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ゥ
ェ
丨
バ
ー
ば
、
；
よ
く
知
ら
れ
て
1>
!

る
よ
ゲ
に
、
：価
値
判
断
を

主

観

的

：で
あ
る
と
し
て
そ

.の
排
除
を
主
張
し
た
が
、

ゥ
ェ
丨
バ
ー
が
極
度
に
恐

.
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主

)
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.

•

.
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れ
た
も
の
は
価
値
判
断
そ
の.も)

の
で
は
な
< -

し
：て
、
；
価
値
判
断
に
：つ
き
ま
と
う
偏
見
と
独
断
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
.よ
う
な
偏
見
と
独
断
と
は
ど
こ

か

ら

発

生

ず

る

か:0
.
そ
れ
は
価
値
判
断' ^

絶
対
化
す
る
ス
た
と
，ぇ
ば

「

自
然
1—
と
.い
う
衣
を
っ
，け.て)

こ
と
に
あ
る
o

，.本
來
個
入
へ
の
価
値
判
断
は
個
人
の 

も
.
の
：で
あ
る
が
故
に
、
賴

対

的

で

あ

り

有

眼

な
% '

の
で
あ
る
.？
，価
値
判
断
が
有
限
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
.'
,
そ
れ
は
他
と
の
相
互
支
持
に
よ
っ
て
で
な 

け
れ
ば
絶
対
的
な
も
の
と
ば
な
り
得
な
い
0

有
限
か
つ
相
対
的
な
個
人
め
価
値
判
断
は
、

'

他
と
の
納
得
に
よ
っ
て.支
持
さ
れ
.た
と
き
、
'
そ
れ
は
は 

じ
：め
て
絶
対
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム

'
は
こ
の
相
互
納
得
：と
相
互
支
持
の
。フ
ロ
セ
ス
を
お
こ
な
わ
な
い
と
き
、 

そ
の
理
論
ば
独
断
的
な% •

の
と
な
る
。

相
互
納
得
と
相
互
支
持
の
。フ
ロ
セ
：
ス
を
通
し
て
、
，：
主
観
的
な
価
値
判
断
は
.客
観
化
さ
れ
社
会
的
意
見
と
な 

っ
：
た
と
き
、

そ
の
正
し
さ
を
主
張
で
き
る
の
で
.ある
。'.：

(

注)

こ
の
ゥ
-

丨
バ
ー
に
対
す
る
解
釈
は̂
由
田
雄
三
- ^

価
値
判
断
論
に
関
す
る
ミ
テ
ル
ダ
ー
ル
の
最
近
の
見
解
に
ら
い
て
し

^

ー
へ
橋
論
叢
犯
卷
卩
号

)

に
示
さ 

れ
て
い
る
よ1

に
、
：、、、
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
.
変
化
で
あ
る0

最
近
の
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
、_

値
は
.
事
実
を
.
離
れ
て
.は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
事
実
も
価
値
を
離
.れ
て
は
考 

え
ら
れ
な
い
と
と
を
認
め'て
い
る
。
ま
た
小
倉
志
祥

「
マ
ッ
ク
ス
•

ゥ
.，工
ー
バ
1

に
お
け
る
科
学
と
倫
理

」

に
お
い
て
も
、
ゥ
ェ
ー
バ
ー
が

「

規
範
的
倫
理
学
の 

可
能
性」

を
否
定
：せ
ず
、
そ
れ
と

「

主
観
的
趣
眛
判
断」

.>
;

の
本
質
的
差
を
認
め
て1'
.
た
£,

と
を
結
論
し
て
い
る。
.

;

:

.

最
後
に
、.：
私
の
因
式
に
よ
る
政
府
が
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、

そ

.れ
於
国
家
と̂

の
よ
う
な
.関
係
に
立
ち
、
へ
そ
し
て
政
府
の
お
こ
な
う
政
策 

が
、

社
会
的
意
見
を.
反
映
し
た
厚
生
で
あ.る

が

杏

か
'に
つ
い
，て
は
、：
政

府

の

性

格

さ

ら

に

国

家

の

性

格

が

.と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

.
が>

 

そ
れ
は
価
値
判
断
論
か
ら
は.ず
れ
る
の
で
稿
を
新
た
に.し
て
論
じ
：た
い‘

利
益
の
み
を
考
え
て
政
策
を.お

こ

な

う

こ

と

は

で

き

な

く

な

？
た
と
.
考
え
る
か
あ
る
い•
は
こ
れ
に
反
し
、

こ
の
よ
う
な
政
策
の
変
化
を
支
配
者
階 

級

のY

み
せ
か
け
の
退
却」

で
あ
る
と
：い
う
か
は
、
支
配
者
階
級
が
ど
の
よ
う
な
も
の
が
.と

い

う

メ

ヵ

一
一ズ
ム
の
根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
の
根
拠
が
示
さ
れ
れ
ば
、

問

題

は

も

っ

と

明

瞭

に

な

る

で

知

ろ

う

:0

ン

-

■■

- 

- 

.

(

注)

本
稿
で
述
べ
た
プ
ロ
セ
ス
が.実
際
に
ど
の
よ
う
に
進
展
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
'、
加

藤

，
丸

尾

「
社
会
化
と.
経
済
計
画」
(

理
想
.社)

参
照
。

*

十
七
世
紀 
フラン

 

ス
農
村
の
構
成

■

 

■

資
 

'

:

!

-:'

一
-

っ

の

事

例
 

^
-
-
-

フ
.ラ
ン
ス
農
業
史
の.研
淹
で
十
七
世-|
3

.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
、

.

い
く
つ
か
の
個
別
例
の
発
表
を
.み 

た
0
.
そ
ぅ
し
た
も
の
の
一
つ
に
ボ
ヴ
ェ
丨
地
方
に
づ
.
.い
て
_

し
た
ダ
べ
ル 

氏
の
論
文
が
あ
る
。

.

以
下
.に
.
お
い
て
は
.
こ
れ
を
必
要
な
限
り
忠
実
に
紹
介
す 

る
。
十
七
世
紀
農
業
史
の
問
題
点
が
何
で
あ
.る
か
:'
.0
す
べ
て
こ
れ
は
豊
富
な
実 

証
の
上
に
立
っ
て
今
後
に
お
い
て
展
開
さ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
信
ず
る

0

;本 

稿
は
問
題
の
正
し
い
把
握
の
た
：め
の
.

一
つ
の(

胄
材
を
提
示
す
る
こ
と
をi t

畠
の 

目
的
と
.す
る
。

*

 

A
n
n
a
l
e
s
,

 

1947, P. 

365

•
所

載

の

ブ

ロ

ッ

グ

の

書

简

に

'注

意
'0 

s
 P

i
e
r
r
e 

G
o
u
b
e
r
t
,

 

.^r
e
n
c
h
p
e
a
s
a
i
u
t
r
y

 

of 

t
h
e

 

S
e
v
e
n
t
e
e
n
t
h

 

C
e
n
t
u
r
y
: 

A

 R
e
g
i
o
n
a
l

 

E
x
a
m
p
l
e
、

p
p.
s
t 

a
n
d

 Present, 

N
o

'
1
0, 

K
o
v
,

 1956, 

p
d
. 

5
5
1
7
7.

.

.

,

.
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十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
農
村
の
構
成
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■

'
 

>

.

.

渡
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^
^
^
^
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.

. 

ニ

.

種
々
な
史
料
の
語
る
と
：こ
，ろ
に
よ
れ
ば
、
農
民
の
手
中
に
残
り
得
た
土
地
は 

全
体
の
半
分
で
あ
っ
た
。
ボ
ヴH
.

I
の
近
郊
で
は
わ
ず
か.
一.
ク
ォ
ー
タ
ー
と
い 

わ
れ
た
，。
土
地
の
最
上
の
部
分
は
農
民
の
手
か
ら
離
れ
た
。
残
っ
た
土
地
は
地 

力
に
乏
し
.い
。
ま
た
葡
萄
畠
、.自

、
牧
草
地
の
大
部
分
を
農
民
は
な
く
し
て 

.
し
ま
っ
た
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
は
農
民
の
ぅ
ち
の
少
数
の
者
に
土
地
が
員
申
，
 

し
て
い
た
と
い
ぅ
こ
と
で.あ
っ
た
。
.大
部
分
の
者
は
零
細
な
土
地
し
か
有
し
な 

い
。

ー0

べ
ク
ター

ル
を
持
つ̂

ど
の
者
は
極
端
に
少
数
で
あ
っ
.
^
。

.
十
七
世
紀
を
通.じ
：て
聖
俗
の
領
主
ば
農
民
の
保
有
地
を
執
拗
に
賈
戻
し
、
そ 

れ
ら
を
も
っ
て『

フ
ァ
ル
ム.
|
を
構
成
：し
た0

こ
の
時
期
に
は
市
民
も
ま
た
土 

地
の
集
積
に
懸
命
な
努
カ
を
傾
け
て
い
る
-.
°

*
民
の
保
有
地
は
極
端
に
圧
縮
さ 

れ
て
い
.
っ
た
？
そ
す
し
た
こ
と
の
な
が
か
^
叙
上
の
事
態
が
結
果
し
た
わ
け
で 

あ
る
。.
特
権
者
は
集
積
し
た
土
地
を
自
身
：で
耕
作
し
な
い
。
農
民
に
向
？
て
賃 

貸
し
た
。
保
有
地
を
狭
め
ら
れ
た
農
民
は
競
っ
て
そ
の
賃
借
を
求
め
た
。
し
か

.
1
i
.

-

■

四

五
.-
.

C

六
五
五)



し
大
方
の
，者
は
思
う
に
任
せ
：な
い
0

大
抵
は
生
活
の
糧
の
補
充
に
精
々
兰
■へ
ク 

.タ
I
.
.ル
.を
賃
借
で
.き
た
，.だ
-け
で
あ
.つ.
.た
。

『

フ
ァ
ル
ム』
は
賃
貸
に
出
さ
れ
た
0『

ラ
ブ
-
ルー

ル』

'と
呼
ば
れ
る
保
有
農 

民
が
そ
の
聖
者
に
.

な
：：

つ
た
。
、彼
は
そ
の
こ
：と
に
よ
り『

フ
.
エ
ル
.
ミ
エ』

と 

呼
ば
れ
た
。
し
ば
.し
ば
一'
五
〇

へ
ク
ター

ル
以
上
：を
，I

括
し
て
賃
借
す
る『

ラ 

.

ブ
ル
ー
ル』

も
出
た
。
し
か
し
の
種
の
者
は
村
に1

人
か
ニ
人
い
る
だ
け
？ 

絶
無
の
場
合
も
あ
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
に
よ
り

力
を
増
し
、.

真
の
実
力
者
と
.し 

て
村
の
生
活
に
君
臨
す
る
ま
で
に
な
つ

た

P

彼
本
来
の
保
有
地
は
し
ば
し
ば
極 

端
に
手
狭
.な
も
の
で
：あ
つ
た
。.
し
か
し
彼
は『
フ
ァ
ル
ム』

め
経
営
を
大
規
模 

に
引
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
力
を
得
て
い
-?
た
。
ま
た
ま
れ
に
は
兰
〇
べ
ク
タ 

丨
ル
以
上
を
保
有
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
の
耕
作
に
依
存
し
：て

『

フ
ァ
ル 

•
ム』

の
賃
借
に
大
し
た
関
心
を
示
さ
な
い
.

『

ラ
ブ
ル
I

ル』
も
い
た
。
し
か
し
.

 

後
者
は
そ
の
実
力
に
お
い
.
て
前
者
に
圧
倒
さ
れ
て
い
つ
た
。

*

若
干
の
例
を

示
せ
ば
。

ゴ
ヮ
ン
ク
ー
ル
で
は
保
有

農
民
.九
八
人
の
う
ち 

三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
◦

へ
ク
タ

ー
ル
、

一
ニ
へ
ク
タ
ー
ル
、

一
八
へ
ク
タ 

I

ル
、

九

四

人

は

ニ

へ

ク
タ
I

ル
以
下
の
規
模
。

エ
ス

ポ
I

ブ
I

ル
の

保 

.

有
農

民

一

四

八
人
中
一

〇
へ
ク
タ
ー
ル
を
有
す
る
者
は
絶
無
、

一
ニ
五
人 

は
ニ

へ
ク
タ
1

4

以
下
。

ク
I

ド
レ
•
サ
ン
.

ジ
.エ
ル

メ 
I

ル
で
は

保
有

 

農

民

.
二
一

 

五
人

の

う

ち

.
一〇

六
人
が
ニ
へ

ク
タ
！
ル

以
下
の
規
模
、

三
0

 

へ
ク
タ
ー
ル
を
有
す
る
者
は
た
だ
の
ブ
人
。
フ
ラ
ン
ス
で

一
へ
ク
夂

I

ル 

は

ニ

工ー

力
ー

半
。
：

$

保

有

農

民

で『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

と
呼
ば
れ
る
人
々
の
場
合
。

ダ
べ
ル
氏

'

に
よ
れ
ば
、'.ボ
ヴ
ェ
I

地
方
に
は
：完
全
な
無
産
者
を
見
出
.す
こ
と
が
で
き 

'

.

な
い
。

彼
は
依
然
と.
し

てs
m
a
l
l

 

p
r
o
p
r
i
e
t
o
r

で
あ
？
た
。

彼
が
賃 

借
し
た
の
は'『

フ
ァ
ル
.
ム』

，で
な
い
こ
と
に
注
意
。
第
四
節
を
参
照
。

.

.

.
*
*
* 彼
は
！̂
。.
©
^
®
!
!
:
:
:
^
®
^
^
^
!
!
®
!
!
:
!
:
^
,
^

。
；
！
！
！
！
！

^

!

:

-

^

!

^

^

^

^

!

:

と
呼
ば
.

:

.

れ

た

。
■
.第
一

1

一
節
の㈢

の
説
明
に
注
意
。
く

ル.
氏
：に
：よ
れ
ば
、.：
こ
れ
こ.
そ

が『

ラ

ブ

ル
1

ル』

と
し
て

o
r

d
i

n
a

r
y

で
、s

u
b
s
t
a
n
t
i
a
l

な
存
在
で
あ
っ
た
。
第
三
節
の0

の
説 

明
に
法
意。

.

三

保
有
農
民
の
一
つ
の
極
に

『

ラ
ブ
ル—

ル』

が
い
た
。
鋤
一
、
馬
一
一
を
持
て 

ば
彼
を(

.

『

ラ

ブ

ル

ー

ル』

と
い
ぅ
。
役
畜
の.所
有
者
と
し
て
彼
は

『

フ
ァ
ル 

ム』

.
の
経
営
を.容
易
に
引
受
け
る
こ
と
が
，で
き
た
0

と
の
.こ
と
に
よ
っ
て
彼
は 

大
き
な
実
力
を
備
え
る
に
い
た
っ
た
。

『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は
真
の
実
力
者
と
し 

て
村
会
を
組
織
し
、
十
七
世
紀
に
は
村
の
生
活
に
君
臨
す
•る
ま
で
に
な
っ
て
い 

た
。頑

強
な
馬
一
頭
の
価
値
は
最
低
六
〇
リ
-

ヴ
ル
。
こ
れ
は
乳
牛
三
頭
に
相
当 

し
た
。
.ま
た
羊
ニ
 

0

頭
か
穀
類
五
五
ブ
ッ
シ
.
ェ
ル
に
匹
敵
す
る
と
も
い
わ
れ 

た
。『
ラ
：ブ
ル
ー
ル』

は
自
分
の
土
地
を
自
分
の
馬
で
耕
作
す
る
こ
と
に
大
き 

^

な
諮
り
を
感
じ
て
い
た
。
ま
た
馬
を
持
つ
こ
と
が
彼
の
社
会
的
地
位
の
向
上
に 

資
し
た
こ
と
い
ぅ
ま
で
も
な
い
。
す
で
に
自
明
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
役
畜
の 

所
有
者
と
し
て
彼
は
他
か
ら
土
地
を
賃
借
で
き
た
。

.

馬
.を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
彼
は
運
搬
の
仕
事
.に
従
事
す
る

こ
と

も
可
能
で
あ
る
。

ま
た
馬
を
賃
貸
に 

出
す
と
.い
う
手
段
も
あ
っ
た
。
村
で
大
抵
の
者
は
馬
を
持
た
ず
、
従
っ
て
耕
作 

.

の
た
め
.『

ラ
ブ
ル
.
丨
ル』

の
馬
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
.。
'-そ
し
て
こ
れ 

が
契
機
と
な
っ
て『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は
役
畜
を
持
た
な
い
他
の
人
々
を
彼
の
下
，
 

に
従
属
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し

か

し
こ
れ
ら
.『

ラ
ブ

ル
I 

ル』

は
村
で
铱
然
と
し
て
少
数
者
的
存
在
.で
あ
っ
!5

。

同
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
同
じ

『

ラ
ブ
ル
彳
ル』

の
な
か
に 

も
植
々
な
区
別
が
存
し
た
と.い
.う
こ
.と
.で
.あ
ろ
う
。
.と
れ
に
つ
1>
て
^
す
で
こ 

関
説
し
た
。
こ
こ
で
さ
ら
に
深
入
り
す
れ
ば
？
㈠

、
自
己
の
保
有
地
の
：経
営
に 

主
力
を
注
ぐ
者'
㈡

、
土
地
を
賃
借
す
る
と
い
う
と
と
だ
け
に
関
心
を
寄
せ
る 

者
、！

：、

同
時
に
領
主
権
の
引
受
け
を
考
え
た
者
に
大
別
：で
き
る
。

㈠

に

麗

し

て

。
ア
ン■ド
リ
.
ュ
ー
の
場
合
。
彼
の
保
有
地
の
規
模
ば
|.〇
〇 

エー

力ー

。
S

五
癍
を
持
ち
、
農
夫一
一
人
を
狍
え
てい
る
。

し
が
し
偕
地
は
な 

い
。
乳
牛
三'

豚
ニ
、
羊
ニ
三
を
持
つ
。
：彼
は
自
己
の
.保
有
地
の
耕
作
に
主
力 

を
法
い
で
い
た
。
従
っ
て
農
夫0
確

保

に

彼

は

関

心

を

寄

せ

る

。
；知

ら

れ

る

如 

く
家
畜
の
保
有
量
は
少
な
い
。
と
く
に
豚
に
：注
意
。
し
か
し
こ
の
種
の

『

ラ
ブ 

ル
ー
ル』

に
属
す
る
が
、

家
畜
の
飼
育
に
重
点
を
置
く
者
も
あ
.
っ
た
。
ブ
ル 

ニ
チ
ァ
ン
の
■
ムロ。

彼
は
乳
|

一
 

三
、
#

八
五
を
有
す
。
彼
は
そ
の
飼
育
に
必 

要
な
牧
草
地
を
持
：
.
っ

て

い

た

.。

( ^

に
つ
_
い
て
。

彼
の̂

2

地
は
四
〇
エ
丨
ヵ
丨
精
々
。

乳
牛
は
た
.、だ
の
三 

頭
。

も
う
一
人
の『

ラ
ブ
ル
：丨
ル』

の
場
合
0 

.彼
の
保
有
地
は
餘
端
に
手
狹 

で
、
地
片
：ニ
な
ぃ
し1
1ー-°
こ
れ
ら
の『

ラ
ブ
ル
ー
ル1

は
土
地
の
賃
借
に
異
常

十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
農
村
の
構
成
.

な
関
心
を
寄
せ
た-6
大
抵
は
領
主
の®

.

で
豚
.を
放
牧
す
る
権
利
を
獲
得
し
、，、

二
一
〇
頭
か
そ
れ
以
上
の
膝
を
飼
養
し
ム
^

ん
。

闫
は
村
で
も
っ
と
も
有
力
：な
存
在
で
あ
っ
た
。
ド
ゥ
メ
ス
一
一
の
場
合
。
土
地 

T

〇
〇
へ
ク
タ-

ル

ニ

へ

ク

タ
I

ル
、
大
き
な
葡
萄
園
、_

ニ
、 

と
れ
ら
を
彼
は
教
会
の
侬
頼
で
引
受
け
た
。
彼
は
馬
一
一
一
頭
を
持
ち
、
車
曳
ニ
、 

農
失一 .

1

を
抱
え
て
い
た
。
ま
た
必
要
に
応
じ
て
大
勢
の
人
足
を
雇
っ
た
。
彼
は 

同

時

に

領

主

権

を

け

、
十
分
の

r

税
•
の
徴
集
に
従
い
、

：

圧
搾
場
を
独
占
し. 

.
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
代
償
と1>
て
彼
は
年
に
：ー
、
ニ
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
最
上
の 

小
麦
四
〇
べ
タ
ト
リ
ッ
ト
ル
を
引
渡
し
た
。
彼
は
自
己
の
保
有
地
を
一
〇
〇
リ 

:
.
丨
ヴ
ル
で
賃®

に
出
し
た
。f

と
し
て
は
乳
牛
ニ
五
、
膝
六
、
羊
ニ
ニ
五
が 

主
な
も
の
。
ほ
か
に
鳩1
六
〇
'

霧

ー

八

〇

。
収
獲
の
余
剰
も
相
驾
な
も
の 

で
、
穀
類
八
、
〇
〇
〇
束
、
葡
萄
酒
と
林
檎
酒
で

 

一
Q

〇
_
、
羊
毛 
一
0

0

俵
。 

ま
た
ゴ
ヮ
ン
ク
ー
ル
の
村
人
の
半
数
が
彼
に
債
務
を
お
う
て
い
た
0
,
近
接
の
教 

'

区
の
四一

家
族
の
負
債
と
合
計
す
れ
ば
、
彼
の
債
権
は

 

一
、-
七
0

〇
リ
ー
ヴ
ル 

と
も
い
わ
れ
た
。
注
意
すベ
き
は
彼
が
自
己
の
保
有
地に
何
ら
関
心
を
寄
せ
て 

い
な
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の

『

ラ
ブ
ル
!

ル』

で
極
端
な
場
合
そ 

れ
を
売
却
し
て
し
ま
っ
た
。
.
彼
の
関
心
は
何

ょ

り

も

^

^

規

模

の

拡

大

に

あ 

っ
た
。
そ
の
限
り
必
要
な
役
畜
の
充
実
に
彼
は
鬨
心
し
て
い
る
。

*
.
..

ポ
ヮ
V
ト
ウ
地
方
.
に

は『

ラ
.ブ
ル
1

A

.

』

，：
で.
鋤
も
.馬

も

持

：
た

な

.
い

者

が

い 

た
。
彼

は

！

a
；b

o
u
r
e
u
r

 

p
b

r
a

s
;

と
；呼
ば
れ
た0

グ
べ
ル
氏
に
ょ
れ
ば
、 

ボ
ヴ
ェ
ー
地
方
：
^

は
か
か
る『

デ
プ
ル
ー
ル』

.
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

四

七

(

六
五
七
}



:'
■
菜

':
.
若
干
の
例
を
示
そ
'

o
ル
ゥ
.
ス
.で

は

/\
六
人
の
：家
持
の
：5:
ち

：

『

ラ
ブ
、ル 

V

 

.丨
ル』
ゆ
.た
だ
，の
兰
人
。

サ
.ン
ト
メ
：丨
ル
で
は
.九
ー
ー
|
人
中
ー
0

人
。

ク

リ

.

.

ロ
シ
'で
.は
七
.〇
人
中
六
人
々
グ」

フ
テ
.个

-
土
で
は
九
0

人
中
三
人
0

リ
ッ 

ツ
で
は
四
三
人
中
六
人
。
.
ラ

，
ゥ
ッ
セ
ー
で
は
：四
六
人
中
た
：だ
：の
一
人
 々

.

i

こ

の

穂

の『

デ
.ブ
ル
.
.
.丨
ル』

の
'動
静
に

私
は
最

大

の

関

心

を
-
寄

せ

：た 

い

-°
彼
は
売
却
の
た
め
/の
：余
刺
を
持
ち
得
.た
。

保
有
農
民
と
し
て
自
立
す 

.
■■
:■る
.こ
と
は
彼
の
.念

願

々

あ
.っ
た
。

し
か
一
し
へ『

フ
ァ
ル
ム』

の
拡
大
は
彼
の 

:

農
業
経
営
を
.た
え
ず
庄
迫
1.
て
'い
っ
た
。
.
そ

れ

が

'い
か
な
る
事
態
を
結
果 

し
た
か
0

こ
の
間
の
^

情
の
究
明
は
今
後
に
：譲

ら

な

け

れ

ば

な
5-
な
い
。 

H

い
.わ

ゆ

る
.la

f
b
o
u
r
e
s
-
f
e
r
m
i
e
r
,

.

.グ

.ベ

.
ル
.氏
.に
ょ
れ
ば
、
.
，こ
れ
：
：
.

が

『

ラ
プ
ル
し
ル

』

と
し
て

g
a)
fc
j
e.
tl
(t
>
な
存
狂
で

あ
っ
，た0

彼

は

『

フ 

.
ァ
ル
ム』

の
経
営
で
得
た
も
め
を
保
有
地
の
拡
大
に
投
じ
て

㈠
の
方
向
を 

め
ざ
し
た

0
,ま
た
後
述
の

(4
の
方
向
を
と
る
者
も
あ
っ
た

.° 

n

:

こ
れ
は
所
領
経
営
の
一
つ
の
方
式
で
し
か
な
い

0『

ヲ
プ
ル

5
ル』
 

.

.は『

フ
ァ
ル
ム

』

を
一
括
し
て
引
受
け
、
領
主
権
を
も
同
時
に
賃
借
す
る 

こ
と
に
ょ
づ
て
村
の
：旦
那
と
化
し
た
。
村
，に
ぉ
け
る

『

ラ
ブ
ル
ー
ル

』

の 

.存
^
は

|0
-領
主
の
存
狂
と
何

'̂
選
ぶ

'と
こ

.ろ

.が
な
い
。
.領
主
そ
の
も
の
で 

:■
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。

パ

四
.

八 

，.

保
有
農
民
の
他
の
極
に
は『

一マ
ヌ
ヴ
リ
二』

が
い
る
。

こ
の
植
の
人
々
が
大 

抵
の
村
で
由
民
の
庄
倒
的
部
分
を
占
め
て
い
た
。
.
そ
の
最
下
層
は
文
字
通
り
•の

' 

,

.
■:
四
八
.
，(

六
五
八)

：

.

無
産
者
で
、
徵
馨
で
は
無
力
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
.い
わ
ば
社
会
の
落 

伍
者
で
、
ボ
ヴ
ろ
I

地
方
で
：は
例
外
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
大
抵
の『

マ
ヌ
ヴ 

■
リ
エ
、

1

は
財
産
の
f

者
と
し
て
若
干
の
耕
地
の
：：ほ
か
住
居
や
菜
園
を
持
っ
て 

い菜園で

.は
大
麻
、
；甘
藍
、
林
檎
が
栽
培
さ
れ
た
ゃ
耕
地
で
は
小
麦
と
ラ 

ィ
羑
を
混
作
し
た
。
；し
か
し
収
穫
.は
若
干
袋
で
、：.家
族
の
数
力
月
の
生
活
を
支 

'え

る

の
が
精
々
.で
あ
っ
た

• °:

数
週
間
の
必
要
.に
足
る
だ
け
と
い
う
場
合
も
し
ば 

し
ば
で
あ
ん
.0
:.

な
■お
ボ
ヴ
ェ
.丨
她
方
の『

マ
ヌ

，

ヴ
リ
工』

は
三
羽
な
い
し
闽
羽 

の
雌
鶏
を
飼
っ
て
い
た
。
大
抵
の
者
は
豚
を
持
た
な
い
。
二
人
に
一
人
が
乳
牛 

■蒞
干
を
飼
う
.。
し
か
し
共
同
の
牧
草
地
を
締
出
さ
れ
、
道
路
か
茂
み
で
放
牧
し 

て
い
た
P
,従
：っ
て
発
育
は
不
良
で
あ
っ
た
:'
0
し
か
し
羊
は
重
要
で
、『

マ
ヌ
ヴ 

リ
エ』

'
は
そ
の
毛
や
肉
を
東
っ
て
税
金
の
支
私
に
当
て
て
い
だ
。

.

同
時
に『

マ
ヌ
ヴ
リ
工』

は『

ラ
ブ
.ル
t

ル』

の
下
で
臨
時
の
人
足
と
し
て 

動
い
て
い
る
。
常
雇
で
は
収
獲
期
に
手
不
足
の
た
め
で
あ
っ
た
。
.仕
^
は
乾
草 

作
り
.、
耻
入
れ
、
葡
萄
$
収
權
、
脱
穀
、
生
垣
の
对
込
：み
、
議

、
.'
姻
割
の
清
.

掃
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
仕
事
で

『

マ
ヌ
ヴ
リ
工』

は
一
惋
の
ス
ー
プ
か
葡
萄 

酒
を
一
が
、
，
■

㈣
を
少
焉
貨
幣
若
干
を
得
たo
.し
か
し
実
際
に
貨
幣
は
受
取 

ら
な
.い
。
.そ
れ
.を
も
っ
て
前
借
の
返
済
に
当
て
て
い
た.0『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ

』

は 

:

*=
3

ラ
ブ
ル
ー
ル』

一
か
ら
種
子
そ
の
他
を
前
借
し
て
お
り
、

次
の
前
借
を
期
待
す 

る
た
め
に
も
借
務
は
早
急
.に
解
消
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ

 
'た
か
ら
で
あ
る
。

.
::

こ
の
ょ
う
，な
状
況
の
下
.で
'『

マ.
ヌ
ヴ
リ
エ』

は
生
活
め
維
持
が
不
可
能
で
あ 

.

っ
た
:0

彼
は
借
地
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
運
命
の
打
解
を
考
え
た
。
し
か
し『

マ 

ヌ
ヴ
リ
ェ』

は
役
畜
た
る
馬
を
持
た
な
い
。
ま
た
必
要
な
肥
料
を
獲
得
す
る
だ

.
け
の
.家
畜
が
な
い
。
.資
本
のt

H
i

を
欠
く
.0
:
従
.
？
.て
M

『

マ
ヌ
.ヴ
リ
.ヱ
：

1...

に
は
.大 

規
模
に
借
地
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
零
細
な
規
模
を
賃
借
す
る
以
外
に
な
か 

っ.た
。
借
地
料
は
か
え
っ
て
高
く
つ
い
た
。：
不
作
時
に
は
そ
の
支
拉
も
不
可
能
.
. 

な

ほ

ど

.で

あ
っ

た

。

豊

：
^

で

す

ら

耕

作

の
.重

喷

働

を

相

殺

す

る

の

が

精

々

，
で
； 

あ
っ
た
。
地
片
か
ら
地
片
へ
移
動
す
る
と
と
で
彼
は
ど
れ
ほ
ど
消
耗
し
た
こ
と
1
. 

か

尸

.

:

,

' 

. 

'

が
く
て
.

『

マ
.ヌ
ヴ
リ

エ』

は

農

業

以

外

に

仕

事

を

求

め

，ざ

^

^

得

な

か
っ 

た
。
彼
は
樽
や
車
の
製
造
、
仕
立
職
、
織
布
に
生
活
の
糧
を
求
.め
ょ
う
と
し 

た
。
し
か
し
常
時
こ
れ
ら
の
仕
事
を
続
げ
る
こ
と
ば
で
き

な

い

0'
村

で

需

要

が
 

乏
し
ぐ
、：

一
年
の
う
ち
も

っ

と

も

好
都
合
な
時
期
を
み
て
折
に
触
れ
従
っ
て
い 

た

と

い

う

だ

け

で

あ

：
っ
た

.。『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ』

は
職

人

と

し
て
徹
底
で
き

な

い

。 

た
だ
し
例
外
と
L

て
ピ
ヵ
ル1

ア
ィ
地

方

.の

南

部

や

西

部

に

は

村

人

で
羊

毛

の

加.

H

に
従
う
者
が
あ
っ
た
。
ま
た
東
部
や
北
東
部
の
村
人
は
麻
の
加
工
に
従
っ
で
彳 

い
た
。
ボ
ヴ
ェ
ー
周
辺
の
若
干
の
村
で
は
そ
の
界
腺
で
産
す
る
か
近
隣
か
ら
持

.
 

込
ま
れ
る
か
し
た
羊
毛
を
梳
い
た
り
毳'だ
て
た
り
，し
て1い
た
。
;こ
れ
ら
の
、
 々

は
同
時
に
紐
ぎ
も
し
た0 

'
そ
し
て
糸
，に
し
て
ボ
ヴ
ヱ
I

の
！
！
^

業

者

に

売

却

し
 

て

い

た0
,ア
ミ
ア
ン
や

.ア
ブ
ヴ
ィ
ル

.に
向

っ

て

北

進

す

れ

.ば

馨

が

か

な

り

広
 

く
営
ま
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
/：
こ

れ

ら

農

村

の

馨

者

は

原

料

も

織

機

も

持

. 

た
な
い
。
す
べ
て
商
人
か
ら
前
借
し
て
い
た
。
，商
人
は
出
圭
斷
に
^
じ
て
引
渡 

一
し
た
:

•，
°
こ

れ

ら

『

，マ

ヌ

ヴ

リ

H
』

は

毛

織

物

の

仕

事

に

か

な

り

傾

斜

1
て

，
い.た
1。

し

か
1

^

期

に

は

人

足

と
-1
.
て

の

仕

事

に

向

い

、
.毛

織

物

の

仕

事

は

中

断

さ 

れ
た
。:

に
^

か
か
わ
ら
^

^

^
が

『

マ
ヌ.

ヴ
リ
ェ
，

』

'に
と
っ
'て
生
活
の
重
要
な
ノ

補
助
と
な
っ
た
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
0 

.

.

し
か
.

.1
>

ボ
ヴ
土
丨
の
南
の
部
分
で'は
事
倩
が
も
っ
と
複
雑
で
あ
っ
た
。
上
^
 

.
し
た
.
と
こ
ろ
と
違
い
、
：社
会
階
層
の
明
確
な
単
純
化
が
そ
.

こ
で
は
み
ら
れ
な 

い
。
ォ
ヮ
ズ
川
や
テ
：

【

厲

;;
1
[
に
汾
.
？
て
盛
が
な
牧
草
地
が
あ
り
、
ま
た
丘
陵
地 

帯
：に
は
葡
萄
畠
が
開
け
、
豊
か
な
#

^

が
続
.
い
て
い
た
。
従
っ
て
総
じ
て
家
畜 

の
飼
育
が
容
易
で
あ
り
、

『

マ
ヌ
ヴ
リH J

は
乳
牛
や
六
頭
の
羊
を
持
ち
、
ま
た 

一
雌
豚
を
飼
っ
て
い
た:0
こ
れ
ら
.『

マ
ヌ
ヴ
リH:』

は
極
端
に
貧
し
く
は
な
い
。 

村
で
か
な
り
多
数
が
こ
う
し
た
：，

『

マ
ヌ
'
.ヴ
リ
ェ』

；
で
あ
？
た
。
.専
門
に
牧
養
に 

'
•従
事
す
る
人
.々
で
あ
る
。
パ
リ.
に
ア
ザ
ミ
、

ア
ス
パラ
ガ
ス
、
林
墙
を
供%

す 

る
人
々
：、
葡
萄
作̂'
に
従
5

人
^

、'
ェ
芸
品
の
作
成
に
従
事
す
る
人
々
0

こ
れ 

ら
の
.『

マ
ヌ
ヴ
リ
ェ』

は
富
裕
を
誇.
っ.
て
い
た
。
ま
た
自
分
の
驢
馬
を
利
用
し
：
 

て
蓮
搬
に
従
事
す
る
人
々
も
い
た
。
と
れ
匕
ょ
っ
て
粉
や
肉
が
近
く
の
都
市
に 

向
っ
て
運
び
込
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
'『

マ
ヌ
ヴ
リ
ェ』

，
は
耕
地
若
干
の
ほ
か
菜 

園
を
持
っ
て

い

た

？

ま
た
乾
草
作
り
、
取
入
れ
、
.
脱
穀
の
た
め
賃
労
働
に
出
る.
 

一
こ
>
.
も
あ.マ
.

た
0
.
し
か
.；し
自
身
を.，『

ヌ
：ヴ
_リ
：
ェ』

と
呼
ぶ 
>

」

.
と
.に
も
っ
と
も 

躊
躇
を
感
.じ
た
の
は
こ
の
種.の

人

：
々
，：
で
：あ

っ

ビ

。
.

X

-

こ
れ
ら
の
人
々
に
近.い
も
の
に

.『

ア
リ
コ
テ

：
ィ.
ェ』

と
呼
ば
れ
る

人
々

が
い 

た
。
ブ
レ
地
方
や
ソ
ヮ
ソ
ネ
地
方
で
検
出
さ
れ
.る
P

:
豆
類
の
生
産
に
従
う
。
大 

縄
は
'-
-
1〇
H

I

力
ー
の
土
地
で
隠1R

を
栽
培
し
次
い
た
。
'
土
地
のf

は
彼
の 

所
有
で
*

っ
た
。
従
プ
て
、ど
の

『

マ
ヌ
ヴ
：リ
、ェ

』

ょ
.ヴ
も
保
有
規
模'が
大
き
.い
0 

乳
牛
'
:
!頭
か
！
ー
頭
ぐ
：羊
蓉
頭
か
六
頭
、
し
ば
し
ば
驢
馬
一
頭
を
持
っ

.

て
い
た
0 

襄

9

卵
ノ
チ
丨
尤
を
売
り
、
：
蔓
辄

H

や
柳
細H

を
作
り
、y
審

を

織

り

、
ま

.:

.

\

\
 

' 

.

•

,

■

• 

. 

.

:

四

九

(

六
五
九)

.

.

一十
七
世
紀
フ

ラ
，
ン
ス
農
村
の
構
成
一



た
製
材
.の

仕

事

を

し

て

い

た
:;
0

他

に

賃

労

働

に

出

る

こ

と

は

か

な

り

ま

れ

で

あ 

る
-,
.
9象
め
出
事
で
か
な
^

多
忙
な
た
め
で
あ
っ
.た
'9
:
今

日

の

曹

葉

で

：万

屋

的

:

..
❖
*卞
-
.
.
.
-
.

存

在
t

ぃ

う

べ

き

か
'0
: 

v
 

:

•'

•:
_
. 

•

こ
の
点
に
：注

意
o
:グ
べ
，
ル
氏
は
ボ
，ヴ

ェ

ー地
方
の
，『

マ/ヌ
ヴ

リ
土』

を
：

...verv small.
,

proprietor, 'S 
日allholdeH’v.houselloldeH-

.-
と

!,
.
'

V

杷
撵
し V

■い
た 

o
: 

:

;

$

し
'..か
1>
と

の

®
.の

人

-.々

は.,'

『

ラ

ブ
.ル
.
I
.ル』

' 
と
%
.自

称

し

.
なv>
0

被
に 

:
■
と
っ
て
そ
れ
は
か
な
：り
高
貴
な
称
号
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
？

：

'■

.
.

I

村

0

細
民
と
.い
わ
る
べ
き
存
在
を
ど
う
极
う
か
。
グ
べ
ル
氏
は

『

マ
ヌ 

.

ヴ
リ
エ

』

と
い
う
こ
と
で
一
括
し

•て
い
る
が
。

こ
の
取
上
对
方
自
体
に
異 

論
も
あ
ろ
う

9
氏
に
と
つ
て

.

『

マ
ヌ
ヴ
リ
エ

』
は

T
h
e

 V
i
l
l
a
g
e

 P
o
o
r

 

と
し
て
 

p
x
o
l
e
-
t
a
T
i
a
a

 

で

も 

P
H
O
S
P
e
H
o
u
s

 

日 e
m
b
e
H
o
f

 

c
o
m

丨

m
u
n
i
t
y

で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

.

…

' 

.

.

.

.

. 

.

.

.

五
'

:

保
有
農
民
の
う
ち
ど
れ
だ
け
の
者
が
自
分
の
取
獲
で
経
済
的
に
自
立
で
：き
た 

か
。
裏
を
返
せ
ば
こ
れ
は
i

立
に
要
す
る
収
獲
を
得
る
た
め
ど
れ
だ
け
の
保
有 

規
模
が
必
要
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
ろ
う
。

;

,

■

こ
れ
と
関
連
し
て
真
先
に
問
わ
る
ベ
ぎ
は
農
民
家
族
が
日
常
の
生
活
に
.必
要 

な
食
物
の
量
で
あ
っ
た
。
.こ
れ
を
ど
う
見
積
る
か
。
.小
羑
を
規
準
。
普
通
'い
わ 

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
マ
て
大
人
一
人
が
：一
日
に
必
要
な
。ハ
ン
を
ニ
ポ
シ
ド
が 

ら
ニ
ポ
ン
ド
半
と
し
よ
う
。
1ま
：た
.大
抵
の
農
民
の
家
庭
が
六
人
か
ら
な
る
と
考

五
0

(

六
六
〇)

_

え
お
戈
？
内
訳
は
両
親
と
子
供2

人
、
ほ
：か
に
祖
父
ま
た
は
祖
母
。
子
供
の
う 

ち
一.
一
人
は
幼
児
と
す
る
。
従
っ
て
一
日
に
必
要
.な
.。ハ
ン
の
量
は
一
〇
ポ
ン
ド
と 

:

み
：て
い
い
。
こ̂

パ
ソ
を
攫
得
す
る
た
め
に
は
年
間
.一
八
キ
ン
：タ
ル
の
小
麦
が 

.必
要
で
あ
る
。

:

次
に
問
題
.は
こ
.の
一
八
キ
ンタ

ル

の

に
必
要
な
.

規
模
い
.
.か

ん

と

い
 

う
こ
と
1:で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と&

連
し
て
は
単
位
当
り
収
量
が
問
題
で
あ
る
。
ボ 

ヴ
'

H

丨
地
方
の
：最
上
の
.土
地
で
産
出
量
は
一
へ
ク

タ

!

ル
.に
つ
き
九
キ
ン
タ 

ル
、
不
作
時
に
は
半
分
の
四
キ
ン
'
タ

ル

。

従

っ

て

家

双

の

生

||
-
_
罾

に

必

要

な
 

.

ー：
八
キ
ン
タ
ル
を
得
る
た
め
：に
は
豊
作
時
で
ニ
へ

.
ク
タ
ー
.ル
、
不

緣

：で
四
へ 

ク
タ
.
丨
ル
半
の
保
有
規
模
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
は

一

一'一
圃
制
。
こ
の
た 

め
三
年
に
一
回.の
小
麦
収
獲
と.い
う

こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
常
時
一
八
キ
ン
タ 

ル
を
確
保
し
練
げ
る
た
办.必
要
な
規
模
は
そ
の
三
倍
の
六'へ

ク

タ

ー

ル

、
.
最

大
 

腺

1
.

三
へ
ク
タ
ー
ル
半
と
い
う
こ
と
で
.あ
ら
た
。
：

.し
か
し
こ
れ
ら
保
有
地
か
ら
収
獲
し
た
全
部
を
生
命
の
維
持
に
充
用
し
得
な 

い

と

と

い

う

ま

；で
も
な
い
。S

、

次
の
年
の
た
め
の
種
子
を
差
引
か
な
け
れ
ば 

:

な
ら
な
い
。
，取
獲
の
六
分
の
一
を
そ
れ
に
当
て
た
。
的
、
最
小
限
ニ
〇
リ
ー
ヴ 

ル
め
タ
不
：

M

を
支
払
う
。
こ
れ
は
低
い
^
^
で
換
算
し
て
四
キ
ン
タ
ル
の
量
の 

小
麦
.に
相
当
し
た
。H

、
そ
の
他
の
国
税
の
合
計
が
タ
ィ
ユ
と
ほ
ぽ
同
量
に

^
 

し
た
。:1

.

例
と
.
し
て
塩
税
，
：従
っ
て
的
と
け
で
国
王
は
土
地

1

へ
ク
タ
ー
ル
分 

.

の
収
獲
を
持
去
っ
た
と
い
う
こ
と
に
'
な
る
？S

、

十
分
の
ー
税
。
百
束
に
つ
い 

て
六
束
か
ら
九
束
。

例
、
領
主
に
.
対
す
る
諸
負
担
。

場
所
に
よ
り
か
な
り
違 

う
。
北
部
で
は
シ
ャ
ン
。ハ
丨
ル
が
か
な
り
蜇
く
、
百
束
に
つ
い
て
九
束
で
あ
っ

た
。
卜
、
'
収
獲
や
脱
穀
の
た
め
臨
時
に
雇
っ
た
人
足
に
対
す
る
賃
銀
。
普
通
は 

現
物
。
と
れ
ら
控
除
分
を
総
計
す
れ
ば
、
.
小
羑
収
襻
の
ほ
と
ん
.ど
半
分
に
達
し 

た
。
春
穀
に
つ
：い
て
V

同
じ
こ
と
が
い
い
得
る
。
従
っ
て
必
要
量
の
'
一一
倍
.は
収 

獲

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

：
い

。

経

済

的

な

自

立

を

達

す

を

た

め

.
に

は

最

小

限

 

一：.一
一_ 

へ
クタ
I

ル(

ほとんど三

〇

ェ丨
ヵ

ー)

、

.

最

大

限

：
一
一
七
へ
ク
タ

I

ル

(

六 

五
ェ
-

ヵ
I)

が
必
要
で
あ
っ
：た
。：

.

そ
の
限
り
'『

.マ
ヌ
ヴ
リ
ェ』

社
経
済
的
に
自
立
が
不
可
能
であ
る
0
.彼
の
財 

産
は
必
要
規
模
に
は
る
か
及
ば
な
い
。『

マ.
ヌ
.ヴ
リ
工』

は
小
麦
を
他
か
ら
®
 

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
.
た
。
そ
の
た
め
彼
は
結
局
.に
お
い
て
貴
労
働
に
頼 

ら
ざ
る
を
得
な
い
.。

し

：か

し

『

マ
：ヌ
ヴ
リ
£

は

た

だ

ち

^

そ

ぅ

し

た

方

向

を 

選
ば
な
か
っ

た

。

彼
に
と
っ
て
農
業
で
立
つ
と
い
ぅ
，こ
と
は
天
き
な
魅
力
で
あ 

り
、
ま
ず
.

『

マ
ヌ
ヴ
リ
ェ』

は

生

活

の

ポ

足

を

借

地

に

よ

り

補

愼

^

ょ

ぅ

と

し 

た

。
借
地
料
は
通
例
一
へク

タ
I

ル
に
つ
き
ホ
？

キ

.ン
；タ
ル
半
で
あ
っ
た
。 

従
っ
' 

て
収
獲
の
六
分
の 

一
0

不
作
時
に
は
三
分
の
一
に
相
当
0 

:そ
し
て
実
際
に 

借
地
に
ょ
り
不
足
の
若
干
は
補
填
する
こ
と
が
：で
き
冷
'.

し
か
W

そ
ぅ
し
だ
方 

向
も
.『

ラ
ァ
ル
'ム』

の
設
定
と
“

5-
'
大

き

な

事

実

の

前

に

十

分

な

伸

張

を

示

し 

得
ら
れ
な
か
っ
た
0

-土
地
.は
急
速
に
.『

フ
ァ
ル
£

.

に
組
込
ま
れ
、『

マ
ヌ
ヴ 

リ
ェ』

が
賃
借
す
べ''
'

§
-

余
地
は
ま
す
ま
す
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
：の
で
あ
*^ *
0 

、ま
た
大

抵

の『

ラ
ブ
ル
I

ル』

も
彼
の
保
有
地
に
依
存
する
限
り
経
済
的
に 

自
立
が
i

で
あ
っ
た
。
最
小
限
の
必
要
規
模
二
：七

(

へ
ク
：タ
ー
ル
を
有
す
る
ほ 

ど
の
^

ラ
ブ
ル
丨
ル』

は
村
で
：1
0

人
に
：

「

入
^
 

大
抵
：

の『

ラ
ブル

-
*

ル』

は
土
地
の
賃
借
に
す.'ベ
て
：を
賭
け.

た。
彼
は
役
冓
の
所
有

•

十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
農
村
の
構
成

.
潸
と
し
て
そ
ぅ
し
た
方
向
を
容
易
に
打
相
し
得
た
わ
け
で
あ
る
0『

マ
ヌ
ヴ
リ 

エ1』

が

C
の
時

期

に

無

産

の

度

を

，
強

め

て
い
く
反

面

にお

い

て『

ラ
ブ
ル


ル』 

は
.：

『

フ
ァ
ル
入』

の
引
受
者
と
し
て
大
い
に
実
カ
を
伸
張
す
る
に
い
た
つ
 

:

た

-0
同
時
.に
領
主
権
を
も
請
負
ぅ
こ
と
に
ょ
つ
て
村
の
実
質
的
な
支
配
者
に
成

:

上

る

者
% :
あ

：
ヮ
：：
^

と
.い

ぅ
。
-'
*

'

.

' 

.
'

* 

..P 
え

ば■ ..E.

'.Labrousse,.. Esquisse 

ユ
ロ

.

.

.
^
0

ロ
く

0日
<1
>
'
'
&
^

0>
3
. 

Pxix et des 

R
e
v
s
u
s

 

e
n

 F
r
a
n
c
e

 

a
u
M
V
I
n
e

 

siwcl
で

(2

■,
-

い
\

' T

み
れ
ば
十
七
世
紀
を
通
じ
：て
社
会
階
層
は
徐
々
に
単
純
化
し
て
い
つ 

た
.
0
そ

れ

が『

フ
ァ
ル̂

』

''

の
設
定
と
い
ぅ
こ
と
の
な
か
で
準
備
さ
.れ
た
こ
と

は
も
は
や
良
明
で
あ
ろ
ぅ
。
•領
主
は
自
己
：の
地
位
の
維
持
の
た
め
土
地
を
買
戻

■ 
*■ 

• 

-

.

.

五
：I 

'(

六
六 

一)

:

VOIS., 

paris,:1933.)';V.La c
r
i
s
e
.
.
d
e
^
H
o
o
n
o
m
i

f&Fralleaise^ 

la .Fin d
e

 ...3/Ancien R
e
g
i
m
e
:

 a
u

 ..Bsbut

. 

d
e

 ...la...Kevolution. 

(Paris, 

1
9
4
4
)

へ

を

参

照

，o 

. 

•

-

 

菜

：
第
二
節
を

# .
照

：
。

:

i

第

二

節

を

参

照

？

第
一

1

一
節
.の
㈠

の

型

が

こ

れ

。

囊
-
x
.

こ

の

種

の『

ラ
ブ

,:
ル
_

—

，ル』

は

『

フ
ァ
ル

ム』

の
経
営
で
得
た
も
の 

'
を

保
有
地
の
拡
大
に
投
じ
た
0

そ
の
こ
と
に

i

つ
て
彼
は
第
三
節
の
㈠

の 

.
型

と

な
る
べ
く
努
め
た
0

も
ち
.ろ
ん
^

の
型
*を
め
ざ
.す
者
も
あ
る
。

.

1

*
第
ー
|
1節
の
祥
の
：型
0

と

の

種

の

『

ラ

ブ
ル
I

ル1

は
む
し
み
役
畜
の 

:

-
辅

充

：に

関

心

を

寄

：せ

る

：。

彼

は

.文

字
11
り

企

業

家

で

ぁ

っ

た.0' 

.



，し
、
^

诉
ち
.を
^;

っ
；弋：f

 t
v

X

ポ
；灰
| 

,を

震

^

だ

，
。
へ

そ

し

て

苞

©
,過
程
吖
^

: 

か
で
耕
歲
民
ど
じ
て
自
立
す
5 /」

本
吹
麵
は
増
し
た
0
.
.
.
^
芩
ァ
ル
ム
砵
P ; 

拡
大
は
そ
う
し
た
方
向
を
抑
止
さ
え
し
た
の
で
.あ
っ
た
。

耕
作
農
搀A

J
G

て
-立
マ
こ
と
は
農
民
た
る
秦
吖
理
^

^

あ
づ
^

9
-:
-1 .
:

デ.4 

—

ル』

は
こ
の
理
想
に
達
す
べ
く
も
う
と

-%
,近
い
存
在
で
あ
っ
た
。

従
っ
て 

『

.フ

.
ァ
.ル
.
.，<
.

』

.

の
拡
大
と
-
い
1う
#

態
に
も
か
.か
わ
ら
ず
.
.

『

ラ
；プ.
.ヘ
ル.
丨

ル』

.の
，保
，
 

有

地

城

張

へ

：：の

努

力

は

執

拗

に

続

け

ら

れ

た

。
；
：

f
K

ァ
：ル
：
ム

』

.
办

引

翁

者

ゼ

：な 

る
こ
と
で
^

プ
ダ
ル
し
ル
咴
は
利
益
を
得
^

そ
れ
を
馨
地
の
 ̂

の
.で
あ
を
。_
し
か
1>

領
主
は
開
放
耕
地
か
ら
進
ん
.
で
共
同
地
：の
蚕
食
を
開
始
し 

f

c

o

そ
_
>
て
こ
.の
- .

と
に
よ
，『

ラ
ブ
ル
ー

ル』

：が
耕
作
農
民
と
し
：て
：立

?

J
;

 

と
：を

決

定

的

に

廳

な

も

の

.に

し

て

：
1>

ま
ら
：：
.た

.:
°

当

時

の

：農

業

技

術

の

段

階

で 

共
同
地
は
：不
可
欠
な
存
在
で
あ
う
た
。『

ラ

ブ
ル
-

ル』
？

は
霞
農
民
を
め
ざ 

す
過
程
で
と
の
一
一
重
の
障
害
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
：の
：で
あ
る
。〈 

領
主
制
の
お
破
に
よ
る
以
外
こ
れ
が
達
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
彼
は
よ
べ
知
っ
で 

い
た
。

.:.
:
' 

. 

';
'

べ

.
':
5

十
七
世
紀
の
僦
主
は
4

は
や
在
地
1>

ぃ
な
い
。:'
-『

フ
ァ
ル
：ム
.

』

の

設

定

.は

そ

う 

し
'た
領
主
の
：存
命
策
で
も
あ
.
？
た
:0
.
.

『

ラ
ブ
ル
.
丨
.ル
.
.

』

.

.の
若
干
の
者
.は
：『

フ
ァ 

ル
A

1

の
経
営
を
引
受
け
、
.
同
時
に
村
で
M

権
を
行
使
す
る
こ
と
を
®

っ 

た
。
被
は
実
質
的
な
領
主
と
し
て
村
に
.君
臨
し
た
。
彼
ば
領
主
の
分
身
で
も

あ 

っ
た
.。
こ
の
^

■

に
す
で
に
領
主
ば
形
骸
化
し
て
い
る
。
し
が
し
な
お
も
林
で 

強
い15#

を
集
め
て
い
た
。
.：『

ラ
ブ
.ル
ー
：ル』

：ば

『

フH

ル
ミ
.エ』

と
し
て
こ 

う
し
た
状
況
を
う
ま
く
刺
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
«
は
急
速
忆
富
裕
化
し
て
い

;
:づ

‘
た
。(

彼
：は
最
大
の#

者
と
炒
て
村
の
生
活
で
样: u
い
ま
ま
に
振
舞'
マV

 

:::

た
0
:
:=1
,

か

も

は

！
^

活
者
と
し
て
一
そ
の
境
遇
を
ま
す
ま
す 

悪
化
し
て
い.
マ
た
.。

f

フ
i

.
ル
ミV

エ』

.の
存
在
は
こ
ぅ
し
た
領
主
に
と
つ
て
実 

に
擀
%:
.:し
‘
い
限
り
'で
^

?

た
。.
.最
初
.
.

『

.ラ
ブ
.
.ル
：.

—

"
ル.』

：

は
.
.
.

『

フ
T
.
ル
ム』

：..に
寄
'，
 

••

生
:'
1
.
て
実
カ
0

蓄
衝
を
ば
か
？
た9

領
主
権
の
請
食
と
：い
ぅ
こ>-
も
そ
の
蓄
積 

.
に
資
し
た
0

心
.か

し

今

度

は

畫

が『

フ
3;

ル
ミ
ン
エ』

'「

た

る『

ラ

ブ

ル

ー

ル

』
： 

に
寄
食
ム
汶
存
命
を
は
か
ろ^

と
し
た
の
.で
あ
：っ
た0

か
ぐ
て
借
地K

際 

し
領
主
は『

ラ
ブ
'
ル
へ—

ル
：

|

へ
に
苟
酷
な
条
件
を
要
求
す
る
に
い
た
っ
た
。
し
ば 

.
し
ば
そ
れ
は.f

フ
ー
ェ
：
ル

ミ

.

£

.
の
経
営
を
破
産
に
；導
く
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た 

:
A
J 
い
わ
れ
た
。
.

-

• 

.

:

:

.

■

■

.

;

_

『

ラ
ブ
ル
：丨
ル
：
|

、の

は

耕

作

農

民

と

し

て

自

立

を

願

？
た
？
そ
の
®

り

共 

.同
地
を
奪
ぅ
領
屯
に
は.反
.対
で
灰
っ
た
。
ま

た『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

の
他
の
者
は 

.

農
業
に
お
け
る
企
業
家.の
途
を
選
ん
だ
。
そ
の.限
'
9

彼
は
荷
酷
な
借
地
条
件
を 

.

掲
げ
る
領
主
に.反
対
で
，
4
e
'b

た
。
今

や『

ラ
ブ
：ル
ー
へ
ル

j
h

が
反
領
主
と
い
ぅ
こ 

と
で
結
束
す
る.た
め
の

条
件
は̂

?

て
い
る0

:

そ
し
て
ど
.ぅ
し
た
対
抗
関
係
は 

フ
-

フ
シ」

ス#

命
に
い
：た
づ
：て

麗

し

た'0
こ
れ
を
契
機
に
領
主
は
も
は
や
そ
の
. 

形
骸
す
ら
と
ど
め.な
い
0
:
:

『

ラ
条
ル
.ミ
エ
：

』

は

『

フ
ァ

ル
ム』

.
に

つ

い

_
て

所

有 

権
を
攫
得
し
、
：

『

地
主』

.'
'
に
な
づ
ゼ
0

.
ま
た
耕
®

民
と
し
て
の
自
立
の
方
向
、 

■
を
掘
ハ
？
て
努
力
を
重
ね.て
来
た
.

『

.ラ
ブ
ル
.
丨
ル
-

は
そ
の̂

%

地
に
づ
，
.
い
て̂
 

.有
を
確
認
さ
せ
、
ラ
ラ
ン
ス
が
；い
.わ
ゆ
る
小
農
の
国
と
し
て
再
編
さ
れ
る
鉴
礎 

を
固
め
.た
'の
.で
.
あ
....つ
た
0 

領
主
：が『

フ
ア
ル
.
ム』

：を
軸
と
し
て
支
配
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ

と
。
後
の
発
展
.の
.出
発
点
は
す
べ
て
そ
こ
.に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
.づ
て
い
い
。
こ 

の
出
発
点
と
し
て
の
現
象
が
フ
ラ
ン'ろ
で
は
十
七
世
紀
を
通
じ
て
本
格
的
な
も 

の
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
従
っ
て
十
七
世
紀
：に
つ
い
て
理
解
を
得
る
こ 

と

は

そ

：の

矿

後

の

時

艰

の

問

題

を

正

し

-<
杷
握
す
る
た
め
の
要
件
と
も

'な
.ろ 

う
。
.十
七
世
紀
史
を
学
ば
ず
し
て
フ
ラ
ン
ス
農
業
史
の
展
開
は
不
，可
能
と
ま

.で
。

い
：
っ
て
い
い
。
.： 

' 

- 

*

以
下
は
ダ
べ
ル
氏
の
論
文
を
ま
：っ
た
く
離
れ
る
。
へ
し
か

.し

.無
関
保
と
い 

..
う

の

で

は

な

い

。
，グ

べ

：ル
：
氏

：

.の
十
七
世
紀
論
を
踏

.ま
ぇ

.た

.上
で

4
ラ
シ
ス 

農

業

史

を

珥

し

く

は

.ど
•う

展

開

す

ベ

き

か

、

い
わ
一
ば
そ

.う
い

っ

た

問

題

.に
,

■■:

つ
い
て
の
私
：の
試
論
で
あ
る

P

,

素

.：

.叙
上

'の
展
開
が
フ
.ラ
ン
ス
金

土

、に

^
た
.■..っ'て
起
ら
な
■か
: ^

■た
，.こ
と
明
白

■ 

で
あ
ろ
う
。

.'

.領
主
は
こ
の
時
期
に
官
職
保
持
者
と
し
て
窮
乏
化
し
、

『

フ 

.
:

ァ
ル
ム』

:'
'の
設
定
で
そ
の
苦
境
か
ら
脱
出
し

:̂
う
と

.は
：が
っ
た

0 

.
従

？
て 

そ
の
顕
著
な
展
開
は
こ
れ

.ら
領
主
が
大
最
に
居

^
す
る
.都
市
の
周
边
で
み 

:

ら
れ
る
は

^
で
あ
る

0
:地
方

：の

行

政

中

心

の

周)a
に
注
意

：0 'と
ヴ
わ
け
パ 

リ
周
迈
で
は
顕
著
で
あ
る
。
ボ
ヴ
于
丨
地
方
ほ
パ
リ
に
近
く
、
従
：？
て
.そ 

'
の

影

響

を

受

け

る

こ

と

大

：で

お

：つ
た
。
ベ.'

■ 

.

.

.

.

'

:

,
 

、：7

 

七
.
. 

•

•• 

•• 

' 

- 

- 

• 

•

.
周

知

：
の

如

く

『

ラ
ブ
ル
ー
〃
ル

』

.は
村
の
.生
活
で
領
主
.の
地
位
に
ま
で
上
昇
し' 

て
い
っ
た
。
：領
主
権
を
も
同
時
に
請
負
う

『

ラ
ブ：

ル
ー
ル』

に
お
い
て
そ
れ
が

可
能
で
あ
石
。.：M

ば
村
を
離
れ
、Uそ
れ
に
が
わ
る
新
勢
カ
の
登
場
で
あ
っ.

• 

. 

:■

十

七

世

紀

フ

ラ

シ

ス.農
村

の

横

成
.

た
。.
具
体
的
な
発
生
の
経
緯
は
ど
う
：か
0

三
つ
：の
時
期
に
大
別
で
き
ょ
う
。

一
六
〇
0

年
か
ら
：

一

六
三
五
年
ま
で
が.第
‘

一.
期
0
1
乏
し
い
史
料
の
示
す
と
こ 

ろ
に
ょ
れ
ば
、
こ
の.時
期
に
物
.価

は
.-
'
一
 

般
に
騰
貴
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た 

な
か
セ
借
地
料
も
高
騰
を
続
け
た
.。

実
際
に
農
産
物
の
上
昇
に
先
疗
し
.
て
い 

た
9

ま
た
，
一:.
£

0 :

年
か
ら
一.
六1

H

四
年
の
間
に
都
市
の
毛
織
物
生
産
は
最
高 

を
示
し
て
'い
る
。#

村
に
お
け
る
産
出
量
は
不
明
。
•

し
か
U

都
市
に
お
け
；る
と 

同
程
度
の
繁
栄
を
誇.っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
人
口
も
全
体
と
し
て
こ
の
時 

期

に

は

増

大

：
の

傾

向

を

示

し

て

い

た

:0
一
 

.
六 
一
ー0

年
.か
ら
一
六
三.〇
年6
間
に 

は
疫
病
が
頻
発.し
、
- :C

三
〇
年
に
は
極
度
の
不
作
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
人
口 

-
.の
增
勢
は
こ
れ
に
ょ
り
何::
0
:
影
1

受
け
な
が
.
っ
た
の
で
あ
る0

以
上
の
こ
と 

か
.ら
.ボ
ヴ
f

地
方
は
こ
.
の
時
期
に
経
済
的,
4
晃
期
：に
あ
ら
た
と
^

っ
て
い 

い
0

そ
う
し
た
な
か
ー.で
農
村
も
ま
た
最
悪
.の
状
態
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の

..

.

で

も
.

つ
：た

：0'.
'

'

:
..
.ン

:

:現
^

.『

ラ
ブ
ル
へ
ー
ル1

は
が
な
り
の
繁
榮
を
誇
る
こ_と
が
で
.き
た
0

大
抵
の 

:『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

.は
相
当
の
蓄
財
を
：し
て
い
た
。

一
力
に
は
富
め
：る
少
数
の

『

ラ 

ブ
ル
ー
ル』

が
い
た
0

:
彼
は
か
な
り
富
裕
で
、『

フ
ェ
ル
ミ
エ』

と
な
る
ベ
き 

必
要
を
感
じ
な
い,0
教
会
は
六
.〇
へ
ク
タ
ー.
ル
の
.『

フ

ァ

ル

，
ム

』

を

抱

え

、

そ 

:

の
経
営
に
苦
慮
し
た
ほ
ど
で
：

あ
：：

マ
た
。
も
は
や
そ
れ
を. 一''
括

し

て

賃

貸

す

る

こ
 

ど

ば

断

念

し

が

け

れ

ば

な

. ^

な

：
い

。

：
三

.つ

な

い,1
.

0

つ
f c

分

割a

てi.『

ラ

ブ「

ル 

'
し

ル
: ^

の

下

層

の

名

に

賃

貸

.-
1
,
、
、鲁

凌

い

だ

の

：で
あ
っ
：た
0
:『

マ
ヌ
'
ヴ
リ
エ』 

4>
-

存
在
-:
1
.
た
：。-,
:
:し
が
.；し
彼
ら
1

よ
る
反
抗
と-
い
う
も
：の
は
み
ら
れ
な.が
っ
た
。 

进
接
の
蓮
方
で
は
そ
れ
が
麵
じ
ズ
い
る
.
0 -

と
に
注
意
。.
1
例
と
し
て
ノ
ル

.

-

 ̂

5 -
-
. c

 

六
六
一I'

一

)

'



.マ
：ソ
ン
デ
ィ
：。
経
済
は
金
股
に
安
定
し
て
い
た
。
：農
民
層
は
垒
体
と
し
て
：貧
困
な
ぺ 

状
態
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
だ
：の
：で
お-?
だ
。.

；

社
会
の
諸
階
層
：の
単
純
化
が
起 

■ら
な
い
.ご
と
も
は
や
自
明
で
あ'ろ
ぅ
。
 

い 

:

第
二
期
は1

六
三
五
年
か
ら 
一

-^
六
〇
年
ま
で
。：
史
料
も
襲̂ 

な
り
確
実
な
こ
と
が
い
：い
得
る0
:肩
知
の
如
く
戦
争
の
；断
続
。

;

こ
れ
が
た
め
の 

財

政

績

タ

そ

れ
^
が
第
二
期
を
特
微
づ
け
旮
。
襄
村
の
受
け
た
損
害
は
大
。
，
. 

と
り

ゎ
.け
ア

ル
.

サ

ス

：
や

；
口

レ

-
.
ヌ
で
は
.な
は
だ
し
がつ
た
。
ボ

：ヴ

ェ

ー地
方
も： 

こ
の
よ
>
な
大
勢
か
：ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
な
.り
の
損
害
が
出 

た
.
0
:-
 ̂

 ̂

.

ぃ

..'
.

y
.

y

一

一
六
三
：六
年
忆
ボ
ヴ
ェ
丨
'
地
方
.は
ス
ペ
十
ン
軍
の
侵
攻
を
受
け
た
。
&
れ
に 

よ
り
若
干
の
村
が
焼
払
わ
れ
て
し
ま
0

た
。
収
獲
は
略
奪
き
れ
た
？
農
民
は
戦 

火
を
避
け
.て
移
動
：し
た
。
ボ
ヴ
干
丨
の
市
壁
の
内
部
は
ど
れ
ら
難
民
で
ご

-?
た

.，
 

返
し
た
。
そ
れ
で
い
で
ア
ル
サ
ス
や
ロ
レ
！
ヌ
；と
地
較
す
れ
ば
損
害
は
よ
ほ
ど 

に

蕾

で

ぁ

っ
た
。
従
っ
て
一
六
西
七
年
ま
で
は
高
物
価
が
続
く
。
借
地
乾
も 

上
#

し
た
。
ま
た
人
口
の
増
勢
、が
練
く
。
し
か
し
フ
ロ
ン
.ド
の
乱
の
突
発
で
事 

情

は
一
変
し
た
。
ボ
：ヴ
H

V -

地
方
で
は
そ
れ
に
天
候
の
：不
順
が
童
な
り
状
態
は 

一：段
と
不
幸
な%

の
に
な
っ
て.
い
っ
，た
。
農
民
は
非
常
な
生
活
苦
に
陥
：っ
た
。
. 

貧
困
は
募
り
、
彼
ら
の
間
で
死
亡
が
増
大
し
た
。
出
生
は
減
じ
た
。
'農
村
の
疲 

弊
は
：
一
六
四
九
年
と
一
六
五
一
年
に
お
.い
て
と
く
に
荀
烈
で.あ
ら
た
。.
し
か
し： 

農
業
が
不
況
に
見
舞
わ
れ
た
だ.け
で
は
：な.
い
。
毛
織
物
生
産
も
停
滞
に
陥
？
て 

い
る
0

ボ
ヴH

1

地
方
は
こ
，の
時
期
に
未
曽
有
の
混
乱
を
経̂
し
た
。
そ
う
し 

た
こ
と
の
な
か
：で
農
民
は
彼
の
保
有
地
を
放
棄
す
る
こ
と

.を
余
儀
.な
く
さ
れ
へ

'

:

ー五_
 

C

 

六
六
四
'

)

た
:0

農

民

は

借

務

に

苦

し

：
み

、
ん

窘

地

を

明

渡

し

た

の

：
で

あ

：
っ
た
。
ぺ 

.

と
の
こ
と
は
ボ
ヴ
>

丨
の
市
民
.に
と
っ
.て
幸
い
し
た
,0
;

彼

は

容

易

に

.土

地

を 

:獲
得
す
る
こ
と
が
.で
：ぎ
た
0

.
し
ば
じ
ば
数
百
へ
へ
ク
タ—

'
ル
を
：集
積
し
た
。
同
時 

に
領
生
権
を
購
入
す
る
者
も
あ
ヴ
た
。

」

彼
は
旧
領
主
に
か
わ
っ
て
登
場
.し
、
貴 

族

め

称

号

を

獲

得

す

る

こ

表

に

よ

っ

て

新

領

主

：
と

し

て

農

民

ヒ

対

す

る

'
に

い

だ 

:

っ.
.た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
局
に
，お
い
て
彼
は
成
上
り
者
で
あ
り
、
そ
の
限 

り

太

し

た

！
！

^

を
集
め
る
こ
と
：が
で
き
な
か
っ
た
。
：彼
は
土
地
所
有
を
増
加
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
'の
不
名
誉
が
挽
回
で
き
る
と
信
じ
た
0
か
く
し
て
彼
は
土 

地
ば
対
す
る
執
着
を
ま
す
ま
す
深
め
：て
ぃ
づ
た
。：禅

？
て
こ
の
新
領
主
の
下
で 

農
民
が
ら
.の
^

^

地
め
収
奪
，は
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
で
.あ
る
。

■

ま
た
馨
地
の
賴

に

よ

り

売

却

す

べ

き

讓
'の
.得
ら
れ
る
ほ
ど
の『

ラ
ブ 

.
ル
ー
ル
；

』

へ
も
こ
0 .
.時
期
に
.は
か
.な
り
の
繁
栄
を
示
す
こ
.と
が
.
で
き
た
。
最
高
四 

'
倍
と
1 >

ぅ

穀

物

觀

：の
上
昇
を
利
用
し
て
彼
は
巨
大
な
利
益
を
得
て
い
っ
た
。
 

こ
れ
ラ
ブ
ん
ー
ル

』

：>
の
な
か
に
は
モ
れ
を
保
有
地
.の
拡
大
に
投
ず
る
者
も 

あ
っ
^

(

耕
作
農
民
と
し
て
自
立
を
願
ぅ
人
々
で
あ
る
。
..ま
た
他
の
者
は
役
裔 

の
購
入
に
投
ず
る
こ
.と
.に
よ
?

て
生
産
手
段
を
増
し
、
•領

主

'の

土

地

を

大

規

模 

に
實
借
し
_よ
ぅ
と
し
.た
。
い
.わ
ゆ
る
'
へ'

『

：フ
ラ
ル
ミ
エ』

の
登
場
で
あ
る
。
こ
れ 

ら

：
『

ラ

ブ

，
ル
I

ル』

.

.

.は

般

に

『

農
村
の
，ブ
ル
ジ
：ョ
ヮ
ジ
ー
：

|

と
呼
ば
れ
た
0
V 

農
村
_

の
最
高
に
位
置
し
、
|

ー
フ
ブ
ル
"
丨
ル』

の
下
響
や『

マ
ヌ

，

ヴ
リ
エ』 

に
対
し
：た
の
.
で
あ
っ
た
。
'

一‘
穴
：四

七

年

か

ら

ニ

：
六 

階
層
間
に
明
確
な
単
純
化
が
始
ま
っ
て
い

る

と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
期
は
ー
六
六0

年
か
ら
ー
七
三0

年
ま
で
。：

い
お
ば
不
況
期
。
こ
の
時

期
に
は
物
価
が
下
落
し
て.い
っ
た
。_
所
得
も
減
退
し
た
。
程
度
の
差
は
認
め
ら 

.
れ
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
物
価
も
所
得
も
下
落
の
傾
向
に
あ

々
た
.。

毛
織
物
の
生
産
も®

退
し
た
。'

1

六
六
一
年
の
不
作
で
人
口
は
打
撃
.
を
、受
け 

た
。

. 

一
ー0

年
後
の
成
年
人
：ロ

を

農

に.追
込
む
ほ
ど
：の
打
擊
で
あ
っ
た
。
：
一
六 

八
〇
年
か
ら1
六
九
〇
年
の 

ー
0

年
間
を
除
い
，て
人
ロ
は
減
少
し
、
.
と
り
わ
け 

一
六
九
.
：一
年
か
ら■九
四
年
，ま
で
、

一；
七0

九
年
が
ら
.
一
〇

年

ま

で

、
，の

間

に

高

い 

死
亡
率
を
示
し
て
い
た
。
死
亡
は
例
年
の
三
倍
か
ら
四
倍
に
達
し
た
。
出
生
も
：
 

徐
々
に
低
下
し
て
いっ
.

た
。

コ
ル
ベI

ル
の

^

期
の
：時
代
を
除
け
ば
農
村
に
お 

け
る
税
の
負
担
は
一
域
と
重
く
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
一
六
九

0

年
以
降
に
お 

い
て
犬
で
あ
っ
た
.。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
貨
幣
の
価
値
が
下
落
し
て
い
る
？ 

と
り
わ
け
茁
要
な
影
響
は
市
民
出
身
者
が
領
主
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
か
ら 

起
っ
た
。
彼
は
新
領
主
と1>
て
土
地
の
調
查
に
着
手
し
た0
'
そ
し
て
領
主
は
こ 

の
調
査
を
迤
礎
と
し
て
農
民
に
.対
す
る
要
求
を

 

一■
段
と
増
大
し
て
い
っ
た
。
ル
. 

ィ
十
四
世
の
治
下
忆
お
い
て
農
村
で
所
得
は
減
少
し
、
農
民
は
悲
惨
な
状
況
に 

_

ま
れ
て
し
ま
っ
た
0

当
時
の
論
者
エ
ヴ
ァ
ン
や
ボ
ワ
ギ

H

ベ
ー
ル
、
と
く 

に
ボ
I

ヴ
ァ
ン
の
筆
に
法
意
。
さ
ら
に
一
.
六
九
四
年
と
一
七
一
◦
申
に
は
物
俩 

の
破
局
的
上
昇
が
起
っ
た
。
農
民
の
負
債
は
募
る
ば
か
り
で
あ
？
た
。，
か
く
て

. 

数
千
！

i

 

I

力
I

の
土
地
が
新
領
主
に
隔
す
る
こ.と
に
な
っ
た
の
で
あ

‘る
。
中
^
 

の

領

主

：で

残

り

得

た

者

も

.こ
の
時
期
を
濃
後
に
完
全
に
没
落
し
て
し
ま
っ
た
。

ル
ィ
十
四
世
の
治
世
の
下
で
ボ
ヴH —

地
方
の
敷
馬
の
大
部
分
は
不
幸
な
状 

況
に
邊
ま
れ
て
い
っ
だ
。
I

地
を
^

わ
れ
、
ほ(

と
ん
ど
無
産
者
化
し
て
い 

る
。
し
か
し
他
面
に
お
い
て
富
裕
な『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

が
出
現
す
る
に
い
た
.っ

' 

;

へ
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
農
村
の
構
成

た
，0

彼
は1

フ
：H 

:

ル
'
ミ
：
.
£

 

:
と
し
：て
経
済
的
実
力
の
；拡
充
に
.
i

し
た
の
で
あ
ぃ 

つ
た
0

V『

ラ
.ブ

ル

ー

ル

』

は

『

ラ
：
チ
ル.、
、
、
エ
'』

と
な
る
こ
と
で
富
裕
化
し
、

村
. 

の
最
高
実
カ
者
に
ま
で
成
上
：っ
た
の
で
あ
.る
。
彼
は
新
領
主
が
村
で
集
積
し
た 

土

地

め

，経

営

姐

当

者

で

あ

り

、

,
し
ば
し
ば
領
主
権
の
行
使
を
請
負
い
、
特
権
者 

と
し
て
君
臨
し
.て
い「

た
?.
'
;,
.

,
.

: '

.
:

従
来
の
領
主
。
^ '

れ
ら
：の
な
か
の
有
力
者
は 

'

『

フ

ナ：

ル
ム』

の
借
地
料
に
依 

存
す
る
領
主
と
な
っ
た
。：
市
民
も
ま
た
商
工
業
で
得
た
も
.の
を
土
地
に
投
じ
、
 

領
主
に
な
ら
：い

『

フ

ァ
ル
ム』

を
設
定
し
た
。
そ

の

一.部
の
者
は
中
小
の
領
主 

か
ら
領
主
衡
を
購
入
し
、
み
ず
か
ら
領
主
に
な
っ
た
。
十
七
世
紀
の
農
！̂

は 

こ

ぅ

し

た

新

領

主
t

軸
に
展
開
を
み
た
.？
新
領
主
は『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

を

『

フ 

.
ェ■
ル
ミ
.H

』

''

に
し
な
が
ら
所
領
の
経
営
'に
.あ
た 
>

た
の
：で
あ
る
。
：領
主
は『

ラ 

ブ
ル
.
丨
ル
.

』

.
を
.
.

『

フ
，ヱ.
.
.ル
.
.、、、.H.』

：

と
.

^
て
彼
の
.下
'
.に
従
属
さ
せ
.
.る
。
{ 1

方
こ
の 

領
主
.は
：『

フ
ァ
ル
本』

:

の
拡
大
の
な
か
で
自
営
を
め
ざ
す
.『

ラ
ブ
ル
丨
ル』

の 

企
図
をm

迫
し
た
。
こ
こ
に
領
主
に
対
す
る
こ
.
の
種『

テ
ブ
ル
ー
ル』

0

1

 

が
生
れ
る
。
こ
れ
ら『

.ラ
ブ
ル
'丨
ル』

の
不
満
が
領
主
制
の
打
破
と
じ
て
の
フ 

ラ
シ
ス
革
命
を
戦
わ
し
め
る
に
い
，た
.
'
,つ
た
の
、で
あ
つ
た
。

ザ

グ
べ
ル
氏
に
ょ
れ
ば
、.
フ
ラ
ン
ス
史
で
こ
.：の
時
期
以
上
に
卉
検
を
要
す 

.

■る

時
期
は
な
い
。

そ
の
.結

果
は
お
そ
ら
く
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

五

五

(

六
六
五
、V
.


