
同
の
放
牧
に
服
ず
る
:̂
:
い
5
慣
行
が
、
村
^

JJ

体

の

.
力

に
よ
り
排
除
さ 

れ
て
抒
く
。
.；
監

督

官̂T.

例
外
的
な
場
合
を
除
い
^

こ
の
問
題
と
積
極
的
に 

取
組
も
う
.と
し
な
い
。
：む
.し
ろ
村
落
の
決
定
に
従
う
。
こ
れ
に
対
す
る
高
等

 ̂

院
の
態
度
も
ま
た
、
区
々
と
し
て
定
ま
ら
な
い
。
し
か
し
十
八
世
紀
も
後
半
に 

は
い
っ
て
か
ら
は
、
明
確
に
廃
止
の
方
向
に
傾
く
。
た
だ
栽
培
さ
れ
る
乾
草
の 

種
類
に
.よ
っ
て
、
そ
の
態
度
を
別
け
て
は
い
る
け
れ
ど
も
。

1
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註

-
■
村
落
に
.は
、
.
家
畜
し
：か
将
た
な
い
も
の
が
多
歎
い
た
。
従
っ
て
彼
等
に 

は
.、v

a
i
n
e

,.p

»»t
u
r
e

 

.■の
た
‘め
提
供
す
ベ
.き
何
も
の
も
.な

い

。

に

も

.か
か
わ 

ら

ず

、va
i
n
o
p
i
t
u
r
e

の
：恩

恵

な

し

で.は
、
居
住
者
と
し
て
村
落
に
と
ど 

束
る
こ
へ
と
が
で
き
な
い
°
従
：っ
て
ご
こ
で
い
う
平
等
と
.は
、
耕
作
地
を
持
つ 

居
住
者
の
犠
牲
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
知
つ
.た
。
へ
た
だ
0
休
作
地
で
の 

」

放
牧
で
：は
主
と
し
て
刈
棟
が
食
ゎ
れ
る
わ
け
で

^
る
が
'̂
保
有
者
と
：領
主
で 

.

.

.五
九」

九
九
五
：

)

'■

註
一
九
た
と
え
ば
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ユ
で
は
、
ナ
ン

.ツ
ー
高
等
法

'院

管

下

の

.
ロ
ー



し
ば
し
ば
そ
の
一
部
を
先
取
し
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C
と
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註1
1

:
:と
り
わ
け
水
路
の
便
に
ょ
い
土
地
で
、

'自
然
の
環
境
が
許
せ
ば
、
葡
萄 

は
琿
門
に
栽
培
さ
れ

た

。

然
し
そ
れ
で
も
急
速
な
屁
開
は
み
ら
れ
な
い

0
ブ 

ル
ゴ
ー

ニ
.ュ
で
は
、
：十
七
世
紀
に
奴
い
て
も
、
わ
ず
か
十
：一
の
'村
落
で
葡
萄 

作
に
専
念
し
得
た
に
と
ど
ま
る
。
，

.む
し
ろ
条
件
が
許
さ
な
く
と
も
、
フ
ラ
ン 

ス
の
各
所
で
葡
萄
は
极
気
ょ
ぐ
栽
培
さ
れ
た
。
こ
こ
で

は
、

葡
萄
が
栽
培
さ 

れ
.る
土
地
を
、
か
か
る

^
の
と
し
て
解
す
る
。
旧
制
度
下
に
お
け
る
葡
萄
栽 

培
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

Ibid,-p. 

22
丨23

を
参
照
。

註
三

' 
ル
ス
ィ
ョ
ゾ

の
場
合
。
最
適
な
気
候
が
、
そ
こ
で
は
株
を
丈
夫
に
育
て 

た
た
め
、
放
牧
を
許
し
て
も
、
絶
対
的
な

.寄
と
な
ら
な
い
。

J
y
sft
.̂—

d
u
a
l
i
s
m
e
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•

註

四

Ibid. p
.

CO
4
5を
み
ょ
。

驻
五
改
良
主
義
者
は
休
作
地
で
い
ち
は
や
く
員
罾
を
栽
培
し

た

。

こ

こ

で
 

は
、
そ
う
い
っ
た
種
類
の
栽
培
地
が
問
題
。
飼
葉
が
つ
く
ら
れ

.る
と
い
.う
こ 

.と
自
体

‘は
、
小
規
模
と
は
い
え
、
か
な
り
古
い
。

註
六
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
ィ
ア
ン
ヌ
に
お
い
て
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ド
ル
寄
り
で
、
監

督
官
は
、
三
月一

日
か
ら
十一

月
一
日
ま
で
栽
培
地
で
放
牧
の
お
こ
な
.わ
れ

.
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'
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
た
だ
し
う
ま
ご
や
し
を

栽
培
す
る
土
地
に
限
る
。
ま 

た
シ
ャ
ン
パ

I 
ニ
ュ
の
一
部
で
、
た
で
や
ま
あ
お
ぎ
の

栽
培
地
で
の
放
牧
が

禁
止
。Ibid. p. 

3
4
6

とn. 

4

の
記
述
を
み
ょ
。

驻
七
一
七
四
三
年
ル
ア
ン
高
等
法
院
は

う
ま
ご
や
し
栽
培
地
で
の
共
同
放
牧

六o

 

(

九
九

S

.

•を
禁
止
。
同
年
ル
ス
ィ

r

ン
高
等
法
院
が
た
で
や
ま
あ
.お
ぎ
栽
培
地
で
禁

.虹
。

-,
七
：七
八
年
と
一
七
八
一
年
に
パ

リ
.の
«
員
法
院
が
^
#:
の
#
護
を
決 

定
。
_

•
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共
同
放
牧
の
た
め
村
落
が
依
存
す
べ
き
は
、
.す
ぐ
れ
て
休
作
地
で
あ
っ
た
。
 

し
が
も
細
長
形
耕
地
の
：̂

で
、
.と
り
わ
け
特
徴
的
な
現
象
と
い
わ
れ
た
0
そ 

し
て
か
か
る
耕
地
制
度
：と
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
と
表
裏
一
体
な
こ
の
慣
行
と
が
絡 

み
合
'っ
て
、
そ
こ
に
、
他
の
ど
こ
に
お
け
る
よ
り
も
強
い
共
同
意
識
を
醸
成
す 

る
結
果
と
な
っ
た
。

革
命
ば
か
か
石
慣
行
と
対
決
す
る
こ
と
に
，よ
.っ
て

、

実

は

、
.

こ

の

罾

^
を
必 

要
不
可
欠
と
^
た
農
業
制
度
そ
の
も
め
の
変
革
を
迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
十
八 

'世
紀
宋
に
お
け
る
農
業
技
術
の
発
展
で
、
革
命
ば
現
実
に
達
成
さ
れ
た
。
し
か 

ら
ば
、
そ
れ
ま
で
の
過
程
の
な
か
で
起
り
得
べ
ぎ
社
会
的
対
立
を
、
い
か
に
理 

解
す
べ
き
か
。
革
命
を
志
向
す
る
諸
力
が
、
.十
八
世
紀
末
の
農
村
を
ゆ
さ
ぶ
る 

ほ
ど
に
大
き
な
力
：と
な
っ
て
行
マ
た
の
に
対
し
、
共
同
体
制
の
崩
壊
で
瓦
解
す 

ベ
き
農
村
の
社
会
層
.が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体
像
は
、ど
ぅ
か
。
' よ
り
具
体 

的
に
。
休
作
地
で
家
畜
の
た
め
の
飼
料
を
い
ち
は
や
く
栽
層
し
、
共
同
体
制
の 

破
棄
を
迫
っ
た
の

t
r

村
落
で
ど
の
層
か
。
ま
た
、
か
か
る
技
術
革
新
に
乗
り 

得
ず
、
極
端
な
場
合
に
は
離
村
も
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
は
、
誰
か
。
こ
れ
こ
そ 

が
、
続
：い
て
問
わ
る
べ
き
問
題
と
'な
る
で
あ
ろ
う
。

仮
'

説
の
選
択
と
相
関
係
数

'
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.
保

あ
る
経
済
量
の
動
き
を
、
そ

れ

と
関

聯

し

た

諸

経

済

量

の

動

き

か

.、

ら
説
明
し

. 

よ

う

と

す

る
と

き

、

仮
説
が
つ
く
ら

れ

る

。
仮
説
を
.つ
く

ろ

う

と

す

る

とき
、

諸
変
数
と
し
て
何
を
選
ぶ
.か
、
又
：い
く
つ
選
ぶ
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が 

き
ま
っ
た
と
き
、
足
式
化
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
、
の
二
つ
の
問
題
が
生
ず 

る
。
経
済
変
数
を
と
り
あ
つ
か
う
以
上
、
経
済
的
に
意
味
の
あ
る
変
数
が
と
り 

あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
：は
^
然
の
こ
と
.で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
単 

に
変
数
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
さ
し
て
問
題
.は
な
い
。
例
え
ば
ビ
ー
ル 

の
需
要
量
を
測
定
し
よ
う
と
：す
る
際
、
実
際
上
：は
そ
の
年
の
天
候
状
態
が
、
需 

要
量
に
最
も
大
き
な
影
臀
を
#
え
る
要
因
の
ー
.つ
と
な
ろ
う
が
、
こ
'れ
は
経
済. 

的
変
数
で
は
な
い
.か
ら
、
需
要
函
数
の
中
に
は
取
入
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
経 

済
的
に
意
味
が
な
く
て
も
,'
,
何
等
か
の
傾
向
や
状
觀
を
説
明
す
る
も
，の
と
し 

.

て
、
ト
レ
：

v

ド
と
か
不
連
続
変
数
が
導
入
さ
れ
る
場
合
も
.あ
.る
。u

れ
ら
の
変 

数
の
，導
入
は
そ
れ
ら
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
あ
る
が
、
も
し
従
属 

変
数
に
対
し
て
こ
.れ
ら
の
变
数
の
説
明
部
分
が
大
含
け
れ
ば
、
，経
済
変
数
を
導

入
す
る
こ
と
の
意
味
が
う
す
く
な
々
、
.又
小
さ
け
れ
ば
そ
の
変
数
を
導
入
す
る

.
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仮
説
の
選
択
と
湘
関
保
数

こAJ.'

の
意
味
が
う
.す
く
な
.る
の
で
.慎
重
を
，要
す
る
'。.
し
か
し
多
く
の
場
合
は
こ
' 

の
よ
う
な
こ
と
は
い
ち
“
ち
調
べ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
変
数
の
数
に
つ
い 

て
は
自
由
度
の
点
が
ら
制
約
さ
れ
を
が
、
パ
ン
チ
；

マ
：
ッ
プ
の
方
法
等
を
使
え 

ば
更
に
制
限
.さ
、れ
石
場
合
が
多
い
，で
あ
ろ
う
々
さ
て
一
度
取
上
げ
る
べ
き
変
数 

と
そ
の
数
が
皂
ま
れ
.ば
、
^
の
定
式
化
の
方
法
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
定
式 

化
が
き
ま
れ
ば
、
そ
の
式d

精
度
は
相
関
係
数
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
。
そ
し
て 

.相
関
係
数
が
高
け
れ
ば
高
い
程
よ
い
。
相
関
係
数
が
い
く
ら
：高
く
て
も
、
変
数 

間

に

ゝ

経

濟

的

意

味

が

，
な

い

場

合

は

そ

の

式

は

よ

く

な

い

事

が

：
強

調

さ

れ

る

が

、
- 

多
く
の
場
合
は
経
済
的
に
意
味
の
あ
：る
こ
と
は
_
実
と
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ 

相
関
係
数
の
高
さ
か
ら
式
.の
良
否
を
判
断
す
る
。
'-
或

‘い
：
.
は

ど

ち

ら

め

式

の

方

が
 

よ
い
か
が
！
^
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
' 都
合
の
悪
.い
こ
と
に
は
、
罾
罾
現
象
の
複 

雑
さ
か
ら
、
'許
容
可
能
な
対
立
仮
説
が
数
多
く
つ
く
ら
れ
、
そ
の
い
ず
れ
を
と 

っ
て
も
高
い
相
関
亦
.あ
る
場
合
が
多
い
。
.従
っ
て
い
ず
れ
の
仮
説
を
と
る
べ
き 

か
は
ー
義
的
に
き
-%
る
と
と
が
で
き
ず
、
何
今
仮
説
と
.呼
ば
れ
る
も
の
は
平
行 

的
に
存
在
し
う
る
め
.で
.あ
る
::
0
相
関
係
数
.の
高
さ
が
同
じ
で
あ
：っ
て
も
、
回
帰

-

•
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