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一
七
世
紀
後
半
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
の
農
村
に
お
け
る
消
費
活
動

　
　
－
家
屋
と
家
財
道
具
か
ら
－

ー
　
は
じ
め
に

　
近
世
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
経
済
史
を
論
じ
る
際
、
「
大
改
築

（
9
①
9
内
①
巨
旨
｝
o
q
）
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
W
．
G
．

ホ
ス
キ
ン
ス
が
提
唱
し
た
概
念
で
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世

紀
前
半
に
全
国
の
農
村
で
生
じ
た
家
屋
の
増
改
築
現
象
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
こ
の
増
改
築
は
家
屋
の
高
層
化
と
部
屋
数
の
増
大
、

各
部
屋
の
機
能
分
化
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
立
を
含
ん
で
お
り
、

ま
た
家
財
道
具
の
充
実
を
同
時
に
伴
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

：
ハ
世
紀
中
葉
に
始
ま
る
穀
物
価
格
の
上
昇
と
い
う
現
象
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
恩
恵
を
得
た
フ
リ
ー
ホ
ー
ル
ダ
ー
が
主
な
担
い
手
で
あ

う
た
。
「
大
改
築
」
の
結
果
、
全
国
の
死
亡
率
が
低
下
し
、
し
た

が
っ
て
人
口
増
加
が
生
じ
た
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
人
口
史

石
　
　
　
井

健

研
究
へ
一
石
を
投
じ
る
と
と
も
に
、
「
一
う
い
っ
た
消
費
活
動
が
国

朴
産
業
の
活
動
を
指
摘
し
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
ト
エ
業
化
を
も
た
ら

し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
「
大
改
築
」

の
時
期
の
面
で
批
判
を
受
け
た
が
、
概
念
の
中
身
白
体
は
な
お
も

有
効
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
社
会
生
活
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な

　
　
　
・
　
　
　
　
　
（
1
）

導
き
手
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
拙
稿
「
十
七
世
紀
中
葉
の
西
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
の
農

村
」
に
お
い
て
扱
っ
た
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
ワ
イ
川
流
域
の
農
村
地

帯
は
「
大
改
築
」
が
早
い
時
期
に
生
じ
て
も
お
か
し
く
な
い
地
域

で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
ワ
イ
川
が
も
た
ら
す
肥
沃
な
土
壌
に
よ
り
有

　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

数
の
穀
物
生
産
地
域
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ス
キ
ン
ス
の
議

論
に
従
え
ぱ
、
こ
の
地
域
の
フ
リ
ー
ホ
ー
ル
ダ
ー
た
ち
は
穀
物
価

格
の
上
昇
か
ら
利
益
を
得
て
、
そ
れ
を
家
屋
の
増
改
築
や
家
具
の
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充
実
に
当
て
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
本
当
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
本
当
に
「
大
改
築
」
は

生
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
点
を
検
証
し
、
そ
れ
を

通
じ
て
、
こ
の
地
域
の
消
費
活
動
の
実
態
を
、
限
ら
れ
た
視
角
－
か

ら
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
以
下
の
考
察

で
使
用
す
る
史
料
の
説
明
と
本
稿
の
考
察
対
象
の
特
定
で
あ
る
。

第
二
に
、
ワ
イ
川
流
域
の
農
村
社
会
に
お
い
て
、
家
屋
は
主
に
ど

の
程
度
の
規
模
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
各
部
屋
の
機
能
分
化
が

ど
の
程
度
進
ん
で
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
第
三
に
、
同
地
域
に

つ
い
て
、
家
財
道
具
の
所
有
状
態
を
通
じ
て
、
そ
の
充
実
度
を
探

る
。

2
　
予
備
考
察
・
・
史
料
と
考
察
対
象

　
本
稿
第
三
節
以
下
の
考
察
に
お
い
て
主
に
使
用
す
る
史
料
は
検

認
遺
産
目
録
（
？
o
罫
8
－
…
彗
↓
o
ユ
鶉
）
で
あ
る
。
一
七
世
紀

の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
い
て
、
遣
言
を
残
す
こ
と
は
一
般
的
な
憤

習
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
遺
言
を
執
行
す
る
に
先
立
ち
、
死
者
の
所

有
し
て
い
た
動
産
を
列
挙
し
査
定
し
て
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
が

行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
検
認
遺
産
目
録
で
あ
る
。
こ
の
目
録
を
教
会

裁
判
所
に
提
出
し
、
主
教
の
検
認
を
受
け
る
こ
と
が
当
時
の
人
々

に
と
づ
て
は
遺
言
を
執
行
す
る
上
で
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た

が
、
結
果
と
し
て
我
々
に
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
様
々
な
側

面
を
知
る
た
め
の
重
要
な
史
料
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な

ぜ
沈
ら
ぱ
、
一
一
の
目
録
は
様
々
な
「
動
産
」
を
記
述
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
動
産
」
と
は
「
不
動
産
」
す
な
わ
ち

土
地
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
（
家
屋
な
ど
）
を
除
く
一
切
の

財
産
を
指
し
、
衣
類
や
様
々
な
家
財
道
具
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

農
具
や
工
且
ハ
、
原
材
料
、
家
畜
、
収
穫
物
及
び
育
成
中
の
農
作
物
、

食
料
、
現
金
、
債
権
、
借
地
権
を
も
合
む
幅
広
い
概
念
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
遺
産
目
録
は
古
く
か
ら
農
業
史
研
究
に
活
用
さ
れ

て
き
た
ほ
か
、
近
年
で
は
当
時
の
消
費
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

め
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
ま
た
、
こ
の
遺
産
目
録
は
、
部
屋
、
こ
と
、
家
屋
ご
と
に
査
定
が

な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ぱ
「
ホ
ー
ル
に
は
（
巨
亭
①

雷
昌
）
」
と
い
っ
た
書
き
出
し
で
項
目
が
始
ま
り
、
そ
の
部
屋
に

お
か
れ
て
い
る
動
産
が
列
挙
さ
れ
、
査
定
額
が
記
述
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
づ
た
記
述
が
行
わ
れ
て
い
る

遺
産
目
録
を
使
う
こ
と
で
、
当
時
の
家
屋
に
ど
の
よ
う
な
部
屋
が

存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
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を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
建
築
史
の
分
野
で
精
カ
的
に
進
め
ら
れ

　
（
4
〕

て
き
た
。

　
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
し
た
が
い
、
検
認
遺
産

目
録
を
利
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
検
認
遺
産
目
録

を
史
料
と
し
て
扱
う
際
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
り
、
扱
い

に
は
十
分
に
注
意
す
べ
き
事
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
の
何
点
か
は
本
稿
の
考
察
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
た
め
、

以
下
に
列
挙
し
て
お
く
。
第
一
に
、
当
然
な
が
ら
こ
の
史
料
に
は

不
動
産
は
合
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
・
死
者
の
全
財
産
を
示
す
も
の

で
は
な
い
。
遺
言
状
に
は
不
動
産
の
譲
渡
も
触
れ
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
規
模
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
が
記
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
死
者
の
全
財
産
を
問
題
と
す
る
場

合
に
は
、
マ
ナ
ー
記
録
な
り
他
の
史
料
と
重
ね
合
わ
せ
た
上
で
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
ワ

イ
川
流
域
の
農
村
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
該
当
す
る
史
料
は
現
存

せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
死
者
の
全
財
産
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
か

を
知
る
す
べ
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
消
費
活
動
を
問
題

と
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
死
者
の
全
財
産
を
知
る

必
要
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
こ
の
問
題
点
の
影

響
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
す
べ
て
の
動
産
が
個
別
に
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
個
別
に
記
述
し
査
定
す
る
に
当
た
ら
な
い
と
査
定
人
が

判
断
し
た
細
々
と
し
た
も
の
は
「
真
録
（
σ
轟
ω
ω
）
何
ポ
ン
ド
、

白
目
（
君
ミ
け
胃
）
何
ポ
ン
ド
」
と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
名
で
一
括

り
に
記
述
・
査
定
さ
れ
て
い
た
り
、
そ
の
他
の
項
目
に
含
め
ら
れ

て
い
た
り
、
あ
る
い
は
査
定
す
ら
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
個
別

に
登
場
し
て
こ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
存
在
し
な
か
っ
た

と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
遺
産
目
録
に
個
別
物
品
名
が
記
述
さ
れ
て
い
る
割
合

は
実
際
に
存
在
し
て
い
た
割
合
よ
り
も
過
小
評
価
さ
れ
て
現
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
第
三
に
、
二
番
目
と
似
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
部
屋

が
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
別
に
記
述
・
査
定
す
る

必
要
の
な
い
細
々
し
た
雑
貨
の
み
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る

い
は
空
き
部
屋
の
場
合
、
こ
う
い
っ
た
部
屋
が
記
述
さ
れ
る
可
能

性
は
極
め
て
低
い
。
実
際
、
「
ホ
ー
ル
の
上
の
部
屋
（
、
暮
①
O
爵
昌
．
・

げ
實
O
く
胃
；
①
｝
昌
．
．
）
」
と
い
う
項
目
で
そ
の
部
屋
に
置
か
れ

て
い
る
動
産
の
記
述
は
あ
り
な
が
ら
、
当
の
ホ
ー
ル
に
つ
い
て
は

そ
の
項
目
で
始
ま
る
動
産
の
記
述
が
な
い
史
料
が
存
在
す
る
が
、

こ
れ
な
ど
は
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
、
；
①
O
亭
昌
幕
鶉
．
、
、
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、
、
『
o
o
昌
ω
．
、
と
複
数
の
部
屋
を
ま
と
め
て
記
述
し
て
い
る
史
料
も
あ

り
、
実
際
に
は
何
部
屋
あ
る
の
か
、
ど
の
部
屋
に
何
が
置
か
れ
て

い
た
の
か
、
そ
の
部
屋
の
用
途
は
何
か
等
が
分
か
ら
な
い
場
合
も

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
遺
産
目
録
に
登
場
す
る
部

屋
数
は
実
際
に
存
在
し
た
部
屋
数
よ
り
も
少
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
部
屋
名
の
記
述
が
全
く
な
い
史
料
の
場
合
、
こ
れ
は
部

屋
ご
と
に
記
述
し
よ
う
と
い
う
関
心
が
査
定
人
に
な
か
っ
た
た
め

な
の
か
、
あ
る
い
は
部
屋
ご
と
に
分
け
て
記
述
す
る
ほ
ど
動
産
を

所
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
、
ま
た
あ
る
い
は
そ
も
そ
も

掘
っ
建
て
小
屋
の
よ
う
に
部
屋
割
り
の
な
い
家
屋
だ
っ
た
か
ら
な

の
か
、
い
ず
れ
の
場
合
が
該
当
す
る
の
か
を
検
認
遺
産
目
録
か
ら

だ
け
で
判
断
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
は

部
屋
割
り
の
な
い
家
屋
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
史
料
的
に
は
裏
付

け
よ
う
が
な
い
た
め
、
考
察
の
対
象
外
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
第
四
に
、
す
べ
て
の
人
が
遺
産
目
録
を
残
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。

当
然
な
が
ら
、
残
せ
る
だ
け
の
動
産
を
生
前
所
有
し
て
い
た
人
に

限
ら
れ
る
。
こ
れ
は
主
に
「
中
産
層
以
上
」
の
人
々
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
例
外
的
に
労
働
者
層
が
残
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
中
で
も
比
較
的
成
功
し
た
、
裕
福
な
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

分
を
意
味
し
、
そ
の
意
味
で
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
検
認
遺
産
目
録
が
示
す
の
は
あ
る
社
会
全
体
の
比
較
的
裕
福

な
限
ら
れ
た
人
々
、
そ
れ
も
死
者
の
動
産
の
み
で
あ
る
。

　
四
番
目
の
問
題
点
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
と
な
る
社
会
層
が
自

ず
と
主
に
動
産
を
残
せ
た
「
中
産
層
以
上
」
に
限
定
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
一
七
世
紀
中
葉
ヘ
リ
フ
才
i
ド

州
ワ
イ
川
流
域
の
農
村
地
帯
に
お
い
て
は
、
主
に
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー

層
、
ヨ
ー
マ
ン
層
、
そ
し
て
職
人
や
商
人
、
上
層
の
ハ
ズ
バ
ン
ド

マ
ン
を
合
む
庶
民
層
と
な
る
。
た
だ
し
、
目
録
を
残
し
た
労
働
者

も
庶
民
層
の
一
部
と
し
て
扱
う
。
ま
た
、
一
部
の
女
性
も
遺
産
目

録
を
残
し
て
い
る
が
、
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
を
除
い
て
は
、
一

つ
の
独
立
し
た
社
会
集
団
と
し
て
扱
う
。
以
上
の
人
々
は
ち
ょ
う

ど
一
七
世
紀
後
半
の
炉
税
（
＝
①
彗
暮
↓
實
）
ど
支
払
っ
た
風
に

当
た
り
、
ワ
イ
川
流
域
の
農
村
社
会
で
は
上
位
約
六
〇
％
を
し
め

　
　
　
　
（
6
）

る
集
団
で
あ
る
。
ま
た
、
「
大
改
築
」
の
担
い
手
と
さ
れ
る
フ
リ

ー
ホ
ー
ル
ダ
ー
層
と
お
よ
そ
重
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の

社
会
層
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
本
稿
の
目
的
を
満
た
す
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
考
察
対
象
の
時
期
は
ニ
ハ
六
〇
年
か
ら
ニ
ハ
八
○
年
に

隈
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
対
象
と
な
る
検
認
遺
産
目
録
が
ニ
ハ
六
〇

年
以
降
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ヘ
リ
フ
ォ
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ー
ド
文
書
館
（
葭
①
；
｝
o
己
宛
①
8
a
O
蔀
o
①
）
に
は
、
調
査
時
点

（
一
九
九
六
年
）
で
ニ
ハ
八
O
年
ま
で
の
分
し
か
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

が
存
在
せ
ず
、
予
備
調
査
に
は
煩
雑
な
予
問
と
時
問
を
要
す
る
た

め
、
隈
ら
れ
た
調
査
時
問
を
考
慮
し
て
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
断

念
し
た
。
し
か
し
、
対
象
期
間
は
ほ
ぼ
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
治
下
の

王
政
復
古
時
代
に
当
た
り
、
そ
れ
白
体
は
一
つ
の
意
味
あ
る
時
期

　
（
7
〕

で
あ
る
。

3
　
考
察
一

：
家
屋

　
一
七
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
家
屋
は
犬
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ

っ
た
。
森
林
の
減
少
と
木
材
価
格
の
上
昇
の
た
め
、
家
屋
は
次
第

に
中
世
に
は
一
般
的
で
あ
づ
た
木
造
建
築
か
ら
石
造
・
煉
瓦
造
へ

と
移
り
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
σ
そ
れ
は
ま
た
、
時
代
の
流
行

で
も
あ
っ
た
。
特
に
煉
瓦
建
築
の
流
行
は
、
南
東
部
地
域
を
先
頭

に
南
西
部
か
ら
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
ヘ
、
ま
た
貴
族
の
屋
敷
か
ら
庶
民

の
民
家
に
ま
で
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
は
完
全
に
煉
瓦
建
築

に
建
て
替
え
る
場
合
の
他
、
既
存
の
建
物
の
一
部
を
煉
瓦
造
に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

築
す
る
場
合
も
合
ま
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
で
は
一
七
世
紀
後
半
に
お
い
て

も
森
林
が
豊
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
逆
に
時
代
の
流
行
か
ら
敢
り
残

さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
こ
で
は
木
造
建
築
が
民
家
か
ら

ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
屋
敷
に
至
る
ま
で
標
準
で
あ
っ
た
。
ワ
小
川
流

域
の
農
村
も
例
外
で
は
な
い
。
木
造
建
築
が
標
準
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
g
）

は
現
存
す
る
当
時
の
民
家
が
如
実
に
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

は
史
料
か
ら
も
窺
え
る
。
例
え
ぱ
、
オ
ル
ム
リ
ー
教
区
の
教
区
委

貞
・
貧
民
監
督
官
の
会
計
簿
ニ
ハ
六
四
年
五
月
一
日
の
項
に
は
前

年
度
に
教
区
住
民
の
家
屋
建
築
の
た
め
に
資
金
を
提
供
し
た
こ
と

を
示
す
項
目
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
資
材
と
し

て
木
材
と
枠
組
（
H
s
昌
①
）
を
運
搬
し
、
屋
根
を
藁
葺
き
に
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

壁
を
木
ず
り
土
壁
（
峯
団
；
①
o
■
o
o
彗
σ
）
に
し
た
と
あ
る
。
明

ら
か
に
、
こ
の
家
屋
は
木
造
建
築
で
あ
る
。

　
建
築
構
法
自
体
中
世
の
伝
統
を
色
濃
く
残
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
の
木
造
家
屋
で
よ
く
使
わ
れ
た
建
築
構
法
は
二

つ
あ
る
。
ク
ラ
ッ
ク
（
o
；
鼻
）
建
築
と
木
造
枠
組
（
饒
昌
げ
胃
．

申
s
昌
＆
）
建
築
で
あ
る
。
ク
ラ
ッ
ク
建
築
と
は
、
ク
ラ
ッ
ク
す

な
わ
ち
湾
曲
し
た
柱
で
屋
根
を
支
え
て
い
る
建
物
の
こ
と
で
あ
る
。

中
世
末
以
来
使
わ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
こ
の
タ
イ
プ
の
家
屋
は

ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
に
最
も
多
く
み
ら
れ
る
。
木
造
枠
組
建
築
の
場

合
、
枠
組
み
の
パ
タ
ー
ン
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
が
、
ヘ

リ
フ
ォ
ー
ド
州
で
一
般
的
だ
っ
た
の
は
ク
ロ
ー
ズ
・
ス
タ
ッ
デ
ィ
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ン
グ
（
〇
一
〇
ω
①
ω
g
g
ぎ
o
q
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
木
造
枠
組
の
中
で

も
最
も
簡
素
で
古
い
タ
イ
プ
で
、
狭
い
問
隔
で
問
柱
（
ω
ε
o
）

を
並
べ
て
枠
組
み
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ
リ
フ

ォ
ー
ド
州
の
木
造
建
築
は
基
本
的
な
構
法
に
つ
い
て
は
中
世
的
伝

統
に
し
た
が
り
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
－
か
し
な
が
ら
、
完
全

に
す
べ
て
が
申
世
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
石

造
ま
た
は
煉
瓦
造
の
煙
突
を
導
入
し
て
い
た
り
、
上
階
を
導
入
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

た
り
と
い
っ
た
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
検
認
遺
産
目
録
に
現
れ
る
部
屋
の
数
は
、
そ
の
よ
う
な
部
分
的

な
改
築
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
二
四
七
通
の
検

認
遺
産
目
録
の
中
に
は
五
六
軒
分
、
＝
二
九
室
の
室
名
が
記
述
さ

れ
て
お
り
、
一
軒
当
た
り
の
平
均
部
屋
数
は
五
・
七
部
屋
で
あ
る
。

た
だ
し
、
半
分
の
家
屋
で
上
階
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
点
を
考
慮
す
る
と
、
平
屋
建
て
の
場
合
は
最
小
一
部
屋
、
最
大

六
部
屋
で
平
均
二
壬
三
部
屋
、
二
階
建
て
以
上
に
な
る
と
少
な
く

と
も
三
部
屋
以
上
あ
り
、
平
均
で
約
九
部
屋
へ
と
増
大
す
る
（
表

1
）
。
一
七
世
紀
の
も
う
と
も
基
本
的
な
木
造
建
築
の
場
合
、
一

階
中
央
に
ホ
ー
ル
、
そ
の
左
右
に
パ
ー
ラ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
ル
ー
ム

を
配
置
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
．
建
築
史
で
言
う
と
こ
ろ
の
貫

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

通
通
路
家
屋
型
で
あ
る
。
史
料
の
性
格
上
、
先
の
平
均
値
は
過
小

評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
も
う
少
し
部
屋
数
は

多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
二
階
部
分
を
増
築
す
る
な
り
、

翼
部
分
を
増
築
す
る
な
り
、
大
き
な
部
屋
を
複
数
の
小
さ
な
部
屋

に
分
割
す
る
な
り
と
い
っ
た
部
分
的
な
増
改
築
が
行
わ
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
同
時
期
の
他
地
域
と
比
較
す
れ
ぱ
、
そ
の
歩

み
は
遅
か
ウ
た
と
い
え
る
。
例
え
ぱ
エ
セ
ッ
ク
ス
州
中
部
の
農
村

で
は
一
家
屋
当
た
り
平
均
八
部
屋
で
、
そ
の
大
部
分
が
上
階
を
持

ち
、
ま
た
、
グ
ロ
ス
タ
ー
州
南
部
の
農
村
で
は
約
七
部
屋
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

た
が
、
や
は
り
八
割
近
く
が
上
階
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ

の
多
く
の
家
屋
は
ヨ
ー
マ
ン
の
家
屋
で
あ
る
。
一
方
、
ワ
イ
川
流

域
の
場
合
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
星
敷
が
約
一
一
部
屋
、
そ
れ
以
外

の
階
層
の
民
家
で
は
四
部
屋
か
ら
五
部
屋
が
標
準
的
な
部
星
数
で

あ
っ
た
（
表
1
）
。

　
ま
た
、
ワ
イ
川
流
域
の
家
屋
プ
ラ
ン
は
基
本
的
に
は
貫
通
通
路

家
屋
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
う
で
な
い
可
能
性
を
示
唆
す
る

記
述
が
検
認
遺
産
目
録
か
ら
読
み
と
れ
る
。
納
屋
の
記
述
の
な
い

家
が
約
半
分
占
め
る
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
何
ら

か
の
家
畜
（
乳
牛
な
ど
）
を
所
有
し
て
い
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

農
家
の
場
合
に
は
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
に
多
か
っ
た
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
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で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
は
人
と
家
畜
が
同

じ
屋
根
の
下
で
生
活
す
る
民
家
の
こ
と
で
あ
る
。
申
世
に
多
く
見

ら
れ
る
家
屋
プ
ラ
ン
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
南
部
の
多
く
で
は
中

世
末
に
家
屋
の
狭
陽
化
か
ら
家
畜
部
屋
部
分
を
切
り
離
し
て
貫
通

通
路
家
屋
へ
移
行
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
で

は
一
七
世
紀
に
入
っ
て
も
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て

　
　
　
　
（
M
）

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
遺
産
目
録
に
現
れ
る
納
屋
を
持
た
な
い

（
し
か
し
、
家
畜
は
所
有
し
て
い
る
）
平
屋
建
て
二
－
三
部
屋
の

家
屋
に
当
て
は
ま
る
か
む
し
れ
な
い
。
と
す
る
と
、
家
屋
プ
ラ
ン

と
い
う
点
か
ら
は
未
だ
「
大
改
築
」
以
前
の
、
い
っ
そ
う
古
い
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帖
）

式
を
引
き
ず
っ
た
家
屋
が
な
お
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
各
部
屋
の
機
能
分
化
は
ど
の
程
度
進
ん
で
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
一
家
屋
内
の
部
屋
の
構
成
を
見
て
お
こ
う
。

平
均
で
四
な
い
し
五
部
屋
の
家
屋
の
場
合
、
そ
の
部
屋
の
構
成
は

ホ
ー
ル
、
チ
ェ
ン
バ
ー
、
バ
ー
ラ
ー
の
三
部
屋
に
台
所
、
貯
蔵
室
、

酪
農
室
な
ど
か
ら
二
部
屋
を
加
え
た
も
の
が
標
準
と
な
っ
て
お
り
、

商
人
や
職
人
の
家
屋
で
は
そ
の
選
択
肢
の
中
に
店
舗
が
合
ま
れ
て

い
た
。
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
家
屋
の
場
合
は
、
さ
ら
に
チ
ェ
ン
バ
ー

が
三
部
屋
か
ら
四
部
屋
増
え
、
そ
の
他
様
々
な
名
称
を
も
っ
た
部

屋
が
三
部
屋
合
ま
れ
た
。
ま
た
、
平
屋
の
場
合
、
ホ
ー
ル
と
チ
ェ

ン
バ
ー
に
も
う
一
部
屋
と
い
う
の
が
基
本
で
、
二
階
建
て
以
上
に

な
る
と
、
こ
れ
に
チ
ェ
ン
バ
ー
が
さ
ら
に
二
部
屋
と
バ
ー
ラ
ー
が

必
ず
付
け
加
わ
っ
た
。
と
く
に
二
階
建
て
の
家
屋
で
部
屋
数
が
四

部
屋
か
ら
五
部
屋
の
場
合
、
一
階
に
は
ホ
ー
ル
、
パ
ー
ラ
ー
、
台

所
や
貯
蔵
室
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
ル
ー
ム
が
存
在
し
、
二
階
に
チ
ェ

ン
バ
ー
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
二
階
に
あ
る

部
屋
の
三
分
の
二
は
チ
ェ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
残
り
は
ソ
ー
ラ
ー
が

六
分
の
一
、
そ
の
他
二
割
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
六
部
屋
、
七

部
屋
と
な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
分
チ
ェ
ン
バ
ー
の
数
が
増
え
て
く

　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

る
こ
と
に
な
る
（
表
1
）
。

　
以
上
か
ら
ど
の
家
屋
で
も
ま
ず
ホ
ー
ル
が
あ
づ
た
こ
と
が
分
か

る
が
、
で
は
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
検
認

遺
産
目
録
に
記
述
さ
れ
た
ホ
ー
ル
の
実
に
九
割
は
屠
問
や
食
堂
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
半
数
の
ホ
ー
ル
で
は
台
所
代
わ
り

に
そ
こ
で
調
理
も
行
わ
れ
て
い
た
（
表
2
）
。
こ
れ
は
ど
の
階
層

に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
機
能
の
集
中
は
ホ
ー

ル
が
中
世
の
伝
統
を
守
っ
て
な
お
も
家
屋
の
中
で
家
庭
生
活
の
中

心
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
ホ
ー
ル
が
調
理
場
も
兼
ね
て
い
た
と
い
う
点
が
台
所
を
も
つ

家
屋
が
少
な
い
こ
と
の
理
由
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
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表1各部屋の有無（職業・身分別）

計 平均炉数 平均部屋敏 ホール 台　所 パーラー 貯蔵室 チェンバー

ジェントリー＆聖職者 1l 82 Il．2 818％ 455％ 727％ 364％ 818％
目　　一　　マ　　ン 15 15 47 867％ 26．7％ 柵．0％ 267％ 800％
ハズパンドマシ，職人＆商人 10 2．O 40 70．O％ 200％ 400％
寡

100％ 90．O％

娚 6 27 45 667％ OO％ 83茗％ oo％
不 mOO％明 14 12 4．1 929％ 357％ 357％ 28．6％ 64．3％

全 体 56 27 5．7 821％ 286％ 500％ 23．2％ 804％

一　階　建　て 29 1．6 2．8 724％ 172％ 241％
二階建て以上

OO％ 621％27 4．o 88 926％ 40．7％ 778％ 481％ 1oo．o％

ソーラー セヲー 酪農室 店　舗 その他 納　屋

ジーントリー＆聖職者 91％ 364％ ヨ6．4％ O．O％ 727％ 54．5％

≡ヨ　　ー　　マ　　ン 20．o％ o．o％ 20．O％ 67％ 333％
ハズパンドマン，職人＆商人

400％
200％ 300％ 100％ 30皿％ 200％

寡
500％

婦 333％ 00％ 333％ 工67％ 333％
不

667％
明 71％ oo％ 143％ 71％ 2島6％ 42．9％

全 体一
161％ 一2．5％ 21．4％ m．7％ 375％ 482％

一　階　建　て 1oヨ％ 3．4％ 1O．3％ ］72％ 276％
二階建て以上

姻3％
22．2％ 222％ 333％ 3．7％ 481％ 481％

原典．太立津rR1基昭原典。本文注（6〕参照

　
居
問
．
食
堂
．
調
理
場
と
し
て
の
ホ
ー
ル
像
は
、
ロ
ン
グ
ハ
ウ

ス
で
あ
れ
、
貫
通
通
路
家
屋
で
あ
れ
、
こ
の
地
域
の
民
家
が
ホ
ー

ル
に
上
階
の
な
い
オ
ー
プ
ン
ホ
ー
ル
型
で
あ
っ
た
印
象
を
与
え
る

が
、
炉
税
台
帳
に
よ
れ
ぱ
炉
が
一
つ
の
世
帯
が
七
五
％
か
ら
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
7
）

％
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
推
測
は
一
層
強
化
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ホ
ー
ル
を
も
っ
て
い
る
家
屋
の
場
合
、
パ
ー

ラ
ー
や
チ
ェ
ン
バ
ー
、
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
ル
ー
ム
に
炉
が
置
か
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
（
表
2
）
。
し
た
が
っ

て
、
ワ
イ
川
流
域
の
民
家
は
基
本
的
に
中
世
様
式
の
設
計
思
想
を

継
承
し
た
家
屋
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
れ
は
パ
ー
ラ
ー
の
利
用
の
仕
方
を
見
て
杢
言
え
る
こ
と
で
あ

る
。
近
代
的
な
家
屋
で
は
パ
ー
ラ
ー
が
屠
問
の
中
心
で
あ
る
。
し

か
し
、
ワ
イ
川
中
流
域
の
家
屋
で
は
パ
ー
ラ
ー
は
居
間
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
同
時
に
食
堂
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
ぱ
か
り

か
、
約
半
数
は
貯
蔵
・
物
置
と
し
て
、
さ
ら
に
は
寝
室
と
し
て
も

利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
寝
室
と
し
て
の
パ
ー
ラ
ー
」
は
中
世

末
の
家
屋
に
多
い
利
用
法
で
あ
る
。

　
チ
ェ
ン
バ
ー
は
主
に
寝
室
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
貯

蔵
．
物
置
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
在
く
な
い
。
こ
れ

は
全
国
的
に
見
ら
れ
る
利
用
の
仕
方
で
、
穀
物
や
肉
の
貯
蔵
用
の
　
伽
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　　　　　　　　　　　　　　表2

（1）利用目的の部屋別割合

　　　　　　　　　　　　利用目的

部屋の利用目的

部屋名 計 調理場 居　間 食　堂 貯蔵室 寝　室 その他 二　階 炉

47 147％ 581％ 410％ 538％ 61％ O．7％ 214％ oo％ 439％
ホ 一

’レ

台 所 16 5．o％ 326％ 2．O％ 26％ 30％ 07％ 14．3％ oo％ 228％

33 103％ 00％ 29．O％ 33．3％ 9．7％ 127％ oo％ 血o％ 88％
’｛ 一　ラ 一

貯 蔵 室 13 41％ OO％ 20％ OO％ 79％ O．7％ o．o％ OO％ 18％

チェンパー H5 361％ OO％ 200％ 64％ 364％ 664％ OO％ 657％ 15畠％

一　ラ 13 41％ O．O％ o．o％ OO％ 61％ 4．5％ OO％ 一29％ O．O％

ソ ■

8 25％ OO％ OO％ O．O％ 4呂％ OO％ OO％ OO％ oo％
セ ラ ’

酪 農 室 12 38％ OO％ 10％ oo％ 61％ oo％ 214％ O．O％ 00％

店 舗 6 1．9％ o．o％ 0．O％ 00％ 1．2％ O．O％ 35．7％ O．O％ O．O％

他 56 176％ 93％ 50％ 38％ 18．8％ 14．2％ 71％ 214％ 70％
そ の

計 319 1OOO％ 100．O％ 1000％ lOOO％ lOO．O％ 1000％ 100．O％ lOOO％ 1000％

（2）各部屋の利用目的別割合（複数回答あり）

　　　　　　利用目的

部星名 調理場 居　間 食　堂 貯蔵室 寝　室 その他 二　階 炉

532％ 872％ 894％ 213％ 21％ 6．4％ oo％ 532％
ホ 】

’レ

台 所 87．5％ 125％ 12．5％ 313％ 63％ 125％ oo％ 81．3％

一　ラ oo％ 879％ 788％ 485％ 51．5％ OO％ OO％ 15．2％

パ 一

貯 蔵 室 oo％ 15．4％ o．o％ 1OOO％ 77％ o．o％ 00％ 77％

チェンパー 00％ 一7．4％ 4．3％ 522％ 77．4％ o．o％ 400％ 78％

一　ラ o．o％ 0．O％ O．O％ 76．9％ 462％ OO％ 69．2％ 00％
ソ ■

oo％ oo％ O．O％ 100．O％ 00％ o．o％ oo％ oo％
セ ラ ■

酪 農 室 OO％ 83％ OO％ 833％ OO％ 250％ oo％ OO％

店 舗 O．0％ OO％ o．o％ 33．3％ O．O％ 8ヨ3％ 00％ 00％

他 71％ 89％ 54％ 554％ 33．9％ 1．8％ 268％ 71％
そ の

注1二階＝二階にある部匿　炉＝炉のある都屋

原典1本文注（6）参照

部
屋
と
寝
室
用
の
部
屋
は
ふ
つ
う
別
物
で

（
1
8
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
寝
室
に
収
納
用
の
櫃

や
箱
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

ま
た
、
寝
室
一
部
星
に
ベ
ッ
ド
が
二
、
三

人
分
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
れ
で
な
い
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
脚
輪
付
き
ベ
ッ
ド
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
使
用
し
な
い
と
き
は
他

の
ベ
ッ
ド
の
下
に
し
ま
づ
て
お
け
る
の
で
、

狭
い
ス
ペ
ー
ス
を
有
効
に
使
う
こ
と
が
出

来
る
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
一
人
当

た
り
の
屠
住
空
間
が
十
分
な
広
さ
を
も
た

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
他
方
、

ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
屋
敷
で
は
、
各
寝
室
に

ベ
ッ
ド
が
一
つ
し
か
な
い
場
合
が
多
く
、

こ
う
い
っ
た
家
屋
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が

浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
そ
の
他
の
部
屋
に
つ
い
て
は
用
途
が
ほ

ぼ
固
定
さ
れ
て
い
■
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
用
途
の
特
化
し
た
部
屋
の
数
が
少
な

い
こ
と
自
体
、
中
世
的
な
建
築
様
式
を
引

602
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き
ず
っ
た
家
屋
が
多
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

4
　
考
察
二
：
家
財
遣
旦
ハ

　
一
七
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
い
て
、
家
財
道
具
の
普

及
は
物
品
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
ロ
ー
ナ
・
ウ
ェ
ザ

リ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
六
七
〇
年
代
の
段
階
で
大
き
く
一
二
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
と
い
う
。
第
一
に
、
こ
の
時
代
に
は

す
で
に
普
及
し
て
い
た
も
の
。
こ
れ
は
基
本
的
な
家
財
道
具
－

例
え
ば
、
ベ
ッ
ド
や
テ
i
ブ
ル
、
調
理
用
ポ
ッ
ト
ー
に
多
い
。

第
二
に
、
一
六
七
五
年
に
は
す
で
に
一
部
で
使
わ
れ
て
い
た
が
、

し
か
し
ま
だ
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
も
の
。
書
物
、
銀
製
品
、
テ

ー
ブ
ル
リ
ネ
ン
、
鏡
（
－
o
o
こ
目
o
q
σ
q
一
塞
ω
）
、
陶
器
（
①
彗
；
彗

奉
胃
①
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
後
の
普
及
の
度

合
い
に
よ
り
、
さ
ら
に
二
組
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
そ
の
後
も

ほ
と
ん
ど
普
及
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
書
物
や
銀
製
品
が
こ
れ
に

あ
た
る
。
と
く
に
銀
製
品
の
場
合
、
普
及
の
地
域
差
は
は
っ
き
り

と
し
て
い
て
、
こ
の
当
時
に
お
い
て
も
ロ
ン
ド
ン
で
は
他
地
域
よ

り
も
一
般
的
な
製
品
で
あ
っ
た
。
一
方
、
そ
の
後
劇
的
に
普
及
し

た
も
の
と
し
て
は
陶
器
、
鏡
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
三
に
、
当
時
の

新
製
品
。
こ
れ
に
は
＝
ハ
七
五
年
当
時
に
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
も
の
－
磁
器
（
〇
三
冨
）
や
ホ
ッ
ト
ド
リ
ン
ク
用
の
食

器
類
－
と
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
と
て
も
珍
し
か
っ
た
も
の

1
時
計
、
絵
画
、
窓
用
力
⊥
ア
ン
、
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
ー

と
が
合
ま
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
装
飾
的
で
あ
っ
た
り
、

新
し
い
食
習
慣
と
関
連
が
あ
っ
た
り
と
い
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い

た
。
こ
れ
ら
は
そ
の
後
一
七
〇
〇
年
か
ら
一
七
二
五
年
の
問
に
急

速
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
も
ま
た
地
域
差
が
あ
り
、

一
七
二
五
年
に
は
す
で
に
一
般
的
な
物
品
に
な
っ
た
地
域
も
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ぱ
、
い
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
地
域
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
翻
っ
て
、
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
ワ
イ
川
流
域
を
み
て
み
る
と
、
第

一
の
グ
ル
ー
プ
、
す
で
に
普
及
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
物
品

が
必
ず
し
も
十
分
に
普
及
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
（
表
3
）
。

寝
具
は
だ
い
た
い
ど
の
階
層
で
も
普
及
し
て
い
る
が
、
テ
ー
ブ
ル

は
ハ
ズ
バ
ン
ド
マ
ン
層
で
は
半
分
程
度
に
と
ど
ま
り
、
ポ
ッ
ト
は

ど
の
階
層
に
お
い
て
も
半
分
程
度
し
か
所
有
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

普
及
し
て
い
る
寝
具
に
し
て
も
、
よ
り
細
か
く
み
て
い
く
と
中
身

に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
ベ
ッ
ド
カ
ー
テ
ン
や
あ
ん
か
は
ジ
ェ
ン
ト

リ
ー
層
で
も
あ
ま
り
普
及
し
て
お
ら
ず
、
こ
う
い
っ
た
も
の
の
使

用
は
ま
だ
賛
沢
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ベ
ッ
ド
自
体
、

高
級
品
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
登
場
し
て
い
な
い
。
唯
一
記

306
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表3家財適具の所有割合

計
中 問　値

収納具 テープル
テープル
リネン

ポット 鏡 聖奮書籍
査定額 家財道果

ジ1ントリー＆聖職者 3一 £m6 £29 87．1％ 87．1％ 7L0％ 419％ 19．4％ 45．2％

ヨ　　　ー　　　マ　　　ン 57 £49 £11 737％ 754％ 754％ 404％ OO％ 35究

ハズパンドマン 5 £23 £6 80．O％ 400％ 400％ 600％ O．O％ OO％

職人＆商人 29 £19 £6 897％ 862％ 586％ 55．2％ 00％ o．o％

労　　働　　者 4 £14 £2 250％ 00％ 250％ 50．O％ OO％ oo％

募婦＆独身女性 盟 £19 £7 87．9％ 545％ 606％ 54．5％ 00％ oo％

不 明 88 £18 £5 670％ 55．7％ 341％ 477％ O．O％ 3．4％

全 体 2〃 £24 £7 76．1％ 664％ 5〃％ 47．4％ 24％ 77％

ペバ’一
枕 枕カパー シーツ 毛布 べ’ド

カーテン あんか その他
寝呉

枠組み カパー （全体）

’エントリー＆聖職者 87」％ 645％ 3筥．7％ 548％ 355％ 58．1％ 355％ 97％ 4L9％ 871％
ヨ　　ー　　マ　　ン 982％ 632％ 2圓1％ 737％ 49．1％ 614％ 12ヨ％ 7．0％ 333％ 98．2％

ハズパンド叩ン 1㏄o％ 800％ ○皿％ 目OO％ 200％ 400％ O．O％ OO％ 40．O％ 100．O％

職人＆商人 966％ 72．4％ 379％ 82．8％ 586％ 72．4％ m3％ 103％ 24」％ 96．6％

労　　働　　者 75．皿％ 250％ OO％ 750％ 750％ 750％ O．O％ o．o％ 250％ 1000％

寡婦＆独身女性 879％ 636％ 24．2％ 78．8％ 485％ 606％ 18．2％ 6．1％ 212％ 879％
不 明 784％ 489％ 11．4％ 489％ 341％ 443％ 57％ 胴％ 227％ 78．4％

金 体 87．9％ 591％ 231％ 644％ 42．9％ 559％ 130％ 61％ 279％ 88－3％

原典．本文注（6）参照

述
が
あ
る
の
は
「
ダ
マ
ス
ク
ス
製
ベ
ッ
ド
（
艮
目
凹
島
σ
＆
）
」

だ
け
で
あ
る
。
他
方
、
「
古
い
」
と
形
容
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く

な
い
。
当
然
何
年
も
使
い
古
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
新
品
を
購
入

す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
タ
イ
プ
別
に
見
た
場
合

に
は
羽
毛
ベ
ッ
ド
（
H
8
ま
艘
σ
＆
）
が
最
も
普
及
し
て
い
た
が
、

次
い
で
籾
殻
ベ
ッ
ド
（
o
壷
串
σ
＆
）
が
使
わ
れ
亡
お
り
、
一
ラ

ン
ク
低
い
ベ
ッ
ド
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

同
様
に
、
ベ
ッ
ド
を
支
え
る
枠
組
に
つ
い
て
も
質
的
に
は
一
ラ
ン

ク
劣
る
脚
輪
付
き
ベ
ッ
ド
（
旨
冒
g
①
o
二
；
o
巨
①
σ
＆
）
が
よ

く
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
脚
輸
が
つ
い
た
低
い
ベ
ッ
ド
で
、
日

中
は
脚
の
高
い
ベ
ッ
ド
の
下
に
仕
舞
っ
て
お
く
こ
と
が
可
能
な
タ

イ
プ
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
狭
い
ス
ペ
ー
ス
を
有
効

に
使
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
逆
に
言
え
ば
そ
れ
だ
け
部
屋
が
、
あ

る
い
は
家
が
狭
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
複
数
の
人
問
が
一
つ
の
空

間
を
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
、
「
大
改
築
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
と

さ
れ
る
居
住
空
間
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
立
と
は
異
な
っ

た
存
在
と
い
え
る
。

　
次
に
、
一
部
の
地
域
で
は
使
わ
れ
て
い
た
が
、
ま
だ
一
般
的
で

な
か
っ
た
と
さ
れ
る
書
物
や
テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン
、
鏡
な
ど
に
つ
い

て
は
、
テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン
を
除
け
ぱ
、
ほ
と
ん
ど
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー

似6
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層
に
限
ら
れ
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン
に
し
て
も
、
ジ
ェ
ン
ト

リ
ー
層
と
ヨ
ー
マ
ン
層
で
は
か
な
り
普
及
し
て
い
る
が
、
職
人
・

商
人
層
や
女
性
層
で
は
や
や
低
く
、
そ
の
他
の
階
層
で
は
半
分
を

下
回
っ
て
い
る
。
当
時
の
食
習
慣
で
は
、
近
代
的
な
ナ
イ
フ
と
フ

ォ
ー
ク
を
使
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
ま
れ
で
、
大
多
数
の
場
合
、
多

目
的
ナ
イ
フ
と
ス
プ
ー
ン
、
そ
れ
に
指
を
使
っ
た
。
そ
の
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

指
先
の
汚
れ
を
拭
う
た
め
の
ナ
プ
キ
ン
類
は
必
需
品
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
か
ら
考
え
て
、
リ
ネ
ン
の
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
家
庭
で

は
、
リ
ネ
ン
以
外
の
材
質
に
よ
る
も
の
、
し
か
も
査
定
の
対
象
外

と
な
る
よ
う
な
安
価
な
も
の
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
書
物
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
層
で
半
分
弱
、
ヨ
ー
マ
ン

層
に
若
干
の
他
は
、
ほ
と
ん
ど
記
録
が
な
い
。
全
体
的
に
は
八
％

弱
の
所
有
■
率
で
、
本
稿
の
考
察
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
後
の
社
会

を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
そ
の
低
さ
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
書
物
が
正
当
に
査
定
さ

れ
た
か
は
疑
問
が
残
る
。
チ
ャ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
（
o
ぎ
昌
o
艮
）
と
・

称
さ
れ
る
安
い
読
み
物
の
た
ぐ
い
は
た
と
え
所
有
し
て
い
た
と
し

て
も
評
価
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で

（
2
1
）

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
こ
の
所
有
率
の
低
さ
は

「
聖
書
」
と
の
関
係
で
見
た
場
合
に
は
重
要
で
あ
る
。
聖
書
は
祈

藤
書
（
↓
幕
｝
O
O
斤
O
h
O
o
昌
8
昌
？
黛
睾
）
と
並
ん
で
検
認

遺
産
目
録
に
個
別
の
書
名
が
登
場
す
る
数
少
な
い
例
外
で
あ
る
。

聖
菩
に
は
そ
れ
だ
け
の
権
威
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
層
と
ヨ
ー
マ
ン
層
の
ご
く
一
部
に
し
か

登
場
し
て
こ
な
い
。
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
は
未
だ
に
聖
書
そ

の
も
の
は
「
読
む
」
も
の
で
は
な
く
「
聞
く
」
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
共
有
財
産
で
あ
っ
た

か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
人
の
財
産
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
り
、
常
に
手
元
に
お
い
て
、
日
々
手
に
と
っ
て
読

む
と
い
う
習
慣
で
は
な
一
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
所
有
率
の
低
さ
と
な

っ
て
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
銀
製
品
や
陶
器
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
く
、
ワ
イ
川

流
域
で
は
未
だ
普
及
し
て
い
な
い
品
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
、
磁
器
や
窓
用
力
i
テ
ン
、
時
計
、
絵
画
な
ど
も
全
く
と

言
っ
て
い
い
ほ
ど
普
及
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
唯
一
記
述
さ
れ
て

い
る
の
は
ナ
イ
ト
の
家
に
絵
画
が
飾
っ
て
あ
っ
一
た
こ
と
だ
け
で
あ

る
。
こ
う
い
っ
た
新
製
品
、
新
し
い
食
習
慣
に
基
づ
い
た
製
品
類
、

嗜
好
品
等
は
ワ
イ
川
流
域
の
農
村
地
帯
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
縁

の
な
い
物
品
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ワ
イ
川
流
域
の
農
村
で
は
か
な
り
質
索
な
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生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
新
製
品
や
流
行
品
に

は
あ
ま
り
手
を
出
さ
ず
、
生
活
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
購
入
し
、

し
か
も
な
る
べ
く
長
く
使
う
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
庶
民
層
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
マ
ン
層
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
り

ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
層
の
場
合
で
も
特
に
新
製
品
に
対
す
る
態
度
は
決

し
て
積
極
的
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
家
財

遺
具
の
充
実
と
い
う
面
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
「
大
改
築
」
が
期

待
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

5
　
結
論

　
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
州
ワ
イ
川
流
域
の
農
村
で
は
、
一
七
世
紀
の
後

半
に
お
い
て
も
中
世
の
様
式
に
し
た
が
っ
た
木
造
建
築
が
民
家
の

主
流
を
占
め
て
い
た
。
そ
れ
は
中
央
に
炉
を
一
つ
配
置
し
た
ク
ラ

ッ
ク
建
築
か
木
造
枠
組
建
築
に
よ
る
オ
ー
プ
ン
ホ
ー
ル
型
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
し
か
も
多
く
は
平
屋
建
て
で
、
ホ
ー
ル
と
チ
ェ
ン
バ

ー
の
二
部
屋
か
、
も
う
一
部
屋
増
え
て
三
部
屋
で
あ
っ
た
。
ホ
ー

ル
は
一
家
団
ら
ん
の
中
心
的
空
問
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
テ
ー
ブ

ル
と
長
椅
子
が
お
か
れ
、
家
族
が
憩
い
、
食
事
を
し
、
場
合
に
よ

っ
て
は
調
理
す
ら
行
う
場
所
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
ー
は
家
族
の

寝
室
で
あ
り
、
家
族
分
の
ベ
ッ
ド
、
そ
れ
も
使
い
古
し
の
も
の
が

部
屋
の
申
心
を
占
め
、
衣
類
な
ど
を
納
め
た
櫃
が
そ
の
周
辺
に
お

か
れ
た
。
あ
る
い
は
農
作
物
や
農
機
具
を
し
ま
う
納
戸
で
も
あ
う

た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
同
じ
屋
根
の
下
に
家
畜
も
暮
ら
す
ロ
ン

グ
ハ
ウ
ス
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
う
少
し
裕
福
な
家
で
は
建
物
は
二
階
建
て
に
な
り
、
部
屋
数

は
二
∫
三
部
屋
増
え
、
一
階
に
は
ホ
ー
ル
、
パ
ー
ラ
ー
、
貯
蔵
室
、

二
階
に
は
ソ
ー
ラ
ー
や
チ
ェ
ン
バ
ー
と
い
っ
た
寝
室
が
配
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
屋
敷
で
あ
れ
ば
、
多
く
は
二
階
建

て
で
、
時
に
は
部
屋
数
が
二
〇
か
ら
三
〇
も
あ
る
よ
う
な
大
き
な

屋
敷
と
な
っ
た
。

　
部
屋
の
中
に
は
当
時
の
生
活
必
需
品
が
あ
ふ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
は
使
い
古
さ
れ
た
も
の
が
中
心
で
、
当
時
の
新
製

品
・
流
行
品
は
ほ
と
ん
ど
全
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ジ
ェ
ン
ト
ル

マ
ン
の
屋
敷
で
あ
っ
て
も
同
様
で
、
建
物
は
大
き
く
、
部
屋
数
は

多
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
は
生
活
に
必

要
な
も
の
が
中
心
で
、
そ
の
社
会
的
威
信
を
表
出
す
る
よ
う
な
物

品
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
ワ
イ
川
流
域
は
農
業
地
域
的
に
は
穀
物
生
産
地

域
で
あ
り
な
が
ら
、
一
七
世
紀
後
半
の
段
階
で
も
ホ
ス
キ
ン
ス
が

言
う
よ
う
な
「
大
改
築
」
は
未
だ
部
分
的
に
し
か
進
ん
で
い
な
か
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っ
た
地
域
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
「
中
産
層
以
上
」
の
人
々
で

あ
っ
て
も
と
て
も
慎
ま
し
く
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

炉
税
の
免
税
対
象
者
が
四
〇
％
弱
を
し
め
る
、
し
た
が
っ
て
「
貧

し
い
」
と
さ
れ
る
農
村
の
「
中
産
層
以
上
」
の
人
々
の
消
費
活
動

の
姿
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
下
層
民
」
の
消
費
活
動
を
推
し
量
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
を
逸
脱
す
る
の
で
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
。
稿
を
改
め
て
考
察
す
べ
き
事
柄
で
あ

る
。

（
1
）
　
考
．
o
．
＝
畠
ζ
目
9
．
．
↓
幕
『
①
巨
一
重
温
o
｝
；
冨
一
向
畠
一
昌
p

　
旨
さ
－
冨
き
．
．
一
き
貧
自
ミ
き
竃
ミ
し
（
お
3
）
一
署
．
宣
－
8
ら
’
ζ
與
－

　
〇
三
p
．
．
」
「
ま
o
「
窒
一
カ
o
σ
三
E
ヨ
σ
q
一
①
H
轟
霧
①
霧
8
昌
↓
．
．
一
き
貧

§
軋
、
§
§
押
ミ
（
お
ミ
）
一
君
』
ω
－
亀
一
－
｝
．
．
↓
ぎ
ヨ
g
＝
彗
庁
目

　
○
二
～
筥
o
ム
邑
毒
巨
巴
σ
仁
一
一
隻
目
o
q
ξ
g
①
．
．
一
さ
§
§
ミ
ミ
ふ
§
ミ
ー

　
“
S
§
§
く
〇
一
』
（
δ
ミ
）
一
〇
〇
』
冨
－
O
。
冨
一
Z
．
奉
1
≧
8
0
河
．
．
↓
ぎ

　
○
畠
黒
カ
蜆
巨
＝
2
コ
胴
曽
巳
片
ω
一
津
實
ω
3
o
q
o
仰
．
．
さ
§
§
ミ
ミ
㌧
ミ
ミ
ー

　
“
s
§
§
く
〇
一
■
；
（
；
o
。
ω
）
一
〇
」
9
赤
ス
キ
ン
ス
が
述
べ
る
「
冨
■

　
巨
旨
」
の
訳
語
と
し
て
は
「
改
築
」
よ
り
も
「
建
て
替
え
」
の
方

　
が
彼
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
「
o
『
窒
け
カ
①
一

　
σ
巨
巨
目
O
畠
」
の
訳
語
と
し
て
は
目
本
語
の
す
わ
り
の
よ
し
悪
し
か
ら

　
「
大
改
築
」
と
訳
し
た
。
な
お
、
以
下
、
本
文
並
ぴ
に
注
に
お
い
て

　
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
関
係
の
用
語
の
訳
は
片
野
博
氏
訳
の
『
イ
ン
グ
ラ

　
ン
ド
の
民
家
／
R
・
W
・
ブ
ラ
ン
ス
キ
ル
著
』
（
井
上
書
院
、
一
九

　
八
五
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
2
）
　
拙
稿
「
十
七
世
紀
中
葉
の
西
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
の
農
村
」
（
『
社
会

　
経
済
史
学
』
一
九
九
八
年
、
六
十
四
巻
四
号
）
、
三
二
－
六
〇
ぺ
ー

　
ジ
。

（
3
）
　
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
婁
彗
o
q
胃
9
ω
寝
饒
o
『
只
H
ぎ

内
ミ
ミ
§
o
ざ
き
ざ
的
g
§
§
－
肉
s
的
－
§
、
意
－
～
s
§
§
§
§
乱

　
き
軸
寺
ざ
s
ミ
｝
ぎ
き
Φ
竃
§
ミ
雨
§
き
o
§
き
ミ
（
－
o
ま
昌
し
竃
ト
）
一

　
〇
凹
『
O
－
o
ω
＝
凹
－
自
昌
凹
9
『
ぎ
雨
も
§
－
｛
S
、
富
急
ぎ
昌
－
o
o
冨
｝
昌
ミ
§
「
｛
S
向
轟
－

　
ざ
昌
軋
s
ミ
軋
㌧
§
㊦
ユ
o
9
（
O
宍
｛
o
『
ρ
－
o
o
o
）
一
－
o
『
自
凹
奉
①
凹
叶
す
o
『
…
一

　
〇
〇
s
眈
ミ
§
ミ
｝
雨
ぎ
昌
ミ
o
ミ
、
s
s
、
§
自
吊
雨
ミ
ミ
o
ミ
§
ミ
ぎ
b
ぎ
§
ぎ

　
』
§
o
－
』
§
一
竃
8
ミ
、
軸
§
ミ
o
s
（
「
o
目
q
o
目
し
o
塞
）
．
が
あ
る
。

（
4
）
　
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
≦
≦
、
思
「
一
睾
一
§
雨
、
轟
募
ぎ

さ
“
§
ぎ
竃
軸
§
軋
8
ミ
§
（
「
o
ま
昌
二
〇
2
）
一
向
ユ
o
ζ
雪
o
員

　
b
轟
豪
ぎ
竃
§
§
ミ
ミ
ぎ
竃
雨
i
8
｝
§
昌
呉
－
§
き
き
§
－
さ
§
㌣

　
ぎ
o
s
竃
助
昌
ミ
軋
8
“
§
如
s
（
「
o
目
o
o
p
；
畠
）
が
あ
る
。

（
5
）
〇
二
＞
．
向
話
『
奉
一
．
．
勺
彗
昌
一
き
o
昌
實
㎝
．
．
二
目
旨
彗
↓
ヨ
『
呉
一

　
＆
’
§
雨
s
寒
ユ
§
ミ
g
o
ミ
g
、
轟
～
§
匡
§
』
§
ざ
μ
㌧
ヌ

き
§
－
』
震
s
（
9
∋
σ
ユ
昌
p
－
o
雪
）
も
p
ω
8
－
塞
蜆
．

（
6
）
　
拙
稿
、
上
掲
誌
、
四
〇
－
四
四
ぺ
ー
ジ
。

（
7
）
　
該
当
す
る
検
認
遺
産
目
録
は
以
下
の
通
り
。
庄
①
篶
h
o
a
カ
①
－

　
o
o
『
o
O
ヨ
o
9
＝
U
ω
＼
ω
一
U
－
o
o
①
ω
o
目
勺
『
〇
一
〕
算
①
カ
①
o
o
『
o
9
俸
＝
o
『
o
－

　
8
『
o
O
①
饅
目
o
『
｝
勺
「
〇
一
U
凹
8
カ
①
o
o
『
o
ω
一
勺
⊆
σ
＝
o
カ
①
o
o
『
o
O
雪
o
①
一

　
、
刃
O
団
．
壮
俸
蜆
1

（
8
）
　
「
｝
目
o
o
目
『
O
凹
く
P
§
雨
｝
§
s
ミ
ミ
向
s
廻
涼
き
｝
o
s
塞
こ
冴
ミ
吻
－
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δ
Q
昌
ミ
き
§
－
8
§
⑮
ミ
（
［
昌
μ
昌
L
竃
－
）
一
〇
p
昌
－
ω
p
g
－
蜆
蜆
一

　
お
－
o
o
ド
；
㌣
＝
M
．

（
9
）
雰
着
一
〇
〇
∋
邑
邑
昌
昌
＝
卑
o
ま
巴
…
o
…
ヨ
彗
房
向
長
－

　
－
凹
目
p
㌧
曽
ぎ
§
ミ
o
q
g
き
雨
ミ
｝
δ
ユ
s
－
§
o
s
畠
§
§
雰
ぎ
き
ミ
ー

さ
辻
｝
ミ
員
ω
く
o
7
（
r
昌
μ
昌
一
－
①
曽
－
冨
匿
）
．

（
1
0
）
　
匡
①
『
王
o
H
ρ
　
宛
o
o
o
H
」
　
O
雪
o
①
一
　
、
O
す
一
旨
o
＝
峯
岬
『
o
o
目
ω
．
　
＞
o
－

　
o
o
仁
目
一
9
＞
－
ヨ
①
－
o
さ
5
①
M
－
一
蜆
、
．
印
目
μ
、
＞
o
o
o
自
目
誌
o
｛
O
く
①
易
o
①
易

　
o
；
亭
勺
o
o
『
一
≧
昌
9
睾
L
3
N
よ
o
．
．
一
〇
畠
≧
1

（
1
1
）
　
－
｝
コ
o
o
目
『
O
凹
く
9
o
P
ト
o
．
仁
㎝
一
仁
o
o
．
蜆
－
σ
一
．
蜆
P
↓
〇
一
向
｛
o

　
ζ
雪
o
鶉
一
〇
〇
」
5
－
－
轟
．

（
1
2
）
　
貫
通
通
路
家
屋
は
貫
通
通
路
が
ホ
ー
ル
と
サ
ー
ビ
ス
ル
ー
ム
と

　
を
分
割
す
る
タ
イ
プ
の
家
屋
で
、
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
牛
舎
に
当
た
る

　
部
分
が
サ
ー
ピ
ス
ル
ー
ム
に
置
き
換
え
ら
れ
た
場
合
と
、
領
主
層
の

　
分
散
型
屋
敷
か
ら
発
達
し
た
場
含
と
が
あ
る
。
宰
ざ
ζ
胃
8
『
一
君
、

　
g
－
s
．

（
1
3
）
　
写
彗
o
赤
奉
1
ω
蒜
P
o
戸
き
§
s
ミ
軋
8
§
鷺
｝
ミ
§
δ
ぎ
婁

　
9
§
乱
－
b
ω
吻
⑯
旨
』
轟
O
l
－
ミ
O
（
O
プ
6
ブ
⑭
ω
↓
①
■
　
一
〇
①
㊤
）
　
一
』
O
プ
目
　
ω
．

　
く
o
o
『
一
＆
．
一
H
ぎ
電
o
豪
o
§
、
o
ぎ
“
ミ
｝
g
o
ミ
さ
曇
き
雨
；
一

　
、
§
§
叶
§
o
o
蕎
ミ
ミ
§
乱
§
｝
－
ユ
g
ミ
き
ミ
軸
｛
§
§
δ
ユ
8

　
』
φ
亀
－
』
§
（
O
す
－
o
サ
o
的
一
①
■
－
⑩
↓
①
）
－

（
1
4
）
　
≦
峯
－
霊
二
2
一
．
．
カ
冒
巴
巨
二
2
目
o
q
ゴ
向
目
o
q
5
目
o
．
．
二
目

　
』
o
彗
↓
三
『
ω
ぎ
＆
．
一
§
雨
握
§
ミ
§
ミ
包
o
ミ
g
向
轟
ざ
邑
§
』

　
書
膏
仰
　
ヌ
　
ー
凄
O
1
－
δ
β
き
『
、
ミ
h
』
的
§
ぎ
昌
S
o
ぎ
S
3
鷺
　
（
O
嘗
自
－

　
σ
ユ
島
9
5
o
。
蜆
）
一
暑
■
3
†
①
芦
建
物
は
横
長
の
長
方
形
を
し
て
お

　
り
、
長
い
方
の
壁
両
面
に
戸
口
が
あ
り
、
そ
こ
を
貫
通
通
路
が
結
ぴ
、

　
こ
の
通
路
を
挟
ん
で
片
方
に
層
住
区
、
も
う
片
方
に
牛
舎
が
配
さ
れ

　
た
。
睾
一
〇
ζ
胃
8
『
ら
p
讐
－
お
．

（
1
5
）
　
も
っ
と
も
、
二
人
の
ヨ
ー
マ
ン
の
検
認
遺
産
目
録
に
は
「
入
り

　
口
（
彗
気
く
）
」
の
記
述
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
「
交
差
通

　
路
（
O
『
O
窒
混
ω
墨
σ
q
O
）
」
を
指
す
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
，
こ
く
一
部
に

　
は
近
代
的
な
非
分
割
家
屋
、
そ
れ
も
初
期
の
回
ビ
ー
玄
関
家
屋
が
使

　
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
…
彗
ユ
8
寄
『
一
毫
一
、
＞
o
q
一
〇
ω
竃
q

　
○
叶
コ
軸
目
一
①
蜆
申
o
『
『
o
o
H
自
ω
｝
目
＝
o
巨
ω
o
ω
o
申
↓
＝
①
ω
…
メ
↓
o
o
目
叫
巨
與
コ
α
ω
耐
く
－

　
○
昌
8
目
｝
8
目
～
ユ
窒
．
．
二
目
－
－
■
．
司
o
ω
冨
『
饅
自
旦
r
＞
－
8
o
珂

　
＆
ω
．
一
〇
ミ
§
ミ
§
匡
§
ミ
；
S
§
§
二
S
窒
岩
ぎ
ぎ
§
ミ
呉
ω
｛
「
9
－

　
き
き
■
（
「
o
邑
o
p
冨
8
）
一
p
ト
o
．
o
。
．
交
差
通
路
と
は
家
屋
の
軸
を

　
横
断
す
る
通
路
で
、
貫
通
通
路
と
違
い
、
戸
口
は
一
方
の
端
に
の
み

　
つ
い
て
い
る
も
の
を
指
す
。
な
お
、
非
分
割
家
屋
は
通
路
で
家
屋
が

　
上
手
部
分
と
下
手
部
分
に
分
割
さ
れ
て
い
な
い
民
家
を
指
し
、
初
期

　
の
目
ピ
ー
玄
関
家
屋
（
一
〇
σ
σ
｝
、
昌
言
彗
8
ぎ
冨
而
）
は
出
入
り
口

　
と
し
て
貫
通
通
路
で
は
な
く
ロ
ビ
ー
な
ど
の
玄
関
を
持
つ
タ
イ
プ
で

　
あ
り
、
新
築
の
場
合
と
煙
突
を
組
み
込
む
と
き
貫
通
通
路
を
ふ
さ
ぐ

　
形
で
作
ら
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
。
宰
ざ
ζ
2
8
箏
君
、
雪
－
ミ

（
1
6
）
　
室
名
の
邦
訳
は
容
易
で
は
な
い
。
同
じ
名
前
で
あ
う
て
も
そ
の

　
用
途
が
違
う
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え

　
ぱ
、
ホ
ー
ル
は
古
い
タ
イ
プ
で
は
調
理
も
し
、
寝
る
こ
と
も
あ
っ
た

　
部
屋
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
屠
間
」
と
機
械
的
に
訳
し
て
し
ま
う

　
と
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。
パ
ー
ラ
ー
を
「
応
接
問
」
と
訳
す

　
の
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
邦
訳
し
て
も
問
題
が
た
い
と
思

　
わ
れ
る
場
合
に
の
み
、
邦
訳
名
を
当
て
て
い
る
。
な
お
、
原
語
の
室

608
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名
用
語
集
と
し
て
次
の
論
文
が
参
考
に
な
る
。
…
彗
ユ
8
ω
彗
－
ξ
一

　
、
＞
阻
o
ω
竃
q
o
｛
目
軸
昌
窃
↓
o
『
『
o
o
昌
ω
，
サ
o
自
ω
霧
o
h
艘
o
色
苧

　
8
彗
；
匝
目
匝
器
く
彗
后
彗
豪
o
彗
ゴ
』
ユ
g
．
．
ら
p
与
o
－
蜆
昌
‘

（
1
7
）
　
一
六
六
四
年
と
一
六
七
一
年
の
炉
税
台
帳
で
は
課
税
世
帯
の
四

　
〇
％
弱
が
炉
が
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
免
税
世

　
帯
は
炉
は
一
つ
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
加
え
れ
ば
地
域
全
体
の
七
五

　
か
ら
八
O
％
の
家
屋
で
炉
が
一
つ
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
勺
宛
〇
一

　
＝
竃
『
乎
↓
賢
家
巨
昌
μ
甲
ミ
o
＼
＝
⑩
ミ
竃
（
雪
鶉
艮
o
己
ω
三
『
ρ

　
冨
塞
）
一
向
」
お
＼
豊
o
o
＼
崖
（
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①
ご
）
．

（
1
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）
　
≦
奉
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彗
一
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一
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．
↓
訂
島
①
o
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o
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ヲ
『
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昌
■

　
ω
鶉
．
．
一
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㌧
ミ
ミ
“
s
ミ
§
く
〇
一
．
曽
（
室
彗
）
ら
o
』
9
墨

（
1
9
）
　
－
o
『
冨
考
畠
手
①
『
≡
一
君
』
蜆
－
ム
ド
ウ
ェ
ザ
リ
ル
の
研
究
の
場

　
合
、
重
要
と
恩
わ
れ
る
品
目
を
選
ぴ
出
し
て
そ
の
通
時
的
変
化
、
地

域
的
差
異
を
追
求
し
て
お
り
、
地
域
選
定
に
も
史
料
的
制
限
が
あ
る

　
の
で
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
全
体
の
傾
向
、
趨
勢
と
し
て
理
解
し
て

　
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
家
財
道
具
の
用
語
に
つ
い
て
は
、

　
次
の
解
説
．
用
語
集
を
参
考
に
し
た
。
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彗
9
ω
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ω
ぼ
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－
目
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弓
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＆
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＆
－
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－

（
2
0
）
　
写
彗
〇
一
ω
峯
－
ω
訂
胃
ら
サ
易
－
M
⑩
．

（
2
1
）
　
一
七
世
紀
の
書
物
の
普
及
や
読
書
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
と
り

　
わ
け
チ
ャ
ッ
プ
ブ
ツ
ク
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
の
こ
と
。
ζ
彗
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〔
g
ω
君
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o
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§
s
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学
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