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村

の

-

;

麻

.；：ベ

。民
：-

」

ぺ

-

十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
農
業
史
研
究
の

.1

四
六
ス
四
八
一

D

渡

m

國

廣

【

始
め
に】

領
主
は
農
民
の
保
有
地
を
貿
戻
し
、
そ
れ
を

『
：

フ
ァ
ル
ム』

と
し 

て
再
編
し
た
0こ
の
傾
向
は
領
主
財
産
の
危
機
の
な
か
で
現
わ
れ
、

4_

七
世
紀
に
，
 

は
ぃ
っ
て
と
く
に
1

に
進
行
し
た
。.開
放
耕
地
の
圧_

部
殳
が
こ
れ
にJ :
-
 

り
！

T

フ
ァ
ル
ム』

に
転
化
し
た
と
さ
え
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
七
と
と
平
ー
了
し 

て
こ
れ
ら
領
主
の
！

T

フ
ァ
ル
ム』

の
経
営
を
|買
ぅ
者
が
現
わ
れ
た
。
彼
は

『：

フ
ェ 

ル
ミ
エ』

と
呼
ば
れ
た
。『

ラ
ブ
ル
，I
ル』

が『

フh

ル
ミ
エ』
と
な
つ
：た
0『

ラ
ブ 

ル
丨
ル』

は
役
畜
を
所
有
し
、従
っ
て
新
し
い
事
態
に
容
易
に
順
应
で
き
た
わ
け 

で
あ
る
0こ
の
こ
と
に
よ
り

『

ラ
ブ
ルー

ル』

自
身
も
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ら『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

の
数
は
非
常
に
限
ら
れ
てい
た
。
村
の
人 

ロ
の
ほ
と
ん
ど
半
分
は㈠

、『

ラ
ブ
ル
I

ル』

.

を
除
く
濃
業
_

係
者
、
㈡
、
.牧 

養
者
で
あ
っ
た
0

㈠は
い
わ
ゆ
る
農
業
者
で
へ
例
え
ば

『

ヴ
ィ
ー
一
ヱ
ロ
ン

』
と

f

ジ
ャ
ル
デ
ィ
こ
エ

』

、『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

と『

シ
ャ
ル
テ
ィ
エ』

が
こ
れ
に
属
し

た
。
㈡
は
農
業
と
直
接
関
係
な
く
生
活
す
る
人
タ
で
、

者
と
^
!
-者
、
.樵 

夫
と
密
狐
監
視
人
、
漁
業
者
等
が
い
た"漁
業
者
は
村
で
例
外
的
存
在
で
あ
っ 

た
。
こ
れ
ら
㈠
と
㈡
が
い
わ
ゆ
.る
村
の
細
民
を
構
成
し
て
い
た
。
ノ

十
七
！

フ
ラ
ン
ス
農
業
の
展
開
過
程
の
な
か
で

『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は
大
き
な 

役
割
を
果
し
た
。
，彼
は

『

プh

ル
：ミ
エ』

と
し
て
領
主
のf

フ
iァ
ル
ム』

の
経
営
を 

引
受
け
て
いた
。

し
か
し
単
に
家
族
の
生
計
維
持
の
た
め.必
要
な
限
度
を®
 

す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。彼
は
企
業
家
と
し
て
経
営
^

の̂
拡
大
を
は
か
っ
た
。 

む
し
ろ『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は
積
極
的
に
そ
ぅ
し
た
方
•向
を
：め
ざ
しさ
え
し
た0 

彼
に
と
っ
て
そ
れ
が
可
能
，で
あ
っ
た
の
：は
、
村
に
細
民
が
い
て
、
こ
れ
が
労
働 

力
と
し
て
.利
用
で
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
従
マ
て

f

ラ
プ
ルー

ル』

の
経
営
は 

細
民
の
存
在
.を
.離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
。

『

ラ
ブ
.

ル
.
1ル』

は
こ
れ
ら
細
民
を
自 

己
の
経
#
の
な
.か
に
組
入
れ
た
。
い
か■な
る
仕
方
に
よ
っ
て
か
。
問
題
の
一
.
つ 

竹
そ
こ
に
あ
っ
た
。
 

'

し
か
し
そ
れ
よ
り
前
.に
、
こ
れ
ら
細
民
の
具
体
像こ
そ
問
わ
る
ベ
き
で
あ
ろ 

ぅ
。
従
来
フ
ラ
ン
ス
で
こ
の
点
は
不
問
に
付
さ
れ
るこ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か 

し

『
ラ
ブ
ル
！
ル』

の
経
営
拡
大
が
，こ
れ
ら
細
民
の
労
働
力
を
®

と
し
て
進 

め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
無
視
さ
れ
て
い
い
問
題
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス 

農
業
史
の
研
究
で
十
七
世
紀
は
未
開
拓
の
時
期
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
個
別
例

が
出
揃
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
従
っ
て
フ
，ラ
ン
ス
の
全
体
に
妥
当
す
る
細 

民
像
を
描
く
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
今
日
の
段
階
で
は
個
別
例
の
提
示
で
満 

足
す
る
ほ
か
.な
い
の
で
は
な
い
か
。
総
じ
て
衬
の
細
民
は.

『

ラ
ブ
ル
I

ル
.

』

の 

経
営
に
食
込
む
以
外
に
生
活
の
途
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
他
に
対
す
る
依
存
の 

.程
度
は
彼
の
所
有
財
産
の
規
模
に.よ
り
違
？
た
0
本
稿
は
こ
れ
ら
細
民
の
，
一
つ 

の
具
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
_
の
_
罾
の
解
明
を
果
そ
う
と
す 

る
も
の
で
あ
る
？
例
え
ば
バ
ス.
エ
ソ
ン
ヌ
地
方
で
は
ど
う
か
。
第
一
に
.は
村 

の
細
民
の
内
容
が
問
題
で
あ
る
。

.

二

】

細
民
の
内
容
は
^

で̂
あ
っ
た
。
第
一
に
農
業
者
と
し
て
の
細
民
が 

い
た
。
そ
れ
を
順
次
検
討
す
れ
ば
。

不
動
産
の
所
有
者•で
は
0
.最
初
に『

ヴ
ィ
ニ
ェ
ロ
ン』

を
拳
げ
る
こ
と
が
で 

き
る
0
葡
萄
島
を
所
有
し
た
り
葡
萄
高
に
仕
事
に
出
た
り
し
て
、
'そ
の
こ
と
で 

収
入
の
主
た
る.部
分
を
得
て
い
れ
ば
、
彼.は
：一
般
：に『

ヴ
ィ
ニ
ェ
ロ
ン』

と
呼 

ば
れ
た
。
村
で
三
人
に

1

人
が
そ
う
し
た
；

『

ヴ
ィ
ニ
ェ
ロ
ン』

で
あ
っ
た
。

マ
ン
ヌ
シ
の
ジ
ャ
ン

.フ
ル
一
一
エ
一
世
の
場
ム
ロ
。
彼
は
麋
葺
の
：家
一
一
を
持
'っ
て 

い

た
.0i

つ
は
部
屋
ニ
、納
屋
一
、若
干
の.家
畜
小
屋
よ
り
な
り
、他
は
部
屋
一
..、 

納
屋
一
、
压
摊
場
一
，
か
ら
な
っ
た
。
こ
れ
ら
ニ
つ
の
家
に
は
土
地
が
付
属
し
て 

い
た
。
そ
の
規
摸
は
八
ア
ル
パ
ン
、
う
ち
菜
園
と
葡
萄
畠
が
六
！

s

ル
パ
ン
で
あ 

.っ
た
。
そ
こ
.に
.彼
は
く
る
：み
の
木
や
大
麻.を
植
え
て
.
.いた
タ
；
し
か
し
主
た
る
部 

分
は
葡
萄
が
占
め'て
い
る
。
葡
萄
畠
四
ア
ル
パ
シ
は
耕
地

1

K
ア
ル
。ハ、

X

に
相 

当
し
た
。
従
.っ
て
耕
地
の
ほ
ぽ
四
借
の
価
値
を
持
つ.と
い
，わ
れ
た
。
彼
は
ほ
か 

に
半
ア
ル
パ
ン
の
牧
草
地
を
有
し
、
ま
た
全
体
で
ほ
ぽ
一
.ァルへ
ハ
ン
相
当
の
森

..

村

の

細

民

秫
を
持
.っ
て
い
た
。
彼
は
リ
ス
の
富
裕
な

『
ヴ
ィ
ニ
〒
ロ
ン』

の
娘
と
結
婚
し
、 

そ
の
こ
と
で
小
さ
な
家
を
得
た
。
彼
は.こ
れ
を
他
に
貸
し
.て
年
に
一
六
リ
ー 

ヴ
ル
の
収
入
を
得
て
い
た
。
ま
た
彼
は
マ
ン
ヌ
シ
や
プ
レ
ー
シ

•
チ
ェ
ス
ネ
の 

『

ヴ
ィ
ニ H 

ロ
ン』

か
ら
三
な
い
し
四
リ
ー
ヴ
ル
の
賃
貸
料
を
受
取
っ
て
い
た
。 

被

は『

ヴ
，.ィ」

1':
产
ロ
；：>
.

』

：.と
し
て
第
一
級
に
属
し
た
。

 

‘ 

し
か
し
こ
の
ジ
ャ

ン

，
フ
ル
ニ
エ
は
例
外
的
存
扭
で
あ
っ
た
。

マ
ン
ヌ
シ
に 

.は
こ
れ
ほ
ど
富
裕
な

『

ヴ
ィ
一一，工
ロ
ン』

が
ft
か
三
人
し
か
い
な
い
。
大
多
数 

の
者
は
非
常
に
不
幸
な
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し

『

ヴ
ィ
二
ヱ
ロ
ン』

は
ほ
と 

ん
ど
皆
が
不
動
産
の
所
有
者
で
あ
る
。
.マ
.ン
ヌ
シ
で
は
四
〇
人
の
う
ち
三
七
人 

が
不
動
摩
の
所
有
者
で
あ
っ
た.。
四
〇
人
の
う
ち
ニ
六
人
は
家
を
所
有
し
、
例 

え
ば
前
述
の
フ
ル_
ー:'
:エ
の
よ
う
に
、
多
く
の
家
を
所
有
す
る
者
も
あ
マ

た

。
ピ 

エ
.ル
.-

ア
ラ
ン
の
場
合
で
あ
る
が
、
彼
は
家
ニ
を
所
有
し
て
い
た
。

一
つ
..は
部 

屋
七
よ
り
な
り
、
他
は
圧
搾
場
で
、
う
ち
半
分
以
上
が
納
屋
に
な
っ
て
い
た
。 

者
干
で
も
土
地
や
葡
萄
畠
を
所
有
す
る.

『

ヴ
ィ
ニ
X
口
ン』

の
数
は
も
っ
と
多 

く
、
四
〇
人
の
う
ち

1J:

一
五
人
が.そ
れ
で
、
八

五
. %

以
上
.に
当
っ
た
。
し
か
し
こ 

れ
ら
三
五
人
が
保
有
し
た
の
は
耕
地
九
：〇
ア
ル
パ
ン
、
葡
萄
高
二
八
ア
ル
パ
ン 

で
、

一
人
当
り
で
は
耕
地1ー.
.六
ア
ル
パ
：
ン
、
葡
萄
畠0
，
八
0
ア
ル
パ
ン
に 

過
ぎ
な
か
づ
た
。
力̂

は̂
罾
罾
畠
数
。へ
ル
シ
ュ
と
四
分
の
一
ア
ル
パ
ン
の
菜 

.園
を
所
有
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
前
述
の
ピ
エ
ル
：
ア
ラ
ン
の
場
合
。
.彼
は
一 

ア
ル
.ハ
ン
半
.の
:^
萄
島
し
./&
^
有
-じ
.て
し
.
.な
い
0 

以
土
の
泰
実
か
ら
み
て
も
は
や̂
ヴ
ィ
_
,ェ
ロ
■シ』

は
葡
萄
島
を
所
有
す
る 

:

と
い
う
こ
：と
で
生
活
す
る
人
々
で
は
な
い
。ン
む
し
ろ
葡
萄
畠
の
.仕
事
で
生
活
す

• 

四
七
.

(

四
八

1
6



: る
-
<
々

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う:0
し
.か
し
単
に
自
分
の
葡
萄
畠
で
仕
事
す
る
だ 

け
で
は
な
い
o
他
か
ら
：葡
萄
高
を
賃
借
し
、
そ
の
手
入
れ
で
収
人
を
得
る
人
 々

で
あ
：っ
た
。■
点
は
む
し
ろ
そ
の
方
に^,
っ
た
0
賃
貸
者
は
教
会
、.貴
族

、
.
商 

人
、職
人
、市
民
、
：

『

ラ
ブ
.：ル
ー
ルJT

蓀
婦
で
あ
っ
た
。：
一
六
九0
年
ヒ
；ー
月
：に
；レ. 

オ
ナ
|
ル
..
'
'
.
チ
ボ
ー
ル
は
シ
ャ
ン
プ
キ.エ
教
会
の
葡
萄
高
三
ア
：ル
パ
ン.を
一
；

|

年
：
 

に
わ
た
り
手
入
れ
す
る
こ->
に
な
っ
た
。
給
与
は--
年
に
：つ
专
五0
リー

ヴ
ル 

と
幾
さ
れ
た
。
仕
事
は
耕
土
、
収
獲
、
施
肥
で
、
'年
に
三
回
。
こ
う
し
た
契
約 

は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た>:
.こ
ろ
で
あ
る
。：
し
か
し
大
禅
の
場
合
、
：
報
酬
は
現
物
.へ
 

に
ょ
っ
た
。
も
っ
と
も■般
的
に
は
収
獲
物
の
半
分
と
規
定̂.
れ
た
。
期
間
ば 

.三
年
な
い
し
六
年
が
普
通0
:ま
た
耕
土
の
仕
方
、
添
木
の
数V
,施
肥
の
方
法
が
： 

規
定
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
ヴ
ィ
ラ
べ
の
ジ
ャ
ン
•
テ
キ
エ
.が
.

n

ル
べ
ー
ユ
の 

1

人

，
マ

チ

ゥ

，
テ

キ

H

の
葡
萄
島
ニ
五
ア
ー
ル
办
手
入
れ
を
引
受
け
た
場 

合
0 

:
麗

は

四

年

、
経
費4
取
獲
物
を
折
半
す
る
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
。
し.
 

か
し
期
限
は
も
っ
と
短
期
の
場
合
が
あ
る0.
例
え
ば
寡
婦
ラ
ラ
ン
ト
が
他
か
ら 

賃
借
し
.て
い
：た
葡
撤
畠
半
ア
ル
。ハ
' ン
を
グ.

ャ
ム
.
.
.
I
.

に
手
入
れ
さ
_せ
た
場
合
で
.、

取
獲
物
を
折
半
、
た
だ
じ
経
費
や
手
入
れ
の
仕
方
に
つ
い
.て
.は

何

の

規

定

も

な 

い
.0お
そ
ら
く
ラ
ラ
，ン
ト
の
側
に
施
肥
や
添
木
を
さ
せ
る
意
図
が
な
か
.っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
こ
，の
場
合
シ
ャ
ムー
は
労
働
を
提
供
する
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
。

.

.

.

.

.

こ
の
ょ
う
に
.

『

ヴ
ィ
-一H 

ロ
ン』

の
大
部
分
は
他
人
の
葡
萄
畠
に
賃
労
働
に 

出
る
こ
と
を
余
儀
な
ぐ
さ
れ
て
い
た
。
自
分
の
葡
萄
畠
で
は
生
活
が
立
た
な
い 

た
め
で
あ
.っ
た
。
例
え
ば
オ
ル
モ
ヮ
の
ル
ィ♦ブ
ザ
ー
ル
の
場
合
。
彼
は
財
産 

と
し
て
‘家
，一
斬
を
持
つ
ほ
か
、

一
ア
ル
。ハ，
ン
ー
〇
ぺ
ル
シ
ュ
の
葡
萄
島
を

^

#

• 

，四
八
.(

四
八
四)  

し
て
い
た
。
そ
れ
ら.は
オ
ル
モ
ヮ
、
マ
ソ
ヌ
.

シ
、
ヴ
ィ
ラ
べ
に
あ
っ
た
0
ほ
か 

.
に
彼
ば
八
分
の
一-ア
ル
パ
ン
の
牧
草
地
、
：
四
べ
ル
シ
ュ
の
畠
を
持
っ
て
い 

:

來

.

°
当
時
は
葡
萄
廣
：

一

ア
ル
。ハ
ジ
でM

籠
の
収
獲
が
あ
り
、
：ー
籠
三
四
リ
ー
ヴ 

.

.ル
：と
い
あ
れ
た

;'
0
そ
の
計
算
で
行
く
と
、
プ
ザ
：丨
ル
は
葡
萄
島
か
ら
七
五
リ
ー 

.ザ

.ル
な
い
七
1
—*
〇
リ
ー
ヴ
；ル^
1期
待
ヤ
き
た
わ
け
で
あ
る0
し
か
し
費
用
を 

差
引
け
ば
、
，利
益
は.天
ぎ

い

も

」

の

で

は̂:
;
い

0'
.フ

ィ
リ
ッ
プ
•
ド

ゥ

.
プ
リ
の 

場
合
。
：彼
は
葡
萄
島1
1
7
ル
パ
ン
、'-
-'ほ
か
に
土
地
を
四
ア
ル
パ
ン
か
ら
五
ア
ル 

.
•
ハ
ン
持
って

.

い
.た
'0
彼

.は

.

『

ヴ
ィ
-

ェ
ロ
ン』

と
し
て
富
裕
な
部
に
属
し
た
。 

- L
か
し
非
常
な
豊
作
時
を
除
げ
ば.、
自
分
の
土
地
で
家
族
の
坐
計
をa
持
で
.き

“『

ヴ
ィ
ニ
ー
 

ェ
ロ
シ』

は
生
活
維
持
の
た
め
他
人
の
葡
萄
畠
で
賃
労
働
に
従
っ
て 

1

^

0

 

;

し
か
し
葡
萄
畠̂

は
限
度
が
あ- o

，
無
限
に
そ
れ
.に
頼
る
こ
と
は
で
き 

な
い
。
.：か
く
て
葡
萄
島
の
拡
張
という
こ
と
.に
関
心
が向
け
ら
れ
る

よ
う
に
な 

た
。.

例
え
ば
；：マ
ン
ヌ
シ
で
は
一
六九
0
年
か
ら
ニ
七
九

〇
年
の
間
に
葡
萄高 

が
ー1

倍
に
増
大
し
：て
い
る
。
：

f

ク
ィ
ニ
ヱ
ロ
シ』

は

積

_

に

拡

張

の

た

め

の

仕
 

事
に
辟
じ
た
。：
葡
萄.

は
穀
物
よ
り
も
換
金
が

i

黛
で
あ
っ
た
た
め
葡
罾
畠
の
拡 

張

は

に

進

め

ら

れ

て

，い
マ
た
。し
か
し

『

ヴ
ィ
ニ 

ロ
ン』

は
な
お
他
に 

仕
事
.
.を
求
.

め
る
.

こ
と
を
余
儀
な
く
さ.

れ

た
,0
.
.

.

.同
：じ
く
不
動
産
の
所
有
者
とし
て

.

『

ジ
ャ
ル
デ
ィ

—
エ.

』

は
ど
う

か
。
彼
は 

菜
園
の
所
有
者
で
あ
っ
た
：。
都
市
周
辺
の3-
ャ
ル
デ
ィ
ニ
エ

』

は
市
民
に
対 

す
る
野
菜
の
供
給
者
とし
て
市
場
生
産
に
従
づ
て
い
た
。
コ
ル
べ
ー
ユ
や
フH 

.ル
テ
'.ア
レ
ー
の
周
辺
に
は
そ
.う
し
た

『

ジ
ヤ
ル
デ
イ
ニ
ェ

』

が
検
出
で
き

•る
0
し
か
し
非
常
に
少
数
。
彼
は
文
字
通
り
野
菜
栽
培
者
で
あ
る
° .
,
,

し
か
し

I

般
に

T

ジ
ャ
ル
，デ

イ
—

H
,』

は
大
土
地
所
有
者
に
雇
傭
さ
れ
る
考
：
 

と
し
て
こ
れ
と
は
ま
つ
た
く
別
個
な
存
在
で
あ
？
た
。
菜
園
だ
ナ
で
は
被
の
生 

活
が
立
た
な
い
。.『

^

ャ
ル
デ
ィ̂

エ
‘
は

か

か

る

も

め

と

し

て

領

主

の

『

フ.

ァ 

ル
ム』

の
多
く
存
冻
す
る
村
に
そ
か
だ
け
多
数
：い
た
。
こ
托
ら
へ『

ジ
ャ
ル
デ
ィ
；

>1
H
』
；

が
雇
傭
さ
れ
た
の
：は
主
と
し
て
葡
萄
畠
の
宇
入
れ
の
た
め
で
あ
っ
た

0 

賃
労
働
者
と
い
.

っ
て
い
い
。.

そ
の
.

境

遇

：は

余

り

悲

惨

な

も

の

.

で
'.は

な

か

マ

た

。 

し
か
し
と
く
に
羨
望
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い0

 

.;

こ
- ^

ら
が
.『

ジ
ャ
ル
デ
ィ
.

1

「

エ』

，
の
大
多
数
を
形
成
し
て
い
た
。
彼
の
生̂

の
本
拠
は
も
は
や
菜
園
に
は
な
.
い
？
財
産
目
録
に
よ
れ
ば
、

一
狡
：

S

園
の
保
. 

有
規
模
は
小
さ
く
、
大
抵
は
八
分
の
'

一
ア
.ル
0ハ
：ン
以
下
で
あ.
っ
た
:0

大
き
い

場 

4

P

て
半
ア
ル•
パ
.
.ン
。
フ
エ
-ル
テ
，
ァ
レ

..

—

'の
.フ.ラ
シ

ソ
.ヮ
‘
•.オ
'
.
.
|
.フ
'ロ
ヮ
.
.の
場
. 

合
。
彼
の
菜
園
の'
野
菜
.
は
五
リ
丨
ヴ.
ル
と
い
：わ
れ
た
。
プ
レI.シ：；

•

シ
エ
：
丨

■ヌー 

の
一
人
の

『

ジ
ャ
ル
デ
ィ

-L

エ』

，の
場
合
。
：彼.
の
菜
園
の.
野
菜
は
四
リー

ヴ
.ル 

と
し
か
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
.っ

て

霞量
も
僅
少
で
、
空

直

，
隠
元
豆
， 

夠
豆
が
数
ボ

ヮ
ソ
ー
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
五
リ
；丨
ヴ
ル
と
も

j 

3

リ 

丨
ヴ
ル
と
も
い
わ
れ
た0

前
述
の
.オ
I
フ
ロ
.ヮ.
に
売
っ
て
彼
ば
；艽
リ
I
ヴ
ル
を 

受
取
り
、
ま
た
ギ
ニ
 

.

H

ヴ
ィ
ル
の
一
人
の『

ジ
.
ャ
ル
デ
ィ
ー
一
エ』

：
に
売
っ
て
六 

リー

ヴ
ル
を
得.
た
0 

'従
っ
て
売
却
で
多
額
の
利
益
を
得
た
と
い
3

こ
'と
も
な 

い

？

エ
'
.
ソ

シ

ヌ
の
コ
ス

ム
‘

，ジ
ャ
ッ
キ
：
エ
の
場
合
。
彼
の遺
産
；は
大
麦
九
ボ
ヮ 

:

ソ
丨
、
空
豆
と
隠
元
豆
三
ボ.ヮ
ソ
丨
、
大
麻
；
.

-

六
^

丨
ヴ
ル
、：

全
部
で
一'一：：

一
び 

I

ゥ
ル 

一

-0
ソ
ル
で
あ
っ
た
。
ナ

一：
.月
の
と
と
で
菜
園
：に
：は
：四
リ
ー
ヴ
ル
へ
の
野
；
 

;

射

の

，
細

民

.

菜
し
が
.な
：か
つ
た
。：：
一：般
、に
農
具
は
貧
弱
で
：あ
り
、
手
鋤
•
鍬

•
鶴
嘴
•
葡
萄 

鋏

•微
水
具
へ
•負
籠
が
精
々
：で
あ
？
た。

¥
.

:こ
れ
ら『

ジ
ャ
ル
デ
イ-

U
J
.

は
彼
の
菜
園
だ
け
で
：は
生
活
が
立
た
な
い
。 

.，
彼

ら

：
は

真

先

.に
太
土
地
所
有
者
の
棄
園
に
仕
事
を
求
め
た
。
，
し
か
し
容
易
に
は 

,見
出
せ
な
.か
0
.
,
た
!:
0
:そ
：の
境
遇
は
：

『

ヴ
イ
ニ
:
：
■

エ
P
ン
.

』.
の
場
合
に
！
^

し
て
い 

た
。
彼
ら
：は
壬
地_を
持
つ
で
い
.た
。
し
か
し
：そ
れ
ぱ
生
活
の
保
証
に
足
る
だ
け 

の
も
の
：セ

は

：な

い

0

同
じ
農
業
者
に
属
す
る
が
、
他
人
の
た
め
に
だ
け
働
く
人
々
が
い
た
。
.
前
述 

の
':
-
'
:

『

ヴ
イ
ニ
 H

ド
ン
，

』

■や
'

『

ジ
ャ
ル
デ
イil- 

£
.と
違
い
、
文
字
通
り
の
無
産 

者
で
、普
通
ぼ
領
主
の

f

フ
> 
ル
ム』

の
常
雇
か
臨
時一

匿
と
し
て
生
活
し
て
い.た
。 

「

第
一
に'r

シ
：'ャ
ル
'テ
イ
キ』

。」

彼
ぱ
領
主
の
：

『

フ
ァ
ル
ム』

の
常
雇
と
し
て 

一
架
約
の
隹
込
み
で
働
：い
て.い
た
。
多
く
は
独
身
を
続
げ
て
い
る
。

『

シ
ャ 

ル
テ
イ
エ』

は
按
畜
や
•家
裔
の
世
話
を
し
、

ま
た
農
作
業
に
従.つ
た
。『

ヴ
ァ 

.ル』

も
こ
'^
種
の
人
々
に
属
し
た
。

一.般
に
奉
公
人
と
も
い
わ
る
べ
き
存
在
で 

:あ
？
た
"
..
.'
'

.-

. 

■■

:
次
に
.『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

。
彼
は
臨
時
雇
と
し
て
必
要
に̂
じ
領
主
の『

フ
ァ
ル 

ム
.

』
：

に
雇
わ
れ
て
出
た
。
妻
や
子
を
持'ち
、一

象
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
境 

遇
か
ら
脱
す
る.た
め
，

『

マ
ヌ
'ヴ
リ
土』

'は
土
地
を
賃
借
し
ょ
ぅ
か
と
思
つ
た
。 

し
か
し
狭
”い
.土
地
を
借
り
る
、こ
と
は
：

『

フ
ァ
ル
、ム』

と
し
て
既
に
.ま
と
ま
つ
て 

い
み
次
き
：な
も•の
：を
借
り
.る
ょ
：り
割
高
で
あ
：つ
た
。

：

加
え
て
少
し
で
，も
大
き
な 

.も
：の
：^.
.借
り
よ
1
と
思
克
ば
、_鋤
.ゃ
役
畜
の
«

入
塞
が
必
要
で
ぁっ
た
。
か 

く

て『

.
マ

ヌ

ダ

リ

：.
£

は
生
活
に
必
要
な
だ
け
を
共
同
で̂

し̂
.上
ゲ
と
さ
え
し

四
、
九
，
：
：
ハ
四
八
五

)



た
- o
?

:

マ
：ヌ
.

ヴ
'

リ
：£

_

が
農̂

?

と
し̂

と

ど

ま

名

：と

；
と

は

-

^

で)

な
い
'0『

マ
.'
'
; 

:

ヌ
.

ヴ

. ^
' £

.

梂
し
ば
し
ば
劣
等
地
，
荒
廃
她
、'

铝
地
を
霧
レ
た
。：.

し
か
し
狩
：
 

狐
と
塞
が
主
目
的
.

で
‘

.つ
た
。
：
：
こ
こ
に
い
：
た

り

『

マ
へ
ヌ
：
ヴ^;
£

は

農

業

者

た 

•

る
こ
と
を
放
棄
し
た
。
：ま
た
：『

マ
ヌ
グ
リ
■ £」

は
葡
萄
.

を
植
え
る
と
い
5,
条
件 

i
.で
領
主
や
市
民
か
ら
安
く
土
地
を
覆
す
る
場
合
が
あ
- ?

た
。

.

.

'
以
上
は
濃
と
し
て
の
細
民
の
内
容
で
あ
る
。
し
.か
じ
他
方
に

お
：：

い
て
村 

:に
い
な
が
ら
農
業
ヤ
生
活
し.な
い
者
が
い
た9
牧
養
に
従
事
す
る
人
々
で
あ
っ 

た
。.こ
れ
ら
が
村
の
細
民
の
第
一
一
の
型
に
属
し
た
。
し
か
し
^
.
者
は
稀
で
あ 

る
。
大
抵
は
領
主
の'『

フ
ァ
ル
ムi
で
婦
女
が
数
頭
の
牝
牛
を
世
話
す
る
に
と

」

-ど
ま
'っ
た
。
：
こ
れ
に
反
し
牧
羊
者
は
大
き
な
地
位
を
占
め
：て
い
た
。
教
区
ご
と
：
 

に
#W

?

を
雇
っ
て
い
る
。
羊
を
共
同
で
管
理
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
双
入
を 

.雇
ぅ
場
合
が
あ
？
た
。
こ
の
牧*

に̂
借
金
ず
る
者
が
あ
り
、
例
え
ば
'

『

ラ
ブ 

ル
ー
ル』

の
中
層
に
よ
く
み
ら
れ
る
場
食
で
あ
っ
た
。

『
ラ
ブ
ル
ー
ル
：

』

の

上
® 

は
自
分
で
牧
雲
を
雇
っ
て
い
た
。
従
っ
て
教
区
で
雇
ぅ
牧
f

の
ほ
か
に
、

V 

村
に
は
多
く
の
牧
雲
が
い
た
わ
け
で
あ
る
。

.
村
に
は
森
林
が.多
く
、
こ
れ
を
中
心
に
種
々
な
人
.々が
生
活
し
て
い
た
。
し 

か
し
専
業
の
樵
夫
は
稀
で
あ
ち
た
。
傲
採
の
際
.に
，.は
'『

マ
ヌ
ヴ
リ
土』

が
雇
わ 

れ
た
。
む
し
ろ
狐
場
ゃ
森
林
の
番
人
が
多
：か
，っ
た
0
狩
狐
は
領
主
の
特
権
で
あ 

っ
た
。.
#ら
は
«
モ
■

の
侵
犯
を
見
張
る
た
め
の
人
々
で
あ
っ
た
。
ま
た
狩 

狐
官
と
も
い
わ
る
べ
き
人
々
が
い
た
。
彼
ら
は
^
壬
の
禁
制
地
で
狩
狐
す
る
こ 

と
が
で
き
た
。
た
だ
し
兎
のi

に
限
ら
れ
て
い
る0
し
か
：し
漁
業
権
を
領
主 

は
放
棄
し
た
。
当
時
川
魚
，は
重
要
な
食
料
と
し
.て
貴
重
視
さ
れ
て.い
た
。
ヴ
イ

.

 ̂

:

;五
0

C 
四
八
六)

ル
ロ
ヮ
の
漁
業
者
ア
ル
マ
ン

♦ 

ニ
コ
ラ
は
；_ェ
：タ
ン
プ
川
.の
漁
業
権
の
た
め
ヒ
三 

:六
〇
卞
.丨
ヴ

ル

を

支

払

..っ

た

:0
彼

は

ま

：
た
ボ
；r
で

漁

業

^

>

た

め

六

〇

リー

ヴ 

:ル
.を
払
>
て
い
た
-'
°:漁
賺
の
生
活
は
悲
掺
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
多
く
の 

『

マ
：ヌ
ヴ
り
£
;は
漁

霧
1
羨
望
視
さ
え
し
た0
か
く
て
漁
業
権
は
一
六
九
三 

年
か
ら
ニ
七
〇
〇
年
の
間
に
：五0

%め
値
0:
り
を
示
し
た
。

ー
七
〇0
年
五
月 

に
ー
人
め
漁
業
者
は
：セ
イ
ヌ
河
で
漁
業
す
る
た
め

- ^

0
リ
ー
ヴ
ル
を
支
払
わ
さ 

れ
'た
。
.
.
，

'
'
'

:
:

以
上
で
明
瞭
な
ょ
う
に
、
村
の
細
民
に
は
大
雑
把
に
い
っ
て
㈠
、
m

i
、 

㈡
、
牧
養
者
が
い
た
。
そ
.し
て
^
は
更
に
ホ
動
産
の
所
有
者
と
文
字
通
り
の
無 

産
者
に
大
別
.で
き
.た
。
当
面
問
題
な
の
は
と
の㈠
で
あ
る
。
当
時
農
業
で
完
全 

な
独
立
の
生
計
を
維
持
す
る
：た
め
に
は
豊
作
時
で
ほ
ぼ
1
1
0アル
パ
ン
、
木
作 

時
で
そ
の
倍
六
五
ア
ル
。ハ
ン
の
経
営
規
模
を
必
要
と
し
た
と
い
わ
れ
た
。
地
力

. 

の
大
き
な
地
方
に
お
い
て
然
り
。
従
っ
て
地
味
貧
瘦
.な
地
帯
な
ら
ば
、
経
営
規 

摸
は
そ
れ
だ
け
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
：い
。
葡
萄
畠
で
，六
ア
ル
パ
ン
を
持
つ 

ほ
ど
■の 

'

『

グ

ィ
-H 

ロ
ン』

.ば
例
外
的
：な
存
在
と
い
わ
れ
た
。
葡
萄
畠
一
ア
ル 

パ
ン
は
耕
地
四
ア
ル
パ
ン‘に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
経
営
規
模
は
耕
地
に 

換
算
し
て
精
々
ニ
五
ア
ル
パ
ン
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
級
の

『

ヴ 

ィ
ニ H: 
ロ
ン』

で
あ
っ
た
;0
：そ
.の
保
有
規
模
は
自
活
の
限
度
か
ら
遠
く
、
従
っ 

て
彼
本
来
の
仕
事
で
，は
生
計
の
，維
持
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
菜
園
の
仕
事
で
独 

立
の
生
活
が
可
能
な

『

ジ
ャ
ル
デ
ィ
一
一
ェ

』

：
が
.一
般
的
で
.あ
っ
た
と
は
思
え
な 

い
。
■村
の
細
民
の
う
ち
有
産
者
と
略
ば
れ
る
部
類
の
人
々
に
お
い
て
然
り
。
無 

産
者
と
し
て
の
細
民
が
他
に
糊
口
の
途
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
い
う

ま
で
も
な
.い
。
保
豸
模
が
小
さ
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
他
に
対
す
る
依
存
度
は

. 

増
す
。
領
主
の『

フ
ァ
ル
ム』

の
奉
公
人
に
落
ち
る
者
^
あっ
た
。
し
か
し
問
題 

は『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

の
動
静
に
あ
る
'0
生
活
の
.た
，め
或
る
者
は

『

ヴ

ィ
-
ェ
ロ
ン』

，
 

の
方
向
を
選
ん
だ0
他
の
者
：は
農
業
者
た
る
こ
と
を
放
棄
し
、
’靈
者
た
ら
ん
' 

と
望
ん
：だ
。

一
般
-l
c『

'マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

は
土
地
の
賃
借
を
考
え
て
い
た
。
し
か，. 

し

開

放

铆

地

の

主

，た

る

部

分

は

#
王
の『

フ
ァ
.ル
.ム』

で
占
め
ら
れ
て
v-
>
る
。
当 

時『

フ
ァ
ル
，ス』

の
そ
と
に
土
地
：を
求
め
て
農
業
経
営
に
樂
出
す
こ
_と
_は
^
^
に 

合
う
仕
^
で
は
な
が
.っ
た
。『

マ
■ヌ
ヴ
リH

』

は
農
|
|
^
1
と

-L
て
存
立
す
る
た
め 

『

フ
ァ
ル
ム』

の
経
営
に
食
込
む
以
外
に
な
が
っ
た
。
そ
の
必
要
度
は
'『

マ
ヌ
ヴ
. 

リ
エ』

に
お
い
て
他
の
細
民
ょ
り
も
と
り
わ
け
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
0 

B

村
の
細
民
は
そ
の
本
来
の
仕
事
で
相
互£
趣
ゥ
て
い
た
。
し
か
し
多. 

く
の
共
通
^
が
あ
っ
た
。.第
ー
.に
被
本
来
の
仕
事
で
は
生
活
に
足
り
、ず
、
货
っ 

て
他
に
糊
0
の
途
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な.いAJ

一
い
う
点
で
あ
っ
た
。
村
の
細 

:民
に
と
り
労
働
再
生
産
の.た
め
«:
'
手
段
は
何
で
あ
っ
た
か.°
:

.

•

•

.
小
経
;^
の
枠
の
な
か
で
自
己
の
計
算
に=お
い

て

生

活

を

立

，て

.る
>
い
う
こ
と 

は
、
こ
れ
ら
細
民
に
と
：っ
て
古
く
か
ら
の
，念
願
で
■あ
っ
た
。
財
産
目
録
で
明
瞭 

'な
ょ
う
に
、.牝
牛
一
頭
を
購
入
す
べ
く
彼
ら
は
あ
，ま
：り
に
も
貧
困
で
•あ
> 
た
°:

豚一

頭
と
家
禽
数
匹
を
持
て
ば
幸
運
者
と
い
わ
：れ
た
。
.こ
う
し
た
：障
寄
の
解̂
 

ぺ
道
と
'L
て
耽
牛
が
賃
借
さ
れ
た
。
通
例
は
一
：一
年
な
い
し
三
年
、

一
頭
か
ニ
頭
の

,.
'

,
:;
^
井
.を
賃
借
し
、'.
'そ
れ
か
.ら
の
収
獲
^:
で
収
入
の
改
善
を
図
ろ
う
ど
い
う
の
，で 

ま
ぜ
^

へ
傷
の
条
件
は
か
众
り
違
っ:^
い
た
0
备
物
を
折
半
オ
る
と
い
う' 

契
約
が
多
か
っ
た0
•>
'
し
て
こ
の
種
め
契
約.は
.羊

の

賃

貸

借

に

つ

い

て

し

ば

し

:

村

;
の

細

民
.
.

.

.ば.み

..ら.れ
た
。
.し
力
し
他
に
は
適
用
さ
れ
な.い
。
枕
牛
の
場
合
。
賃
貸
料
は
貨

.幣
に
よ
.っ
た
-0
パ
ラ
ン
ク
Jル

：，

の
一
人
の『
マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

は
賃
借
し
た
枕
牛 

の
た
め
に
年
四
リ
ー
ヴ
ル
 

一6

ソ
ル
を
支
払
っ
て
い
た
。
し
か
し
通
例
枕
牛
一 

頭
は
三
Q
リ
丨
ヴ
ル
と
評
価
さ
れ
、.六
リ
ー
ヴ
ル
で
賃
貸
さ
れ
た
。
賃
貸
人
は 

;『

ラ
7
ル
：
:!
|

:̂
, 

§
-'
±
層
な
い
':
1
.商
入
で
あ
り
、
か
.な
り
ぎ
利
な
利
殖
の
場
と 

V
;わ
.れ
た
。
'細
民
は
三
0-
'リ
1丨
ヴ
ル
を
調
達
で
き.な
.い
。
従
-?
て
六
リ
~
ヴ
ル 

で
:^
り
る
こ
^
が
で
き
れ
财
好
都
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
生
活
維
持
の
た
め
の 

'
補
^

な̂
収
か
そ
れ
が
ら
は
得
ら
れ
な
い
タ
従-?
て

^

り

重

要

な

字

段

を 

他
忆
求
め
な
け
：れ
ば
な
ら
な
が
っ
た;°

•
.周
知
の
如
く
、
村
の
細
民
に
は
種
々
あ
っ
た
。
し
か
し
他
に
副
業
を

必
要
と
‘ 

:す
る
こ
と
：に
和
い
ズ
彼
ら
ほ
同
質
の
集
団
：で
あ
？
た
。
し
か

:%
副
業
.で
は
共
通 

す
る
面
が
多
く
、
細
民
の
間
の̂

な̂
区
別
は
も
；

tf

や

通

用

し

な

い

.
。

『

ヴ
ィ 

ニ
:ェ
ロ
ン

』

も

『

マ
：
ヌ.ヴ
リ
.

H
J
:

と
同
じ
く
収
獲
時
の
靈
間
を
領
主
：の

『

フ
. 

ァ
ル
，ム』

で
播
い
た
::
0
臨
時
雇
と
し
て
で
あ
る
。
常

雇

で

は

こ

に

手

不
 

■足
の
た
め
で
本
フ
た
。
し
か
し
す
べ
て
が
鎌
を
使
ぅ
取
入
れ
の
.仕
事
に
従
っ
た 

.

.と
；
い
：
う

わ

け

で

；
は

な

い

。
納

屋

.に
：積
込
む
仕
事
に
従
事
す
る
の
が
精
々
で
あ
っ
 

た
。
鎌
を
使
ぅ
に
は
若
干
の
訓
練
令
必
要̂し
'た
.た
め
で
あ
.る
。
自
分
の
葡
萄 

邊
の
手
入
水
に
従
っ
た
り
他
か
^
賃
借
し
た
葡
萄
畠
の
仕
事
で
若
干
の
報
酬
を 

.得
て
い
た
.り
す
る
ほ
、ど
の
，

『

ヴ
ィ
土 

H

Pン』

で
さ
え
も
、収
獲
期
に.な
れ
ば
、 

領
主
；の
！

r

フ
ァ
；ル
ム』

-0
仕
事
に
雇
あ
れ
、_他
の
細
民
.と
.ー
緒
に
働
く
-と
に
何
. 

_
:の
苦
痛
-4
.感
じ
な
か
っ
た

。
.社
会
的
地
位
に
お
い
：て

『

ヴ

ィ-
H

P
ン』

は『

マ 

み

ヴ
|

、
よ
り
嶋
い
こ
と
を
誇
っ
て
い
だ
。
し
か
し
も
は
や
そ
れ
は
通
用

‘
■:. 

/ 
五 
一
'(

四
八
七)



.
し

な

い:0
葙

に

マ

シ

ネ

：
シ

0
:
:

「

人
0『

.ヴ
'̂
:ニ
-.
X
: ロ
ン
：

』

.は

塞

，
の.

『

フ
.ァ
ル
A』

；

.で
常
雇
と
：1
:緒
に
施
傷
の
在
事
に«
っ

:^
い
^
。：棱
 

と
呼
ば
れ
、
そ
の
当
時
は
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
.の
牧
草
地
に
沿
っ
て
長
さ
ニ
フ
ィ
ー
レ 

半
、
深
さ
三
フ
ィI
レ
の
溝
を
掘
る
仕#
に
従
っ
て
い
た
。
員̂

は
一
ぺ
ル
ツ 

,
ュ
に
つ
い
.て
三
リ
ー
ヴ
ル
六
ソ
ル
で
あ
っ
た
。
ま
た
，マ
ン
ヌ
シ
で
も
っ
と
も
裕 

福
な
へ『

ヴ
：ィ
ニ' h

P
シ
；

』
と
.

s

わ
れ
だ
フ
Iル
.
-エ
ー
は■ヴ
：

T

ル
被
ヮ
:0
«
割
の
清； 

#
で
年
三
0
リ
：
丨

ヴ

ル

を

得

て

.1
>
た
。
;フ
ォ
ン
テ
ネ
め『

'マ
.ヌ
、ヴ”
£,
ぃ
の
場
：
 

合
。
■
は
屋
艰
の
苺
替
の
仕
事
を
手
伝-
た
。
屋
根
職
人「

の
助
手
ど
..い，ぅ
わ
け
. 

'で
あ
る
.。
仕
^
は
■
の
.運
搬
で
、'彼
ば
そ
れ
に
よ
り：

一
九
リ
ー
ヴ
ル
钇
得
た
。.；

『

ヴ
ィ
尸
子
ロ
ン
^
で
薪
束
の
蔓
に
従
ぅ
者
が
あ
々
商
入
の
依
頼
に
よ 

る
。
ま
た
若
干
€»
資
本
を
游
つ
か
も
言
も
大K
な
細
民
.の
^
か
に
は 

の
寶
を
考
え
る
者
も
灰
っ
た
。
例
え
ば
マ
ン
ヌ
.シ
の
大
市
で
秤
量
ず
る
権
利 

が
賃
借
の
射
象
ぢ
な
ゥ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
:
一
人
の『

マK

ヴ
：リ

'.

エ』

は
そ
れ

', 

を
五
年
の
调
ニ0
リ
ー
ヴ
ル
で
霧
し
^
と
か
わ
れ
る
。

六
九
四
年
の
.こ
と

. 

で
ぁ
っ
た
:0
.:
:
::
■
卜
P

 

'
'
V

 

実
際
に
ど
ん
な
契
約
が
結
ば
れ
て
い
た
：か
。

..『

ヴ
ィ
ニ H1 
'•
1
1ン』

で
あ
る
.グ

： 

ィ
；ラ
ル
が
ラ
ン
ポ
シ
ヌ

「

と

結
ん
だ
契
約
に
よ
れ
ば
。
彼
は
'三
年
の
間
鲁
と

.

仕 

事
と
食
事
を
保
証
さ
れ
た'0
仕
事
の
第
一
は
ニ
ァ
ル
。ハ:.
-ン
.一5
の
葡
萄
島
、
菜 

園
、
囲
場
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
こ
：で
垣
根
を
維
持
し
た
り
伐
採 

に
従
っ
た
り
牧
草
を
植
え
た
り
通
路
の
手
入
れ
を
し
た
り
し
た
。
給
料
に
：つ
い 

て
い
え
ば
、
葡
萄
畠
の
手
入
れ
で
は
九

0

リ
I
ヴ
ル
で
あ
っ.

た
。
そ
れ
を
既
回 

に
分
け
て
受
取
る。
' す
な
わ
ち
取
入
れ
の
後
、
鍬
で
耕
し
た
後
、
'鋤
き
直
し
た
.

五
ニ 

(

四
八
八)

後
、
鍬
で
搔
い
た
後
で
支
払
わ
れ
た
。
果
実
、
野
菜
、
牧
草
、
つ
ま
り
菜
園
で 

収
獲
さ
れ
る
一
切
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

が
彼
に
属
し
た
。
ま
た
ヴ
ィ
ラ 

ル
は
囲
場
の
掘
割
の
手
入
れ
に.従
.っ
た
。
そ
こ
で
得
た
魚
の̂

を̂
彼
は
報
 ̂

と
し
て
受
取
っ
て
い
た
。
彼
の
第
一
一
の
仕
事
は
家
畜
の
；飼
育
に
あ
：っ
た
0
彼
は 

ラ
ン
ポ
ン
ヌ
か
ら
枕
牛

'三
頭
の
飼
育
を
？

551

{け
た
0
:-
そ
し
て
彼
は
：そ
の
収
獲
物 

.た
る
乳
製
通
、
子
牛
、■糞
.の
半
分
を
報
酬
と
じ
て
受
取
っ
た
。
ま
た
彼
：は

賽
 

の
■
育
に
当
？
：て
い
た
。
牝
鷄

」

0

'

«ー、
家
鴨
五
.で
、
：彼
は
契
約
し
た
.価 

格
で
雛
と
卵
を
引
渡
し
た
。
次
い
で
彼
は
部
屋

1
、

小
屋1 ,、

厥
小
屋
二
を
厝 

り
て
い
た
。
彼
は
ま
た
靡
で
木
を
伐
る
こ
と
が
で
き
た
0:

し
か
，し
こ
ぅ
し
た
契
約
は.幸
運
な
も
の
.で
、
，
例

外

的

に

し

か

み

ら

れ

な

か

っ 

た
。『

ヴ
ィ11:K 

ロ
ン』

に
と
っ
て
そ
れ
は
最
大
の
機
会
と
い
わ
為
け
れ
ば
な
ら 

.な
い
。
葡
萄
栽
培
が
ど
れ
ほ
ど
無
力
な
も
の
：か
6
ヴ
ィ
ラ
ル
は
自
分
の
葡
萄
畠 

を
持
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
彼
は.

f

ヴ
ィ1

一
ェ
ロ
ン』

' で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼 

は
同
時
に

『

ジ
>
ル
デ
，ィ
：
_ 

-

S
で
.ぁ
り『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

で
あ
っ
た
。
こ
れ 

は
彼
-0
場
合
だ
け
>
い
ぅ
わ
け
.で
；.は
な
い
0'『

ヴ
ィ
ニ 

H. 
ロ
ン』

の
大
部
分
に
と 

っ
.て
彼
本
来
の
仕
事
、ょ
：り
も
補
助
的
な
仕
事
の
方
が
主
た
る
収
入
源
を
形
成
し

て
い
.た
の
.で
あ
.つ
た
。

^
^

:
:

:
'

多
方
面
に
仕
事
を
求
め
る
こ
と
：で
十
分
な
収
入
が
得
ら
れ
た
か
。
そ
ぅ
は
思

. 

"又
な
.い，0
こ
の
^
！̂
か
ら
財
産
目
顧
は
非
常
に
示
唆
に富
む
。『

ヴ
ィ
ー
一
ェ
ロ 

ン
.

』

も

『
ジ
：ャ
ル
.デ
：ィ
ニ
-

』

も

P

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

も
、
彼
の
全
財
産
が
四
〇 

0
リ
ー
ガ
ル
を
越
：え.る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

の
.財
産
は
し
は
.し
.
.は
数
千
■リ.
•■
!

ヴ
.ル
，.に
達
し
た
0
フ
.
.ォ-ン
ト
ネ

•
'ル
.
ヴ
イ
コ

ン
ト
の『

ヴ
ィ
ニ
，
ェ
ロ
ン

』

の
一
人
オー

リ
の
動
産
は
ニ
七
五
リ
ー
.ヴ
ル
で
あ 

づ
た
。
彼
は
三
〇
リ
ー
ヴ
ル
の
財
を
残
し
た
。
彼
は
ま
た
他
に
ニ
ー

 
〇
ッ
ー
ヴ
. 

ル
を
.貸
し
、
他
か
ら
六
〇
リ
ー
ヴ
ル
，を
借
り
て
い
た
°
従
っ
て
財
産
は
四
五
〇 

リ
ー
ヴ
ル
と
い
う
計
算
に
な
る
。

一
六
九
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
じ 

時
期
に
、
ギ
ニ
ェ
ヴ
ィ
ル
の

『

マ

ヌ
ヴ
リ
エ』

の
一
人
。へ
,ラ
ン
は
オI
リ
と
ほ
ど 

ん
ど
同
額
の
財
産
を
持.っ
て
い
た
;0
エ
ソ
ン
ヌ
の

『

ヴ
ィ
ニ
ェ
ロ

.ン』

の
一
人 

ブ
ザ
ー
ル
の
動
産
は
ブ
六
六
八
年
に
：三
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
に
達
し
た
。
そ
れ
ょ
り 

四
年
前『

ジ
ャ
ル
デ
ィ
ニエ』

の
グ
，ラ
ン
ド.
ナ
ギ
の
財
産
は
三.五
0
ゾ
ー
ヴ
ル 

で
あ
づ
た
。
こ
れ
ら
は
村
の
細
民
と
し
て
富
裕
な
部
に
属
し
た
。

,
.しが
^

一
 
躱 

に
は
も
?と
貧
し
く
、.フ
f
ル
テ
.ア
レー

の『

ヴ
ィ
ニ
テ
ロ
ン』

，
の
一
寡
婦 

は
財
産
八
〇
リ
'丨
ヴ
ル
、
借
金
一
：四
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
あ

っ
た
？
ま
た
ェ
ソ
ゾ
ヌ 

の
.

f

ジ
ャ
ル
デ
ィ
-一
.
エ
.

』

の
一
寡
婦
の
場
合
、
資
本
が
，ー
五0ゾ
ー
ヴ
ル
、
借
：
 

金
が
一1

一〇
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
っ
た
。
と

の

の

間.に
大
b
た
相
違
は
な
^.
。 

村
の
細
民
は
仕
事
が
違}
如
% .
知
れ
な
：い
。.し
か
し
境
遇
は
同
一
で
あ
り
、t v
. 

ず
れ
も
か
な
り
低
か
：っ
だ
。.重
要
な
こ
と
は)

こ
の
低
い
生
话
も
他
^
对
す
る
隸 

厲
に
ょ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
，：

村
の
細
民
が
生
活
の
維
持
に
必
要
な
限
度
の
土
地
を
^

5し
て
い
な
4
こ
と： 

は
前
述
し
た
。
そ
の
こ
ど
：か
ら
こ
れ
ら
細
段
に
と
っ
て
い
か
..に
し
て
労
働
を
再 

生
産
す
る
か
は
緊
急
の
課
題
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
‘ど
の
ょ
う
だ
手

^

が
と
ら 

:

れ
.て
来
た
：か-。.〔

5
で
：は
そ
0:
.こ
：
と

：に

関

説

し

.で
み
だ
。
：
1.::
つ(

の
方
向
は
^

- 

の
飼
育
を
髮
け
る
ど
と
に
あ
マ
た
：
0
他

は
靈
の
、

『

フ
ァ
ル
：.ム』

；
に
臨
時
ー
垦 

と
し
て
^

こ
；ど
で
あ
ヴ
た

。

こ
.
の
一
仕
事
に

一：一
年
な
い
し
一一一
年
の
契
約
で
従ヶ

'

.

.
村

:
の
：
細
：
民

' 

. 

■

.こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ば
飽
く
ま
で
も
例
外
的
な
場
合
で
あ
っ
た
。
心
要 

に
0
じ
て
雇
わ
れ
る
と
い
う
の
が.通
例
で
：あ
る
。
村
の
細
民
で
最
上
層
に
位
置 

す
る
と
自
他
共
に
許
す

『

ヴ
ィ.11 

H 

ロ
.ン』

す
ら
領
主
の『

フ
ァ
ル
ム』

に
臨
時 

雇
に
：出
る
.こ
，と
.に
何
の
1

も̂
感
じ
な
か
：っ
た
。
む
'し
ろ
彼
の
生
活
は
そ
う
し 

た
補
助
的
な
仕
事̂

よ
る
収
入
に
：お
う
こ
と•が
大
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
た
。
彼

- 

は
多
方
面
に
仕
事
を
求
め
 
て
動
い
た
と
い5
点
で
.無
産
者
と
呼
ば
れ
た
細
民
と 

何
ら
選
ぶ
4
こ
ろ
が
な
か
マ
た
の
で
あ
る。：

：
•

総
じ
て
村
め
細
民
は
領
主
の

f

フ
ァ
ル

ム
.

』

の
.経
営
に
食
込
む
以
外
に
生
活
の 

途
を
知
ら
な
か
.っ
，た
.。
_
.そ
の
方
法
ば
臨
時
歡.と
し
.て
で
あ
ら
た
。..'
注

意

し

'な

け 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
之
は
自
活
の
た
め
開
放
耕
地
に
土
地
を
賃
借
す
る
と

い
う
方 

向

が

こ

れ

，ら

細

民

.に

^
ま
マ
灸
く
鎮
ざ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

っ
た

。.『

フ
ェ
ル 

,
'、、
エ
：

』

へ
は
こ
れ
ら
細
民
を
賃
労
働
者
と
し
：て
用
1;
>
-
る

こ

と

に

よ

っ

て

家

族

の

生 

:

計
維
持
に
必
要
な
限
度
以
上
の
.：：

『

フ
ァ
ル
ム』

.を
引
受
け
る
こ
と
が
：で
き
た
の 

.

で
ぁ
ク

M

0

村
の
細
民
は
1
.様
に〉『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

と
化
す
る
以
外
に
生
計
の 

途
を
知
ら
な
か
っ
た
ゎ
け
で
あ
る
。

..

.

.ン

い

'
'

:

fa
s

..村
の
細
民
の
うち
で
も
•
'

『

ヴ
ィ
一
ェ.

ロ.

，ン』

|

は
他
を
圧
し
て
い
た
。
 

璀
由
ば
彼
が
象
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
た
：め
で
あ
っ
た
？

一

 
般
の
そ
れ
と
同
じ
，
 

く
家
ば
藁
葺
で
あ
る
。
し

かV
か
'な
り
字
狭
：だ
も
の
：で
あ
っ
：た
，
大
抵
の
場 

つ
合
、
：
；
麗

は

1

づ
：♦
か
だ
い
。
：
そ
し
て
生
活
の
す
べ
て
が
そ
こ
で
営
な
ま
れ
て 

い
た
。
ほ
か
に
納
屋
や
家
畜
小
屋
が̂
る

。
へ
し
か
し
'ど
の
，家
ヒ
も
あ
っ
た
と
い 

.、う
本
の
で
^

い̂
。
ー
簡
単
な
膝
小
屋
か
物
眞
し
か
な̂
;場
合
が
#;
か
？
た
。
穀

「

物

置

場

が

あ

れ

ば

：、

屋

根

裏

：：に

限

ち

，れ

V

い
た
。'
:
家

の

内

！

S

ば
粗
末
そ
の
もQ.

-
• 

,

'
,.
.

.
■

.

.

.

.■

:

,

.:五
：三
.
.

(

四
八
九)

-

•



. 

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

で
あ
っ
た
。
，大
抵
は
土
間
で
、
板
敷
の
あ
る
家
：は
稀
で
：あ
っ
た
。
.煙
突
の
側
に 

.:

ゆ
パ
ジ
を
焼
く
た
：め
の
竈
が
.

ぢ
っ
：た
0
前
述
し
だ
ピ
エ
ル
>

ア
ラ
ン
の
ょ
ぅ
に
>

:

 

.

七
部
屋
も
.

の
家
を
持
.つ
者
は
稀
で
あ.
.？た
。
...ジ.
.ャ
シ
.
.

•

プ
.

ル
4
.
.エ.
.
_一.1a
:

:

の
：場
ロ 

す
ら
家
は1

1部
：屋
で
あ
>
た
。
べ
ザ
ー
ル
0:
貧
4'
4
<小
ー
ー
部
氧
で.紀
る
6 I. 

般
に
部
屋
は
一
つ
、
：ほ
か
に
農
業
経
営
の
必
要
の
た
め
用
立
て

^v

^ :-

る
場
所
が 

一
つ
あ
っ.
た
だ
け
で
あ
る
？

そ
れ
ら
は
©
倉
、
.庄
拽

場

、
：物

置

、
：

納

屋

、
：
家

畜 

小
屋
等
で
あ
っ
た？

-
.
.
.

調
度
類
は
一
般
に
粗
末
なも
の
セ
あ
づ
た
？も
，？
と

も
高
赋
が
%•
:の
は
寝
台
. 

で
あ
っ
た
。
：
し
か
し
蒲
団
は
藁
製
で
、
ニ
,

に
は
麻
が
使
わ
れ
；て
い
た
。
褂
蒲 

団
は
毛
布
を
使
ぅ
。
璧
さ
れ
て
い
る
場
合
は
撒
で
あ
ク
た
。
-寝
目
穴
一
式
で
動 

産
の
半
分
を
占
め
て
い
た
と
い
わ
が
る
。
.他
は
大
し
た
価
値
を
時
た
な
い
。.
家 

具
で
あ
る
が
、
す
べ
て
を
含
め
て
精
々
四
リ
ー
ヴ
.ル
と
い
わ
れ
た：
0 '銅
製
の
料 

,
理
道
具
ば
稀
で
あ
っ
た
。
鍋
は
土
製
が
普
通
で
あ
る
。
皿
は
錫
製
で
あ
ら
た

。
.,. 

衣
料
に
つ
い
て
い
え
ば
、
：中
層
の'.『

ヴ
ィ
ニ 

.

H 

u 

£
の
.場
合
.で
、
敷
布
一
ダ 

—

ス
、
食
^
-
^
-
ダ
一
ス
を
持
っ
て
い
た
。
し
か

.し
衣
裳
.の
数
は
少
な
い0
シ

. 

V
ッ
半
ダ
ー
ス
、j

枚
か
-:
枚
の
半
ズ
ボ
ン
、
上
着
 
一> 

>

女
そ
で
は
，

ス
力
！
ト

と
肩
掛
が
数
枚
。『

ヴ
ィ
ニ 

H

 

ロ
ン』

や

『

マ
ヌ
ヴ
リ

エ』

は
自
身 

で
敷
布
を
織
っ
て
い
た
。
し
が
し
上
衣
や
半
ズ
ボ
ン
は
専
fl
の
織
工
か
ら
購
入. 

し

て

い

た

。.ヽ

村
の
細
民
は
非
常
に
貧
し
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。

:'
:そ
の
こ
ど
は
ま
た
；； 

れ
ら
細
民
が
債
務
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
村
の
細
民 

の
間
で
は
掛
貿
が
ー
：般
的
で
あ
っ
た
。
細
民
は
ほ
と
ん
ど
現
金
で
支
払
わ
な

.

.

五

四

(

四
九
0

)

‘い
。
ど
の
こ
と
は
細
民
の
問
に
貨
幣
が
乏
し
か
っ
ぢ
こ
お
^-
示
す
。
"
と
同
時
に 

.
そ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
細
民
が
商
人
に
対
し
て
従
爵
的
地
位
に
立
つ
に
い
た
っ
た 

こ
と
を
物
語
る
。
細
民
は
：ぼ
と
ん
ど
皆
、か
商
人
か
ら
前
借
し
て
い
た

0

例

え

.3
: 

•
エ
シ
ャ
ル
コ
ン
の
商
人

.ジ
ャ
ン

.
ロ
ン
フ
ル
！
ル
は

.ヴ
ィ
ラ
べ
の

「

人
の『

ヴ 

ィ
ニ
ヱ
ロ
ン』

’ト
マ
.
カ
リ
：ヱ
：I
ル
に
.対
し
四
五
：リ
ー
ヴ
ル
を
貸
し
て
い
る
。 

ま
た
：土
地
を
耕
作
す
る
に
つ
い
：て
村
の
.細

民

は

『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

に
#:
#

し

て 

い
た
。
.農
具
や
役
齋
を
彼
に
：仰.い
.で
：い
：た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
六
ア
ル
パ
ン
か 

、-
0七
ブ
ル
パ
ン
の

±
地

を

耕

作

'し

て

若

于

の

メ
テ
ィ
エ
麦
を
得
て
い
た

『

ヴ
ィ 

ニ
.ェ
ー
ン』

は『

ラ
ブ
：ル
ー
ル』

か
ら
鋤
を
借
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
彼
の

『

シ 

ャ
.ル
；テ
ィ
エ』

を
借
り
た
。
こ
の
代
償
に
細
民
は

『

ラ
ブ
.ル
；I
ル』

の
い
う
な 

;0
の
価
格
で
収
獲
物
を
.引
渡
した
。
，
し
か
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は 

耽
入
れ
前
に
収
獲
物
が
差
押
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
0
ボ—

べ
I
の
一
人 

の
：

『

マ
ー
ヌ
ヴ
リH

'

』
：

は
<
ア
.ル
：パ
ン
半
の
.土
地
に
植
え
た
葡
萄
を
取
入
れ
前
に 

手
放
じ
■て
し
ま
っ
た
。
理
由
は
こ
の
葡
萄
を
栽
奪
す
る
に
つ
い
て
同
じ
教
区

^
 

一
人
の
：

『

ラ
ブ
ル
.丨
ル』

か
ら
種
子
や
農
具
を
借
り
、

ニ
0
リ
ー
ヴ
ル
の
借 

:

金
に
な
：っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
非
，常
.に
し
ば
し
ば
み
ら 

れ
た
6 

.

.

『

ヴ
ィ
.ニ
I

シ』

た
ち
ゆ
'そ
の
取
穫
を
'.工
ソ
ン
ヌ
の
商
人
に
取
入
れ 

前

：
に

引

渡

，し

て

.い
る
。：
サ
ン

.

.ジ
ャ
ナ
.ン
•
.
'
リ
ス
'
.
.
ル
の
.二
人
の

.『

ジ
ャ
ル
デ
ィ

.

-

本|

は
ア
ン
グ
レ
：I

ム
の
商
人
に
対
し
野
讓
部
を
六
〇
リ
|
ヴ
ル
で
引
渡 

し
て
い
る
0
 

.
三
九
リ
ー
ヴ
'

ル
の
借
金
を
整
理
ず
る
：た
め
へ
で
あ
？
た
。

.

村
の
細
民.
は
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
が
違
う
か
も
知
れ
'
な
い
。.
し
か
し
境
遇
は
同
：一
 

で
あ
り
、
い
ず
れ.も
が
な
り
低
か
■

っ
た
。
.『

ヴ
ィ
ニ
ヱ
ロ
ン

』

は
不
動
産
の
所

■

有
者
と
し
て
村
の
細
民.の
間
で
傑
出
し
て
い
允
。
七
か
し
そ
の
家
た
る
や
決
し 

て
立
派
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
精

々

一

部
屋
と
い
う
の
が
普'1
で
あ
る
_。
ま 

具
調
度
は
い
ず
れ
も
粗
末
な
も
の
で
あ
り
、
衣
服
の
予
備
は
乏
し
か
っ
た
。
.こ 

う
し
た
貧
し
い
状
況
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
、
村
の
細
民
は
債
務
に
悩
ま 

さ
れ
て
い
た
。
細
民
に_

を
供
給
す
る
商
人
、役
畜
や
農
具
を
提
供
す
る

『

ラ
へ 

ブ
ル
I
ル』

、
こ
れ
ら
が
村
で®

者
で
あ
っ
た
。

.こ
れ
ち
■

者
は
取
入
れ 

る
前
に
収
獲
を
持
去_る
と
'い
う
仕
方
.で
彼
ら
の
篇
を
切
崩1>
て
い
っ
た
？.従
. 

■っ
て
_
員
は
@
砠
な
不
利
を
免
か
れ
な
：い
。_
双
耕
地
：に
土
地
を
借
り
る
と
と 

が
で
.き
.な
い
と
い
う
こ
と
は
.こ
れ
ら
細
民
に
と
っ
て
致
な
傷
手
で
あ
っ 

た
。
し
か
し
刻
々
に
無
産
者
化
し
行
く
細
民
の
賃
労
働
を
菡
盤
'に
開
放
耕
地
.で 

領
王
の『

フ
r
ル
ム』

経
営
は
大
き
な
展
開
を
示
し
た
の
で
あ
？
た
？

『

ヴ
ィ 

ニ
ヱ
ロ 
ノ』

へ
も『

ジ
ャ
，ル
デ
ィ
ニ.エ
'

』

も

『

マ
ス
ヴ
リ
.エ』

と
化
し
、
證
の 

『

フ
ァ
ル
ム』

で
臨
時

1|
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。

か
つ
て
村
の
細
民
は 

i

な
内
容
を
持
マ
て
い
た
。
し
か
し
こ

；

の
段
階
で1

様

に『

へ
マ
：
ヌ
ヴ
.リ
エ
.

』 

に
な
っ
て
し
ま
っ
；た0
_臨
時
雇
、
そ
れ
は
い:-
7
て
み
れ
ば
、
：

『

フ
ァ
ル
.ム
.

』

の
有 

有
者
.た
る
領
主
に
と
マ
て
自
由
なi

力
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
、工
が 

，
開

放

耕

地

で
.

『

フ
ァ
ル
ム』

の
i
/t
に
乗
出
し
た
^
、
彼
は
ま
た
そ
の
他
方
，に 

.お
い
て
衬
の
細
民
令
鈑
産
者
と-L
て
一
-元
化
す
る
方
向
を
打
出
す
こ
と
に
.な
っ 

た
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
農
村
で
は
早
く
も
無
産
者
が
一
つ
の
階

. 

級
を
形
成
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

〔

一一一

〕

で
は
そ
う
し
た
入
：々
.の

龍

の

程

度

：に
讓
し
よ
う
と
し
た
。

：
.'

I

終
リU
】

-:'

以
上
パ
.ス
：，
土
ソ
ン
ヌ
地
方
に
例
を
求
め
な
が
ら
村
の
細
民
の
マ 

村

の

細

民
 

.

具
体
像
を
流
し
て
み
た
ラ
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
個
別
例
で
し
か
な
い
。
ど
れ
ほ 

ど
の
意
味
を
、
そ
れ
に
与
う
べ
き.か
。
問
題
は
そ
こ
に
：あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
観 

点
か
ら
す
れ
ば
、
パ
ス•
エ
ソ
..ン
ヌ
地
方
が
十
七
世
紀
フ
ラ
シ
シ
ス
農
業
の
な 

か

で
;^
ず
る
位
置
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
来
る
。
-こ
こ
で
問
題
と
し
た
十 

七
^
1
^
:
の
後
#
期
浪
'0
う
い
，
う

峙

期

で

あ

；
っ

た

の

か

0
そ
う
し
た
一
般
的
な
状 

況
の
な
か
で
パ
ス
，
そ
ソ
ン
ヌ
地
方
の
存
往
は
ど
れ
ほ
ど
.の
意
味
を
持
つ
か

0 

問
題
は
差
当
り
こ
の
；ょ
う
な
形
で
提
起
さ
れ
ょ
う
。
周
知
の
如
く

、I

六
五
三 

年
に
フ
ロ
ン
ド
の
乱
が
終
り
、
，十
七
世
紀
後
半
は
そ
の
整
理
期
に
当
っ
た
。
バ 

ス
.
エ
ソ
ン
ヌ
：地
方
は
こ
の
内
私
に
ょ
り
か
：な
り
の
影
響
を
受
け
た
。軍
隊
は
し 

ば
し
ば
そ
こ
を
通
過
し
た0
死
亡
者
も
多
く
出
た
。
損
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。 

い
わ
ば
十
七
世
紀
フ
ラ
ン'ス
の
縮
図
を
そ
こ.に
見
出
す
こ
と
，が
■で
き
る
の
で
あ 

る
。
と
.に
か
く
疲
弊
は
甚
だ
し
か
っ
た
。.そ
し
て
、、ハ
ス
：

エ
ソ
ン
ヌ
地
方
の
こ 

.う
し
た
状
況
が
十
七
世
紀.フ
ラ
ン
，ス
農
村
の
問
題
を
集
約
し
-て
佞
え
る
条
件
を 

整
え
る
と
い
：うこ
、と
：に
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た。
と
.

い
う
の
は
、
領
主
は
農
民 

の
保
有
地
の
實
戻
し
を
策
し
て
お
り
、
徒
っ
て
そ
の
限
り
農
村
.の
疲
弊
は
領
主 

に

と

っ

て

好

ま

し

か

，
？
た
.
か

ら

で

あ

っ

た

n o

加
え
て
そ
こ
は
パ
リ
に
近
い
。
当 

時
パ
リ
に
ば
買
戻
む
を
希
望
す
る
領
主
が
多
く
住
ん
で
お
り
、
バ
ス

V

エ
ソ
ン 

'ヌ
地
方
は
こ
れ
ら
領
主
の
注
目
す
る
と.ころ
と
な
っ
た
の
で
あ
；っ
た
。
買
戻
し 

は
：顕
著
に
進
行
し
、̂

N

r7l
>
:
A

』

b
 

十
七
世
紀
！

N

ラ
ン
ス 

農
！̂

.©
:問
題
がT

フ
：T
.ル
：
ム

』

，東

办

ぐ

る

問

題

で

あ

る

と

と

い

う

ま

で

も

な 

い
0
当
面
か
村
の
細
民
の
問
題
も

『

フ
ァ
ル
ム』

の
問
題
を
離
れ
て
考
え
ら
れ 

な
い
こ
'>
は
叙
上
の
.如
く
で
あ
>
た
0
バ
ス
ソ
千
ソ
ン
.ヌ
地
方
に
は
こ
う
し
た

:
五
五
：.(

四
九
一)



間
題
が
集
約
的
に
起
る
ベ
き
条
件
が
備
わ
つ
て
い
た
と
い
え
ょ
ぅ
。
 

」
！尙

ょ

か

為
^

細

民

め

内

容

は

讓

で

あ

；
つ

’

た

？『

ヴ
'

ィ
ニ
ェ
:
〒

動
産
；の̂

#者
と

：
し
；
で

最

上

位

に

位

置

1;
た
0''
:こ
，の
点
ル
；プ

ネ

ル

氏

が

讓:̂
; 

た
デ
ィ
ジ
3
ン
の
場
合
と
逆
で
あ
る0
そ
こ
で
は
大
部
分.の『

ヴ
'ィ
ニ H 

ロ
ン』 

が
無
産
者
で
'$
つ
；た
。
^
か
し
.村
の
細
民
は
領
王.の
；

『

フ
；
ァ
^

£

の

拡

大

と

共 

^
そ
の
生
活
を
.圧
迫
さ
九
、
.1-
_
»
«に

：：

『

マ
：
ス
グ
リ
'
£
化
し
て
し
ま
ぅf
村
の 

細
民
は
文
字
通.々
の

無

産

者

と

；
し

て

.词
質
化
さ
れ
文
し̂

づ
^
の
.で
あ
る
。：；
へ 

.村
の
細
民
の
無
産
者
化.の
！

：は
パ
す
で
に
指_
,し
た
如
く
，
領
壬
制
の
変 

還
程
の
所
産
で
ぁ
つ
たj」

領
主
が
農
民
め̂

有
地
を
賈
戾
し
、
そ
れ
を''『

フ
. 

ァ
'ル
£
:

」

と
し
て
還
す
る
過
程
冲
の
所
産
で
务
つ
汔
の
で
あ
^

領
建
私
ょ 

るf

フ
7
ル
ム』

の
造
成
、.
そ
れ
が
.ど
れ
ほ
ど
の
.影
響
を
持
づ
.：た
か
:'
0:

今
.や
縷
一 

言
を
要
し
ま
い
。
し
か1
そ
れ
ほ
ど
に
重}§̂

'
.

『
ラ
'ァ
ル
：ム
％:

「

に
つ
い
.て
そ
の 

形
成
.の
過
程
が
こ
れ
ま
ヤ
に
正
し
べ
問
題̂
さ
れ
て
来
た
と
は
思
克
な
：い
？
筆' 

者
は
別
匕
機
会
を
求
め
て
こ
の
問
題
に
；謹
す
る
で
あ
：ろ
久
"
：
；
.：
■

.
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追
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潤
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価

格

ば

依
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_ま
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う
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私
は
他
年
一
日
、
有
能
無
私
の
学̂
に

よ

？
て
，

文

献

資

料

が

ひ

ろ

<'
-
-
渉 

狐
®

.さ
れ
、
埋
も
れ
た
史
実
ぞ
绝
辋
し
失
ゎ
れ
た
連
鎖
を
つ
な
い
で
、

日. 

本
の
社
会
主
義
蓮
動
史
が
完
成
ざ
れ
る.：こ.
.と'を
期
待
す
る
。
そ
し
て
私
.な
ど 

;
が
身
の
：程
を
省
み
ず、

®

<D
'
:そ
し
り
を
1

の̂

上

で

著

わ

じ

だ

：ぼ

伝

も

、

'

. .

そ
の
^

な̂
建
築
^|

個
め
素
材
を
提
曹
す
る
ぐ
ら
.い
の
功
は
あ
る
れ
が
知 

れ
な
い
。
希

く

ば

そ

の

の.一
日
も
早
ぐ
到
来
し
、
私
の
小
さ
な
望
み
が 

み
.た
さ
れ
ん
.こ
と
を
。

」

.

人
間
に
.は
：®
々
様
々
な
生
^
方

や

貴

重

な

体

験

が

あ

り

、

そ
の
：：
限

り

で

.■は
人 

は
す
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れI

叙
伝
を
も
つ
わ
け
で
本
る
。‘そ
こ
に
は
、
た
と
え
ば 

ゲ
ー
テ
.の
';「

詩
と
.真
実」

^
み
ら
れ
る
よ
ぅ
な
詩
的
な
齋
素
说-
入

す

を

こ

：
ど
' 

も
^;
け
る
£
と
：'は
で
き
な
い
と
し
：て%:
;
、
：作
者
が
、
社
会
土
政
治
上
め
麗
な 

ど
^'
、
何
ら
か
®
贾
な
役
割
を
果
し
た
よ
ぅ
な
埸
合
に
は
、
と
く
に
史
料
的
な 

.

:

書
-

:

評

':

濃

を

有

ず

る

；も

の

：と

な

る

0
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
自
叙
伝
の
も
つ
面
白
味 

.
は
、
作
者
の
人
間
性> 
そ
の
思
想
が
：率
直
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
読
者 

の
心
輿
に
、
あ
る
種
の
情
熱
を
か
ぎ
た
て
、
し
ば
し
ば
作
者
が
遭
遇
し
た
と
同
じ 

ょ
う
な
苦
悶
を
意
識
せ
し
め
る
点
に
あ.る
の
で
は
な
.か
ろ
う
が
。
そ
の
作
者
が
、 

あ
<-
ぼ
で
::
%
良
心
的
.に
!.
>

*，
ま
'で
自
己
の
畠
^
に
巾
1
に
生
き
抜
い
た
人
物 

で
あ
っ
た
場
合
に
ぼ
、
わ

'れ
わ
れ
は
、''
;
こ
の
こ
と
を
強
く
感
ず
る
の
で
あ
る
。 

.古
今
東
西
、'
.文
学
史
上
、に
の
こ
る
自
叙
伝
は
、
非
常
に
多
く
、
雲
が
読
ん
だ 

%
の
は
甚
だ
少
な
い
の.だ
が
、
^
が
国
の
自
叙
伝
の
か
か
：
.で
も
？
と
も
す
ぐ
れ 

'て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
ば
、.や
は
り
、—1
福
翁
自
伝」

.と「

河
上
肇
自
叙
伝」

で 

あ
る
。
前
者
に
■つV

い
て
は
今
更
.い
う
ま
で
も
な
い
が
、

は
と
く
に
明
治
か 

，ら
大
，正
ぞ
し-て
：昭
和
に
：：か
げ
て
の
、
い
わ
ば
近
代
日
本
の
暗
黒
な
政
治
史
と
も 

関

連

が

：
お

り

、

非

常

：に

興

味

深

い

が

、

し
か
し
ー
兀
来
、

:'
:
,学
究

者

と

^

て

の

著

者 

が
潔
癖
さ
が
、

「

文
章
の
い
だ
.る
と
と
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に
滲
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で
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い
て
、
方
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で
な
い 

き
み
が
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な
.
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と
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る
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動
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ら
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な
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