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'そ
の

^
の
.ブ
ル
ジ
ョ
ア

♦1

フ
デ
：イ
カ
ル
に
近
づ
い
て
ゆ
く
姿
が
み
‘ら
れ
た
ソ
ァ

V
ヴ
イ
ば
盤
富
な
資
料
を
引
用
し
て
，：
そ
の
晚
年
に
お
げ
る
理
論
家

.'
と
し
.て
の
：

. 

..

.
全
面
的
な
後
逊
を
克
明
に
追
求
し
て
い
る
。
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•

:

:

'

.
 

* 

.

〈

❖:
•

.

,

*

す
で
に
余
白
も
つ
き
た
.の
で
、；

こ
れ
以
上
：の
論
究
は
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
が
、

こ
の
研
究

^-
精
読
し
て
研
究
上
の
重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
諸
占f 

:

は
ノ
㈠
ホ
ジ
ス
キ
シ
の
べ
シ
サ
ム
主
義
と
の
関
係
、
■
㈡ゴ
ド
ゥ
イ
ン
の
無
政
府 

.虫
義
思
想
の
影
響
，

㈢
労
働
者
階
微
の
運
動
に

'た
い
す
る
理
論
的
影
響
、
四

リ

. 

カ
ー
ド
ゥ

.の
価
値
論
お
よ
び
差
額
地
代
論
に
.た
い
す
る
批
判
な
ど
、
そ
め
■
，論 

的

.，
実
践
的
活
動
が
実
に
複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
：て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
.て 

な
お
最
後
に
マ
ル
ク
ス
，'へ
の
影
響
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
と
同 

時
に
，
本
書
を
ー
.

(

貫
し
て
著
者
が
主
張
し
つ
づ
：け
：て
い
る
も
の
は
、
<
ギ
り
ス 

資
本
主
義
発
展
の
ま
に
ま

.に
坐
み
出
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア

‘
ラ
デ
イ
力
ル
^

I 

哲
学
的
，に
は
ベ
シ
サ
ム
主
義_

_
_

の̂
影
響
か
ら
、
:ホ
ジ
ス
キ
ン
.が
ま
ぬ
か
れ
る 

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
.
ま
こ
と
に
.ス
タ
ー
ク
が
い
っ
:̂ 

よ
う
に
、
.ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
自
由
主
義
的
原
理
を
放
棄
す
る
こ
.

と
.に
よ
っ
て
，
自
由
と
平
等
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
お
お
ぎ
な
衝
突
を
解
決
し

• 

た…
…

。

卩
ッ
ク
と
ス
ミ
ス
の
平
等
主
義
的
理
想
か
ら
出
発
し
た
ト
ー
マ
ス
，
 

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
最
後
に
は
、
.産
業
革
命
が
う
み
お
と
し
た
資
本
主
義
の
，階
級

社
会
に
妥
協
す
る
こ
と
と
な

-?
た
の
で
あ
る
。

.

. 

,. 

-
• 

,■ 

■
■ 
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:

.

.
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W

•ス
タ
ー
ク
，「

経
济
学
の
思
想
的
兹
礎」

杉
山
忠
平
訳(

東
洋
経
済
新
報

•

社)

一
九
六
〇
年
、

.一
四
九—

一.五
〇
頁
。

'
：
.

八
'ニ 
：
 

. 

£

>
八)

_

?ミ
ツ
エ
ル
：
•
フ
ォ
ン
ト
ネ
著

'

:

•

■'
'ミ
ィ

ザ

ソ

：と

農

村

の

ブ

ル

シ

ャ

シ』

：
：
:.

(Michel. Fontenay.J.paysans. St.sarchands.'rlinlax.).

'
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'

渡

辺

:

國廣

'

フ
ラ
ン
ス
農
業
史
.の
研
究
で
十
七
世
紀
は
長
く
空
白
の
ま
ま
放
置
さ
れ

て
来 

た
节
命
の
理
解
に
齟
齡
が
あ

.れ
ば
、

原
因
の
重
要
な
部
分
は
そ
う
し
た
事
情 

に
帰
せ
ら

；^
は
し
な
.
Vか
.。：
こ
う
い
う
-反
省
か
ら
最
近
に
■い
た
り
十

七

世

紀

の
 

農
業
史
に
.大
者

.な
期
待
.が
寄
；せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
.
.た。
.フ
.ラ
シ
ス
で
こ
の
時
期

. 

以
上
に
：#
検
討
を
要

.ず
る
時
期
は
な
く
、
そ
の
結
果
は
驚
く
べ
き
も
の
と
な
ろ 

う
。
そ
う
し
た
期
待
か
ら
十
七
世
紀
の
究
明
が
今
ロ
フ
ラ
シ

.ス
経
済
史
の
研
究 

.で
大
き
な
課
題
の

.

一

.つ
に
ま
で
な
っ
て
い
る
と
ぃ
っ
て
ぃ
1:
こ
.う
し
た
雰
囲 

気
の
な
か
で

'本
書
は
ま
と
め
ら
れ
た
。
直
接
に
は
パ
リ
の
西
に
近
く
位
置
す
る 

1

.か
た
ま
り
み
村
々
が
取
上
げ
ら
れ
る
。
い
わ
ば
_

例
研
究
で
し
か
な
い
が
、
 

期
待
に
沿
う
力
作
で
あ
る
：。
史
料
.を
豊
か
に
盛
込
ん
だ
点
，
.わ
が
国
の
研
究
者 

に
と
？
て
も
十
分
参
考
に
な
ろ
う
。

十
六
世
紀
を
通
じ
て
封
建
危
機
が
続
：い
た
。

十
七
世
紀
に
は
い
っ

て
農
民
の 

一|揆
が
.各
地
で

_類
発
し
，
：困
難
は
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
：。
し
か
し
フ
ロ
ン
ド 

ヾ
の
乱
の
終
結
を
最
後
に
混
迷
は
去
り

’
十
七
世
紀
後
半
は
.い
わ
ば
そ
の
整
理
期 

に
_

っ
た
。

混
乱
の
な
か
で

十
一
一
一
世
紀
来
の
領
主
は
没
落
を
余
儀
な
く
さ
れ

、

.

経
済
変
動
の
な
か

.で
致
當

.に
成
功
し
た『

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジー

』

に
そ
の
座
#'
奪 

わ
れ
て
し」

ま
つ
た
。
.『

ブ
ル
.
.
ジm

ア』

は
：領
主

.に
ま
で
上
昇
す

.る
こ
と
の
..な
か 

で

事

態

，
の

収

拾

を

続

け

て

ぃ

'っ
た
。：
整
理
：は
い
：わ
ば
領
主
制
の
苒
坐
と
い

i
こ
，
 

と
を
軸
と
し

-€
-進
め
ら
れ
た
の

.で
：あ
ら
た
。：
そ
れ
が
い
：か
な
る
経
過
を
た
ど
っ 

た
か
。
ま
た
そ
の
こ
と
：に

0;
'
.り
ど
ん
.な
事
態
が
結
果
し
た
か
。
.本
書
で
.は
そ
う 

■い
っ
た
こ
と
の
究
明
が
直
接
の
：課
題
で
あ
る
。
：具

.#
:
的
に
は

.上
記
.の
村
々
で
こ 

.

の
時
期
に
パ
リ
；の

1フ
、ル
.ジ
：ョ
7』

の
一
人
が
領
主
支
配
を
確
立
す
る
過
程
と

' 

で
れ
に
ょ
る
波
紋
を
問
題
と
す
る
。
.著
者
に
.ょ
れ
ば
.、

こ
：
の

界

隈

.
は

そ

う

し

た
 

問
題
提
起
に
名
う
べ
ズ
避
切
な
条
件
の
下
に
ふ
っ

.た
。
と
.に
か
く
疲
弊
は
激
し 

か
'っ
た
°
加
え

1
そ
こ
は
。

ハ
リ
に
近
く
、
'富
裕

な『

ブ
.ル
ジ

3
ア』

が
容
易
に 

.
M手
を
句
は
す
こ
と
が

-で
き
た
。
土
地
は
依
然
と

_し
て
最
後
の
保
証
で
.あ
づ 

た
。
い
わ
ば
十
七
世
紀
.フ
_ラ
ン
ス
農
村

.の
縮
図
を
そ
こ
に
.見
出
す
こ
と
が
.で
き 

，
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
.問
題

が

そ

こ

に

は

集

約

し

.

.
て

伝

え

ら

れ

て

お
り
，

著
者 

が
こ
の
地
方
を
選
ん

.で
十
七
世
紀
の
問
題
を
.展
開
し
た
の
も
決
し
て
理
凼
の
な 

い
こ
と
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。：

.

：

:

.- '
:

:

.

:
' ;

ゾニ
ニ

 

.

■

:

■

.

 

一
.

'

.

. .
I

ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
の
遠
，い
祖
は
魚
を
扱
う
商

:Aで
，，
十
六
世
紀
の
中
葉
に
は

. 

そ
の
仕
事
で
得
た
富
を
梃
子
に
主
の
顧
問
■に
ま
で
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き
た

。
. 

爾
来
シ
ャ
ル
ル
九
世
、
.
.ア
ン
リ
'三
世

,
ア
ン
リ
四
世
、.
ル

ィ

十

.三

世

と

宮

廷

に
 

a1
仕
七
、

ル
ィ
十
三
世
か
ら
ル
ィ
十
四
世
の
時
代
に
は
そ
の
功
が
認
め
ら
れ
、

コ
ル
べ
I
ユ
西
方
に
領
主
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。.
そ
し
て
一
六 

六
三
年
に
は
正
式
に

‘ヴ
ィ
ル

P
ヮ
.公
領
の
発
足
と
な
っ
た
。

ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
雾 

■ 

0

評.

が

領

妻

配：

を
貫
徹
し
て
い
っ
た
時
、
そ
の
義
は
何
か
。
最
初
に
著
者
も
ま 

た
こ
の
問
.題
に
関
説
し
て
い
る

。

：
.

周
知

'の
如
く
'
十
三
世
紀
以
来
領
主
は『

ラ
ン
テ
ィH

j

化
し
て
い
た
。
し
か 

.
し
新
し
い
領
生
は
こ
れ
と
：違
い
：'
:著
者
に
'よ
.っ
て
ー
義
的
に『

フ
ァ
ル
ム』

の 

所
有
者
と
し
，て
把
握
さ
.れ
.，て
‘：い
た
。

ヌ
ー
フ
ヴ
ィ
ル
家
は
領
主
支
配
釔
貫
徹
し 

て
い
く
こ
と
の
な
か
で
、T

フ
：：K

ル
ム』

，'設
宠
に
重
太
な
努
力
を
傾
け
続
け
た

0 

こ
の
家
の
祖
は
商
人
の
出
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に

-

K

地U

対
す
る
関
、.：3
が
述
か

家
の
伝
統
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
な

.っ
て
：い
た
。
か
く
し
て
一
六
九
ニ
年
ま
で
こ

.

:

ヌ
：I
フ
ヴ
ィ
，ル
家
は
ヴ
.ィ
ル

M
ヮ
.領
内Q

.

一
 
〇

4

K
 

r

フ
ァ
ル
ム』

を
所
有
ず 

る
よ
.う
に
な
っ
た
。
農
村

.で
窮
乏
ば
深
く
，
そ
れ
だ
げ
に
こ
と
は
容
易
に
進
行

. 

し
得
た
。
最
大
規
模
の『

フ
ァ
ル
ム』

で
四
五
〇
ア

.ル
パ
ン
o t

フ
ァ
ル
ム』

は 

_
地

牧

草

地

.

.

.
葡

.萄
畠

.か
ら
な
り
、

一■般
に
葡
.萄
畠
は
か
な
り
小
規
模
で
あ 

,
っ
た
。
し

か

し『

フ
ァ
ル
：ム』

,,
.を
構
成
ず
る
地
片
は

|
つ
場
所
に
集
中
し
.て
い 

な
し
そ
れ
を
一
つ

.に
統
合
し
'よ
う
と
す
る
努
力
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ 

の
段
階
'で
そ
れ
が
完
全

.な
成
功
を
脱
：め
る
こ
；と
：は
困
難
で
あ

0」J
C

地

t
尤
汝 

在
の
ま
ま
の
状
態
で
い
る
こ
と
が
多
か
，っ
た
。
土

地

がr

フ
ァ
ル
ム』

の
な
か 

に
組
込
；ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
所
有
権
の
移
転
を
意
味
し
た
。
し
か 

■し
単
に
そ
れ
だ
け
に
と

'ど
ま
り
、
い
ま
だ
こ
の
段
階
で
そ
れ
は
経
営
の
仕
組
に 

変
化
を
迫
る
：こ
ど
オ
で
き
な
か
づ
た
の
で
あ
る

\°旧
農
法
は
そ
れ
ほ
ど
に
強
力. 

な
存
在
で
あ

.っ
た
。
ノ
.著
者
の
.指
摘
に
よ
る
ま
、で

も

な

く『

フ
ァ
ル
'ム』

の
設 

定
は

10
農
法
の
枠
'内
の
こ
.
と
で
あ
り
，
そ
め
..
限
り
地
片

.の

.統
合
と
い
う
こ
と
は

八

三

(

.ニ

.

.

1

九)



'起
り
得
な
が
っ
た
の
で
あ
る
？

.

.

」

— 
土
地
財
産
が
こ
の
よ
う
に
し
て
領
主
の
手
に
集
積
さ
れ
た
と
い
う
：こ
と
は
そ 

れ
.自
体『
ペ
イ
ザ
シ』

ノ
の
解
体
を
意
味
し
た
。
.も
と
も
と
，ぺ；イ
ザ
ン

I
Iは
独 

■立
自
営
た
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
，か
し
‘混
乱
.の
な
か
で
そ
の
所
有
財
產
の
ニ
部 

を
：手
放
さ

♦さ
る
を
得
な
か
っ
.た
。『

フ
ァ
.ル
ム』

は
い
わ
ば
'こ
う
し
た
地
片
の 

集
積
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て

4
フ
ァ
ル
ム
の
拡
大
の
が
：か
で
、『

ぺ
イ
ザ 

ン
J
0I
土
地
財
産
は
い
ょ
い
ょ
狹
め
ら
れ
て

..
い
っ
た
。
そ
の
実
倩
は
ど
う
か
。
 

著
者
は
次
い

.で
こ
の
总
に
関
説
し
て
い
る
。
.一
例
を
マ
ン

ヌ
シ
村
に
求

め
ょ 

う
。
領
内
の
他
の
村
々
と
遠
い
，
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
公
が
た
だ一

人
の
領
主
と
し
て 

そ
こ
に
君
臨
し
て
い
た
。
従
っ
て
マ
ン
ヌ
シ
村
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
.問
題
の 

究
明
が
も
っ
と
も
完
璧
に
お
こ
な
い
得
た
。
著
者
の
分
析
に
ょ
れ
ば
、
そ
こ
で 

は
他
所
者
に
ょ
る
土
地
収
奪
が
哿
烈
を
極
め
た
。
も
ち
ろ
ん
ヴ
ィ
ル
ロ
ヮ
公
が 

最
大
の
集
積
者
で
，
耕
地
の
三
分
の 
一V
共
同
地
の
二
分
の

.-
を
占
居
し
て
い 

た
。
収
奪
を
免
か
れ
た
の
は
全
体
の
三
〇
パー

セ
ン
ト
，
精
々
四
〇

0
ア
ル
パ 

ン
と
い
わ
れ
た
。

b
か
も
こ
れ
を
ー
.〇
〇
人
か
ら
の『

ぺ
イ
ザ
ン』
で
分
割
し
て 

い
た
。
従
ス
て
所
有
規
模
の
平
均
は
四
ア
ル
パ
ン
、
最
高
の
^
ム
ロ
で
八
ア
ル
パ 

ン
と
い
わ
れ
た
。
当

時

『

ペ
イ
ザ
ン』

が
農
業
で
自
立
す
る
た

.め

.に
は
最
小
限 

三
〇
ア
ル
パ
ン
を
必
要
と
し
た

0
天
候
の
不
順
に
よ
り
収
獲
が
半
減
.し
た
こ
と 

を
考
え
れ
ば
、
完
璧
な
自
立
を
達
す
る
た
め
六
〇
ア
ル
。ハ
ン
は
絶
対
不
可
欠
で 

あ
っ
た
。
葡
萄
栽
培
に
専
念
す
る
場
合
は
そ
の
四
分
の
一
の
規
模
で
足
ヴ
た
。
 

従
っ
て

'『

フ
ァ
ル
ム』

の
設
定
の
な
か
で
、『

ペ
イ
ザ
ン』

が
農
業
で
自
立
す
る 

こ
と
の
可
能
性
は
減
少
し
た
。
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ 

て
い
い
。
十
七
世
紀
を
通
じ
て『

ペ
イ
ザ
ン』

の
解
体
は
も
は
や
明
白
で
あ
つ

A
四

(

l
r
r
o

)

た
。
'著
考
は
"そ
れ
が

W
フ
:T
ル

A'』

の
.設
定
と
：い
5
こ
と
の
.な
か
で
準
備
さ
れ 

た
と
し
て
い
+る0 

.

1
”し
か
し
こ
れ
ら
，

r

ペ
ィ
：ザ
ン』

の

5
ち
、
役
畜
を
所
有
す
る
こ
と
で『

ラ
ブ 

ル
：I
ル』

と
.い
わ
れ
た
層
は
、
こ
う
し
た

_
態
の
な
か
で
か
え

0
て

有

利

に

，
振
 

舞
！

と
が
で
き
た
。『

フ
.ァ
ル
ム』

の
所
有
者
は
役
畜
を
持
た
な
い

0
か
く
し 

て
彼
は『

ラ
>
ル
ー
ル』

に
そ
の
経
営
を
#
託
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ 

た
。
.

『

ベ
.ィ
ザ
シ
ー
が
所
有
財
産
を
狭

.め
ら
，れ
.て
い
.く
な
.か
で
：.

『

ラ
ブ
ル

I
ル
'

』 

も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
.す
で
に
と
の
段
階
で
自
立
は
不
可
能

.で
あ
っ
た
。
か 

く

し

て『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は

『

フ
ァ
ル
ム』

.の

.経
営
を
引
受
け
る
こ
と
に
多
大 

の
関
む
を
寄
せ
る
：に
い
た
っ
た
。

『

ラ
ァ
ル
ム』

の
絰
営
は『

ラ
ブ
ルー

ル』 

に
.

1

任
さ
れ
、：、

『

一

N

ブ
..ル

1
ル』

.
は

『

フ
' 

H

ル
ミ
.ユ
.

』

と

..
化
し
た
。
.そ
の
際
の 

賃
貸
借

O'
契
約
は
ど
う
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
界
隈
で
は
三
つ
の
型
が
分 

出
で
き
る
。
.一
つ
は
貨
幣
に
よ
っ
て
そ
れ
を
支
払
う
場
合
。
通
例
一
ア
ル
パ
ゾ 

に
つ
き
三
リ
.丨
ヴ
ル
か
ら
四

y
丨
ヴ
ル
と
い
う
。
そ
の
一
一
は
現
物
。
た
だ
じ
こ 

れ
は
ま
れ
な
例
に
属
し
た
。
他
は
前
の
ニ
つ
の
折
衷
。
貨
幣
か
現
物
の
い
ず
れ 

に
重
点
を
置
く
に
せ
よ
，
と
に
か
く
好
ん
で
採
用
さ
れ
た
型
で
あ
っ
た
。
問
題 

は
こ
れ
を
差
引
い
て
後
に『

フ
ェ
ル
ミ
エ
/
.
の
手
許
に
ど
れ
だ
け
残
る
か
で
あ 

っ
た
◊
著
者
は
そ
れ
を
収
獲
の
半
分
と
み
る
。
例
え
ば
ニ
〇
〇
ア
ル
パ
ン
の
規 

摸
の

.

『

フ
ァ
ル
ム』

で
収
獲
.は
四
五
ミ

^
ィ
、
十
分
の
ー
税
を
差
引

4
て
四
〇 

ミ
ュ
ィ
が
手
許
に
残
る
。

«
@お
は
結
局
八
ミ
ュ
ィ
、
種
子
の
た
め
一
〇
ミ
ュ 

ィ
を
保
存
す
る
。
従
つ
て
結
果
に
お
い
て
収
穫
の
半
分
が『

フ
ヱ
ル
ミ

エ』

の 

手
許
に
残
る
勘
定
で
あ
る
。

平
年
作
が
続
く
限
り

.『

フ
ァ
ル
ムJ

の
経
営
は

『

フ
ニ
ル
ミ
エ』
に
と
つ
て
か
な
り
有
利
で
，あ
つ
.た
と
い
つ
て
い
い
。
し
か
し

j

且
不
作
に
見
舞
わ
れ
れ
ば
、
固
定
化
さ
れ
た
負
担
は
か
な
り
の
重
荷
と
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
。
.

の
非 

能
率
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
。
そ
う
し
た
，取
態
は
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
か
，
 

く
て
こ
こ
に『

フ
ェ
ル
ミ

二』

は
経
営
の
不
安
を
解
消
す
べ
く
他
に
途
を

考
え 

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

著
者
に
よ
れ
ば
、『

フH

ル
ミH

』

は
こ
れ
を
領 

主
権
の
賃
借
の
な
か
に
求
め
よ
う
と
し
た
~
領
主
権
を
分
割
し
て
賃
貸
ず
る
こ 

と
で
領
主
は『

フ
.ェ

ル
ミ
ヱ』

の
要
求
に
応
じ
た
。
し
か
し
な
お
そ
の
希
望
を

. 

満
た
ず
こ
と

•は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
で
領
主
権
の
賃
貸
料
、は
ま
す
ま
す 

引
上
げ
ら
れ
て
い

.っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
し
ば
し
ば
そ
れ
は『

フ
ェ
ル
ミ
エ

』 

の
経
営
を
圧
迫
す
る
ほ
ど
の
高
額
に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
。
従
っ
て
不
平
も
多 

く
出
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず『

フ

ェ
ル
'、、
エ』

は
領
主
権

.の
獲
得
に
腐
心
し
、
 

耕
作
の
何
た
る

.か
を
忘
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
こ
の
態
度
は
農
業 

経
営
と
無
関
係
で
は
な

く

，

む
し

ろ
農
叢
経
営
に
外
す
る
深
い
執
心
か
ら
発
す 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
農
業
経
営
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
主
権
の
賃
借
べ
と
向
わ
せ
た
と 

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

新

1>
い
-領
主
は

.『

ブ
ル
ジ
ョ

.ア』

か
ら
上
昇
し

'『

フ
ァ
ル
ム

』

を
軸
と

し 

て
領
主
支
配
を
確
立
し
よ
う

と
し
た
。
そ
う

し
た
体
制
.の
末
端
に
お
け
る
担
い

手
が

“『

ラ
ブ
.ル
ー
ルJ

 

.
で
あ
：っ
た
.。
.『

ラ
ブ
ル
，1
ル』

は
.，

『

フ

.ェ

.ル
'、'、
千』

と
..
な
. 

る
ご
と
，に
よ
り
村
の
生
活
で
領
主
の
地
位
に
ま
で
上
昇
し
て
い
っ
た
。

M
主
権 

:

を
も
同
時

.に

.請
負
う

'

T

ラ
ブ
ル

1
ル』

に
お
い
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
。『

ラ 

•フ
ル
ー
ル』■

は

"
.

『

フ
ァ
ル
ム』

Q

経
営
を
引
受
け
，
領
主
権
を
も
同
時
に
賃
借 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
村
の
旦
那
と
化
し
た
。
村
に
お
け
る『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

の

.

.書

-

評

存
在
は
領
主
と
何
ら
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
。
著
者
に
よ
れ
ば
、『
フ
ァ
ル
ム』

を
軸
と
す
る
支
配 

体
制
は
所
領

|1
営

の

1
つ
の
方
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
注
意
ず
べ
き
は
、
こ
の 

体
制
が
強
化
さ
れ
る
過
程
で
、
そ
れ
に
_反
撥
す
るfR

力
が
抬
頭
し
た
と
い
ぅ
こ 

と
で
あ
ろ

’

。
;
: 

.

三

『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

ば

r

フ
ァ
ル
ム』

を
賃
借
し
、
自
分
の
農
具
や
役
畜
で
'そ
の 

経
営
に
当
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
大
規
模
な『

フ
ァ
ル
ム』

の
経
営
で
役
畜
に 

要

.す
る
出
費
は
か
な
り
の
負
担
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
の
資
金
を『

ラ
ブ
ルー

 

ル』

：.は
主
と
し
て
余
剰
の
鼽
物
の

.売
却
に
よ
っ
て
得
た
。

『

.

.
ラ
ブ
ル

I
ル』

は 

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
か
し
も 

と
よ
り
売
る
べ
き
余
剰
は
僅
少
で
あ
っ
た
。：
単
に
数
ス
チH

に
と
.ど
ま
っ
た
。
 

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
ー
，ル』

に
と

0
,て
大
：し

*:
'負
担
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
て『

ラ
ブ
ル
ー
ル』 

は
急
速
に
穀
物
商
人

.に
転
化
し
て

.い
っ
た
。

著
者
の
い
わ
ゆ
るT

マ
ル
シ
ャ 

ン

•
.ラ
ブ
ル
：丨
ル』

化
で
あ
る

。
...

著

者

は『

ラ
ブ
ル
ー
ル

』

の
こ
ぅ

し
た
活
動
に
と
り
わ
け

関
心
を
寄
せ
る
。
 

著
者
に
よ
れ
ば

、
' そ

れ

が『

ラ

ブ

ル

ー

，
ル

』

：
.に
と
っ
て
蓄
積
：の
唯I:

の
.迤
盤
で 

ぁ
り
、
従

っ

てf

ラ
プ
ル
，、丨
ル』

が
転
進
す
る
た
、め
の
契
機
と
も
な
っ
た
の
で 

ぁ
る
:.
0『

マ
ル
シ
ャ
ン

•，
ー

ラ

ブ

ル

ー

ル

』

と
し
て

活
躍
ず
る
こ
と
の
'な
か
で
若 

干
の
者
は
純
粋
.に
耕
作
農
.民
.と
し
て

自
立
を
願

っ
た
。

い
わ
ば

*=
3ベ
ィ
ザ
ン』

八

五

ニ

ニ

ニ

)



，
へ
.
の
復
帰
を
.
狙
う
。
そ
，し
：て
土
地
財
産
の
回
復
に
最
大
の
努
力
を

M

け

釋
.
け
. 

た
0

.

ま
：た
若
〒
の
者
は『

.フ

ェ

ル.、
；
、
土

』

.：

と
し
て
徹
底
し
よ
う
と
し
た
；。
そ
め
：

:

限
り
嫌
：は
役
畜
を
増
す

'こ
と(

に
強
い
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な

.

.い。
い
わ
ば
農 

業
に
お
げ
る

<
.J
b
業
.家
た
ら
ん
こ
と
：を
め
，ざ
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
.し
他
方
土
服 

に
よ
る
生
活
を
取
念
し

■純
粋

.に

.

『

マ
ル
べ
ゾ
、ヤ
シ
...

』

.

.とし

.

.
て
立
と
'う
と
す
る

# 

も
あ
ら
た

"：
/'
し
が
し

.そ
の
'突
態
：は

-.
ぎ
者
に
よ
れ
ば
、
.『

ァ
：

X

テ
ル
メ
デ
ィ
エ

.- 

I

ル
^
彼
は
何
よ
り
も
：穀
物
商
人
と
し
て

■徹
底
し
て
い
つ
た
。
.
し
か
し
同
時 

に
採
木
の
仕
事
に
関

.係
し
た
。
領
主
は
林
野
を
直
轄
財
産
と
み
な
し
：
通
例
は 

他
に
貴
貸
し

.た
い

.:
0
伐

^
aの
み
賃
胄

.し
、

*'
©•
は
ノ『

マ
ル
シ
ヤ
ン』

，
が
こ
れ 

を
引
受
け
た
。
従

0.
て

-
マ
ル
ツ
ヤ
シ

』
は
同
時
に
薪
炭
商
で
も
あ
づ

.た
。
と

_ 

く

に

葡

萄

：の
.添
木
を
供
給
す
る
こ
と
は
こ
れ
ら
夂
マ
ル
シ
ヤ
ン』

6
:重
要
な
仕 

事
で
あ

0
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
ま
た『

ヴ
ィ
ニ

X
ロ
ゾ』

を

収

奪

す

.
る

機

会

と
 

も
な

.つ
，
た

。

『

ヴ
.
.ィニ
ェ
ロ
ン』

は
葡
萄
畠
を
所
有
.し
た
り
葡
萄
畠
に
仕
事
に 

出
た
プ
し
て
ノ
そ

.の
こ
と
で
収
入
の
主
た
る
部
分
を
得
て
い

.

.た。
村
で 
一
一—-
人

に 

一
人
が
そ
う
し
た『

ヴ
.
-ゃ一】

ェ
ロ
ン

』

で
あ
つ
た
と
い
う
。

.
『

ヴ
ィ
ニ
ェ
ロ
ン

』 

は

-

『

マ
ル
シ
ヤ
ン』

か
ら
添
木
を
受
取
る
過
程
で

'『

マ
ル
シ
.ヤ
ン』
'
に
対
し
借 

務
を
負
つ

.た
。
か
く
し
て
彼
の
財
産
は『

マ
ル
.シ
ヤ
ゾ』

の
手
許
に
.集
積
さ
れ
、

『

マ
ル
シ
ヤ
シ』

：

は
：主
と
し
て
こ
れ
を
も
と
に
/『

ラ
；ン
7-
-

ィ
：エ』

，と
化
し
私
の
で 

あ
ら
た
：。
そ
し
て
著
者
に.よ
れ
ば
、
そ
の
最
後
は
多
く
公
証
人
に
ま
で
上
昇

1 >
-
. 

た
と
し
て
.

V

る
。

.
，
.

.

.

:

村
の
細
民
の
：な

か

で『

ヴ
ィ
ニ
ェ
ロ
ン』

は
不
動
産
の
^

#

^
と

し

て«

- 1
1
 

位
に
位
置
し
た
。
.

著
者
に
よ
れ
ば
、，
社
会
階
層
の
単
純
化
の
過
程
と
.

は
.
こ
め 

『

ヴ
イ
_

1,
ェ
ロ
.

ン』

'

が
そ
の
地
位
か
ら
転
落
ず
る
過
程
で
も
ぁ
つ
た
？

こ
の
こ

'.
八
六

.：：

.(

—*
■'
&
三) 

と

に

：
よ

：
っ

て

村

：
の

.細
民

：
は

：
ー
；

.様
に

,『

マ
'.
.ヌ
ヴ
リ
エ』

化
し
て
し
ま
っ
た
。
村
の 

細
民
は
文
字
通
り

'の
無
.産
者
と
.し
て
同
質
化
さ
れ
て

'し
ま
う
が
、
こ
れ
こ
そ
が 

領
主
の
，『

フ
ァ
ル
ム』

，
' 設
定
に
よ

-?
て
慈
起
さ
れ
た

ir
e
大
な
結
果
で
：あ
っ
た
。
 

村
の
細
民
が
：：

『

マ
ス
ヴ
リ
ギ』

.：；̂
し
て
同
質
化

.さ
れ
た
時
：
紙
は
臨
時
雇
と
し 

て

必

要

：
に

応

じ

.；

『

7
ァ
ル
ム
.
/に
雇
わ
れ
る
.以
外
に
生
活
の
途
を
知
ら
な
か
_っ 

'た
。
.彼
は
.妻
や
.子
を
持
ち
、：
一
家
を
形
成
し
て
い
た
。
，
し
か
し
著
者
に
よ
れ 

ば

、
，
：
こ

の
.界
隣
で

'『

マ
.ヌ
グ
リH

』
，

は
完
全
：に
無
産
者
化
し
て
い
な
い
。
も
と 

も
と
：
*=
3
マ
ヌ
ヴy

;
H
』

は
耕
作
農

^
と
し
て
、，
現
状
か
ら
脱
却
ず
る
こ
と
を
深 

<
願

0
1て
“
た
。
•こ
の
た
め
彼
は
土
地
を
賃
偕
し
よ

.う
か
と
思
っ
た
。
し
か
し 

一：
人
で
は
思
う
に
：ま
が
せ
な
い
。
か
く
し
て『

マ
.ヌ
ヴ

リ

エ

.
，
.
は

生

活

に

必

要
 

な
だ
け
を
共
同
で
賃
借
し
た
。
な
か
に
は
農
業
奢
た
る
こ
と
を
放
棄
し
、
狩
微 

や
牧
養
で
立
つ
こ
と
を
考
え
る
者
も
あ
，っ
た
。
.ま
.た

『

マ
ル
シ
ャ
ン

』

の
手
許 

に
集
め
ら
れ
た
葡
萄
島
の
賃
借
者
と
し
て
、r

ゥ
ィ
ニ 

H. 

ロ
ン』

.化
す
る
者
も
出 

た
と
い
う

0
し
か
し
箸
者
に

■よ
れ
ば
、『

マ
''
ヌ
ヴ
リ
エ
■

』

：
は
何
よ
り
もr

フ
ァ 

ル
ム』

.

.経
営
の
労
働
力
と

.し
て
重
要
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
彼
は
収
獲
の
運
搬 

の
仕
^
に
使
わ
れ

'た
。『

フ
.
>
.
ル
，ム』

は
そ
'う
し
た
労
働
カ
を
創
出
す
る
以
外
に 

拡
大
の
途
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
,

.

-
 

『

フ
ァ
ル
ム』

の
設
定
に
よ
る
波
紋
に
つ
い
て
著
者
が
述
べ
た
と
こ
ろ
を
以
上 

に
お
い
て
概
観
し
た
。
著
者
の
指
摘
に
よ
る
ま
で
も
な
く

'『

フ
ァ
ル
ム』

の 

.経
営
の
担
，.い
.手
た
る
：，

『

ラ
ブ
ル
ー
.ル』

が

，.，
マ.
'
ル
シ
ャ
.
.
V
.
，
ラ

ブ

ルI
ル』

化
 

じ

，
た

と

と

は
1&
±
な
結
果
を
と
も
な
っ
た
。

『

ラ
ブ
ル

ー

ル』

：は

『

マ
ル
ゾ
ャ 

ン

.
+ー
ブ
ブ
ル'
I
.
ル
.

』

■
■
化

-:
^
极

子
_に
変

質

し*，
他

に

も

影

響

を

.及
ぼ
■す
ほ
ど
の
力

' 

.に
ま
で
成
長
し
て
い
，っ
た
。
そ
ぅ
し
た
な
か
で
せ
を
構
成
は
大
き
く
変
化
し

た
。
そ
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
，は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
包
立
の
希
望
：を
ま
.す
ま
す 

固
め
た『

ラ
ブ
ル
ー
ル
/ 

'農
業

企

業

家

と

し

て

，
徹

底

、
を

め

ざ

す

『

フ
ェ
ル
ミ 

工』

、
と

の

一

一

者

の

抬

頭

と
，

ほ
と
ん
ど
無
産
者
化
し

た『

マ
ヌ
ヴ

リ
エ』

の
出 

現
で
あ
つ

.た
の
で
あ
る
。

，
：

へ
U四
'

.
経
済
変
励
の
な
，か

で『

ブ
ル
ジ
ョ
ァ』

は
致
富
に
成
功
し
，
匍
主
に
ま
で
上 

舆
し
た
。
新
し
い
領
主
は『

フ
ァ
ル
ム』

設
定
の
な
か
：で
土
地
に
対
す
る
彼
の 

関
心
を
満
足
さ
せ

.、
生
活
の
安
定
を
期
し
た
。
.そ
■の
こ
と
の
な
か
で
'『

ラ
ブ
ル 

I
ル』

は
.■

『

フ
べ
ェ
ル
ミ
エ』

と
し
て
登
，場
し
た》

『

...
フ

-
ル
ミ
エ
.

』

は

■

『

'マ
ル
'シ 

ャ
ン

•
ラ
ブ
ル
ー
ル』

と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
よ
つ
，て
上
昇
の
機
会
を
狙
つ 

た
。
若
干
の
者
は
耕
作
農
民

.の
途
を
選
び
、
他
の
者
は『

ラ
ェ
ル
ミ

.エ』

と
し 

て
徹
底
す
る
と
と
を
考
え
た
。
領
主
と
の
関
係
に
お
い
て
前
者
は
共
同
地
の
収 

奪
に
大
き
な
不
満
を
感
じ
た
。
.後
者
は
賃
貨
借
の
.契
約
で
苛
酷
な
条
件
を
耍
求 

さ
れ
た
'時
、
領
主
に
強
い

.反
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
に
そ
れ
が
■い
か 

な
る
形
で
現
わ
れ
る
の
か
。
十
八
世
紀
，で
は
実
に
こ
れ
、が
問
題
で
あ
る
。
著
者 

に
よ
れ
ば
、
.そ
う
し
た
展
開
の

.出
発
点
が
十
七
世
紀

.の
発
展
.の
な
か
で
傘
備
さ 

れ
た
と
い
う

.の
で
あ

0
.た
0 

'問
題
は
こ
う
し
た
著
者
の
理

•
冷
研
究
史

.の
な
か
で
.ど
う
位
置
づ
け
る
か
'で 

あ
ろ
.う
.
冒

5/
に
劍
.れ
た
如
く 

.
'
こ
.の
時
抑
を
极
つ

.た

.研
究

は

.
今

日

よ

う

や

く
 

開
始
さ
れ
た

.ば
か
り
で
あ
る
。
従
つ
，て
そ
れ
は
4
後
に
お
け
る
研
究
の
展
開
の 

'な
か
で
.果
さ
る
べ
き
課
題
と

‘い
う
ほ
か
な
い
の
で

'は
な
い
か
。
し
か
し
十
七
世 

紀
の
研
究
を
こ
う

.ま
で
長

.く
放
置
し
た
こ
と
に
つ

.い
て

：
は

怠

慢

，
の
.
誘

り

を

免

か

書

：

評

：

■

れ
ま
い
。
豊
か
な
史

^
:の
存
在

.は
本
書
に
よ
つ
て
も
確
認
さ
れ
る

。.
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川
元
英1

一
著'『

K

■
メ
リ
.
力
.退

職

年

金

制

度

』

.

.

.

.

. ..

.■*.
 

. 

;

.
' 

.

.

-

庭
.

田

範

-.秋

- 

. 

■

.

わ
が
国
に
'お
い
て
も
，
退
職
年
金
制
度
が
ょ
ぅ
や
く
取
り
上
げ
ら
.れ
.て
、
論 

議

9
-M
象
と
な
る
に
従
い

*
こ
の
制
度
に
関
す
る
研
究
が
着
手
せ
ら

it
て
、
そ 

の
成
果
と
し
て
の
論
文

1̂
相
次
ぎ
、
若
干
の
書
物
が
公
刊
せ
ら
れ
た
。
本
書
も 

そ
の
ぅ
ち
の

.

1

つ
で
あ
っ
て
、

長
い
間
日
本
生
命
保
険

.相
互
会
社
に
籍
を

® 

き

.1
保
険
の
実
際
忆
深
い
経
験
と
知
識
を
有
す
る
川
元
氏
が
、
保
険
の
実
務
に 

携
わ
り
な
が
'ら
不
断
の
理
論
的
砑
究
を
行
わ
れ
て
，「

生
命
保
険
経
営」

誌
や 

「

保
険
学
雑
誌」

‘
な
ら
び
に「

商
学
論
集」

誌
に
、

そ
の
時
々
に
発
表
せ
ら
れ 

た
論
文
'に
加
筆
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
、

一
冊
..の
書
に
；、ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ 

る
。
著
者
は
昔
時
ィ
ギ
リ
ス
に

.遊
学
も
せ
ら
れ
、
•過
去
の
一
時
期
と
現
在
関
西 

大
学
で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
'.,こ
の
道
の
择
験
考
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

,
本
書
は
、
著
者
が
そ
の「

凡
例」

で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
ょ
ぅ
に
、

0
*
¥ 

マ
ッ
ギ
ル
の
著
書
な
為
び
に
編
著
、

K」

ブ
ラ
ッ
マ
、の
著
書
、；そ
れ
に
；ハ
ミ

ル
ト 

ゾ
と
ブ

p..ン
ソ
ン
両
氏
め
共
著
を
主
な
参
考
文
献
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の 

で
あ
る
。

マ
ッ
ギ
ル
は
保
険
関
係
教
授
や
講
師
を
十
数
名
も
擁
す
る
ぺ
ゾ
シ
ル
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