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'■
.
.に
づ
い
て
ば
、
.と
く
に
第
五
章
に
ベ
わ
--
;I,
く
書
か
れ
て
.：い
る
が
、':本
書
を
読
ん 

で
上
く
に
心
を
う
た
れ
る
の
は
、
森
近
が
、
当
時
の
他
の
社
会
主
義
者
と
ち
が 

'

マ
て
.、
農
民
の
子
で
あ
ら
'た
と
い
/o

事
実
で
あ
る
。
心
に
は
蕩
者
や
農
民
に
：
 

.た
い
；す
る
熱
い
同
情
が
燃
え
て
.い
.た
.に
+
.し
：̂
%-
、
ほ
.ん
と
、う
に
働
く
者
'の
.苦
し
，
 

:

S

を
知
る
と
と
の
で
き
る
の
，は
、：：や
.は
0:
ぞ
う
し
た
_

か
^

坐

れ

出

：で
.た

者 

'
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°

こ
の
意
味
に
耘
い
て
：、':
-
彼
が
農
民
で
あ
：づ
'.
た
こ
と 

:

は
''
.そ
の
思
想
形
成
に
決
定
的
な
影
響
を
あ
た
え
.た
に
ち
が
.い
な
い
。
著
者
も 

U

の
^

^
と
く
に
注
目
さ
れ
て
、
ぃ
従
来
の
研
究
に
お
：い
て
ま
■?

.た
ぐ
空
白
と
，も 

「

い
う
、、へ
■き
協
同
組
合
運
動
に
た
.い
す
る
彼
の
.貢

献

、
；
.と

り

わ

け

岡

山

県

に

お

け 

る

産

業

馨

M
i
l

に
：お
い
て
彼
の
：果
し
た
役
割
を
重
視
さ
れ
て
い
：る
の
.は
：車
見
：
 

と
：い

う

べ

き

で

あ

ろ

う

(

二1

一
〇
罵
以
下
参
照
>
。
..
:
.

；

叨
治
社
会
主
義
運
動
史
の
：研
究
に
手
を
初
め
た

.

ば
か
り
の
筆
者
が
、
：約
半
世 

紀
も
の
間
、
森

近

に

後

さ

れ

、
そ
の
研
究
に
精
根
を
傾
け
ら
れ
た
著
者
に

-f
e

: 

い
し
て
、
以
下
の
上
う
な
妄
評
を
書
き
つ
ら
ね
る
の
は
、

：

ま
'こ
と
に
無
勝
で
あ 

り
、̂

^

容
の
ほ
ど
お
願
い$

:

け
.

る
ほ
が
は
众
い
。
ま
ず
®

感
を
の
ベ
さ 

せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
森
近
は
た
し
：か
に
、
そ
の
書

_

な

ど

.
か

ら

も

う

か 

が
わ
れ
る
よ
う
に
、
実
に
人
間
味
豊
か
な
温
か
い
性
格
の
持
主
で
あ
，っ'た
と
い 

う
点
は
、
誰
し
も
異
論
の
な
いと
：こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
日
彼
を
評
価 

す
る
場
合
に
、
少
な
く
と
も

「

郷
土
.

の■
傅
人」

.

と

い

う

よ

う

な

叙

述

.の

仕

方

に

は
、
若
干
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
著
者
は
し
ば
し
ば
森
近

. 

' 

■

が
、
盡
事
件
を
ひ
ぎ
お
こ
す
に
至
っ
た
宮
下
.
.管
野
ら
の
行
動
と
は
、
ま
っ
：
 

た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
名
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
し

.〒

'
め
 ̂

.-
b
: ニ
'

(：

四
.：一
八)

.

.

::
'
か

し

；免

れ

に

％
.か
：％

わ$

ず
彼
が
首
謀
者
の
；ひ
と
り
>
.
し
‘
て
絞
殺
さ
れ
た
の
_ 

ベ
は
、
：彼
办
遇
想
が
、
.'
:
:
'天
皇
^

^
対
主
§

科
学
的
：に
<

^
し
批
判
し
'た
正
し
い 

,歴
史
観
に
立
脚
す
石
も)

の
セ
あ
っ
：た
と
い
う
事
実
に
よ
る
も
の
で
^

る

こ
と 

:
は
、
筆
者
も
指
摘
さ
权
て
：い
る
が
、\
そ
う
し
&

近
の
思
想
を
貧
ぬ
く
#

^

 

:
な
性
格
や
科
学
的
办
思
考
產
と
い
う
よ
う
な
積
極
歡
南
よ
り
は
、
森
近
は 

-，
遽
讓
郸
に
呔
卑
っ
ぐ
た
く
関
係
が
な
-か
タ
た
し
ノ
と
ぃ
う
い
わ
ば
消
極
的
な
而 

の
評
価
の
方
が
本
書
に
は
目
立
っ
\
て
い
る
よ
5

に
思
あ
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
し 

,
: 

v't
-

で
：に
の
ベ
た
よ
う
に
、
本
書
を
読
ん
セ
、
少
し
物
足
り
な
く
思
っ
た
こ
と 

'■
■
は

。

森

近

が

従

来

の

i

事
件
と
の
関
係
に
如
い
て
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て 

い
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
に
急
な
あ
ま
り
、
彼
の
悤
想
が
ま
ぬ
が
れ
え
な
か
っ 

た
限
界——

そ
れ
は
実
に
当
時
の
日
本
に
お
け
る
社
舍
王
義
蓮
動
の
理
論
的
水 

準
の
.低
さ
か
ら
く
る
制
約
で
もあ

：：

っ
た
の
だ
.が——

、
た
と
え
ば
、
科
学
的
社 

会
主
義
に
近
づ
#

つ
づ
：も
、
無
政
府
主
義
を
1

に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な 

か
.
.？
た
点
な
ど
'に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
お
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ 

れ
.は
、；
宫
下
太
吉
に
皇
室
の
..本
質
.

M

か
.ん
.す
る
正
1

い

階

級

的

な

思

想

，を

ふ

き 

:こ
み
.な
が
ら
、.
宫
下
ら
の
言
動
に
た
い
し
、.
.
.
.
き
び
^

い
批
判
と
#:
告
と
.を
も
っ
. 

て
臨
む
こ
.と
が
：で
.き
ず
、
む
し
ろ
曖
昧
な
態
度
を
と
っ
た(

検
事
調
書
に
よ
れ 

ば
..

)

.
と
い
：う
事
実
と
.符
合
す
る
。
.：

わ
れ
わ
れ
は
、
森
近
.が
幸
徳
と
な
ら
ぶ
す
ぐ
れ
た
理
論
家
で
あ
っ
た
こ
と 

は
、
高
ぐ
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、

歴
殳
±

の
人
物
と

し 

て
た
ん
に
英
雄
視
.す
る
.こ
と
な
く
、
を
#

に
そ
の
理
論
的
限
界
を
も
指
摘
す
る 

こ
と
を
お
そ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

.

な
お
最
後
に
、
i

は
ミ
，ス
.
プ
リ
ン
ト
が
多
く
、「

正
誤
表」

の
ほ
か
'に 

も
か
な
り
の
ミ
ス
が
発
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
出
版
社
が
刊
行
を
急
い
だ
た
め
と 

思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
、.
再
版
に
よ
つ
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
も 

の
.で
ぁ
る(

一
九
六
'1

年
一
月
•
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
発
刊
•

B

6

V三 

六
三
頁-

定
価
三
ニ
〇
.円)

。

.I
—

1

九
.六 

一•

三 

'
• 
一
 

.ニ
-

--

『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

.―
1

つ

の

#

在

形

/1—

■ 

- 

.
 

■
.

.

.

渡

.

辺

.

國

.

廣

—

.

:

. 

■ 

■ 

• 

•

:■
'

'

 

.

.

.

.

. 

'

J 

I

始
め
.に】

十
六
世
紀
に
は
い
り
農
民
の
保
有
地
は
.減
少
し
、
代
っ 

て
そ
こ 

に
領
王
の
小
作
地
が
設
定
さ
れ
た
。
,そ
ぅ
し
た
事
態
は『

ラ
ブ
ル
I

ル』

に
と 

.っ
て
進
出
の
た
め
.の
絶
好
の
機
会
と
な
っ
.た
。
彼
は
こ
れ
ら
小
作
地
の
経
営
を 

_

け
、
そ
の
こ
と
.に
.よ
っ
て
大
き
な
実
力
を
備
え
る
に
い
：た

：■-
た
。：M

制 

の
変
^

f

程
の
な
か
で『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

■は
力
を
増
し
、
^

の
生
活
で
領
王
を 

吊
け
る
ほ
ど
の
-#
在
と
化
し
た
。̂
彼

は

真

の

実

カ

者

と

，レ

て

.村
会
を
組
織
し
、
 

十
七
世
紀
に
は
村
の
生
沽
に
君
臨
す
る
ま
で
：に
な
っ
た
。

■■

こ
れ
ほ
ど
の
.『

'ラ
ブ
ル
I

ル』

で
ば
あ
る
が
、
'.
'
そ

，の
，
具

体

像

に

つ

い

て

は

こ 

れ
ま
で
に
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
：：ス
農
業
史
の
研
究
で
十
七
世
紀
：

書
.

.

.

#

:.'
■
.

は
長
く
空
白
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
最
近
に
い
た
り
研
究
が
進 

み
、
そ
の
一
環
と
し
て『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

に
対
す
る
関
心
が
.急
速
に
高
ま
る
に 

い
た
っ
た
。：

し
か
し
概
括
的
な
発
言
が
可
能
な
.ほ
ど
個
別
研
究
が
出
揃
っ
て
い 

る
'と
V

う
わ
け
で
は
な
い
。
.従
っ
て
こ
の
段
階
で『

ラ
ブ
ルー
ル』

に
つ
い
て 

扱
お
う
と
思
免
ば
、
:提
示
さ
れ
た
個
別
例
を
め
ぐ
っ
て
検
討
を
進
め
る
ほ
か
な 

い
で
あ
ろ
う
。
柴
田
三
千
雄
氏
は
そ
の
著「

フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
論」
の
な
か 

で
、
グ
ー
べ
ル
氏
の
論
文
に
よ
り
な
が
ら
ボ
ー
へ
ヴ
ェ
■ —

に
.お
け
る『

ラ
ブ
ル
ー 

ル』

を
分
析
し
た
0

『

ラ

ブ

ル

ー

：
ル

』

は

小

作

地

のi

引
受
者
と
し
て
登
場 

し
、
そ
の
過
程
で
領
王
権
を
う
に
：い
た
っ
た
。
し
か
し
こ
の
請
負
い
は
彼 

の
農
業
経
営
と
無
関
係
で
は
な
い
。『

ラ
ブ
ル
1

ル』

に

と

っ

て®:
^

は

飽

く 

ま

で

も

農

業

経

営

に

あ

，っ
，
た

。

.
こ
れ
が
グ
ー
ベ
ル
氏
の
矶
く『

ラ
ブ
ル
ー
ル』 

像
で
あ
る
。x

ス
.
.
.エ
ソ
ン
ヌ
地
方
で
は
ど
う
か
。

【
I
】

自
分
の
役
畜
や
農
具
で
経
営
に
当
っ
て
.い
れ
ば
、
彼

を『

ラ
ブ
ル
！ 

ル
，

』

と
い
う
。
し
か
し
彼
本
来
の
：保
有
地
は
役
畜
を
充
用
す
ベ
く
余
り
に
手
狭

.な
も
の
で
あ
.っ
た
。

マ：ン
：ヌ
シ
の
五
人
の『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は
平
均
<

ァ
ル
。ハ：
 

y

を
保
有
す
る
に
過
ぎ
な
い

。

『

，ラ
..

ブ
■ル
ー
べ
ル』

ヾ

の
関
心
は
何
よ
り
も
.土
地
の 

賃

借

に

：向.っ
た
。
 

'

第

：
一

：

に

.
:

『

1フ
ブ
：
ル

ー

ル

』

へ
は«
3£
-の
小
作
地
の
：経
営
引
受
者
で

「

あ
.っ
た
。
彼 

は
そ
の
，こ

と

に

よ

り

『

フ
.

H

ル
/、、Hi

と
呼
ば
れ
た
。
.こ
れ
ら
小
作
地
が
一
一
〇 

◦
ァ
ル
づ
ソ
^

し
く
は
主
の
の
ァ
ル
パ
ジ
の
規
模
を
有
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な 

か
づ
：た。
：
.
.

ま
：た
'『

ラ
ブ
ル
.
'

—

.ル』

' は
.別
.の
；場
所
に
土
地
や
牧
草
地
を
賃
借
し
て 

い
：た
9
こ
れ
ら
め
寶
借
を
通
じ
；て
パ

『

ラ
ブ
ル
I 

.ル』

は
経
営
.を
拡
大
し
て
い
っ

.

. 
,
 

.

.

:■

七
：

m

 

S

1

:九)

>



た
。
ジ
ア
ン
•
ジ
ャ
メ
は
ガ
イ
ラ
べ
の
領
王
の
小
作
地
の『

ア
3:
:
ル
ミ
エ
：

』

'-
.で
. 

あ
っ
た
。'
ほ
か
に
別
の
人
か
ら
四
1
|
1ア
ル
パ
ン 

ー
0

ぺ

：ル
.シ
へ
ュ
を
賃
借
し
て
い 

た

:'
0:
ま
た
マ
ン
ヌ
シ
の
，ジ
T

ン

;*
ヵ
^
リ
は
宿
屋
の
主
人
モ
レ
の
小
作
他
の 

『

ク
工
ル
、、、
；工』

)

で
，あ
っ
.た
o 

:ほ
か
に
同
祭
か
ら
：

J

九
ア
ル
。ハ
ン
を
賃
借
し
、

三
^
-
^には
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
公
爵
領
に
ー
五
ア
ル
。ハ
ン
を
賃
厝
し
た
。

.• 

•
'
.
.
.
.
. 

- 

■

'
.
 

. 

.
; 

.

.

.

. 

.
' 

-
'
'
.

.

.し
か
し
こ
..のよ
う
■に
単
な
る
披
大
冷
め
ざ
.し
た
ば
か
り
で
は
：な
ハ
。'彼
は
ま
.. 

た
経
営
'の
収
益
性
の
上
に
立
.っ
.て
多
く
れ
小
作
地
を
同
時
に
.引
受
け
，た
.::0
フ
ラ
. 

ン
ソ
ヮ
.モ
.ロ
ー
は
シ
i 
f
ヌ
，ク
1ぺ
に
一】j

0
ア
ル
パ
ン
の
小
作
他
を
賃
匿 

し
て
い
た
。
.同
時
に
彼
は
メ
ジ
エー
ル
に
三
五
ア
ル
。ハ
ソ
の
小
作
地
を
賃
借
し 

た
。
ま
た
か
な
り
の
規
模
の
小
作
地
が
同
時
に
賃
借
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
 

.侈
え
は
ギ
レ
は
.へ
ル
ゥ
ィ
ル
■.の
領
王
.0最
大
の
小
作
地
の
.

『

フ

'
 
ラ

ル
ミ

'エ』

...で 

あ
っ
た
。
ま
た
同
じ
領
王
か
ら
他
に
小
作
地
を
賃
借
し
て
い
た
。
そ
の
期
間
は 

九
年
。
土
地
二
三
四
ア
ル
。ハ
ン
、
牧
草
地
一
四
ア
ル
パ
ン
か
ら
な
っ
た
。
従
っ 

て
彼
の
経
営
規
模
は
土
地
六
三
五
，ア
ル
パ
ン
、
.牧草地五五アルパンで、総 

II
ほ
ぽ
三
〇
〇
へ
ク
ター

ル
に
達
し
た
。
彼
は
こ
れ
ら
を
同
時
に
引
受
け
た
の 

で
あ
っ
た
。

『

ラ
ブ
：ル
ー
ル』

は
単
な
る
耕
®
民
と
違
う
。
.文
字
通
り
農
業
に
お
け
る 

企
業
家
で
あ
っ
た
。
，彼
は
農
業
経
営
に
よ
る
収
益
を
め
ざ
し
た
。
彼
は
そ
れ
を 

小
作
地
の
経
営
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
。『

ラ
.ブ
ル
ー
ル』

に
と
っ
て
丧
本
来 

の
保
有
地
は
大
し
た
意
味
を
持
た
な
い
。

C

5『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は
単
に
小
作
地
の
仅
替
に
従
う
だ
け
で
は
な
い
。
大 

抵
.の
場
合
、
領
主
権
を
®

◊
て
い
た
。
.実
際
に
領
主
の
小
作
地
は
し
ば
し
ば

-

七
四 

C 
四
ニ 

0)

，
韻

王

の

：旧

マ

ナ

I

に
あ
っ
た
。
そ
こ
は
領
主
権
が
®

さ
.れ
る
場
で
あ
り
、
も 

し
領
王
が
裁
判
権
を
持
て
ば
、
そ

こ

に

は

所

が

あ
.う
た
0『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

 

は
し
ば
し
ば
小
作
地
や
土
地
や
i

権
を
引
受
け
た
。
例
え
ば
フ
ォ
ン
ト

ネ

，
 

.ル

..ヴ

.

.ィ

...コ
ン
.
.ト
の
'ア
ン
；ト
ヮ
ヌ
.
.
.
.
.
'

ビ
.ジ
.：ェ‘
.は
パ
.
.リ
の
サ
ン
.
.
.
.
レ
ミ
.尼
1

会
か
. 

ら
モ
ン
ド
'ウ
ィ
：ル
に
小
作
地
を
賃
借
し
た
。
館
、

一
六
〇
ア
ル
。ハ
ン
の
土
地
、
. 

三
ア
ル
.。ハ
ン
の
葡
萄
畠
、
四
：ア
ル
。ハ
シ
の
§

か
ら
な
？
た
。
館
.に
は
^

^

 

犀
の
:#
い
た
瓦
葺
き
の
屋
敷
と
'蘖
.葺
き
の
作
業
場
が
；あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
全
モ 

シ
ド
：ヴ
ィ
ル
に
対
す
る
領
主
権
を
―

け
た
0

こ
れ
に
ょ
り
彼
は
貢
租
、
献
納 

金
、
此
鷄
:%
し
く
は
.食

用

集

、
，
穀

物

、
.
つ

ま

り

モ

ン

.
ド

ヴ

ィ

ル

か

ら

尼

僧

会

に 

支
私
わ
れ
る
ー
切
の
も
の
の
微
収
に
当
ャ
た
。
.ほ
か
に
彼
は
水
車
場
の
先
約 

権
、狩
狐
権
、_
造
権
を
得
た
。
.
ま
.た
ジ
ァ
ン
家
は
プ
テ
ィ
.
ソ
サ
ィ

で『

フ
ェ 

ル
ミ
エ
，

』

：
で
あ
っ
た
°

規

摸

は

ニ

五

〇
.ア

ル

パ

ン'°
同

時

に

ソ

サ

ィ

騎

士

領

の 

収

入

役

で

も

あ

，
？
た

。

こ

う

し

て

-*
;括

し

て

賃

貸

す
る
こ
と
は
財
産
の
管
理
を

単
純
化
ず
る
と
い
う
意
味
で
領
王
に
と
り

有
利
で
あ
っ
た
»0
ま
た
請
負
う『

ラ

- 

.

.

ブ
ル
I

ル』

の
側
に
.

と
っ
て
も
有
益
で
ぁ
っ
た
。
.事
実
一
五
〇
へ
ク
ター

ル
か 

ら
ー
0

0

へ
ク
タ
ー 
>
 

の
経
営
の
食
担
.
に
^

ず
る
に
は
多
額
の
資
金
を
要
し
、
 

領
主
権
の
請
負
い
で
そ
の1

部
が
捻
出
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
望
の
収
入
役 

と
い
う
こ
と

で
彼
は
威
厳
を
増
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

っ

た

。

そ
う
し
た
事
情
か
ら
領
王
権
を
|
|
^
う
と
い
う
こ
と
は『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

の 

念
願
の
対
象
と
な
っ
た
;0『

ラ

ブ

.

ル
ー
ル』

の
関
心
は
そ
こ
に
向
っ
て
強
く
動 

.

.い
た
。
彼
は
何
と
か
こ
の
権
利
の
|

賞
者
に
な
ろ
う
と
し
た
0

例
え
ば
、、、
シ
ェ 

ル
• 
メ
ル
'シ
ェ
は
バ
ラ
ン
ク
I
ル
で
ド
ウ
ノ
：
ワ

ェ

家

の

『

フ

ェ

ル

ミ

ェ

』

.で

あ

り
、■
同
時
に
教
区
の
十
分
の
一
税
や
シ
.ャ
シ
パ
ー
ル
税
の
徵
収
を
{け
て
い 

.た

;0
彼
は
こ
の
仕
事
で
失
敗
し
、

匸
ハ
九
一
年
破
産
寸
前
に
陥
っ
た
0
し
か
し 

彼
の
^

M
.CD
'
.
.
.
一.人

：ク

ロ

ー

ド
•
•
.、、
、
，
オ

が

代

ら

て

.

. 一
、'.
ニ
〇
o

リ

ー

ヴ

，
ル

と
穀
物 

三

、
、
、
ュ
ィ
の
賃
借
料
で
そ
れ
を
引
継
い
だ
。
ま
た
一
六
八
六
年
ピ
エ
ル
•.
ア
ン 

ド
レ
は
オ
ル
レ
ア
シ
公
の
侍
従
ギ
ロ
ン
ヴ
ィ
ル
か
ら
フ
ォ
ン
ト

ネ
.
ル
，
ヴ
ィ 

コ
ン
ト
の
小
作
地
を
任
せ
ら
れ
て
い
た

。

同
時
に
彼
は
ノ

ヮ

シ

や

ボ

ー

ド
ゥ
エ 

の
所
領
の
収
入
役
で
も
あ
っ
た
。
'

『

ラ
ブ
ル
！
ル』

の
活
動
の
重
点
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
.
1

権

の

い
 

と
い
ぅ
こ
と
に
あ
っ
た
。彼
は
そ
の
獲
得
に
腐
心
し
、
耕
作
の
何
た
る
か
を
忘 

れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
の
こ
の
態
度
ば
農
業
i

と
無 

関
係
で
は
な
く
、
.
む
し
ろ
農
業
経
営
に
対
す
る
深
，い
執
心
か
ら
発
す
る
も
の
で 

あ
っ
た
。
農
業
f

は
依
然
と
し
て
彼
に
と
っ
て
可
能
な
唯
一
の
仕
事
で
あ
っ 

た
。
不
安
定
な
農
業
経
営
が
彼
を
領
王
権
の
鏤
得
へ
と
向
わ
せ
た
の
.で
あ
る
。

【

三〕
『

ラ
ブ
ル
ー

ル』

：
は

小

作

地

を

賃

借

し

、

自

分

の

.農

具

や

役

畜

で

そ 

の
_

に
当
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
•大
規
模
小
作
地
で
役
畜
に
要
す
る
出
費
は 

か
な
り
の
負
担
で
あ
っ
た
。『

ラ
ブ
ルー

ル』

た
る
ピ
エ
ル
‘
ヵ
ネ
は
小
作
地 

を
彼
の
息
子
に
譲
渡
す
る
際
に 
一
一
、

ニ

」
一

五

.
リ

ー

ヴ
ル
相
当
の
農
具
や
役
畜
を 

一
緒
に
手
渡
し
た
。
ま
た
シ

ュ
ヴ
ァ
ン
ヌ
のシ
ャ
ル
ル
.
オ
ー
Ft
ヮ
は
ー
、
'
九 

〇
〇
リ
ー
グ
ル
相
当
の
役
畜
を
持
っ
て
い
た
。
し
'か
し
こ
れ
は
例
外
的
な
場 

合
で
、
大
抵
の『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は
八
0

〇
リ
ー
ヴ
ル
相
当
を
持
つ
の
が
精
 々

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ
れ
は『

ラ
ブ
ルー

ル』

に

と
っ
て
少
な
い
額
で
は
な 

い
。
そ
の
ほ
か
に
褪
子
の
購
入
費
が
必
要
で
あ
る
。
二 
0

0
ア

ル
.パ

ン

の

小

作

.
地
で
は
七
ミ
ュ
ィ
か
ら
八
'
i

ィ
の
種
子
を
必
要
と
し
た
。

こ
の
：た
め

の

霊

を

：.：

『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

は

商

業

に

ょ

り

得

た

0
;多
く
の『

ラ
. 

ブ
ル
-

ル』

‘

第
三
者
の
仲
介
を
避
け
て
自
身
で
余
剰
の
穀
物
を
売
却
し
て
い 

た

。
：
し

ヵ

：
し

売

^-
'へ_̂

余

剰

は

僅

少.で
.あ

っ

た

。#
に
|(
(
ス
チ
：
エ
.
に

と
ど

ま
っ 

た
。
'平
年
作
や
豊
作
時
：で
も
余
剰
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て 

自
分
で
市
場
ま
で
出
向
け
な
い
近
隣
の
人
々
の
た
.め
に
穀
物
の
運
搬
を
引
受
け 

る
こ
と
は『

ラ
ブ
ル
.丨
ル』

‘
に
^

っ
て
大
し
た
負
担
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
て 

『

ラ
ブ
ル
.丨
ル』

は
急
速
に
穀
.#
/
-商

入

に

転

化

し

て

い

っ

た

。

'、
ハ

ラ

ン

ク

ー

ル 

で
は
ー
〇
人
ば
か
り
の
者
が『

ラ
ブ
.ル
ー
ル』

と
呼
ぱ
れ
商
人
と
呼
ば
れ
た
。 

若
干
の
者
は『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

で
同
時
に
商
人
を
兼
ね
て
い
た
。

い
わ
ゆ
る 

『

マ
ル
シ
.
.ャ
シ
•
ラ
ブ
‘
ル
.
•ド
ルJ

.

■
で

あ

る
.0 

:
し
か
し
彼
が
扱
っ
た
の
は
単
.に
敷
物
に
限
ら
な
か
っ
た
。『

ラ
ブ
ル—

ル』

.

は
ま
た
森
称
の
i

を
請
負
い
、
そ
の
産
物
を
売
却
し
た
。
ボ
f

ル
ヌ
の『

ラ
. 

プ

ル

ー

ル

』

た

る
ノ
エ
ル

.シ
モ
ン
は
ソ
サ
ィ

騎
士
領
の
収
入
役
と
契
約
し
て 

一
0

ア
ル
パ
シ
の
森
林
を
議
し
た
。
若
干
の『

ラ
'

K

ル
1

ル』

'
は
同
時
に
居 

酒
屋
の
主
人
で
知
っ
た
。

-

ン

…

 

、

■-
 

■

『

ラ
ブ
ル
I

ル』

と

商

人

の

区

別

，は

困

難

で

あ

る

。

彼

が

胄

罾

で

収

入

の

本
 

質
的
部
分
を
得
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
は
商
人
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
し
か
し
：彼
は
依
然
と
し
て
土
地
の
耕
作
に
従
っ
て
い
る
0

.そ
の
限
り『

ラ 

ブ
ル
1

ル』

,
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
\0
/
レ
か
し
全
体
の
^

入

の

う

ち

そ

の

ど

.ち 

ら
で
ょ
り
大
き
い
部
分
を
得
て
い
る
か
見
分
け
る
の
は
至
難
で
あ
ろ
う
。
或
る 

年

に一

人

の『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

は

土

地

を

小

作

せ

ず

領

王

権

を

請

負

う

.だ

け

で



生
括
し
て
い
た
。
し
か
し
次
の
年
に
彼
は
大
規
模
な
小
作
地
を
引
受
け
た
。

:

.『

ラ

ブ

ル.

十

ル』

©

_

窗

：
：
は

多

岐

に

わ

た

：
り

、

,

い
ず
れ
に
重
点̂,
-

置
こ
$

と
す
' :
' 

'
.
.る；
か
は
闰
難
ヤ
あ
ら
た

0
し

か

し

，
多

面

に

^

た

る'

活

動

も

：
つ

ま

り

は

農

業 

経
営
の
雛
持
の
た
め
と
い
ぅ1点

に

：し

ぼ

ら

れ

て

い

た

0<

.

o

g

n F

ラ
ブ
ル
-I
-
:
.
:
ルi

の
活
動
は
多
峽
ぬ
わ
た
？
て
.い
た
0
:商
人
と
：耕
作
者
;

■

を
；兼
ね
た
資
本
家
的
な
企
酸
と
い
っ
て
^

い
'？

し

か

し

こ

：れ

が

『
1

フ
フ
ブ
，
ル

ー

：

'
ル
^

と

自

称

す

る

人
-̂

の

大

部

分

め

姿

で

は

な

い

デ

む

し

ろ

誰

も

が

憧

れ

た

型 

で

あ

っ

た

。

『

ラ
ブ
ル
ー
ー
ル
：

』
と

呼

ば

れ

る

人

々

：
の

間

に

も

現

実

に

多

く

の

相
 

違
が
認
め
ら
れ
た
。
'

：

"

『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

の

上

層

。

大

規

模

小

作

地

：の

『

フ

エ

ル

ミ

モ

』

.

が
：こ
れ
に 

肖
る
0

.い
わ
ば
大
企
業
家
で
あ
っ
た
0
.『

ラK
ルー
ル』

の
下
層
。

彼

が

裂
 

け
た
小
作
地
は 

一
Q

〇
ア
ル
パ
ン
を
越
え
：な
い
。
時
に
は
四
〇
ア
ル
。ハ>

が
精
：

々
o
，ま
た
役
畜
も
少
な
い
0

ア
K

ク
サ
ン
ド
ル
.
•
シ
モ
ン
は
シ
ア
ラ
シ
ビ
エ
の 

数
百
.ァ
ル
パ
ン
の
小
作
地
を
四
0

〇
リ
：丨
ヴ
ル
ff
i

^
の
農
具
や
役
畜
で
：経

営

. 

し
、
シ
ャ
ル
ル
‘
オ
ー
ロ

ヮ

はそ
の
二
倍
の
規
模
の
小
作
地
で
一
、
九
〇
〇
リ 

~

ヴ
ル
相
当
の
役
畜
を
持
っ
て
い
た
。
後
者
は『

ラ
ブ
ルー

ル』

上
層
に
属
す
。
 

役
畜
が
桁
外
れ
に
多
い
。『

ラ
ブ
ル
！
ル』

の
内
部
.に
も
階
層
の(

分
化
が
み
ら
. 

れ
た
の
で
あ
る
。 

:

し
か
し『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

.上

層

と『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

下

層

の

違

い

は

*
単

に

小 

作
地
の
大
小
、
役
畜
の
多
少
に
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
土
地
に
対
す
る
態
度 

の
違
い
に
も
両
者
を
分
つ
重
要
な
指
標
が
：あ
.っ
た
0
：『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

上

層

は 

商
人
で
あ
り
同
時
に『

ラ
ブ
.ル
ー
ル』

で
あ
る
。
彼
の
心
情
は
蓮
転
資
本
に
依
.

存
す
る
実
業
家
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
■

し
て
い
た
。
彼
本
来
の
保
有
地
を
増 

:
.加
す
：る

--
と
'は

彼

の

関

心

事

で

ほ

な

：い
。

」

彼

に

と

っ

；
て

の

間

題

は

経

営

を

拡

大 

し
、
へ
活
動
範
囲
を
拡
張
す
るA

J

と
で
あ
っ
た
。
か
く
て
連
転
資
本
と
し
て
の
役 

畜

の

傷

に

彼

は

多

大

の

関

心

を

寄

せ

る

。
；
と

れ

に

対

し

.

『

ラ>

フ
ル
丨
ル』

卞 

;層
2-
辰
民
の
_

的
な
心
情
を
保
持
し
続
け
：た
。」

彼
は
土
地
.の
獲
得
の
な
か
に 

.
生
活
：の
.確
実
な
保
証
玄
見
出
し)

、
へ

経

德

独

立

の

、
最

土

0:
基
礎
を
求
め
た
め
で 

%

マ
た
。

例

え

ば

ボ

ー

ル

ヌ

の

7

ア
ィ
ゥ
•
K-
ゥ
‘

マ
ル
セ
ー
ユ
の
場
合0

.

一一
 

. 

.
六
九
四
年
の
遺
産
目
録
に
ょ
れ
ば
，
彼
は
鋤
__
.
、
唐

鋤

三

、
：
ロ

ー

ラ
丨
ー
、
荷 

車

：
ー
：
、

砂

利

車

)

.,
全

部

で

八

〇

リ

ー

：
ヴ
ル
，相

当

を

持

っ

て

い

た

。

ま

た

彼

の 

.

.ニ
頭
の
馬
は
五
*

|
と
1
:
'
0歲
爆
で
、

ー
0

〇
リ
ー
ヴ
ル
に
値
し
な
い
。
彼
は 

,
四
.頭
の
^

^
を
持
ち
、
各
ニ
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は『

ラ
ブ
ル
I 

ル』

上
層
の
動
産
と
^

較
し
て：

ま

っ

た
く

貧
弱
で
あ
る
。
し
か
し
保
有
地
の 

被
大
に
は
努
力
が
払
わ
れ
て
い
た
。
現
に
彼
は
か
丸
り
の
土
地
を
遺
産
と
し
て 

譲

渡

し

て

い

る

。

こ

れ

に

反

し

て

『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

上

層
の
一
人
は
年
に
一
一
ミ 

ュ
：
ィ

も

産

し

な

い

|

':
0
7

ル
パ
ン
か
土
地
を
.購
入
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
彼
の 

重
点
は
農
具
や
役
畜
の
拡
充
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
ょ
り『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

上

層
 

は
小
作
地
の
賃
借
を
増
す
た
：め
の
.条
件
を
整
え
る
こ
と
に
.な
っ
た
P 

C

五〕
『

ラ
ブ
ル
.丨
ル』

：は
経
済
的
に
強
カ
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼 

は

微

力

な

存

在

で

あ

：っ
た
。
；

『

ラ

ブ
ル.
丨
ル』

は
村
に
君
臨
し
.て
い
た
か
も
し 

れ
な
い
。：
し
か
し
彼
は
土
地
所
有
者
た
る
領
主
や
貴
族
に
従
属
し
て
い
た
。
た 

だ『

ラ
ブ
ル
：丨
ル
.

』

は
資
本
を
有
し
、
従
：っ
て
土
地
所
有
者
か
ら
前
借
せ
ず
、
そ 

'の
た
め
完
全
な
従
属
と
悲
惨
な
境
遇
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し『

ラ

ブ
ル
I

ル』

は
あ
ら
ゆ
る
羅
に
遭
遇
し
た
。『

ラ
ブ
ル
.丨
ル』

は
も
.っ
ぱ
ら 

耕
作
者
と
し
て
穀
物
の
取
獲
に
依
存
し
て
い
た
。.
も
し
収
穫
で
売
却
の
た
め
の 

余
剰
が
得
ら
れ
な
い
と
す
る
。'
そ
の
場
合
、
彼
に
は
収
入
が
な
い
。
売
る
べ
き 

余
剰
が
得
ら
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
も
大
し
た
量
で
は
な
か
っ
た
。
.フ
ォ 

ン
ト
.ネ
•

ル
，
.
ヴ
ィ
コ
ン
ト
の
小
作
地
で
は
豊
作
時
に
四
〇
ミ
ュ
イ
か
ら
四
五 

ミ
ユ
ィ
の
収
穫
を
攀
げ
る
：こ
と
が
で
き
た
0

こ
の
う
ち
か
ら
サ
ン
.
ス
ピ
ル
教 

会
に
対
し
十
分
の
ー
税
四
ミ
ュ
ィ
、.賃
借
料
と
し
て
七
.ミ
：ュ
ィ
、貢
納
八
ス
.チ
：エ，

. 

を
支
払
う
。
従
.っ
て
ほ
ぼ
三
〇
ミ
ュ
ィ
し
か
残
ら
な
い
。
ま
た
種
子
の
た
め
八 

ミ
ュ
ィ
か
ら
九
ミ
ュ
ィ
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。：
か
く
て
残
り
はT

1
0

 

ミ

、
ィ

に

な

る.0
多

く

て

ニ

五

ミ

ュ

ィ

で

あ

る

。

収

獲

の

た

め

の

臨

時

人

足

の 

た
め
に
一
.
ミ
ュ
ィ
は
必
要
で
あ
る
。
慕
の
人
足
一
八
人
に
は
六
、、、r;

ィ
を
支
. 

払
う
。
従
一
っ
て
豊
作
時
に
は
一
五
、、i

ィ

ほ

ど

：

残
る
が
へ
へ
こ
の
$

ち

：か

ら

更

に 

シ
ャ
ン
。ハ
ー
ル
税
、
領
壬
：に
対
す
る
諸
負
担
、
国
王
'に

対

す

る

租

税

に

応

じ

'な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
0

ま

た

屋

敷

の

修

理

費

、

農

具

や

役

畜

：の

維

持

費

も

と

こ

：か

. 

ら
捻
出
さ
れ
る
。
従
.っ
て
最
後
に
残
る
の
は
免
し
て
大
量
の
：も
の
で
は
な
い
。 

し
か
も
.『

ラ
ブ
ル
I

ルJ

に
と
？
て
穀
物
が
売
却
し
得
る
、王
要
な
産
物
で
あ
っ
.
 

た
。
彼
は
羊
を
賃
借
^

て
：い
る
。

し
：か
し
得
た
羊
毛
O'
雰

は

召

上

.
げ

ら

れ
 

た
。
従
っ
て
ま
っ
：た

的

な

収

入

し

か

.そ
れ
が
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
.葡
萄 

島
に
ょ
る
収
益
も
同
じ
く
僅
か
：な
も
.の
で
あ
る
。
シ
.：ャ
ル
.ル

•
オ
ー
ロ
ヮ
の
財 

産E
I

録

に
ょ
れ
ば
，
羊

：
一
：六
〇
頭
の
評
価
は 

一
0

-/
L

リ
丨
ヴ
ル
で
.あ

っ

た

。
;.
:
こ 

れ

に

対

し

小

麦

は

収

獲

か

：
ら

三

ヵ

，
月

後

で

：
ー

>:
五

〇

〇

リ

ー

ヴ

.
ル

と

見

積

ら

れ 

■
て

い

る
 

0

:

'

.

 一
.;
.

;

.

多
く
の『

ラ
ブ
ル
I

ル』

は
領
王
権
を1

1
1̂

う
と
い
う
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
執 

着
を
抱
い
た
こ
と
か
。
.実
に
こ
れ
は
農
業
に
ょ
る
収
益
が
頼
り
に
な
ら
な
い
こ 

と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
.ら
な
.か
：っ
た
。
依
存
す
べ
き
唯
.一
の
仕
事
た
る
農
業 

経
営
が
そ
の
.状
態
で
あ
る
。
従
っ
て
領
王
権
を|

質
う
条
件
が
有
利
な
も
の
で 

あ
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
0:
.
例
え
ば
前
述
し
た
ミ
シ
ェ
ル
•

メ
ル
ツ
千
の
場
合
。
 

彼
は
バ
ラ
ン
ク
ー
ル
の
十
分
の
一
税
や
シ
ャ
ソ
パ
I

ル
税
の
微
収
を
引
受
け
て 

い

た

。

し

か

し

一

六

九

〇

年

に

，
は

賃

借

料

の

未

私

い

が

ニ

、

>\
五

〇

リ

ー

ヴ

ル 

に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
を
支
私
う
べ
く
彼
に
はr

文
の
予
備
も
な
か
っ
た
。
か 

く
て
彼
は
穀
物
を
手
放
し
、
農
具
の
か
な
り
の
部
分
と
役
畜
の
全
部
を
売
払
っ 

.:
た
が
、
六
五
0

リ
ー
グ
ル
に
し
が3

!
*
^

れ
な
か
っ
た
。
ゑ
は
更
に
家
具
を
売 

っ
た
。

1

五o

リー

ヴ
ル
'に
な
っ
た
。ッ
最
後
に
彼
は
作
業
場
の
付
い
た
大
き
な 

屋
敷
、
耕
地
1
0'
:

ァ

ル

づ

ン

、
：

1

地
三
ァ
ル
パ
シ
、
葡
萄
畠
三
ァ
ル
パ
ン
、
 

i

半
ア
ル
パ
ゾ
を
手
放
し
た
。
そ
れ
で
も 

一
、
一一o

o

.

p

l
ヴ
ル
.に
し
か
な 

ら
な
：和
っ
た
。
こ
t

に
い
た
ら
て
彼
は
進
退
に
窮
し
た
0 

.彼
は
ド
ゥ

ノ

ヮ
エ
' 
家 

パ
か
ら
賃
借
し
て
い
た
土
地
の
支
払
い
に
%'
事
欠
く
状
態
で
あ
？
た
。
彼
は
そb

 

賃
借
も
放
棄
し
た
。：
し
が
し
一
一
:年

後

ち

ば

：立

直
.り

、
'
五

七

ァ

ル

パ

ン

の

土

地

を 

一
ー0
〇

リ

ー

ヴ

ル

で

纂

レ

た

.ほ

ど
^.
あ
っ
た
。：期
間
は
九
年
で
あ
る
。
そ
の 

後
彼
は
か
な
り
め
繁
栄
を
示
じ
た
。'.
'
.
,し
か
し
•メ
ル
シ
エ
：の
場
合
は
決
し
て
例
外 

:
で
は
な
か
っ
た
。
'立
直
り
も
珍
し
い
こ
>'
:

で
は
な
い
。
'.
.

.

.『

ラ
ブ4

丨
ル』

が
役
资
の
投
下
氏
必
要
な
資
金
を
#

る
た
め
土
地
を
売
払 

デ
と
と
は
し
ば
\ ^
.
ば
み
ら
れ
た
0
:
:彼
.に
：ど
：っV

 

土

地

を

持

：つ

こ

^

は

大

し

て

魅 

力
で
は
な
か
っ
た
の
で
^

る
0

^ -

畜
ぼ
い
わ
ば
' «
'

転
,

匕
し
て『

ラ
ブ
ル
ー



ル』

，の
最

大

関

心

事

で

あ

.
っ
た
。
例
え
ば
モ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
ジ
T

'/
.
フ
エ
ス 

丨
の
場
合
。
：
彼
は
賃
借
料
を
七
年
間
支
払
わ
な
が
っ
た
の
で
差
押
え
を
受
け
そ 

う
に
な
っ
た

。

そ

こ

で

.
彼

は

土

地

 

ー
0

ァ
ル
。ハ.ン
を
売
っ
滞
：̂

:

一
、
三
〇 

o

リ
丨
ヴ
ル
の
半
額
を
支
私
お
う
と
し
て
い
る
。『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

に
と
っ
て 

役
畜
を
失
う
こ
と
は
最
大
.の
苦
痛
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
本
来
の
保
有
地
は 

売
っ
て
も
い
い
。
し
か
し
経
営
に
必
要
な
手
段
た
る
役
畜
は
失
う
ま
い
と
し
た
. 

の
で
あ
マ
た
0

こ
の
態
度
は
.

『

ラ
ブ
ル
'

ル』

一
の
上
層
に
著
し
く
み
ら
れ
た
0 

彼
が
何
よ
り
も
小
作
地
の
経
営
を
問
題
に
し
て
.い
た
た
め
に
ほ
か
.な
ら
な
い
0 

•

以
上
に
お
い
て
、パ
ス
•

エ
ゾ

ン
ヌ
地
方
の『

ラ
ブ
ル
I
ル』

.の
具
体
像
を
伝 

え
た
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
。

【

終
リ
に】

『

ラ
ブ
.ル
丨
t

の
間
に
も
顕
著
な
階
層
分
化
が
み
ら
れ
た
。
 

『

ラ
ブ
ル
-

ル』

の
上
層
。

彼
の
関
心
は
小
作
地
.の
経
営
を
引
受
け
、
そ
れ 

を
で
き
る
だ
け
増
加
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
0
従
っ
で
役
畜
の
拡
充
が
彼
に
と
っ 

て
は
問
題
で
あ
る
。
な
か
に
は
彼
の
引
受
け
た
小
作
地
に
比
し
て
桁
外
れ
に
多 

い
役
畜
を
持
つ
■者
が
あ
っ
た
0
.こ
れ
は
明
白
に
彼
が
役
畜
の
賃
貸
に
従
っ
て
い: 

た
こ
と
を
荥
す
。
い
わ
ば
彼
は
農
業
に
お
け
る
企
_

家
で
あ
>

た
。

『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

.
の
下
層
。

彼

は『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

上
層
と
1£
反
対
で
あ
っ 

た
。
彼
も
ま
た
小
作
地
の
引
受
者
で
あ
っ
た
。
.し
か
し
彼
の
重
点
は
：彼
本
来
の 

保

有

地

.
の

拡

大

に

あ

マ

た

。

農
業
経
営
で
得
た
も
の
を
彼
は
保
有
地
の
拡
太
に 

投
じ
た
。
彼
は
役
畜
の
披
充
に
大
し
た
魅
力
を
感
じ
て
い
な
い
。
彼
は
耕
作
農 

民
と
し
て
の
途
を
選
ん
だ
.の

で

，あ

っ

た
0

し
か
し
当
時
に
お
い
て
農
業
経
営
は
甚
だ
し
く
不
安
定
.で
あ
ら
た
。
に
も
か

.

.:
七

八
.

(

四
二四

；}

.

か
わ
ら
ずT

ラ
ブ
ル
ー
ル』

，に
と
っ
て
農
業
経
営
を
続
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
。 

『

ラ
ブ
ル
I

ル』

は
こ
の
苦
境
を
打
開
す
べ
く
他
に
収
入
の
途
を
考
え
な
.け
れ 

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
-,

商
人
化
の.方
向
は
彼
の
こ
の
努
力
の
一
端
を
示 

す
も
の
に
ほ
か
な
^

な
い
0.
彼
は
ま
た
領
主
権
の
引
受
者
た
ら
ん
と
し
た
。
特 

別
熱
心
に彼
は
そ
れ
を
め
ざ
し
た
。
領
主
権
は
彼
に
恒
常
的
に
一
定
の
収
入
を 

も
た
ら
ず
は
ず
で
あ
づ
.た
0 

:従
っ
て
領
主
権
を
賃
借
す
る
条
件
は『

ラ
ブ
ル
！ 

ル』

に
と
っ
て
苟
酷
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
マ
た
。
時
に
は
皮
の
農
樂 

経
営
の
存
立
を
危
険
に
：̂

む
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
 P

a
r
i
s

 

.
ert
-Ile-

d
e
-
F
r
a
n
c
e
,
.
" 

.
M
§

m
o
i
r
e
s
,

a-
o
m
e
 

I
X

 

(
1
9
5
7

丨
1
9
500)

，
. 

p
.

 

1

5

T

2
00
2

か

ら『

ラ
ブ
ル—

ル』

に
関
す
る
記
述
を
拾
っ
て
紹 

介
し
た
も
の
で
あ
る
0 
,十
七
世
紀
に『

ラ
ブ
ル
I

ル』

は

領

主

の

代

理

者

的

存 

在

と

な

っ

た

。

し

か

し

：
こ

の

領

主

：.は

従

来

の

領

主

と

違
ぅ
。
従
っ
て『

ラ
ブ
ル 

.
丨
ル』

の
登
場
は
領
主
制
の
変
質
の
結
果
で
あ
っ
た
。
彼
は
小
作
地
の『

フ
エ 

ル
ミH

』

と
し
て
こ
の
領
王
に
従
属
し
た
。
と
同
時
に
.彼

は

^

有

地

を

追

わ

れ 

た
農
民
を
小
作
地
の
経
営
に
吸
収
す
る
者
と
し
て
村
に
君
臨
し
た.0

『

ラ
ブ
ル 

.

丨
ル』

に
つ
い
て
.こ
の
ニ
重
性
格
は
否
定
で
き
な
い
0

山

田
盛

太

郎

著『

日

本

農

業

生

産

力

構

造』

■

寺

尾

誠

,

本
書
は「

日
本
資
本
主
義
分
析」

の
著
者
山
出
盛
太
郞
氏
を
中
心
と
す
る
共 

同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の
主
な
ね
ら
い
は
農
地
改
革
以
前
に
支
配
的
で
あ 

っ
た
地
主
的
土
地
所
有
と
そ
の
卞
で
の
零
細
農
民
経
営
、
農
地
改
革
期
の
地
主 

的
土
地
所
有
の
廃
止
と
農
民
的
土
地
所
# .
の
成
立
と
い
っ
た
日
本
農
罾
の
罾
吧 

的
発
展
の
遍
程
で
、
_

農

民

.に

担

わ

れ

て

き

た

農

業

生

産

力

が

い
か
な
る
変 

化
を
と
げ
、
い
か
な
る
矛
盾
に
逢
着
し
て
き
た
の
か
を
究
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ 

る
。
こ
の
ょ
ぅ
な
問
題
意
識
の
下
に
第
一
部
総
括
篇
に
お
い
て
山
田
盛
太
郎
氏 

が
第
一1

部
の
実
態
把
握
に
鉴
い
て「

日
本
農
業
生
産
力
構
造
の
構
成
と
段
階」 

を
叙
述
さ
れ
る
。

こ
の
代
表
的
論
文
に
お
い
て
は
、
ニ
つ
の
：分
析
視
角
が
前
堤
と
さ
れ
て
い 

る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
日
本
農
業
生
産
力
の
発
展
段
階
を
江
戸
時
代
に
お
け
る 

純

粋

封

建

的

土

地

所

有

の

段

階

、

半

封

建

的

土

地

所

有

の

段

階

、
.
地

主

的

土

地 

所
有
解
缓
の
段
階
の
三
っ
に
|2
別
す
る
。
第
一
に
封
建
的
土
地
所
有
の
段
階 

で
は
、
生
産
力
は
藤
、
知
行
地
、
村
と
い
っ
.た
風
に
分
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ 

に
対
し
地
租
改
正
を
契
機
と
し
て
成
立
す
各
地
主
的
土
地
所
有

の

段
,̂
で

は

、
 

そ
れ
ま
で
分
断
さ
れ
て
い
た
生
産
力
は 

一
/S
全
国
的
な
f

へ
と
.焉

成

さ

れ

、
書

評

ノ

.

た
そ
し
て
こ
'の
地
主
的
土
地
所
有
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
零
細
小
作
農
民
経 

営
の
生
産
力
上
昇
の
桎
梏
と
化
し
き
っ
て
、
戦
後
の
農
地
改
革
で
廃
止
さ
れ
た 

第
三
段
階
に
お
い
て
は
、
農
民
的
土
地
所
有
の
下
で
の
員
^
生
産
力
の
上
昇
が 

可
能
と
な
石
。

■

こ
の
ょ
う
，な
発
展
段
階
的
な
把
極
の
仕
方
と
共
に
も

う
一
つ
の
分
析
視
角
と 

し
て
日
本
農
業
の
地
帯
区
分
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
地
主
的
土
地
所
有
段 

階
に
お
い
て
ニ
つ
の
対
極
と
し
て
'あ
ら
わ
れ
た
地
帯
と
し
て
東
北
、
新
潟
の
千 

町
歩
地
主
制
の
地
帯
と
近
畿
=

醒
尸
内
の
高
位
生
産
力
地
帯
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

前
者
は
原
生
.的

段

階

(

明
治
初
«

に
お
い
て
北
部
■

、
山
^
、
南
^

㈣

と 

共
に
抱
持
立
て
，犁
で
馬
耕
す
る
所
謂
馬
の
地
帯
で
あ
り
、
農
業
の
生
產=

再
生 

産
H
蓄
積
が
基
本
的
に
農
村
内
部
で
進
行
す
る
。
そ
し
て
こ
の
蓄
積
の
余
剰
は 

農
民
.経
営
の
.上
に
そ
そ
り
た
つ
大
⑽
、
¥
の
下
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。

.

こ
れ
に
た
い
し
、.
後
者
は
長
_

で

牛

耕

す

る

牛

の

地

帯

で

あ

っ

て

員

_

で 

の

再

生

産

=

蓄
積
は
主
と
し
て
外
囲
と
の
連
関
で
、
或
は
外
部
か
ら
の
働
き
か 

け
で
進
行
す
る
。
そ
し
て
地
主
的
土
地
所
有
に
対
し
農
民
経
営
の
自
立
性
が
第 

,
1

の
地
帯
に
比
べ
高
く
、
：高
位
の
生
産
力
水
準
が
特
徴
的
で
あ
り
、
農
地
改
苹 

前
に
す
で
.に
機
械
化
が
進
行
し
て
い
た
0

さ
て
山
田
氏
は
発
展
段
階
と
地
帯
区
分
と
い
.う
ニ
つ
の
分
§

角
に
照
し
て 

日
本
農
業
の
生
産
力
が
そ
.の
担
い
：手
で
あ
る
農
民
経
営
に
お
い
て
ど
の
ょ
う
な 

変
化
を
周
史
的
に
と
げ
て
き
た
か
を
淹
明
す
る
。
す
な
わ
ち
大
地
主
的
土
地
所 

有
の
下
に
生
産
力
が
停
滞
的
に
し
か
発
展
し
な
か
7

た
東
北
、
新
潟
地
帯
に
対 

し
、
近
畿
、
西
南
地
帯
で
は
地
主
的
土
地
所
有
に
対
す
る
農
民
経
営
の
相
対
的

七
.九

(

四
一
一
五)


