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物
価
の
高
騰
に
よ
り
領
主
は
非
常
な
打
撃
を
受
け
た
。
し
か
し
領
主
の
支
配
. 

は
か
な
り
強
力
な
も
の
と
し
て
存
続
し
た
。
そ
の
背
後
に
お
い
て
領
主
制
€>
-変 

容
は
避
け
ら
れ
な
か
マ
た
。
 

■

，十
七
世
紀
.に
は
い
れ
ば
、
領
主
は
こ
れ
ま
で
と
違
い
も
は
や
在
地
し
な
Is
。
 

領
主
.は
商
建
的
支
配
の
前
面
か
ら
身
を
引
い
た
。
申
小
の
罾
^
は
国
玉
に
対
す 

る
軍
務
を
果
す
べ
く
城
塞
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
領
地
の
差
配
は
身
内
の
者
に 

任
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
ば
し
ば
彼
の
妻
が
そ
れ
を
引
受
け
た
。
十
七 

世
紀
の
末
近
く
な
っ
て
こ
の
傾
向
は
い
よ
い
よ
促
進
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
と
違 

い
領
主
で
在
地
す
る
者
は
非
常
な
例
外
で
し
か
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
土
地
を
㈱ 

れ
る
場
合
が
普
通
で
あ
る
。

領
主
は
在
地
し
な
い
。
し
か
し
彼
が
土
地
の
支
配
者
た
る
こ
と
に
変
わ
り
は
' 

な
い
。
領
主
制
の
変
容
は
も
は
や
明
白
で
あ
る
。
領
主
は
村
を
離
れ
た
。
に
も 

か
か
わ
ら
ず
土
地
に
対
す
る
権
利
を
強
力
に
保
持
し
続
け
て
い
る
。
さ
ら
に
進

四

四

(

五
六
〇

)

ぐ
渡
：.

辺

國

 

'
廣

ん
で
領
主
は
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
を
取
得
し
、
文
字
通 

り
の
土
地
所
有
者
に
な
っ
た
。
そ
の
'こ
と
に
よ
り
彼
は
土
地
と
の
関
係
を
一
段 

と
強
固
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
.あ
る
。
今
や
領
主
ば
同
時
に
地
主
で
も
あ 

っ
た
。
彼
は
こ
の
一
一
'重
の
機
能
を
果
す
べ
く

い
か
な
る
手
段
に
訴
え
た
か
。
問 

題
は
十
七
泄
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
領
主p

の
具
体
的
な
存
在
形
態
を
究
明
し 

て
い
く
こ
と
で
も
あ
ろ
ぅ
°
そ
れ
を
果
す
た
め
に
は
何
よ
り
も
十
七
世
紀
フ
ラ 

ゾ
ス
の
農
業
史
に
つ
い
て
研
能
が
：積
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
フ
ラ
ン 

ス
で
こ
の
1

は
ま
M
の
分
野
に
厲
し
た
。
し
か
し
最
近
は
若
干
の
個
別
研
究 

が
発
表
さ
れ
、
上
に
提
起
し
た
問
題
に
向
っ
て
接
近
で
き
る

ま
で
に
な
っ
て
い 

る
0本

稿
を
作
成
す
る
に
際
し
必
要
な
素
材
は
す
べ
て
フ
ォ
ン
ト
ネ
氏
の
近1

‘か 

ら
拾
っ
た
。
い
わ
ば
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
史
実
を
整
理
し
た
結
果
が
以

下

の
^

⑩ 

で
あ
る
。
従
っ
て
研
究
の
過
程
で
の
一
つ
の
覚
え
書

と

で
も
い
え
よ
ぅ
か
。

*

こ
れ
は
所
領
経
営
の
た
め
領
主
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
姿
勢
で
し
か
な

マンヌシ

フォントネ.
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十

七

世

紀

フ

ラ

ン

ス

の

領

主

制

>

ヌ
ー

フ
ヴ
ィ
ル
家
.は
宮
廷
に
多
年
出
仕
し
て
い
た
。
そ
の
功
が
認
め
ら 

れ
、
コ
ル
べ
ー
ユ
西
方
に
領
地
を
与
え
ら
れ
た
。
テ
六
六
三
年
に
は
正
式
に
そ 

れ
が
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
公
領
と
し
て
発
足
し
だ
。
図
、
I
を
参
照
。X

X
X

で
囲 

.

ま
れ
た
内
側
が
公
領
。

ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
こ
の
領
地
か
ら
一
o

、

0
0
0 

•U
丨
ヴ
ル
の
収
入
を
得
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
従
っ
て
最
初
に
問
わ
る
ベ
き 

は
こ
の
収
入
を
'も
た
：ら
す
具
体
的
な
甚
礎
が
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
如
く
、
領
主
制
が
変
容
し
て
い
く
過
程
で
領
主
は
領
内
の
各
所
に 

直
轄
財
産
を
持
つ
ょ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
に
拡
大
す
る
傾
向
に

'
. 

あ
っ
た

.0
M
主
は
収
入
の
重
要
な
基
礎
の
.一
つ
を
そ
こ

に
求
め
た
。
変
動
の 

'多
い
都
市
で
の
生
活
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
領
主
が
自
#

で 

そ
れ
を
管
理
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
.い
。
ヌ
ー

フ
ヴ
ィ
ル
家
で
も
湩
々
な
入 

々
に
管
理
を
委
嘱
し
て
いた。
 

•
——

直
轄
財
産
に
は
.種
々
、あ
っ
た
？ 

に
ょ
っ
て
経
済
生
活
の
完
全
な
保
証 

■
が
得
ら
れ
な
け
れ
.ば
、
そ
れ
だ
.け
土
地
に
対
す
る
執
着
は
増
す
。
十
七
佌
紀 

. 

'
を
通
じ
て
王
の
財
^
は
^
乏
化
し
、
捧
給
の
支
払
い
に
も

不
足
す
る

ほ
ど
で 

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
.な
か
，で
官
職
保
持
者
の
土
地
に
対
す
る
関
心
は
高
ま
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

.

.

.

.

.

直
轄
財
産
の
一
つ
に『

ヒ
ー
フ』

が
あ
っ
た
。
通
㈣
は
ル
双
畠
な
土
地
か
ら 

な
っ
た
。

ヌ
ー

フ

：ヴ
ィ
ル
家
は
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
胄
め
の
一
六
力
所
に
.『

ヒ
ー
フ』

を
持
っ
て
い
た
。
図
、
I
で
⑧0

®
…

…

は
そ
の
所
在
を
示
す
。

若
干
の
も
.の
に
つ
い
て
構
成
を
示
せ
.ば
、
@

三
〇
.ア
ル
パ
.ン
に
^
た
な 

い
0

.

©

:館1, 、

]:
土
地
八
ア
ル
パ
ン
か
ら
な
る
0
⑥

礼
拝
堂
の
廃
墟
で
、

V 

.
四
五C

五
六
一)

.



.数
ア
ル
パ
シ
の
林
野
が
付
属
す
る
0

.

.

し
か
し
©
の
構
成
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
..
0
そ
の
一
々
を
示
せ
ば
、
..石
摒
を 

め
ぐ
ら
す
屋
敷
地
の
内
側
に
、_

㈠.

館
が
あ
る
。
：瓦
葺
の
住
居
、
藁
葺
の
.付
属 

舎
か
ら
.なった。肖
囲

.い
場
。
.
一
ア
ル
。ハ
ン
の
規
模
で
、
菜
園
、
花
壇
、
数 

ペ
ル
シ
ユ
の
耕
地
が
あ
る
°.
.石
^
の
外
に
、
㈢

牧
草
地
の
ほ
か
、.半
.ア
ル
。ハ
 

ン
の
果
樹
園
が
あ
る
？
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
㈣
-

葡
萄
畠
三
ア
ル
パ
/ン
、

㈤ 

牧
草
地
、
内 

'耕
地
三
七
ア
ル
パ
ン
。
た
だ
し
耕
地
は
五
力
所
に
分
散
す
る
。
 

㈦

山
林
-:
〇
ア
ル
。ハ
ン
。
■ま
と
ま
っ
て
一
つ

場
所
に
あ
る
。

^

林
野
と
荒 

靡
地
で
ニ
五
ア
ル
パ
シ
。
，
一
Q
力
所
に
分
在
す
る

0 g

四
〇
ぺ

ル

シ

.ユ
の

沼
。

•
： 

. 

'

_ 

.こ
れ
ら
小
規
模
の『

ヒ
ー
フ』

に
は
一
般
に
貢
租
の
要
求
で
き
る
土
地
が
な 

い
。
し
か
し
⑥
は
例
外
で
、
そ
こ
に
は
貢
租
を
負
担
せ
し
め
る
若
干
の
地
片
が

み 

...
M

e
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ぁ
っ
た
。

林
野
も
ま
た
重
要 

な
直
轄
財
産
を
耩
成

し
て
い
た
。
ヌ
'丨
フ 

ヴ
ィ
ル
家
は
年
々
八 

〇
ア
ル
パ
ン
を
_

 

さ
せ
、
薪
に
し
て
売
' 

つ
て
い
る
。

一
般
に 

i

は
六
年
な
い
し 

九
年
ご
と
に
行
わ
れ

. .

四

六

(

五
六

ニ)

た
か
ら
、
鉢
野
の
規
摸
は
五
〇
〇
ア
ル
パ
ン
な
い
し
七
〇
〇
ア
ル
パ
ン
と
い
っ 

て
い
い
。
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
，家
で
は
林
野
を
賃
貸
に
出
さ
な
い
。
従
っ
て
文
申

-}
1 

り
の
直
轄
財
産
で
あ
ら
た
。
な
お
マ
ン
ヌ
シ
に
囲
い
場
を
持
っ
て
い
た
。
規
模 

三
0

0
ア
ル
。ハ
ン
。
M
草
で
か
な
り
の
収
益
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
>̂
|
。

『

.ヒ
ー
フ』

、
そ
れ
に
林
野
と
囲
い
場
0
こ
れ
ら
が
い
わ
ば
直
轄
財
産
を
構
成 

す
る
第
一
の
も
の
で
あ
っ
た
0
し
か
し『

フ
ァ
ル
ム』

は
直
轄
財
産
と
し
て
も 

っ
と
重
要
で
あ
る
。
今
や
官
職
保
持
者
化
し
た
領
主
は
土
地
に
対
す
る
彼
の
関 

心

を『

フ
ァ
ル
ム』

設
定
の
な
か
に
結
実
せ
し
め
よ
ぅ
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
の
こ
と
に
よ
り
彼
は
新
た
に
土
地
所
有
者
と
し
て
：の
側
面
を
強
く
打
出
そ
ぅ 

と
し
，た
。
彼
は
領
主
権
の
発
動
に
す
べ
て
を
賭
け
た
。

*
『

ヒー

フ』

に
関
し
て
ば

p
.

 

1
7C O
-

1
7
4
.

.

.
 

•

#
 >

林
野
と
囲
い
場
に
関
し
て
はP

.
176

丨177.

三

領
主
制
が
変
容
し
て
い
く
過
程
.で
領
主
は
執
拗
に
土
地
を
集
積
し
、
そ
れ
ら 

を
も

っ

て

『

フ
ァ

ル
ム』

と
し
た
。
彼
の
出
身
が
市
民
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け 

土
地
に
対
す
る
執
心
は
深
い
。
領
主
は
こ
れ
を
直
轄
財
産
と
み
な
し
、
生
活
の 

重
要
.な
基
礎
た
ら
し
め
よ
ヶ

と
し
た
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
十
.七
世
紀
の
段
な 

で
領
主
自
身
に
よ
り
そ
れ
が
管
理
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
.経
営
は『

ラ 

ブ
ルー

ル』
に
委
嘱
さ
て
い
た
。『

ラ
ブ
ル
I
ル』

は
そ
の
こ
と
に
よ
り 

『

フH

ル
ミH

J
と
呼
ば
れ
た
。

領
主
は
土
地
を
離
れ
た
。

し
か
し
十
七
世
紀

_xy

xxxx.

©
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レ
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©

©

図.III

K

X

に
は
い
づ
て
よ
ぅ
や

く
生
活
の
不
安
が
募 

っ
た
。
俸
給
の
i

 

は
そ
れ
に
拍
車
を
か

け
た
。『

フ
ァ
ル
ム』

の
設
定
は
い
わ
ば
そ 

の
解
決
策
で
も
あ
っ 

た
わ
け
で
あ
る
。
 

ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家

■ 

. 

,

*

v

\

.. 

も

ま

た
.
'

『

フ
ア
ル

ム』

設
定
の
た
め
重
大
な
努
力
を
傾
け
続
け
た
。
こ
の
家
の
祖
先
は
商
人
の
出 

.で
あ
り
、
も
と
は
魚
を
扱
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
土
地
.に
対
す
る
関
心
は
強 

:

か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
集
積
は
執
拗
に
続
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
ほ 

と
ん
ど
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
の
伝
統
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
か
く
し 

て
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
一
六
九
ニ
年
ま
で
.に
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
領
内
の 
一
◦
力
所
に 

『

フ
ァ
ル
ム』

を
持
つ
よ
ぅ
に
な
っ
た
。
囪
、
.瓜
を
参
照
。
⑧0

0
…
…

は
そ
. 

の
所
拒
を
示
す
。
こ
れ
.に
よ
り
ニ
、
ニ
〇
〇
ア
ル
パ
ン
か
ら
ニ
、
四
〇
〇
ア
ル 

パ
ン
の
軿
地
と
一
五
0
ア
ル
パ
ン
の
牧
草
地
が
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
に
帰
属
し 

た
。

従
っ
て
耕
地
は
ほ
ぼ
五
〇
〇
へ
ク
タ
ー
ル
。『

フ
ァ
ル
ム』

の
土
地
を
形 

成
す
る
も
の
と
七
て
は
ほ
か
に
、
_

、
屋
敷
地
、
作
業
場
、
水
車
場
、
圧
搾 

場
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
が
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
領
内
に
待
つ 

『

フ
ァ
.ル
ム』

の

規

摸

は

全

体

で
_.
\

〇

〇

〇ベ
ク

タ

ー
ル
に
達
す
る
と
い
わ 

十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
領
主
制

れ
た
。『

フ
ァ
ル
ム』

の
一
つ
一
つ
を
み
れ
ば
、

最
大
の
規
模
の
も
の
で
四
五 

0
ア
ル
パ
.ン
、
最
小
'の
も
の
で
も
一
五
0
ア
ル
パ
ン
で
あ
っ
，̂

0

例
え
ば
マ
ン
ヌ
シ
に
お
い
て
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
ヴ
エ
ル
ヴ
ィ
ル
に『

フ
ァ 

ル
ム』

を
持
っ
て
い
た
。
上
段
の
因
で
⑧
は
そ
の
位
置
を
示
す
。
耕
地
と
牧
草 

地
が
ら
.な
り
、
，規
模
は
四
五
0
.ア
ル
パ
ン
で
、
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
が
ヴ
ィ
ル
ロ 

ヮ
領
内
に
持
つ
最
大
の『

フ
ァ
ル
ム』

で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
同
じ
く 

マ
ン
ヌ
シ
に
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
ま
は
ニ
0
〇
ア
ル
パ
ン
の
耕
地
を
持
っ
て
い
“
。
 

十
八
世
紀
の
マ
ン
ヌ
シ
に
お
い
て
は
全
体
で
耕
地
が一

、
•五
〇
〇
ア
ル
。ハ
ン
、
 

葡
萄
島
が一

四
〇
ア
ル
パ
ン
、
i

地
が一

九
〇
ア
ル
。ハ
ン
と
い
わ
れ
た
。
十 

七
世
紀
の
事
情
も
こ
れ
と
大
差
な
：い
と
み
て
.い
い
で
あ
ん
5*
。
と
す
れ
ば
、
ヌ 

丨
フ
ヴ
ィ
ル
家
の
土
地
所
有
は
マ
ン
ヌ
シ
の
耕
地
全
体
の
三
分
の
一
以
上
に
達 

.し
て
い
た
。
ま
た
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
®

と
草
地
で
マ
ン
ヌ
シ
の
共
同
地
の 

半
分
を
独
占
し
て
い
た
。
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
マ
ン
ヌ
シ
■で
世
俗
最
大
の
土
地 

.所
有
者
と
し
て
君
臨
し
.て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

;

ど
れ
ほ
ど
の
収
入
を
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
こ
れ
ら『

フ
T
ル
ム』

か
ら
^
て 

い
た
も
の
か
。
そ
れ
こ
そ
が
問
題
で
あ
ろ
う
？『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

が
そ
の
経

 ̂

を
引
受
け
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
従
っ
て
各『

フ
ァ
ル
ム』

に
つ
い
て
賃 

貸
借
の
契
約
を
み
て
い
け
ば
、
こ
の
間
題
に
対
す
る
解
答
が
得
ら
れ
る
こ
と
い 

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
.ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
領
の
'『

フ
ァ
ル
ム』

の
場
合
、
賃

靈
 

約
で
残
存
す
る
も
の
が
な
く
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。
従
■っ
て
か
か
る
問
題
提
起 

に
対
し
直
接
に
：は
解
答
不
能
で
あ
る
。
た
だ
.こ
こ
で
は
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
領
の
内
外 

で
ど
う
い
っ
た
賃
貸
借
の
形
式
が
み
ら
れ
た
か
を
示
す
こ
と
に
ょ
っ
て
間
接
的

四

七C

五
六
三〕



に
理
解
を
得
て
ハ
い
ぐ
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。
"第
六
節
の
記
述
を
参
照
。
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収
入
の
も
ぅ
一
つ
の
恶
礎
は
領
主
権
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
依
然
と
し
て
無
視
. 

し
難
い
。
そ
れ
で
得
る
収
入
は
讓
な
形
を
と
っ
て
い
た
：。.

■
.第1

に
は
貢
租
。.
農
民
.の
土
地
に
は『
サ
ン
ス』

か

『

シ
ャ
ン
パ
I
ル』

が 

課
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
：領
の
場
合
、

f
tン
ス』
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
非
常 

に
稀
で
あ
る
。
課
さ
れ
る
額
も
僅
少
で
あ
っ
た
。

マ
ン
ヌ
シ
の
一
人
の
農
民
は 

一
ア
ル
パ
，ン
の
土
地
に
対
し
一
五
ド
ウ
ニ
エ
の『

サ
ン
ス』
が
要
求
さ
れ
、
ま 

.た
別
の
一
.ア
ル
パ
シ
に
対
し『

シ
ャ
ン
パ
ー
ル』

の
ほ
か『

サ
ン
ス』

.少
々
.が 

強
要
さ
れ
た

°
む
し
ろ

.

『

シ
ャ
ン
パ
I
ル』

の
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ 

た
。

一
般
に『

シ
ャ
ン
。ハ
.丨

ル』

は
一
.ア
ル
パV

こ
と
に
四
朿
と
い
わ
れ
た
。
 

十
分
の
一
税
は
ど
ぅ
か
。
ヴ
ィ
ル

P
ヮ
領
に
お
い
て
は
若H

-

の
教
区
で
課
さ
れ 

て
.い
る
。
通
例
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
こ
れ
ら
の
徴
集
を『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

.に
委 

嘱
し
た
。
ミ
'オ
は
バ
ラ

ン

ク
I

ル
で
十
分
の
一
税
や
.

『

シ
ャ
ン
パ
I
ル』

の
微 

集
を
$
乂
け
、
こ
の

^

^

と
し
て
ヌ
I

フ
ヴ
ィ
ル
家
に
対
し
;
一
一
〇
〇
リ
ー 

ヴ
ル
、
穀
物
三
ミ
ユ
イ
、
乾
草
五
〇
〇
束
を
引
渡
し
て
い
た
？
'

領
生
で
あ
る
こ
と
.に
よ
り
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
が
得
る
収
入
は
単
に
そ
れ
だ
け
.

:

■四
八

C

五
六
四〕

.

.

に
限
ら
な
か
ャ
允
。
ッ
領
内
で
狩
撒
す
ふ
権
利
は
：ヌ
：丨
フ
ヴ
ィ
ル
家
に
属
し
た
。

Y
ャ
シ
/
キ
エ
教
区
内
の
若
干
の
場
所
に
関
し
て
彼
は
.こ
の
権
利
を
断
念
し
、

小
麦
四
.：ス
チ
H
i家
禽
一1

远
で
賃

@
し
た
。
し
か
し
狩
撒
権
は
賃
貸
さ
れ
な

い
の
が
原
則
で
.あ
る
。
た
だ
し
兎
棲
息
地
で
兎
を
讓
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

例
外
で
、
領
主
：は
犯
ん
.で
こ
の
権
利
を
賃
貸
し
た
？
通
例
は
兎
串
恳
齓
の
番
人

が
そ
れ
を
引
受
け
た
.。
'パ
：ラ
ン

ク
I

ル
や
マ

ン

ヌ
.
'ゾ
.

で
ヌ
ー
フ

ヴ
ィ
ル
家
は
こ

れ
：に
よ
り
年
ー.〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
得
た
。
漁
^
1
も
領
主
に
属
し
た
。
こ
れ
ま

た
賃
資
.の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。

一
六
九
三
年
に
ヴ
ォ
ー
で
領
主
は
そ
れ
を
六

〇
リ
ー
ヴ
ル
で
員
®
し
、
' 六
年
後
に
は九

0
リ
ー

ヴ
ル
に
引
上
げ
て
い
る
。
な

お
ま
た
ヌ
ー
フ
R
ィ
ル
家
は
マ
ン
ヌ
シ
の
葡
萄
の
.収
獲
の
ぅ
ち
十
分
の
一
を
得

た
。
ま
た
酒
税
を
取
立
て
る
こ
と
が
で
ぎ
た
。
オ
ル
モ
ヮ
、
フ
ォ
ン
ト
ネ
、
シ

H

ヴ
ァ
ン
ヌ
、
シ
ャ
ン
プ
キ
エ
の
各
教
区
に
つ
い
て
•̂
ヌ
丨
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
司

.

じ
権
利
を
行
使
し
て
い
た
。

以
上
が
恒
常
的
な
権
利
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
臨
機
に
発
動
す
る
権
利
が
あ
，
 

っ
た
。
例
え
ば
ヌ
I
フ
ヴ
ィ
ル
彖
は
マ
ン
ヌ
シ
•©
大
市
で
^

を̂
秤
最
し
^

 ̂

す
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
。
領
主
は
こ
の
権
利
を
、
豚
の
検
査
権
と
共
に
、
年 

七
五
リ
ー
ヴ
ル
で
賃
貸
し
た
。
ま
た
大
市
の
当
日
マ
ン
ヌ
シ
で
^
㈣
場
を
嚴
く 

権
利
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
六
九
四
年
に
ニ
〇
リ
.丨
ヴ
ル
で
賃
貸
さ

 ̂

た
0
マ
ン
ヌ
シ
に
住
む『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

が
そ
れ
を
^!
受
け
た
。
こ
れ
ら
が
臨 

時
的
な
権
利
と
呼
ば
る
'べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
比
較
し
、
i

 

税
、
無
主
地
の
没
収
権
に
よ
る
収
益
は
も
っ
と
臨
時
的
な
も
の
で
あ
っ
^

^
 

.な
お
，ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
一
五
八
五
年
以
来
コ
ル
べ
ー
ュ
に
土
地
を
持
っ
て

へ
領
主
は
地
片
を
一
つ
一
つ
購
入
し
.て
い
っ
た0

し
か
も
そ
れ
が
長
期
に
わ
た 

り
執
拗
に
続
け
ら
れ
て
ぃ
. 

る
。

一
括
し
て
購
入
す
る 

こ
と
，は
ま
ず
な
い
と
み
て 

い
い
。
従
つ
て
こ
の
こ
と 

.か
ら『

フ
，ァ
.ル
：.ム』

を
構 

成
す
る
地
片
が
す
べ
て
一 

力
所
■に
ま
と
ま
る
と
い
ぅ 

こ
と
は
起
り
得
な
か
つ 

た
。
統
合
し
よ
ぅ
と
す
る 

'努
力
は
認
め
ら
れ
る
。
し 

，
か
し
こ
の
段
階
.で
そ
れ
が 

完
全I

な
成
功
を
収
め
る
こ 

一
と
は
®M

で
あ
？
た
。
地

,
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い
る
。
そ
こ
か
ら
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
通
行
税
を
得
た
り
い
そ
，ご
で
商
売
し
た 

り
富
籤
を
売
っ
た
り
、
裁
判
し
た
り
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
。
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ 

ル
家
は
こ
れ
を
一
六
八
ニ
年
に
ニ
、
四
〇
〇
.リ
ー
ヴ
ル
ヤ
賃
貸
し
た
。

コ
ル
べ 

丨

ユ

か

そ

れ

を

編

け

、
ヌ
丨
フ
ヴ
"
ル
家
の
権
利
を
代
行
す
る
よ
う 

に
な
っ
た
。

重
要
な
収
入
を
も
た
ら
す
他
の
も
の
に
.1

権
が
あ
っ
た
。
裁
判
権
は
す
べ 

て
ヌ
！
フ
，ヴ
ィ
ル
家
が
掌
握
し
、
初
審
は
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
に
あ
る
裁
判
所
の
担
当
，
 

で
あ
っ
た
。
1

費
用
や
科
料
は
領
主
に
属
し
た
。
裁
判
権
は
賃
胄
さ
れ
る
こ 

と
も
あ
る
。

'■

領
主
権
を
持
つ
こ
と
で
ど
れ
ほ
ど
の
.収
益
が
挙
げ
ら
れ
た
か
。
こ
れ
ま
た
確 

定

が

な

問

題

で

あ

ろ

y
IO
し
か
し
領
主
権
に
よ
る
収
入
の
う
ち
最
重
要
の 

も
の
は
貢
租
収
入
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
こ
の
問
題
提
起
に 

対
し
て
は
貢
租
の
帰
趨
を
調
べ
る
こ
と
で
犬
体
の
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
.か
か
る 

以
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
で
は
貢
租
を『

シ
ャ
ン
パ
ー
ル』

の 

形
で
取
立
て
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
農
民
の
，保
有
ず
る
規
«
か
大
き
け
れ
ば
、
 

そ
れ
だ
け
貢
租
の
額
も
多
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
.か
ぐ
て
領
主
権
の
発
動
に
よ 

'る
取
益
も
そ
れ
だ
け
増
す
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
か
.0
従
っ
て
こ
の
場
合
ど 

れ
だ
け
の
土
地
が
農
民
に
よ
.り
保
有
さ
れ
て
い
た
か
を
示
せ
ば
い
.い
わ
け
で
あ 

る
。『

フ
ァ
ル
，ム』

の
拡
大
で
そ
れ
は
減
少
し
，つ
つ
あ
っ
た
.こ
と
：い
う
ま
で
も 

な
い
。
い
わ
ば
土
地
所
有
の
社
会
階
層
別
分
布
の
変
化
の
問
題
で
あ
る
が
、
'こ 

れ
に
つ
い
て
.は
稿
を
改
.め
て
論
じ
よ
う
か
.と
思
？
て
：い
る
_。

十
七
世
紀
.フ
ラ
ン
ス
の
領
主
制



片
は
散
夜
の
ま
ま
の
状
態
で
い
る
こ
と
が
多
か
0
た
。
こ
れ
は
も
ウ
ば
ら
当
時 

の
農
業
経
営
の
：̂
.
に
帰
せ
ら
る
べ
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
'

ヴ
ァ
レ
ッ
ト
家
は
一
マ
ン
：ヌ
.シ
に
.

『
I
V

ァ
ル
ム』

を
持
っ
て
い
た
。
こ
の『

フ
ァ 

ル
ム』

は
耕
地
一
九
〇
ア
ル
パ
ン
、.
牧
草
地
_ー.
ー.へ
ア
ル
。ハ
ン
か
ら
.な

っ

た

。

\

ほ
.
 

が
に
乾
草
を
栽
培
す
る
地
片
が
三
、
.三
ア
ル
.。ハ
ソ
余
の
葡
萄
畠
が
あ
る
。
•因
、
. 

汉
は
こ
め『

フ
ァ
ル
：ム1
の
耩
成
を
示
す
。，
丨
は
耕
地
、>

は
^

^
島
、
o
,は
牧
. 

草
地
を
示
す
。
各
一
.
ア
ル
パ
ン
。：
以
下
同
じ
。
そ
れ
に
ょ
り『

：

フ
ァ
ル
ム1

の 

地
片
の
所
在
に
つ
い
て
：大
体
の
理
解
が
得
ら
れ
よ
う
。
.1

九
Q

ア
ル
•ハ
ン
の
耕 

地
が
一
九
〇
の
地
片
か
ら
な
る
と
す
る
。
従
っ

てr

つ
.の
地
片
の
平
均
規
模
は

m
o

 

(

五
：六
六)

:1
.ア
ル

^:
ン
：で
知
な
0
'し
か
し
_
地
_

め
ほ
と
ん
ど
四
分
の
ー
ー
|を
構
成
し
た 

,
の
.は
一
ア
ル
パ
ン
か
杈
ー
0
ア
ル
パ
ン
.の
間
.の
地
片
七
o
で
あ
マ
た
。
ヴ
ア
レ 

〃

：：ッ
ト
'家
の
-'
:『

!7
::,
ヴ
ル
.ム』

,'
■'の
場
合
こ
れ
ら
地
片
が
か
.な
り
均
等
に
_

さ
れ
て 

■い
た
と
みていい。

一
六

.'
/
\六
年
ヴ
ア
レ
ッ
ト
家
は
こ

.の

『

フ
ア
ル
ム

』

を

『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

、
の
：

1

入
に
賃
貸
し
て
い
る
。：
期
間
は
六
年
と
い
ぅ
こ
と
で
あ

.

.

.
'
* ... 

.

ぅた

0

,
 

.

..
ダ
ン
ス
家
に
«■
ず

る『

フ
.
.ア
ル
ム
.

』

.の
場
合
、
；地
片
の
分
散
度
は
低
い
0
こ 

.
の

『

'フ
プ
ル
.ム』

'は
.
1
'
五
〇
ア
ル
パ
ン
の
耕
地
、
ニ
〇
ア
ル
パ
ン
の
牧
草
地
か 

,
b

な
っ
た
。
因
、
.
1で
知
る
こ
と
が
で
き
る
ょ
ぅ
に
、
が
な
り
の
集
中
を
示
し

て
い
る
。
ど
の
地
片
も
一
ア
ル
パ
ン
よ
り
狭
い
こ
と
は
な
い
。
全
体
の
四
分
の 

三
を
構
成
す
る
の
は
、

一
〇
ア
ル
パ
ン
.以
上
の
地
片
で
あ
っ
た
。
そ
.の
平
均
規 

模

一

九
ア
ル
パ
ン
と
い
わ
れ
た
。
共
同
地
に
は
地
片
が
な
か
っ
た
。
掘
模
は
ヴ 

ァ
レ
ッ
ト
家

の『

フ
ァ
ル
ム』

よ
り
小
さ
か
っ
た
。
し
か
し
賃
貸
に
際
し
ダ
ン 

ス
家
は
自
分
の『

フ
ァ
ル
ム』

の
た
め
に
同
額
の
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
'ル
を
要
求
し 

て
い
た
。

一
六
六
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
%

最
後
に
ド
ゥ
ノ
ヮ
エ
家
の『

フ
ァ
ル
ム』

は
ど
ぅ
か
。
図
.、
Y
を
参
照
。
耕 

地
ニ
ニ
◦
ア
ル
パ
ン
か
ら
ニ
五
0
ア
ル
パ
ン
、
牧
草
地
ニ
〇
ア
ル
パ
ン
、
葡
萄 

.

0

一
 
〇
ア
ル
パ
.ン
：よ
り
な
る
。
耕
地
の
八
〇
.パ
丨
，
セ
.，
ン

ト

を

構

成

す

る

の

は

一 

ア
ル
。ハ
ン
以
上
の
地
片
で
あ
っ
た
。
そ

の

.¥
お
畠
模
ニ
ア
ル
パ
ン
。

-,
'」

の

『

フ 

ァ
ル
み』

は
先
の
ニ
づ
の『

フ
ァ
-ル
ム』

.
の
中
間
を
い
く
も
の
と
み
て
い
い
。
 

分
散
し
て
い
る
が
集
$

も
相
当
に
高
！
^
.
.

総
じ
て
、ど

の『

フ
ァ
ル
ム』

.で
も
葡
萄
島
は
か
な
り
小
規
模
で
あ
ら

.

た

.0
'し 

か
し
そ
れ
を
欠
く
場
合
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。

通

例

.

『

フ
ァ

ル
ム』

は
耕
地
、
 

牧
草
地
、

そ
れ
に
葡
萄
島
.か
ら
.な
っ
た
。

カ
«
か
場
合

,'『

フ
エ
ル
ミ
エ』

は 

『

フ
ァ
ル
ム』

で
^
^
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
.た

:0
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2
0
3
.

周
知
の
如
く
、『

フ
ァ
ル
ム』

の
経
営
は
他
，に
委
嘱
さ
れ
て
い
た
。
.通
例『

ラ 

•ブ
ル
.

—

ル』

が
そ
の
経
営
を
引
受
け
た
。

『

ラ
ブ
ル
ー
.ル
'

』

は
貨
幣
に
よ
っ
て『

フ
ァ
ル
ム
.

』

：
を
賃
借
し
た
。

賃
借
の 

契

約

で

こ

れ

が

も

，
っ

4
'%
多
か
っ
た
。

一
六
九
〇
年
に
賃
貸
料
の
平
均
は一

ア 

ル
パ
ン
に
つ
き
三
，リ
ー
ヴ
ル
か
ら
.四
ゾ
ー
ヴ
ル
一
〇
ソ
ル
と
い
わ
れ
た
。
こ
れ 

に
対
し
領
主
の
所
有
地
で『

フ
ァ
ル
ム』

に
属
さ
な
い
土
地
の
賃
貸
料
は
ニ
リ 

丨
ヴ
ル 

一
o
ソ
ル
か
ら
五
な
い
し
六
リ
！
ヴ
ル
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
屋
敷
や
仕 

事
場
の
：̂

!
す̂

る『

フ
ァ
ル
ム』

.

.を
賃
借
す
る
方
が
は
る
か
.に
割
安
で
あ
っ 

た
。
独
立
の
家
屋
の
賃
貸
料
は
四
〇
リ
ー
ヴ
ル
.か
ら
六0

リ
ー
ヴ
ル
、
穀
物
置 

場
の
場
合
で
ー
〇
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
ニ
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
っ
た
。

ま

た『

ラ
ブ
ル
.丨
ル』

は
，親
物
に
よ
っ
：て

『

フ
ァ
ル
ム』

を
賃
借
し
た
。
こ 

れ
は
稀
な
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
家
で
は
.ノ
ヮ
ス
モ
ン
の『

フ
ァ 

ル
ム』

を
六
ム
ラ
ィ
一
〇
ス
チ
ェ
の
穀
物
で
賃
貸
し
て
い
る
。
こ
の『

フ
ァ
ル 

ム』

.は
か
な
り
大
き
な
も
の
で
、
ニ
七
◦
ア
ル
パ
ン
の
規
摸
が
あ
っ
た
。
ま
た 

パ
リ
の
^
入
は
彼
が
ボ
ー
ベ
ー
忙
持
つ『

フ
ァ
ル
ム』

を
^

㈣
ー
ー
五
ス
チ
ェ
で 

賃
貸
し
て
い
た

.0
こ

の『

フ
ァ
.ル
ム』

は
、
建
物
の
ほ
か
土
地
六
〇
ア
ル
パ
ン 

か
ら
な
、
た
。

最
後
は
こ
れ
ら
ニ
つ
の
形
式
を
併
合
し
た
場
合
で
あ
る
。
か
な
り
し
ば
し
ば 

み
ら
れ
た

-0
ヌー

フ
ヴ
ィ
ル
家
も
ま
た

>-」

の
方
式
を
好
ん
で
採
用
し
て
い
る
。
 

例
え
ば
ヴH

ル
ヴ
ィ
ル
の『

フ
T
ル
ム
.

』

.の
賃
貸
料
は
、
穀
物
一
五
ミ
ユ
ィ
と 

食
用
鶴
六
西
、
'
.ほ
か
に
，一
0

0
リ
1
ヴ
.ル
.で
あ
.っ
.た
。
ま
た
シ
ャ
.ン
プ
キ
ェ
の 

『

フ
ァ
ル
ム』

.に
つ
い
で
は
現
物
に
重
点
が
あ
り
、
六
ミ

ユ
ィ
と̂

帛
鷄
六
西
、

. 

五

一

S

六
七)

六

十
七
世
紀
フ
ー
フ
.ン
ス
の
領
主
，制



ほ
か
.に一:

一
五
〇
リ
ー
ヴ
：ル
と
い
う
賃
資
料
で
あ
っ
た
。
し
か
し
貨
^
の
取
立
て
：
 

に
道
点
を
置
く
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
プ
レ
テ
ィ
エ
家
で
は『

フ
ァ
ル
ム』

の
，
 

賃
®
料
と
し
て
六
一
七
リ
ー
ヴ
ル
を
.要
求
し
、
ほ
か
に
小
麦
一
九
ス
■チ
工
、
燕 

麦
九
ス
：チ
.エ
.九
ボ
ヮ
ソ
ー
余
、
食
用
鶏
六
匹
、
乾
草
三
〇
0
束
を
受
取
り
、
な 

お
ま
た
八
日
.間
の
運
搬
労
役
に
従
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
0
.

知
ら
れ
る
如
く
、
賃
貸
料
に
は
三
つ
の
型
が
あ
マ
た
。
問
題
ぬ
こ
れ
ら
賃
貸
. 

料
の
額
が
-『

フ
ア
.ル
' ム』

.の
収
獲
の
な
か
'で
ど
れ
ほ
ど
の
位
置
を
占
め
る
か
と 

:い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
0
例
え
ば
規
摸
が
ニ
〇
〇
ア
ル
。ハ
シ
.の

『

ラ
ァ
ル
ム』

に 

つ
い
て
考
え
て
み
る
。
収
獲
は
平
年
で
四
五
ミ
：ュ
イ
。
十
分
の
一
税
を
差
引
い
，
 

て
四
〇
ミ
工
イ
が
残
る
。
：.賃
貸
料
は
八、、
、

ュ
イ
。■

種
子
の
た
せ
一
〇
ミ
ュ
イ
を 

保
存
す
る
。
結
局
に
お
い
て
収
獲
の
半
分
がT
フ
ヱ
ル
ミ
エ』

に
属
す
。
#
っ 

て
平
年
作
が
練
く
限
り『

フ
ェ
ル
ミ
エ』

に
と
っ
て
か
な
り
有
利
で
あ
っ
た
と 

ぃ
っ
て
い
い
。
し
か
し
一
旦
不
作
に
見
舞
わ
れ
れ
ば
、
固
定
化
さ
れ
た
賃
貸
料 

は
か
な
り
負
担
に
な
る
に
違
い
な
い
。
不
作
時
に
は
、
.収
獲
の
半
減
と
い
う
こ 

と
も
起
っ
た
。
経
営
の
非
能
率
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
。
■か
く
て『
ラ
ブ
ル 

丨
ル』

は
_
主
権
の
W

殳
け
で
農
業
経
営
上
の
不
M
を
補
^

し

よ

うと
し
た
。
 

f

フ
ァ
ル
ム』

の
経
営
だ
け
で
は
か
な
り
不
安
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず 

『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は

『

フ
ァ

ル
ム』

を
賃
借
す
べ
く
殺
到
し
た
。
す
べ
て
が
そ
り 

の
希
望
を
実
現
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
.割
高
を
覚
悟
で『

フ
ァ

ル
ム』 

:に
属
さ
な
い
土
地
を
賃
借
す
る
者
も
あ
.？
た
°

.*
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,『

フ
T
ル
ムJ

 

.

.

.
の
経
営
に
は
大
量
の
労
働
カ
を

必̂
要
と
し
た
。『

フK

ル
ミ 

エ』

一
家
の
家
族
労
働
で
は
不
十
分
で
あ
う
た
。；|

族
の
者
を
集
め
て
も
な
お 

不
足
し
ゼ
。
こ
め
た
め
大
抵
は
雇
傭
労
働
に
侬
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
例 

.
え
ば
.エ
シ
-ャ
ル
コ
ン
に
あ
る
ド
ー
ダ
ン
家
の『

フ
ァ
ル
ム』

で
は
、

一
六
九
三 

年
に
、
門
番
や
彼
.の
妻
の
ほ
か
、『

シ
ャ
ル
.テ
ィ
エ』

と
し
て
四
、『

ヴ
ァ
ル』

一
、
牧
羊
夫
一
、
雑
役
夫
一
一
を
使
用
し
て
い
た
。
従
っ
て
都
合
九
人
が
湯
さ

れ
て
い
た
わ
け
：で
あ
る
。
.こ
の『

フ
ァ
ル
ム
1
の
規
模
は
四
四
0
ア
ル
パ
ン
。
 

ま
た
フ
ォ
グ
ト
ネ

•ル
‘ヴ
イ
コ
ン
ト
に

.あ
る
ヴ
ィ
ル

0.

ヮ
家
の『

フ
ァ
ル
ム』 

.の
場
合
、
そ
の
規
模
ニ 

0〇
ア
ル
。ハ
ン
、

一
二
人
を
雇
傭
し
て
い
た
と
い
わ
れ 

る
。
う
ち
未
成
年
の
者
は
三
人
な
い
し
四
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
成
年
の
労
働
者 

は
八
人
な
い
し
九
人
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ド
ゥ
ノ
ヮH

家
は
自
身
で『

フ
ァ 

ル
ム：』

を

経

営

し

て

い

た
0

す
る
労
働
者
は
ニ
◦
人
で
あ
っ
た
。
う
ち
一 

一'一
人
か
ら
.一
五
人
が
成
年
の
労
働
者
。
'多
く
の
事
例
か
ら
推
定
す
れ
ば
、

一
〇 

◦
へ
ク
タ
ー
ル
を
越
え
る
規
模
.の

『

フ
ァ
，ル
ム』

の
経
営
の
た
め
に
は
、
労
働 

力
と
.し
て

八

人

か

ら

一

，
一

1

人
を
必
要
と
し
た
'0
そ
の
内
訳
は
、『

フ
ヱ
ル
ミ
エ』 

.
'と
：̂
の
妻
、
そ
の
息
子
と
娘
が
各
一
の
ほ
か
、
：『

シ
ャ
ル
テ
ィ
エ』

が
数
人
、
 

r
ゥ
ァ
ル』

，が
ー
人
な
い
し
二
人
、
牧
羊
夫
一
、

雑
役
夫
.一
、，
牧
牛
夫
一
で
あ 

る
0
こ
れ
ら
が
い
わ
ば
常
雇
.で
あ
る
が
、
ほ
か
に
収
獲
期
に
は
労
働
力
が
臨
時 

に
雇
傭
さ
れ
た
。
例
え
ば『

カ
ル
ヴ
ァ
一
一
.エ』

と
呼
ば
れ
る
人
々
で
、
穀
物
を 

納
屋
に
積
込
.む
仕
事
に
従
っ
た
。
い
わ
ば
収
穫
期
の
.手
伝
で
、『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

の
な
か
か
ら
引
抜
か
れ
た
C
.こ
れ
ら
の
人
々
の
う
ち
に
は
か
な
り
遠
方
か
ら
来 

る
者
も
い
た
。
.し
ば
し
ば
都
市
の
職
人
で
収
穫
期
に
出
稼
ぎ
す
る
者
が
あ
っ
. 

た
。
'こ
れ
ら
臨
時
の
人
足
は
八
月
の
一
力
月
間
を
雇
傭
さ
れ
、
そ
の
期
間
中
は 

衣
食
を
支
綺
さ
れ
た

.0
ま
た
契
約
が
終
れ
ば
、
毂
物
で
一1

ス
チ
エ
を
支
払
わ
れ 

た
。
•

家
畜
に
つ
い
て
は
ど
う
.か
。
例
え
ば
ド
ー
ダ
シ
家
のF

フ
ヱ
ル
、、、H

』

た
る 

力
ヌ
は
、
彼
の
権
利
を
移
転
す
る
に
際
し
、
同
時
に
家
畜
や
農
具
の
一
部
を
移 

譲
し
て
い
る
。
そ
の
^

は̂
三
、
ニ
ニ
五
リ
ー
ヴ
ル
と
い
わ
れ
た
。
家
畜
に
は 

役
畜
と
1
て
馬
が
九
頭
い
た
。
ほ
か
に
牝
牛
一
六
、
幼
牛
の
牝
ニ
、.
去
勢
し
な 

い
牡
牛
ニ
、
豚
ニ
、
種
豚
一
、
大
家
禽
ー
六
、
小
家
禽
五
を
拳
げ
る
こ
と
が
で 

き
る
。
こ
の『

フ
ァ
ル
ム』

■の
規
模
は
四
ニ
◦
ア
ル
。ハ
ン
、
従
づ
て
ほ
ぼ
一
一
一 

.〇
ペ
ク

タ

ー
ル
あ
り
、
九
頭
の
馬
で
は
役
畜
と
し
て
不
足
で
あ
っ
た
。
し
か
し
. 

^

2

.の
牡
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
去
勢
し
な
い
牡
牛
が
役
畜
と
し
て
利
用 

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
力
ヌ
の
よ
う
に
、

1
’頭
平
均
ー
'〇
〇 

リ

ー

ヴ

ル

：
の

馬

九

頭

を

持

つ

例

は

.か
な
り
珍
し
か
：マ
た
。
三
〇
〇
ア
ル
。ハ
ン
の 

規
模
の『

フ
ァ
ル
ム』

で
大
抵
.は
五
頭
な
い
し
六
頭
で
あ
っ
た
o
う
ち一.1

頭
か 

三
頭
力
役
畜
と
し
て
完
全
で
、
.二
頭 
一.
0

0リ
.丨
.ヴ
ル
.■か

ら
 
一
ー
'ー0
リ

ー

ヴ

；
ル 

と
い
わ
れ
た
。
こ
.れ
に
対
し
他
は
老
馬
で
、

1
1
1
,
0
リ

ー

ヴ

ル

.
の

価

値

し

か

な

か 

フ
.た
。
し
.ば
し
ば
驟
馬
がr

頭
い
た
0
,

」

五
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
五
〇
リ~

ヴ
ル
と 

い
わ
れ
た
。 

- 

:

馬
に
対
す
る
牛
類
の
割
合
を
考
え
て
み
よ

う

。

.
例

え

ば

前

出

の

力

ヌ

；
に

お

.
い 

ては、

馬

一

に

対

し

牛

類

が

一

ー

な

い

し

三

で

あ

る

°

し

か

し

こ

れ

は

例

外

的

な

.

十七世紀フランスの領主制

場
合
で
あ
っ
た
。

一
般
に
家
畜
で
は
役
畜
が
最
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
い
う
ま 

で
も
な
い
。
そ
れ
以
外
の
家
畜
と
し
て
は
、
ニ
頭
か
三
頭
の
幼
牛
の
晚
、
若
干 

の
豚
や
家
禽
の
ほ
が
、
精
々
五
頭
の
乳
牛
を
拳
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば 

一
五
0

ア
'ル

。ハ
シ
：の

『

フ
ァ
ル
ム』

を
引
受
け
る
シ
モ
ン
の
場
合
、
馬
四
、
乳 

牛
ニ
：。
オ
ル
モ
ヮ
‘，の
.
T
A,の
.

『

フ
：て> 
ル
ミH

』.

の
場
合
.は
、
馬
五
、
乳
牛
三
、
 

幼
牛

<D
.耽

-*
、
豚
三
。
、、ハ
ラ
ン
クー

ル
の『

ラ
、ブ
ル
丨
ル』

の
一
人
は
、
馬
三
、
 

乳
牛
一
一
、
幼
牛
の
.耽
一
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
馬
三
頭
の
う
ち
一
一
頭
は
老
朽 

馬
で
.あ
っ
た
。
ノ

—

.

ダ
の
場
合
、
馬
が
六
頭
だ
け
で
、
ほ
か
に
家
畜
を
持
た
な
. 

い
。
ト
ル
ト
ゥ
ア
ン
家
の『

フ
±:ル
ミ
エ』

は
、
馬
四
の
ほ
か
、
乳
中
五
を
持 

っ
て
：

S

た
。

前
出
の
ヵ
ヌ
は
乳
牛
を
賃
借
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
例
外
で
、
 

.大
抵
の
場
合
、
賃
借
家
畜
.の
な
.か
：で
牛
類
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
賃 

借
す
る
家
畜
は
ほ
と
ん
ど
す
ベ
て
乳
牛
で
あ
る
と
•い
っ
て
い
い
。
条
件
は
成
果 

を
折
半
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
牧
牛
の
普
及
は
こ
め
地
方
の
也 

理
的
条
件
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
.で
、
，

一

般

に

妥

当

す

る

こ

：と

で

4
な
か
っ 

た
。
そ
し
て
こ
の
こ
.之
と
関
連
し
て
フ

ェ
ル
.テ
の
商
人
が
ど
れ
ほ
ど
繁
栄
し
た 

こ
と
か
。
例
え
ば
前
出
の
シ
モ
シ
で
あ
る
が
、
彼
は
一
六
：〇
頭
の
乳
牛
を
賃
借 

し
て
い
る
0
.ま
た
メ
ル
シH

は
三
ニ
六
頭
、
オ
ー
ロ
ヮ
は 
一
ニ
〇
頭
を
賃
借
す 

る
。
賃
借
家
畜
と
し
て
牛
は
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
か
。

と
れ
に
対
し
農
具
は
ど
う
か
0
;前
出
の
、力
ヌ
の
場
合
，

Z1
.輪
荷
車
四
、
砂
利 

車
ニ
.の
ほ
、か
、
；各
種
の
馬
鍬
が
あ
ら
た
。
も
っ
と
別
の
^

に
ょ
っ
て
示
せ
ば
、

1i

輪
荷
車
.ニ
、
鋤
ニ
、
馬
鍬
六
で
あ
ら
た
。
馬
一
一、

^
牛
四
を
持
つ
マ
ル
セ
.ユ

. 

五
三

.(

五
六
九)



み
場
合
、
ぐ
二

輪

馬

車

】

：、
-;1

輪

荷

車
-
砂
利
車

：
 
一
、
^

囊

ー

ー

で

あ

っ

た

。

前

W
の
.シ
モ
シ
の
瘍
合
、
ニ
輪
荷
車11 、

1

ぐ
馬
飯
一
一
で
あ
る
。

あ

ら

ゆ

る

場

合

を

総

合

し

で

、

第

.ー

に

は

鋤

と

荷

車

を 

:擧
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
o 

:
前
者
ば
耕
作
に
'、.'^1:

は
i

ぬ
利
用
さ
れ
て
い 

た
？
い
ず
れ
も
粗
末
な
%-
'
'の
.で
あ

る

？
：次

に

は

砂

利

車

、

"馬
鍬
と
ぼ
I
ラ
，1
0
.
: 

こ
れ
ら
も
.か
な
り
粗
末
な
も
.の
で
：あ 

'った
0 

:
多
く
.の
場
合
自
家
製
か
、
必
要
に 

离
じ
他
か
ら
賃
借
さ
れ
た
：0
中
規
摸
の『

フ
ァ
ル
ム』

で
は
鋤
は
一
合
し
ん
な 

い
。

し
か
し
他
の
農
具
は
か
な
り
豊
富
に
備
え
で
い
る
。『

フ
ァ
ル
ム』

が
小
ノ 

し
大
規
模
化
す
れ
ば
、
鋤
は
1
ー
合
に
な
る
。
力
.ヌ
の
#
ム
ロ
、
鋤
一一.一、
^

四̂
な
_ 

い
し
五
、：
砂
利
車
ニ
な
い
し
1
1ー'
馬
飯
芄
な
い
し
六
、

ロ
ー
ラー

ニ
な
い
し
三 

で
あ
っ
た
。

.

打
練
く
戦
恥
に
ょ
る
財
政
の
i

.
か
ら
、
_
，ル
イ
十
四
世
の
治
世
の
末
期
に 

は
、
，利
子
、
年
金
、
俸
給
の
支
払
に
'遅
滞
が
起
っ
た
。
削
減
を
受
げ
る
こ
と
す 

ら
あ
っ
た
。
加
え
て
通
貨
は
膨
脹
し
、
著
し
い
高
物
価
が
続
い
た
。
村
の
生
活 

を
離
れ
、
宮
廷
に
出
仕
す
る
.ょ
う
に
な
っ
た
領
主
の
な
か
に
は
、
土
地
に
戻
ろ 

う
と
す
る
者
が
現
わ
れ
た
。
彼
ら
は
所
領
の
内
外
に『

フ
ァ
ル
ム』

を
設
定
' 

し
、
虫
活
の
安
定
を
因
ろ
う
と
し
た
の
で
.あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
動
き
は
フ
ラ
ン
ス
全
土
に」

般
的
に
み
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

'五
0

(

五
七
0)

.

.

. 

,
.

い
。(

上

述

し

た

と

こ

ろ

が

：ら

明

白

な

よ

ゲ

.に
：、

^

®

£

持

者

の

多

く

住

む

都

市

の

周

辺

：で

馨

に

み

ら

れ

た

。

.と
り
お
け
パ
リ
i

で
大
で
あ
っ
だ
こ
と
，い
う

ま
'で
.も
.な
.い
ダ
^
地
ば
執
拗
に
購
入
ざ
れ
、
1

0
〇
の
地
片
を
統
合
し
て
三
〇

へ

ク

タ

：：丨

(

ル
"
の
 

'

『

フ
デ
"ル
ム』

：が
.設
定

さ

れ.た
ほ

ど

で

あ'?
た

。
.
そ

し

て

こ

れ

ら

『

フ
ナ
ル
ム』

の
設
定
と
共
：に
、『

1.

フ
ブ
ル
t
ル』

が

そ

の

経

営

の

_

者

『

フ
ェ
ル
ミ
エ
.

』

：ど
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
？
た
。

.

.

.

.

:『

フ
ァ
ル
.ム』

の
出
現
は
い
お
ば
領
主
制
め
変
容
の
所
産
で
あ
っ
.た
.。『

フ
ァ

ル
ムi

に
対
す
る
顧
主
の
強
い
執
心
の
な
か

.

.
に

、
‘.罾
ボ

制

の

^

豸

の

真

に

意

味

す
る
と
と
が
$

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
“
い

’

十

七

世

紀

フ
ラ
シ

ス
に
お
.け
^
領
主
制
を
論
ず
る
に
_
し
、
と
り
わ
け『

フ
ァ
ル
ム』

に
重
^
を

:

置
い
.た
の
は
以
上
'の
'よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
し
'か
し
後
の
問
題
と
の
関
連
に
お

い
て
重
要
な
こ
と
は
.、『

フ
ァ
ル
<』

の
設
定
が
_『

テ
ブ
ル
ー
ル』

を

『

フ
ェ

ル
ミ
.エ』

■と
し
て
登
場
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
'と
も

と『

フ
ェ
ル
ミ

エ』

は
領
主
：の
代
理
で
し
か
な
か
う
た
。
し
か
し『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

..は
そ
の
こ

と
に
よ
り
経
済
的
実
力
，を
蓄
積
で
き
た
。
今
や
彼
は
領
主
の
代
理
た
る
に
甘
ん

じ
な
.い
。
彼
は
そ
の
蓄
積
を
投
じ
て
土
地
を
取
得
す
る
に
い
•た
っ
た
。
領
主
に

対
抗
す
る
新
し
い
勞
カ
は
.か
か
る
過
程
の
な
か
で
f

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

領
主
は
こ
れ
に
ど
う
対
抗
し
た
が
。
.十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
農
■

の
問
題
は
い

わ
ば
：そ
こ
に
あ
る
。

.以
卞
の
記
述
に
つ
い
て

はP. 
2
0
6丨

2i
r

を
参
照
。

学

界

展

「

1

紙
合
は
資
本
制
社
会
に
お
け
る
合
法
的
産
物
と
し
て
資
本
の
運
動
法 

則
と
の
合
理
的
関
連
に
お
い
て」

把
握
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
任
務 

は

「

商
f

本
の
節
約
に
ょ
っ
て
資
本
制
生
産
に
お
け
る
商
品
流
通
過
程
の
合 

理
化
を
任
務
と
す
る」

と
い
う
命
題
を
一
般
に
定
式
化
.し
、
も
っ
て
我
が
国
に
：
 

お
け
る
協
同
組
合
理
諭
の
藤
礎
を
か
た
め
、"
そ
れ
に
ょ
っ
て
協
同
組
合
は
そ
れ 

自
体
と
し
て
資
本
主
義
を
揚
棄
す
る
性
質
を
も
つ
，と
.い
う
協
同
組
合
主
義
者
の

C 
注
1) 

、

美
し
い
理
想
を
無
惨
に
う
ち
く
だ
い
た
"：

の
は
い
う
ま
で
も
な
く
近
藤
康
男
氏 

の「

協
同
組
合
原
論j (

初
販
.昭
和
九
年
.
她
後
暇
は
喵
嵆
ー
ー
ー
ー
年
と
ー
ー
ー
；
ー
ー
ー

¥
刊) 

で
あ
っ
た
。
こ
の
■
#?
が
刊
行
さ
れ
た
_

は̂

「

^
罾

^

砠

計

画

の

申

心

機

関
 

と
し
て
農
村
の
産
業
組
合
組
織
の
拡
大
強
化
が
は
か
ら
れ
て
い
た
頃
で
あ
っ
た 

た
め
、

f

が
：社

会

に

あ

た

え

た

反

響

」

は

非

常

に

大

き

く

、

'-
一
方
で
は「

そ 

の
自
主
性
を
強
化
し
て
農
民
の
經
済
的
利
益
を
ま
も
ろ
う
と
す

.る
主
張J

学

界

展

、
望

と
し
て
嘉
と
産
業
組
合
の
指
導
者
の
侧

•(
産
業
組
合
研
究
会
編「

第

一
産
業 

組
合
問
題
報
告
書」

，
昭
.和T

◦
年
刊)

か
ら
、

他

方

で

は

「

産
業
組
合
を
，
 

階
級
運
動
が
.ら
切

り

は

な

し

て

そ

れ

，；

E

体
の
進
歩
性
を
主
張
す
る『

協
同
組
合 

主
義
の
.新
版』

」

と

し

て(

河
本
勝
男「

協
同
組
合
主
義
の
新
版」

「

経
済
評 

論」

誌
第
二
巻
第
三
音
昭
和「

〇
年〉

反
擊
な
い
し
は
鋭
い
批
判
が
加
え
ら 

れ
、
そ
の
波
は
最
近
に
及
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の
お
び
た
だ
し
い
数 

に
の
ぽ
る
協
同
組
合
に
つ
い
て
の
諸
論
稿
の
理
論
的
基
盤
で
あ
り
、
或
い
は
批. 

判

•

觅
服
の
対
象
と
.な
っ
て
い
る
意
味
で
ま
さ
に
今
日
で
も「

協
同
組
合
理
論 

の
枢
軸」

で
あ
る
こ
と
は
奥
谷
氏
の
指
摘
さ
る
る
如
く
で
あ
る
。

:

と
こ
ろ
で
問
題
の
核
心
の1:

つ
は
次
の
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
命
題
.「

協 

同
組
合
が
そ
の
介
在
に
よ
• ?

て
排
除
を
目
指
す
と
こ
ろ
の
も
の
が
矹
_

一
 
般
で 

众
く
、
単
に
商
業
利
潤
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
協
同
組
合
が
資
本
制
社
会
に
関
わ 

る

と

こ

ろ

は

、

資

本

制

社

_

成

の

核

心

部

分

た

る

知

齊

趣

@:
'
。

か
<'
単

に

そ
 

の
副
次
的
な
流
通
過
程
に
過
ぎ
な
い」

こ
と
、
，従
っ
て 

お
い
て
流
通
過
程
の
合
理
化
に
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
の
蓄
i

動
の
推 

進
に
奉
仕
す
る
こ
と」

——

は
、
戦
後
日
本
経
済
再
建
の
構
造
的
制
約
の
も
と 

に
訪
れ
た
i

の
経
営
i

機

に

直

面

し

て

、

_

は

も

は

や

農

民

の

利

益

を 

守

る

た

め

の

「

商

業

的

中

間

^
^
.
:
の

排

除

と

い
う
使
命」

' を
果
す
こ
と
す
ら
で
.

:

き
な
.く
な
り
、「

最
大
限
f

法
則
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い

る
国
家
独
占
資
本
の 

農
民
収
奪
の
ベV

ィ
プ
と
し
て
従
属
化
す
弋
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
存
立
を
保
持
し 

て
い
名
に
す
ぎ
な
いJ

と
.い
.う
、
い
わ
ゆ
る
.

「

独

占

資

本

の

吸

引

パ

ィ

プ

論

」

に
展
開
す
る
と
、
^;
の
農
地
改
苹
の
評
価
を
め
ぐ
る「

封
建
論
爭」

と
か
ん
れ

五

五

(

五
七 '1)

.

協
同
組
合
理
論
を
め
ぐ
る
問
題
点

平こ野：
絢
子


