
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
菊
①
げ
色
一
9
）
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
ー
幽
口
岡
岡
次
郎
教
授
の
高
説
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
疑
点
ー
，

　
　
　
目
　
　
次

　
　
問
題
の
限
定

　
　
第
一
部
　
絶
対
王
制
期
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
農
業
”
土
地
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
ー
「
叛
乱
」
の
諸
前
提
I

　
　
　
e
　
マ
ナ
・
村
落
共
同
体
の
変
貌

　
　
　
　
　
①
農
奴
身
分

　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
α
　
マ
ナ
の
諸
収
入

　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
㊧
牧
羊
権

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
W
　
マ
ナ
法
廷

　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
O
　
農
民
経
済
の
小
商
品
生
産
的
・
資
本
制
的
発
展

　
　
　
　
　
①
　
マ
ナ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

　
　
　
　
　
㈹
　
遣
産
目
録
の
分
析

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
切
勾
o
げ
Φ
∈
9
）
を
め
ぐ
っ
て

ノ

米

ノ畔

伸

九
三
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研
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1
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通
　
土
地
市
場
と
社
会
的
流
動
性

　
　
　
　
C

　
　
結
　
語

　
　
第
二
部
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」

　
　
　
　
　
　
　
i
「
叛
乱
」
の
理
解
を
廻
っ
て
ー

結㊨㊧口e
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
政
策
と
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
の
実
態

ノ
ー
フ
ォ
ク
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
と
政
治
・
経
済
風
土

反
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
i
掻

「
叛
乱
」
の
分
析

語

・
示
威
行
進
・
叛
乱

九
四

㌧

問
題
の
限
定

　
別
稿
に
お
い
て
筆
者
は
・
か
の
中
世
史
上
未
曾
有
の
事
件
と
言
わ
れ
る
「
ワ
ッ
ト
．
タ
イ
ラ
の
一
揆
」
が
直
接
生
産
者
自
体
に
よ
る

商
品
生
産
の
展
開
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
小
論
に
お
い
て
は
、
時
期
と
し
て
は
一
五
世
紀
よ
り
「
大
叛
乱
」
に

至
る
約
二
世
紀
半
の
期
間
・
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
王
制
期
を
対
象
と
し
、
前
半
に
お
い
て
農
村
社
会
の
変
貌
を
検
討
す
る
。
そ

し
て
そ
の
成
果
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
当
該
期
間
の
ほ
ぼ
中
央
に
激
発
し
た
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
．
δ
、
の
国
。
げ
。
臣
。
β
）
が
後
半
で

論
ぜ
ら
れ
歴
史
上
の
位
置
づ
け
が
行
な
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
当
時
代
に
お
け
る
杭
毛
工
業
の
分
析
と
当
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
市
民

革
命
の
展
開
に
関
し
て
は
・
既
に
「
『
大
叛
乱
』
（
露
p
勇
量
ぎ
）
は
喪
革
命
か
」
と
題
す
る
論
稿
髪
い
て
聾
て
葱
た
．



o

　
と
こ
ろ
で
小
論
の
分
析
基
調
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
表
現
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
別
稿
に
お
い
て
筆
者
は
封
建
的
小
農
民
の

小
商
品
生
産
者
へ
の
転
化
の
様
相
を
、
そ
の
端
緒
的
形
態
に
お
い
て
観
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
た
資
本
“
賃
労
働

関
係
の
成
立
．
展
開
を
、
常
に
そ
れ
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
封
建
的
秩
序
を
再
編
成
せ
ん
と
す
る
封
建
的
諸
権
力
と
の
抗
争
の
係
わ
り
合
い

に
お
い
て
叙
述
す
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
と
。
念
の
た
め
付
言
す
れ
ば
、
小
論
で
は
硫
毛
工
業
の
発
達
は
と
り
あ
え
ず
叙
述
の
対
象

と
は
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
稿
に
お
い
て
画
か
れ
た
発
展
の
過
程
は
常
に
念
頭
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
農
工
両
部
門
に
お

け
る
発
展
の
相
互
規
定
性
の
解
明
こ
そ
地
域
史
研
究
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
意
図
に
お
い
て
小
論
の
叙
述
を
進
め
る
揚
合
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
を
や
や
先
廻
り
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。

地
域
史
研
究
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
夫
々
の
時
点
に
お
い
て
社
会
・
経
済
の
発
展
を
規
定
す
る
一
要
素
と
し

て
自
然
的
諸
条
件
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
自
然
に
対
す
る
人
類
の
支

配
を
内
蔵
す
る
」
（
マ
ル
ク
ス
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
社
会
の
成
立
史
と
は
、
他
面
よ
り
見
れ
ば
、
こ
の
自
然
的
諸
条
件
に
規

定
さ
れ
孤
立
散
発
的
に
成
立
し
た
個
々
の
経
済
圏
が
商
品
流
通
の
媒
介
を
経
て
単
一
の
市
揚
を
形
成
す
る
歴
史
で
あ
る
。
こ
の
観
点
よ
り

筆
者
は
、
「
大
叛
乱
」
に
至
る
時
期
を
考
察
し
た
上
で
、
当
ノ
ー
フ
ォ
ク
を
「
森
林
地
帯
」
（
爵
o
≦
o
＆
鼠
注
）
と
「
平
野
地
帯
」
（
9
0

0
冨
ヨ
且
3
）
と
い
う
二
つ
の
「
地
域
」
（
審
讐
8
）
に
分
離
（
“
類
型
化
）
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
．
）
の
類
型
を
創
出
し
た
視
点
は
単
に
自
然
的
諸
条
件
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
点
で
最
も
重
要
な
「
土
壌
」
を
考
慮
し
た

揚
合
、
純
粋
に
前
記
の
類
型
化
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
分
析
者
の
視
点
に
よ
り
恐
ら
く
若
干
の
ケ
ー
ス

が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
承
知
し
た
上
で
、
な
お
こ
の
「
森
林
地
帯
」
・
「
平
野
地
帯
」
と
い
う
二
つ
の
地
域
類
型
概
念
を
創
出
し

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
．
ω
勾
o
げ
〇
一
一
す
菖
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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ダ

た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
勿
論
西
洋
の
学
界
成
果
の
吸
収
と
い
う
意
味
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
叙
述
の
視
角
が
資
本
主

義
的
経
営
の
成
立
“
社
会
的
分
業
の
発
達
に
あ
る
限
り
、
そ
の
発
展
を
考
慮
し
た
上
で
類
型
化
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
そ
れ
を
実
践
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
視
角
が
異
な
っ
た
揚
合
、
別
の
特
定
の
視
角
か
ら
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
諸
点

が
、
小
論
の
視
角
か
ら
の
類
型
設
定
の
揚
合
に
は
、
取
り
こ
ぼ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
は
っ
き
り
さ
せ

て
お
き
た
い
。

　
こ
の
両
地
帯
の
持
つ
産
業
立
地
上
の
対
照
が
最
終
的
に
消
滅
す
る
の
は
、
か
の
「
ノ
ー
フ
才
ク
農
法
」
（
客
o
焦
。
野
国
ロ
。
げ
暫
＆
擁
｝
）
の

普
及
し
た
一
九
世
紀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
両
地
帯
が
ど
の
よ
う
な
発
展
の
経
路
を
辿
る
か
馬

そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
近
代
資
本
主
義
の
創
出
に
果
た
し
た
役
割
を
検
ぺ
る
の
が
こ
の
地
域
史
研
究
の
一
つ
の
狙
い
な
の
で
あ
る
。
だ
が
ア
｝
の

揚
合
に
も
、
次
の
こ
と
は
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
筆
者
は
、
こ
れ
ら
両
地
帯
ー
．
）
れ
は
単
に
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
み
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

な
く
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
規
模
に
お
い
て
類
型
化
し
得
る
概
念
な
の
で
あ
る
が
ー
を
近
代
資
本
主
義
経
済
の
成
立
と
の
関
連
に
お
い
て
、

何
か
対
照
的
に
「
評
価
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
か
い
。
両
地
帯
に
お
け
る
近
代
化
の
過
程
は
、
共
に
、
封
建
的
秩
序
を
維
持
せ
ん
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

す
る
体
制
側
と
こ
れ
を
打
破
せ
ん
と
す
る
諸
勢
力
の
対
立
・
抗
争
の
も
と
に
お
い
て
、
夫
々
固
有
の
方
法
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
問
題
の
重
点
は
ま
ず
も
っ
て
こ
の
両
地
帯
に
お
け
る
反
封
建
闘
争
が
そ
れ
を
規
定
す
る
諸
条
件
を
考
慮
し
た
上
で
、
ど
の
よ
う
に

行
な
わ
れ
た
か
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
地
域
史
研
究
の
中
に
お
い
て
、
「
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
一
揆
」
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
及
び
「
大
叛
乱
」
が
叙
述
の
軸
に
置
か
れ
て
い
る

の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

o



　
こ
の
点
を
し
っ
か
り
と
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
筆
者
は
、
前
半
に
お
い
て
領
主
的
諸
権
利
の
変
貌
を
叙
述
し
、
次
い
で
後
半
で
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

余
儀
な
く
せ
し
め
た
農
民
経
済
の
発
展
に
論
及
す
る
。
両
者
は
互
い
に
同
一
事
象
を
逆
の
角
度
よ
り
観
察
し
た
も
の
で
あ
り
そ
の
内
容
は

重
複
す
る
揚
合
が
あ
ろ
う
。

　
　
（
－
）
o
o
暮
ト
↓
匡
誘
ぎ
日
げ
①
評
＝
昌
・
α
q
国
①
管
8
0
団
国
ロ
σ
q
冨
呂
言
ξ
『
ミ
帆
§
韓
象
ミ
健
皇
寒
黛
9
ミ
9
藍
ぎ
騨
a
。
。
－
ま
β

　
　
　
一
〇
ひ
丼

第
一
部

絶
対
王
制
期
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
農
業
”
土
地
問
題

　
　
1
「
叛
乱
」
の
諸
前
提
1

　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
一
　
マ
ナ
・
村
落
共
同
体
の
変
貌

　
　
　
　
　
〔

　
初
め
に
マ
ナ
・
村
落
共
同
体
の
あ
り
方
を
実
証
的
に
解
明
し
て
ゆ
こ
う
。

　
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
実
証
史
学
で
は
中
世
封
建
制
の
基
礎
を
「
保
有
と
し
て
の
隷
農
制
」
（
〈
三
巴
壁
α
q
o
霧
暫
一
窪
葺
。
）
と
「
身

分
と
し
て
の
隷
農
制
」
（
≦
ま
ぎ
夷
Φ
器
陣
ω
鼠
9
ω
）
と
い
う
両
局
面
に
お
い
て
捉
え
、
更
に
、
前
者
を
賦
役
義
務
と
同
一
視
す
る
こ
と

に
よ
り
、
十
四
～
五
世
紀
に
お
け
る
貨
幣
地
代
の
実
現
（
口
「
マ
ナ
の
崩
壊
」
ぼ
9
『
唇
9
爵
o
目
き
9
）
を
も
っ
て
基
本
的
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
隷
農
制
の
消
滅
」
（
象
。
。
ε
需
跨
塁
8
9
ぐ
三
①
ぼ
夷
Φ
畦
ぎ
監
夷
Φ
）
と
見
徹
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
封
建
制
崩
壊
の
基
礎

視
角
が
法
律
的
側
面
で
は
な
く
経
済
的
側
面
か
ら
論
ぜ
ら
れ
た
揚
合
、
貨
幣
地
代
実
現
後
の
「
身
分
と
し
て
の
隷
農
制
」
は
「
残
澤
」

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
．
ω
ヵ
魯
巴
一
δ
旨
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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八

（
器
慧
貯
包
）
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
史
家
で
あ
る
ド
ッ
ブ
は
封
建
制
を
「
生
産
様
式
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ

は
「
わ
れ
わ
れ
が
一
般
に
農
奴
制
（
ω
9
固
o
ヨ
）
に
よ
り
意
味
し
て
い
る
も
の
と
終
局
的
に
は
一
致
す
る
」
と
言
及
し
、
そ
の
農
奴
制
の

内
容
を
「
賦
役
形
態
で
あ
れ
貨
幣
・
現
物
で
支
払
わ
れ
る
ぺ
き
負
担
の
形
態
で
あ
れ
、
生
産
者
の
上
に
カ
に
よ
っ
て
彼
の
意
志
と
は
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
負
わ
さ
れ
る
義
務
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
か
よ
う
な
農
奴
制
の
定
義
は
伝
統
的
実
証
史
学
の
通
念
と
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
す
る
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
筆
者
は
ド
ッ
ブ
と
と
も
に
、
金
納
化
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
貨
幣
地
代
も
キ
一
“
た
封
建
地
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
一
種
と
見
倣
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
以
っ
て
直
ち
に
「
農
奴
制
の
消
滅
」
を
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
な

ら
ば
、
市
民
革
命
に
先
立
つ
一
五
－
一
六
世
紀
に
お
け
る
領
主
権
力
の
あ
り
方
、
農
民
の
側
か
ら
見
れ
ば
封
建
的
諸
義
務
は
ど
の
よ
う
な

形
態
に
お
い
て
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
の
か
。
或
い
は
変
貌
し
な
か
っ
た
の
か
。
．
）
れ
を
何
よ
り
も

先
ず
出
来
る
だ
け
史
料
に
則
し
て
探
っ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
実
証
史
学
に
お
け
る
既
述
の
「
楽
観
的
」
見
解
は
、
（
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
は
同
時
に
領
主
側
に
よ
る
マ
ナ
史
料
の
不
在
が
大
き
な
原
因
な
の
で
も
あ
る
が
）
こ
の
時
期
に
お
け
る
実
証
的
研
究
を
著
し
く
立
ち
遅

れ
た
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
通
説
の
如
く
一
六
世
紀
に
も
な
る
と
中
世
の
慣
習
保
有
地
（
o
霧
8
目
騨
q
3
壁
ロ
2
）
は
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
に
転
じ
、
農
民
の
封
建
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

諸
義
務
の
う
ち
最
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
地
代
は
、
故
R
・
H
・
ト
ー
二
ー
教
授
の
著
作
に
あ
る
よ
う
に
、
一
定
額
に
固
定
さ
れ
物
価

の
騰
貴
と
相
ま
っ
て
農
民
に
対
す
る
負
担
と
し
て
は
漸
次
名
目
的
な
も
の
と
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
領
主
も
自
己
の
収
入
の
実
質
的
低

下
を
手
を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
マ
ナ
の
慣
習
」
を
破
ら
ぬ
面
に
お
い
て
収
入
の
増
加
に
は
意
が
用
い
ら
れ
た
。
例

え
ば
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
廷
収
入
、
牧
羊
税
等
々
の
増
加
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
農
民
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
収
奪
を
可
能
と
し
た
の



は
、
賦
役
の
収
奪
と
同
様
に
封
建
領
主
が
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
農
民
が
そ
の
保
有
者
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
ウ
、
依
然
と
し
で
領
主
権

の
本
質
的
基
礎
は
土
地
所
有
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
以
上
の
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
絶
対
王
制
下
に
お
け
る
領
主
権
の
あ
り
方
は
、
ま
ず
第
一
に
、
身
分
と
し
て
の
隷
農
制
の
消
滅
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

再
生
産
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
後
、
第
二
に
、
領
主
直
営
地
の
経
営
と
地
代
の
動
向
を
廻
っ
て
、
第
三
に
、
封
建
時
代
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

て
領
主
権
力
を
現
実
的
に
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
共
同
体
の
あ
り
方
を
中
心
に
し
て
論
及
し
、
最
後
に
、
領
主
権
力
を
公
的
に
保
証
し

た
領
主
法
廷
の
変
貌
を
追
求
し
て
行
き
た
い
。

　
　
（
1
）
　
最
近
の
研
究
動
向
を
紹
介
し
あ
わ
せ
て
自
説
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
は
劉
目
国
葺
o
P
↓
ぎ
b
8
割
謹
受
じ
o
馬
淺
。
薄
き
§
籔
き
＆

　
　
　
肉
き
騨
蔑
（
一
8
0
。
）
が
是
非
参
照
せ
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
ヒ
ル
ト
ン
も
実
証
史
学
の
見
解
に
沿
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
同
書
三

　
　
　
一
頁
等
）
。

　
　
　
　
さ
ら
に
学
説
史
的
展
望
と
し
て
は
、
例
え
ぱ
》
・
留
く
ぎ
ρ
国
8
伍
ヨ
9
昌
偉
昌
伍
費
↓
偉
山
o
β
S
鞘
寅
鉾
2
①
毒
ω
①
ン
＜
〇
一
・
一
N
も
ゆ
8
軌
～

　
　
　
顛
な
ど
を
参
照
。
通
説
の
代
表
と
し
て
は
国
臣
陽
o
P
肉
8
謹
ミ
。
良
象
ミ
健
農
肉
ミ
騨
蔑
一
韓
疑
ざ
匡
瀧
3
℃
や
一
賠
ヒ
鵠
，
そ
の
他
劉

　
　
　
串
↓
即
≦
莞
ど
↓
禽
』
ミ
ミ
帆
§
等
。
§
き
誉
尊
ぎ
の
§
§
§
｝
q
§
牒
ミ
騨
這
長
℃
や
轟
o
～
章
｝
》
・
国
。
一
〇
げ
霧
o
p
黛
器
署
Q
ミ
§
8
＆

　
　
　
G
Q
§
＆
畑
罫
蔑
ぎ
蜀
恥
諾
這
O
汐
℃
℃
■
呂
こ
タ
な
ど
参
照
。
こ
こ
で
は
最
後
の
著
作
の
一
節
を
引
用
す
る
に
留
め
る
。
「
保
有
に
よ
る
隷
農
制
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ゾ
ン
ロ
デ
ド
ト
ル

　
　
　
実
上
の
消
滅
（
金
納
化
・
引
用
者
）
に
よ
り
身
分
に
よ
る
隷
農
制
の
存
在
理
由
は
消
滅
し
た
」
（
H
び
箆
‘
や
い
い
）
。

　
　
（
2
）
客
u
o
げ
ダ
の
9
巳
窃
ぎ
芸
。
∪
Φ
＜
①
一
8
目
。
艮
o
h
9
嘗
巴
一
ω
ヨ
も
や
誤
み
・

　
　
（
3
）
　
一
五
世
紀
以
降
領
主
文
書
が
減
少
す
る
の
は
直
営
地
の
賃
貸
化
と
関
係
が
あ
る
。

　
　
（
4
）
刃
国
弓
帥
名
昌
聲
○
や
。
洋
■
｝
毛
」
嶺
～
N

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
の
因
①
げ
o
一
一
δ
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



（
i
）

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2

農
奴
身
分
（
く
葭
o
ぼ
ω
鼠
g
。
。
）

一
〇
〇

　
既
述
し
た
よ
う
に
、
隷
農
制
－
或
い
は
農
奴
制
ー
と
は
農
奴
身
分
と
農
奴
保
有
（
〈
三
Φ
ぼ
け
窪
葺
o
）
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
局
面

を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
必
ず
し
も
重
複
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
、
農
奴
保
有
地
は
そ
の
保
有
者
と
し
て
必
ず
し
も
領
主
の

「
生
来
の
農
奴
」
（
〈
崖
①
ぎ
ξ
三
〇
＆
）
た
ら
し
め
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
自
由
保
有
地
を
農
奴
が
保
有
し
て
も
、
こ
れ
は
彼
を
し
て

自
由
民
た
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
一
四
・
五
世
紀
に
至
り
土
地
保
有
関
係
が
錯
綜
し
、
自
由
民
に
よ
る
農
奴
保
有
地
の
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

有
、
農
奴
に
よ
る
自
由
保
有
地
の
保
有
（
．
5
畦
即
8
一
鼠
3
．
の
出
現
）
が
一
般
化
す
る
と
、
単
に
保
有
地
の
視
点
か
ら
で
は
両
者
の
区
別

は
全
く
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
た
領
主
対
農
民
の
一
争
点
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
農
奴
身
分
の
一
保
有
農
が

死
亡
或
い
は
逃
亡
し
、
そ
の
保
有
地
が
領
主
に
返
付
さ
れ
た
と
す
る
。
次
に
、
領
主
は
農
奴
身
分
以
外
の
保
有
農
ー
例
え
ぱ
他
の
マ
ナ
か

ら
逃
亡
し
て
き
た
全
く
の
局
外
者
1
に
「
領
主
の
意
志
に
よ
り
、
マ
ナ
の
慣
習
に
も
と
づ
き
奉
仕
を
行
な
う
こ
と
を
条
件
に
」
マ
ナ
法
廷

で
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
と
し
て
そ
の
土
地
を
保
有
せ
し
め
た
と
す
る
。

　
こ
の
揚
合
「
厳
密
な
法
理
論
に
従
え
ば
、
隷
農
保
有
は
一
度
そ
れ
が
領
主
に
返
付
さ
れ
た
時
、
復
活
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」

　
　
　
　
（
2
）

と
言
わ
れ
る
が
、
地
代
を
初
め
と
す
る
諸
義
務
は
土
地
そ
の
も
の
に
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
保
有
者
が
変
っ
て
も
保
有
条
件
の
内

容
に
は
何
の
変
化
も
な
か
っ
た
。
若
し
そ
れ
に
賦
役
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
時
に
は
、
た
と
え
十
六
世
紀
に
な
ろ
う
と
、
そ
し
て
幾
人
の
保

有
農
の
移
動
が
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
更
に
両
者
の
区
別
が
漠
然
と
し
て
来

る
と
、
領
主
対
農
民
の
力
関
係
の
中
に
お
い
て
、
領
主
が
新
来
の
土
地
保
有
者
に
対
し
て
、
身
分
的
に
も
自
己
の
農
奴
と
し
て
の
ぞ
も
う



と
す
る
揚
合
は
、
次
例
に
見
る
よ
う
に
、
充
分
予
想
し
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、
あ
る
力
関
係
の
中
で
は
農
奴
が
そ
の
錯
綜
し
た

保
有
関
係
を
楯
に
と
り
農
奴
身
分
た
る
こ
と
を
拒
否
せ
ん
と
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
．
』
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
農
奴
身
分
が
一
六
世
紀
に
お
い
て
も
当
州
で
は
か
な
り
多
数
発
見
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
「
森
林
地
帯
」
に
お
け
る
二
所
領
を
対
象
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
A
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
既
に
別
稿
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
当
州
東
南
部
に
位
麗
す
る
二
の
マ
ナ
は
耕
地
二
七
〇
〇
エ
イ
カ
を
有
す
る
巨
大
マ
ナ
で

あ
る
が
直
営
地
は
僅
か
三
〇
〇
エ
イ
カ
、
フ
リ
ー
・
ホ
ウ
ル
ド
以
外
の
農
奴
保
有
地
（
け
醇
β
墨
鼠
奉
）
は
一
〇
〇
〇
エ
イ
カ
余
り
で
あ

り
、
そ
の
う
ち
週
賦
役
を
負
担
す
る
も
の
は
百
数
十
エ
イ
カ
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
も
一
四
世
紀
末
に
は
急
速
に
減
少
し
、
一
四
〇
六
年
ま
で

に
こ
れ
ら
百
数
十
エ
イ
カ
の
土
地
は
殆
ど
が
賃
貸
地
に
転
化
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
他
方
、
農
奴
の
数
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
当
マ
ナ
に
は
全
部
で
三
二
家
族
の
農
奴
家
族
が
検
出
さ
れ
る
が
、
現
実
に
は
更
に
多
数

存
在
し
た
ア
一
と
は
確
実
で
あ
る
。
彼
ら
の
数
は
週
賦
役
の
義
務
を
負
う
二
五
の
狭
義
の
農
奴
保
有
地
よ
り
も
遙
か
に
多
か
っ
た
か
ら
、
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
レ

ッ
ク
ラ
ン
ド
の
保
有
地
農
民
に
も
農
奴
身
分
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
即
ち
、
ゴ
o
＆
8
鼻
ヨ
彗
、
と
で
も
名
付
け
得
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
少
な
く
と
も
身
分
的
に
は
一
一
世
紀
以
後
漸
次
没
落
し
た
の
で
あ
る
。
一
四
世
紀
に
お
け
る
疫
病
、
マ

ナ
か
ら
の
逃
亡
な
ど
に
よ
り
、
前
述
の
農
奴
保
有
地
は
減
少
し
て
い
た
が
、
農
奴
身
分
そ
の
も
の
は
そ
れ
と
運
命
を
共
に
し
た
も
の
で
は

な
か
つ
た
。
何
故
な
ら
、
農
奴
家
族
は
そ
の
家
系
の
農
民
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
拡
大
再
生
産
さ
れ
た
し
、
マ
ナ
外
移
住
は
農
奴
身
分
か

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
耽
知
o
σ
o
＝
δ
己
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

ら
の
免
除
で
は
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
身
分
的
に
は
農
奴
で
も
週
賦
役
を
負
担
し
な
い
農
民
も
存
在
し
た
か
ら
で
あ

る
。　

確
か
に
地
代
の
金
納
化
に
よ
り
直
営
地
経
営
の
労
働
力
と
し
て
の
農
奴
の
価
値
は
消
滅
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
は
そ
の
後
も
依

然
と
し
て
家
財
が
領
主
に
属
し
、
相
続
税
、
婚
姻
税
支
払
い
の
義
務
が
あ
っ
た
。
マ
ナ
を
離
れ
る
農
民
は
依
然
と
し
て
移
住
税
（
。
げ
。
〈
坦
，

αq

）
を
支
払
章
こ
鷲
の
農
奴
家
族
は
茜
O
o
年
既
に
週
賦
役
負
担
の
農
奴
保
有
崇
殆
ど
消
滅
し
た
時
旨
士
ハ
家
族
、

更
に
一
五
〇
〇
年
に
も
八
家
族
以
上
、
一
六
世
紀
後
半
に
入
り
五
家
族
、
一
五
七
五
年
イ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
「
解
放
令
」
に
よ
り
二
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

が
強
制
的
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
遂
に
農
奴
身
分
は
消
え
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
は
経
済
的
に
は
百
数
十
ポ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ロ

ド
の
罰
金
を
も
支
払
い
得
る
富
裕
な
農
民
と
か
直
営
地
の
借
地
農
か
ら
日
雇
労
働
者
に
近
い
広
範
な
層
を
含
ん
で
い
る
が
、
．
）
れ
ら
農
奴

身
分
た
る
こ
と
を
認
め
ず
領
主
側
と
の
間
に
抗
争
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
は
次
例
に
よ
り
そ
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

〔B〕

ギ
ミ
ン
ガ
ム
　
ソ
ッ
ク

　
当
州
北
東
部
に
隣
接
し
て
位
置
す
る
五
村
落
と
、
二
村
落
の
一
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
当
ソ
ッ
ク
は
、
そ
の
「
中
心
マ
ナ
」
（
。
p
風
け
螢
一

日
選
9
）
で
あ
る
ギ
ミ
ン
ガ
ム
が
百
三
〇
エ
イ
カ
余
り
の
自
由
保
有
地
、
五
八
O
エ
イ
カ
余
り
の
農
奴
保
有
地
、
二
二
〇
エ
イ
カ
ほ
ど
の

直
営
堀
バ
ら
成
っ
て
い
た
が
、
ド
ゥ
ム
ズ
デ
イ
の
調
査
記
録
か
ら
推
定
し
て
ソ
ッ
ク
全
体
と
し
て
自
由
保
有
地
が
む
し
ろ
優
位
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
当
ソ
ッ
ク
で
は
一
部
の
農
民
に
収
穫
期
賦
役
を
中
心
と
し
た
軽
い
労
役
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

一
六
世
紀
に
至
っ
て
な
お
労
働
賦
役
と
し
て
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
次
節
に
お
い
て
触
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
移
住
税
も
一
四
～
六
世
紀
を
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徹
底
的
に
追
求
し
、
そ
の
経
済
状
態
を
考
慮
し
て
莫
大
な
金
額
を

的
に
は
領
主
に
所
属
す
る
と
い
う
封
建
社
会
の
理
念
が
、

ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
に
属
す
る
だ
け
で
僅
か
数
年
の
う
ち
に
二
三
件
の

（
B
）

る
。　

も
っ
と
も
こ
の
揚
合
も
、
農
民
側
の
不
屈
の
抵
抗
に
つ
い
て
触
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
片
手
落
ち
に
な
ろ
う
。
農
民
丁
・

B
・
は
「
解
放
状
」
の
作
成
に
あ
た
り
ス
ウ
ォ
フ
ィ
ー
ル
ド
（
の
婁
臨
o
峯
）
の
】
家
宅
と
三
ル
ー
ド
の
土
地
を
五
シ
ル
と
評
価
さ
れ
た
が
、

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
噂
の
勾
o
げ
巴
鼠
o
昌
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

通
じ
て
夫
々
十
数
名
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
一
四
世
紀
に
お
け
る
農
奴
の
マ
ナ
逃
亡
の
記

録
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
六
世
紀
に
お
い
て
も
農
奴
身
分
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
六
世
紀
初
頭
に
記
録
さ
れ
た
婚
姻
税
は
ホ
ー
ア
女
史
に
よ

れ
ば
む
し
ろ
例
外
で
、
当
時
に
な
れ
ば
領
主
の
許
可
は
無
視
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る

　
　
　
　
（
1
2
）

の
で
あ
る
が
、
領
主
の
農
奴
に
対
す
る
身
分
的
支
配
が
決
し
て
無
力
化
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
は
、
イ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
「
農
奴
解
放
令
状
」
が
当
ソ
ソ
ク
で
如
何
に
行
使
さ
れ
た

か
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
分
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
女
王
か
ら
騎
士
ヘ
ン
リ
・
リ
i
（
国
。
畦
同
ピ
8
）
に
対
し
て
農
奴
解
放
に

関
す
る
権
限
が
移
譲
せ
ら
れ
る
や
、
彼
は
当
ソ
ツ
ク
内
に
住
み
ソ
ッ
ク
法
廷
で
そ
れ
と
し

て
認
め
得
る
農
奴
ば
か
り
か
、
移
住
或
い
は
逃
亡
し
て
農
奴
身
分
を
隠
蔽
す
る
農
民
を
も

　
　
　
　
　
　
　
「
解
放
状
」
と
交
換
に
請
求
し
た
。
こ
の
揚
合
、
農
奴
の
財
産
は
基
本

　
　
　
　
未
だ
確
固
と
し
て
生
き
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
し
て
、
ギ
、
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
「
解
放
状
」
が
強
制
的
に
農
奴
に
よ
り
購
入
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

「
彼
の
解
放
に
つ
い
て
ヘ
ン
リ
・
リ
ー
と
談
合
を
行
な
う
の
は
理
に
適
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
し
、
三
名
の
農
民
は
当
ソ
ッ
ク
の

農
奴
と
判
定
さ
れ
た
こ
と
を
不
満
と
し
て
ラ
ン
カ
ス
タ
法
廷
に
訴
訟
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
不
当
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
さ
せ
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

あ
る
が
、
彼
ら
は
実
は
、
確
か
に
当
ソ
ッ
ク
の
農
奴
で
あ
っ
た
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
農
奴
と
見
倣
さ
れ
た
農
民
の
反
抗
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聡
）

は
執
拗
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　
確
か
に
女
史
も
言
う
よ
う
に
、
イ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
の
農
奴
制
（
げ
9
魯
鴨
）
が
単
な
る
名
目
だ
け
の
義
務
で
あ
り
施
行
さ
れ
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
汀
）

殆
ど
な
い
、
と
す
る
通
説
に
は
再
検
討
を
要
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
当
時
代
の
農
奴
制
に
つ
い
て
は
サ
ヴ
ィ
ン
の
問
題
提
起
が
広
く

知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
い
ち
は
や
く
そ
の
論
稿
に
お
い
て
「
労
働
者
法
令
」
が
従
来
の
封
建
的
諸
関
係
に
打
撃
を
与
え
た
と
い
う
ペ
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

シ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
見
解
に
正
当
に
も
疑
念
を
提
出
し
、
「
一
揆
」
以
後
の
領
主
制
を
維
持
せ
ん
と
す
る
諸
法
令
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
例
え
ば
、
ヘ
ン
リ
四
世
の
治
世
四
年
（
一
四
〇
二
年
）
に
庶
民
院
は
、
「
リ
チ
ャ
ー
ド
ニ
世
治
世
九
年
の
法
令
第
二
章
」
が
乱
用
さ
れ
て

い
る
の
を
訴
え
そ
の
廃
棄
を
要
求
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
に
対
す
る
執
行
令
状
が
自
由
民
（
領
主
）
に
よ
り
買
取
ら
れ
、
そ
の

際
理
由
と
し
て
債
務
者
が
彼
の
農
奴
で
あ
る
か
ら
と
回
答
さ
れ
、
そ
れ
が
法
廷
記
録
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
彼
は
自
由
を
失
な
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
が
あ
る
、
と
庶
民
院
は
説
明
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
要
請
を
国
王
は
拒
絶
し
た
。
さ
ら
に
、
ヘ
ン
リ
四
世
治
世
六
年
（
一
四
〇
四
年
）

に
提
出
さ
れ
た
、
市
民
或
い
は
自
由
保
有
農
が
し
ば
し
ば
農
奴
と
し
て
逮
捕
さ
れ
て
お
り
、
自
由
保
有
農
は
予
告
な
く
し
て
投
獄
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

こ
と
な
く
、
保
釈
も
許
可
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
要
求
に
対
し
て
も
、
国
王
は
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
当
時
国
家
体
制
が
領
主
権
力
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
確
か
に
同
時
代
人
の
フ

イ
ッ
ツ
ハ
ー
バ
ー
ト
（
》
霊
け
讐
9
ぎ
菖
）
が
「
多
く
の
自
由
民
が
農
奴
と
見
徹
さ
れ
彼
ら
の
土
地
家
財
が
没
収
さ
れ
た
結
果
、
彼
ら
は



救
済
を
求
め
て
訴
訟
を
起
す
こ
と
畠
萎
い
」
妻
明
し
た
噂
彼
の
主
張
畿
る
地
繋
い
し
マ
ナ
で
鎮
し
て
誇
張
で
筆
か
っ

　
た
の
で
あ
る
。

も
　
イ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
至
り
「
農
奴
解
放
」
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
決
し
て
彼
女
の
「
自
由
へ
の
愛
好
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

　
彼
女
の
慎
重
な
打
算
の
結
果
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
「
解
放
」
に
よ
り
手
中
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
利
得
が
、
農
奴
と
し
て
放
置
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

　
か
ら
あ
が
る
各
種
の
利
得
を
上
廻
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
に
至
り
初
め
て
農
奴
身
分
は
「
或
る
金
額
と
交

　
換
し
得
る
程
度
」
の
重
要
性
し
か
持
た
ぬ
も
の
と
成
り
下
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
に
そ
れ
以
前
に
貴
族
院
で
「
解
放
状
」
案
を
否
決
し

　
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
確
か
に
、
サ
ヴ
ィ
ン
が
結
論
し
た
よ
う
に
、
「
マ
ナ
体
制
の
衰
退
は
そ
れ
と
同
時
に
直
接
隷
農
制
の
廃
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

　
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
」
こ
と
、
「
身
分
上
の
農
奴
制
（
需
話
o
昌
巴
の
9
盈
o
ヨ
）
は
直
営
地
経
営
よ
り
も
強
い
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
は

　
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
し
、
さ
ら
に
領
主
側
に
極
め
て
不
利
な
時
代
と
言
わ
れ
る
一
五
～
六
世
紀
に
お
い
て
領
主
は
手
を
こ
ま
ね
い

　
て
後
退
を
続
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
農
民
と
の
日
常
闘
争
は
依
然
と
し
て
不
断
に
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

労
9
U
費
く
o
ロ
O
o
井
”
目
欝
肉
8
β
o
欝
骨
b
s
g
o
辱
ミ
恥
§
o
『
9
≧
o
さ
騨
さ
醤
ミ
℃
ミ
融
ー
旨
麟
｝
サ
o
o
い

｝
D
国
・
一
〇
ぽ
⇒
o
o
o
P
o
や
9
f
唱
N
o
o
｝
昌
■
ド

拙
稿
「
一
二
・
三
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
土
地
保
有
と
土
地
市
場
」
（
「
商
学
論
集
」
二
十
巻
三
号
）
九
一
ー
九
八
頁
。

コ
O
’
U
鈴
く
①
昌
づ
o
↓
け
｝
○
や
9
け
■
一
う
o
o
轟
R
。

H
げ
崔
■
｝
や
o
o
9

一
四
〇
〇
年
初
め
て
モ
ー
ブ
レ
イ
（
ζ
o
≦
ぼ
超
）
家
が
マ
ナ
法
廷
を
開
い
た
際
に
は
、
（
－
）
置
訂
8
ε
き
旨
8
2
0
（
2
）
2
緯
一
奉
器
器
暮
o
・

「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
o
什
．
ω
渕
Φ
げ
①
一
一
δ
昌
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

　
2
5
（
3
）
2
緯
貯
o
伍
o
ヨ
一
三
α
o
o
。
簿
昌
頒
β
冒
2
2
名
が
出
廷
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
数
は
決
し
て
保
有
民
の
数
と
し
て
は
充
分
な
も
の
で
は
な
い
が
、

　
（
2
）
は
自
由
民
で
か
つ
賦
役
の
殆
ど
ニ
グ
リ
ジ
プ
ル
な
ド
ゥ
ズ
デ
イ
の
ソ
ッ
ク
マ
ン
の
大
部
分
、
（
3
）
は
農
奴
身
分
の
農
民
と
判
定
さ
れ
る
。

　
一
げ
置
‘
や
o
o
ど
ト
づ
℃
‘
図
Φ
9
：

（
7
）
　
H
げ
置
‘
や
o
。
刈
矯
．

（
8
）
　
H
び
一
自
‘
り
o
o
o
o
。

（
9
）
　
H
げ
一
ρ
り
o
。
o
。
～
頴
・
他
の
マ
ナ
の
一
例
を
あ
げ
る
。
＝
一
一
四
七
年
ノ
リ
ッ
ジ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ス
ピ
ン
ク
（
因
一
畠
騨
＆
ω
℃
賓
旨
犀
）
は
イ
リ

　
修
道
院
に
ド
デ
ィ
ン
ト
ン
（
U
9
民
ぎ
α
q
8
＝
）
の
農
奴
と
し
て
追
求
を
受
け
た
が
、
彼
は
そ
の
た
め
の
費
用
に
千
ポ
ン
ド
を
使
用
し
た
。
0
8
P

　
ρ
国
し
n
o
8
園
b
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P
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が
ギ
ミ
ン
ガ
ム
　
マ
ナ
に
存
在
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い

ρ
ヌ
国
○
貧
ρ
霞
蓑
。
ミ
ξ
§
卜
肉
禽
“
』
§
魯
§
の
暮
♪
一
ε
o
。
”
弓
■
ご
P
N
歩
8
N
。

目
ぴ
箆
‘
り
謡
ド

H
び
一
自
‘
b
う
N
8
～
轟
。

一
げ
一
q
‘
マ
い
O
一
・

H
げ
一
自
‘
℃
や
ω
O
轟
i
伊

一
げ
箆
‘
b
や
Q
8
～
O
■

H
げ
一
山
こ
つ
い
一
〇
い
U
ρ
↓
げ
Φ
い
塁
け
o
防
跨
o
園
o
ロ
山
ヨ
①
p
ぎ
帥
Z
o
筏
o
穿
ピ
置
一
〇
昌
≧
ミ
誉
ミ
』
鳶
ぎ
s
』
8
撃

》
’
の
陣
く
ぎ
ρ
国
o
昌
α
旨
①
β
ξ
一
α
2
　
爵
o
◎
β
α
o
誘
－
団
、
●
㌧
卜
鐸
鉾
Z
9
く
ω
g
。
図
＜
F
℃
℃
』
象
～
ひ
、

卑
ミ
§
跨
劇
簿
馬
肉
魯
執
ぎ
く
o
一
臼
H
押
や
Q
o
o
。

＜
〇
一
，
一
〇
”
質
緯
、



（
2
0
）
　
肉
o
誉
罰
加
9
蕊
費
§
“
試
ミ
§
茎
＜
〇
一
■
目
”
や
お
P

（
2
1
）
　
H
げ
一
自
‘
〈
〇
一
．
目
｝
や
鴇
鼠
，

（
2
2
）
距
田
9
げ
。
び
Φ
“
．
q
Q
ミ
竃
窒
ε
鳴
、
穿
」
い
」
訟
。
言
O
。
誹
巴
営
↓
↓
8
訂
8
9
Φ
躍
一
謎
茜
。
≧
器
品
Φ
ヨ
。
暮
o
胤
鍔
呂
a
ギ
ε
窪
ξ

　
（
一
橋
大
学
メ
ン
ガ
ー
文
庫
）
・
H
ω
・
い
8
鼠
β
U
器
け
U
曙
ω
9
切
9
鼠
鵯
ぎ
国
旨
の
『
づ
ユ
・
h
麟
電
9
鴇
く
O
ピ
O
も
・
呂
9

（
2
3
）
　
時
に
は
「
解
放
状
」
は
「
マ
ナ
建
築
物
の
修
理
」
と
か
「
教
会
の
修
理
」
を
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
揚
合
で
も
そ
の
意
図
は
同

　
様
で
あ
る
。
O
O
昌
い
Q
・
国
竃
0
8
ど
国
卑
暮
》
旨
的
一
貯
昌
ω
0
9
9
『
営
二
お
句
筒
一
Φ
の
昌
梓
げ
0
9
一
ε
㌧
ど
b
『
ワ
↓
び
Φ
巴
ρ
む
曽
｝
℃
マ
旨
ひ
～
y

（
2
4
）
鋭
留
く
ぎ
Φ
｝
国
o
鼠
目
雪
毒
自
醇
↓
且
o
β
℃
』
い
O
●

　
一
1
ー
　
マ
ナ
の
諸
収
入

（　
本
節
で
は
封
建
的
諸
義
務
（
領
主
側
よ
り
見
れ
ば
諸
収
入
）
の
推
移
を
地
代
を
中
心
に
考
察
す
る
り
こ
の
揚
合
、
賦
役
が
完
全
に
金
納

化
を
見
な
か
っ
た
マ
ナ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
加
う
る
に
特
に
そ
の
絶
対
王
制
期
に
お
け
る
あ
り
方
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
叙
述

の
順
序
と
し
て
は
、
先
ず
金
納
化
を
見
な
か
っ
た
代
表
と
し
て
以
前
よ
り
叙
述
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
を
中
心
と

し
て
、
金
納
化
が
完
了
し
た
も
の
と
し
て
は
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
を
は
じ
め
と
し
た
二
十
数
箇
の
マ
ナ
の
収
入
動
向
が
分
析
の
中
心
と

な
ろ
う
。

　
ギ
ミ
ン
ガ
ム
（
Ω
一
目
一
一
茜
げ
帥
目
）
、
ノ
ー
ス
・
ア
ン
ド
。
サ
ウ
ス
・
レ
プ
ス
（
2
0
詳
ゴ
ロ
β
山
ω
o
偉
穿
罰
①
℃
窮
）
、
ト
リ
ミ
ン
ガ
ム
（
弓
該
ー

ヨ
ゴ
α
q
一
冨
ヨ
）
、
サ
イ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
（
醸
留
馨
旨
注
）
、
ト
ラ
ン
チ
（
6
歪
富
9
）
の
全
村
落
と
ナ
プ
ト
ン
（
囚
毫
営
曾
）
、
マ
ン
デ
ズ
リ

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
男
菩
巴
犀
8
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



　
　
　
　
　
一
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1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

（
蜜
ε
巨
の
匹
曙
）
の
一
部
か
ら
成
る
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
は
、
ノ
リ
ソ
ジ
の
東
北
部
に
あ
り
「
中
心
マ
ナ
」
（
8
且
3
一
目
聲
o
擁
）
ギ
ミ
ン

ガ
ム
を
軸
に
し
て
周
辺
を
支
配
し
て
い
た
。
一
三
四
七
年
ウ
ォ
レ
ン
家
（
爵
o
毛
貧
Φ
善
霧
）
断
絶
の
後
、
当
ソ
ッ
ク
は
ラ
ン
カ
ス
タ
伯

の
手
に
帰
し
、
一
六
三
九
年
に
・
ン
ド
ン
市
に
売
却
さ
れ
る
ま
で
王
領
地
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
、
当
ソ
ッ
ク
は
ナ
プ
ト
ン
、
マ
ン

デ
ズ
リ
、
レ
プ
ス
、
サ
イ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
等
の
村
落
中
の
マ
ナ
は
再
下
封
さ
れ
て
い
た
が
、
ト
リ
ミ
ン
ガ
ム
、
ト
ラ
ン
チ
、
ギ
ミ
ン
ガ
ム

等
の
マ
ナ
は
ラ
ン
カ
ス
タ
伯
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
直
営
地
と
し
て
は
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
治
下
の
「
死
後
訊
問
調
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
冒
ρ
鼠
の
三
8
零
曾
目
o
濤
。
ヨ
）
に
よ
れ
ば
、
僅
か
に
二
二
〇
エ
イ
カ
が
存
在
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
専
ら
こ
の
直
営
地
の
動
向

が
問
題
に
な
ろ
う
。

「
一
揆
」
直
後
・
す
奪
ち
』
三
空
～
二
年
の
黍
響
讐
よ
麓
』
あ
直
営
地
竺
三
エ
イ
カ
の
賃
貸
地
を
除
け
ば
依

然
と
し
て
領
主
に
よ
り
直
接
経
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
労
働
力
は
小
麦
・
オ
ー
ト
等
の
除
草
を
中
心
と
し
た
四
九
六
単
位
の
秋
期
賦
役
に

よ
り
供
給
さ
れ
、
豆
類
に
同
じ
く
四
〇
単
位
、
運
搬
に
一
四
単
位
の
賦
役
が
行
使
さ
れ
て
い
る
。
最
も
重
要
な
「
耕
作
」
（
覧
o
轟
三
夷
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
つ
い
て
は
、
二
名
の
男
が
年
一
四
シ
ル
と
二
ニ
ク
ウ
ェ
カ
三
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
大
麦
に
よ
り
雇
用
さ
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
こ
の
直
営
地
経
営
も
、
少
な
く
と
も
一
四
一
四
年
の
史
料
に
よ
れ
ば
放
棄
さ
れ
て
お
り
、
「
ギ
ミ
ン
ガ
ム
の
水
車
と
そ
の
牧
師

の
家
の
間
に
あ
る
草
地
」
と
共
に
耕
地
は
年
一
三
ポ
ン
ド
で
二
名
の
領
民
に
賃
貸
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
時
に
「
マ
ナ
の
所
属
物
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
及
ん
だ
よ
う
で
あ
り
、
同
様
に
鳩
舎
等
が
賃
貸
さ
れ
て
い
る
。
史
料
か
ぢ
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
時
に
賃
貸
条
件
中
に
マ
ナ
に
付
随
し

た
賦
役
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。

　
か
よ
う
に
し
て
次
に
対
象
と
な
る
フ
ォ
ン
セ
ソ
ト
・
マ
ナ
と
同
様
に
、
当
ソ
ッ
ク
で
も
直
営
地
の
賃
貸
は
最
初
は
「
一
括
借
地
」
と
い



う
形
態
を
と
っ
た
の
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
、
壺
ハ
ニ
年
の
記
録
蛋
れ
ば
そ
の
借
地
催
、
「
J
テ
（
そ
の
他
六
名
の
養
が
続
く
）

と
彼
ら
の
譲
受
人
」
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
保
有
農
の
数
は
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
藷
借
地
」
は
依
然
と
し
て
維
持
蕊

て
い
て
、
そ
の
権
利
の
中
に
は
「
草
地
。
耕
地
の
除
草
（
ぎ
虫
夷
）
お
よ
ぴ
他
の
あ
ら
ゆ
る
秋
期
労
役
」
が
含
ま
れ
て
い
る
ぱ
か
り
か
、

牧
羊
権
も
含
ま
れ
て
お
り
、
単
な
る
直
営
地
の
賃
貸
よ
り
も
更
に
広
い
マ
ナ
領
主
権
を
含
む
も
の
と
言
え
よ
鋸
的

一
六
世
紀
災
．
て
も
マ
ナ
直
営
地
の
「
藷
借
地
」
菱
化
を
暑
か
っ
た
．
ヘ
ン
リ
八
世
治
世
の
二
〇
年
潅
・
三
年
耀
付

で
「
マ
ナ
屋
敷
」
（
の
。
一
け
Φ
。
閉
菖
一
Φ
《
卑
ロ
o
H
）
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
ト
マ
ス
・
ボ
レ
イ
ン
（
虐
δ
日
霧
ぎ
一
建
ロ
）
に
貸
出
さ
れ
・
こ
の

期
限
が
一
五
四
九
年
査
o
年
窃
砦
と
、
「
賦
役
・
筆
権
」
を
含
め
た
マ
ナ
の
諸
権
利
は
』
五
四
七
年
に
行
な
わ
れ
て
い
た
国

王
と
の
契
約
に
よ
墓
い
ω
、
α
，
・
．
の
地
代
で
エ
ド
マ
ド
・
フ
ィ
シ
ャ
（
臣
§
童
ω
琶
に
賃
貸
嚢
た
・
し
か
し
・
警
こ
の

直
営
地
経
営
に
従
事
す
る
．
』
と
な
く
直
ち
に
こ
れ
を
「
又
貸
し
」
（
雲
ヨ
9
）
し
て
、
そ
の
全
権
利
を
ノ
リ
ッ
ジ
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
ピ
ー

タ
ー
・
リ
ー
ド
（
b
。
げ
。
周
閃
①
α
。
）
に
移
譲
し
た
の
で
あ
る
。
一
五
三
八
年
の
チ
ュ
ニ
ス
の
勝
利
の
際
に
武
功
に
よ
り
騎
士
の
称
号
を
受
け

た
彼
は
、
一
四
九
六
年
ノ
リ
ソ
ジ
の
市
長
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
リ
ー
ド
（
冒
『
昌
園
＆
Φ
）
の
息
子
で
あ
っ
総
伊

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
か
ら
の
残
存
す
る
史
料
は
若
干
の
興
味
あ
る
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
想
う
に
・
直
営
地
借
地
人
ピ
ー
タ
・
リ

ト
は
契
約
に
従
．
て
賦
磐
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
、
農
民
は
義
に
対
し
て
抵
抗
し
て
そ
の
要
求
を
受
け
入
れ
よ
う
と
は

し
な
か
．
た
．
彼
が
こ
れ
を
強
制
す
る
第
一
の
手
段
と
し
て
ソ
・
ク
法
廷
に
訴
訟
を
起
こ
し
奈
否
か
翁
ら
か
で
は
な
い
・
い
ず
れ
に

謹
問
灌
ラ
ン
カ
ス
タ
伯
特
権
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
．
当
法
廷
で
行
な
わ
れ
た
各
村
落
を
袋
す
る
証
人
の
証
言
記
祭
存
奪

る
が
、
彼
ら
は
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
。
廿
、
¢
穿
。
一
豆
竃
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
δ
九
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一
一
〇

　
ト
リ
ミ
ン
ガ
ム
村
落
の
証
人
R
・
G
に
よ
れ
ば
、
「
六
〇
年
に
亘
り
常
に
耕
作
さ
れ
て
い
た
直
営
地
で
、
ギ
、
、
、
ン
ガ
ム
・
ホ
ー
ル
の

「
借
地
農
」
（
嘗
目
琶
の
た
筐
彼
の
労
働
を
す
る
こ
と
を
拒
否
し
奄
の
島
い
た
こ
と
が
な
い
」
の
だ
が
、
「
（
労
働
）
能
力
の
あ

る
者
以
外
の
者
奪
慧
し
を
と
を
智
奮
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
泉
そ
墾
し
た
の
か
智
な
い
」
．
さ
ら
に
、
「
村
民
代
表

（
巧
一
畠
誇
鞠
）
は
、
彼
ら
の
役
職
の
貴
任
に
お
い
て
成
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
仕
事
に
関
し
て
、
借
地
農
に
報
告
す
る
の
を
拒
否
し
た
事

を
知
っ
て
い
る
」
が
、
「
摯
を
持
っ
た
保
有
農
が
そ
の
摯
で
彼
の
労
役
を
行
な
わ
な
か
っ
た
も
の
を
聞
い
た
．
）
と
が
な
い
」
と
答
え
て
い

る
。
し
か
し
・
別
の
証
人
丁
・
R
は
農
民
の
抵
抗
が
必
ず
し
も
絶
無
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
M
某
は
今
年
、
以
前
に
行
な

わ
れ
て
来
た
一
摯
耕
作
を
認
め
な
か
っ
た
」
し
、
「
彼
は
去
年
村
民
代
表
で
あ
っ
た
の
で
、
J
．
G
某
に
収
穫
の
束
作
り
の
仕
事
を
命
じ

た
が
、
彼
は
そ
の
時
来
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

　
次
に
、
ノ
ー
ス
・
レ
プ
ス
村
落
の
証
人
の
述
べ
た
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
村
法
監
視
人
（
げ
。
鴇
ミ
費
峠
山
）

の
命
で
当
村
落
の
村
民
代
表
で
あ
っ
た
彼
は
、
当
村
の
保
有
農
に
一
定
の
労
働
、
す
な
わ
ち
、
三
二
単
位
の
労
働
を
す
る
よ
う
に
彼
ら
に

警
告
し
た
が
・
そ
の
際
誰
が
す
る
ぺ
き
か
彼
は
智
な
か
っ
た
の
で
、
保
裏
全
体
に
警
告
し
た
の
だ
．
た
．
そ
れ
に
対
し
て
磐
す
ぺ

て
は
、
そ
れ
ら
の
労
役
を
二
〇
〇
年
の
間
し
た
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
示
談
を
行
な
っ
て
来
た
。
そ
し
て
借
地
農
が
そ
の
代
り
に

貨
幣
を
受
取
れ
ば
彼
に
同
意
す
る
だ
ろ
う
と
答
え
た
」
と
。
ま
た
同
村
落
の
他
の
証
人
は
、
「
彼
は
村
民
代
表
が
労
役
を
行
な
う
よ
う
に

警
告
し
宗
・
磐
は
断
じ
て
労
役
を
す
う
一
と
を
欲
せ
ず
、
何
時
も
そ
う
で
あ
堂
う
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
示
談
を
宴
い
た
い
と
答

え
た
」
と
。

　
パ
ス
ト
ン
村
落
に
つ
い
て
は
、
「
今
年
、
村
法
監
理
人
の
R
・
G
は
パ
ス
ト
ン
の
摯
耕
作
に
つ
い
て
義
務
を
履
行
せ
ず
、
ど
の
よ
う
に



し
て
保
有
農
が
義
務
を
履
行
し
た
の
か
も
知
ら
な
い
」
。

ト
レ
ン
チ
村
落
の
J
．
A
は
「
借
地
農
鞄
使
い
を
上
舌
行
な
う
こ
と
藁
求
え
、
更
に
他
人
管
そ
馨
す
堂
う
曇
告
さ

れ
た
の
で
、
そ
れ
を
他
の
保
有
農
に
話
し
た
時
、
彼
ら
は
大
変
憤
慨
し
て
、
そ
の
労
役
を
警
告
に
反
し
て
と
て
も
乱
雑
に
行
な
っ
た
」
と

証
言
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
証
一
一
一
一
口
は
ま
ず
次
の
二
点
晶
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
E
、
－
－
ミ
ン
ガ
ム
、
－
ラ
ン
チ
（
悪
恐
ら
く
ギ
ミ
ン
ガ
ム
）
・

す
な
わ
ち
、
ラ
ン
カ
ス
タ
伯
が
下
級
領
主
と
し
て
支
配
し
て
い
る
マ
ナ
で
は
、
農
民
の
抵
抗
を
排
除
し
な
が
ら
賦
役
が
現
実
に
行
な
わ
れ

て
い
た
．
第
二
に
、
再
下
封
さ
れ
た
マ
ナ
で
あ
る
ノ
ー
ス
．
レ
プ
ズ
と
か
保
有
地
と
し
て
し
か
存
在
せ
ぬ
パ
ス
ー
ン
で
は
賦
役
鏡
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ロ

は
金
納
化
し
て
お
り
、
労
役
の
取
立
て
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

．一

馨
雛
と
一
一
一
簡
の
覇
に
一
号
続
9
れ
た
爆
で
、
五
五
六
琵
そ
の
決
禦
「
ラ
ン
カ
ス
タ
伯
条
令
」
と
し
て
発

令
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、

　
第
一
に
、
ギ
、
、
、
ン
ガ
ム
以
下
七
村
落
で
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
と
し
て
土
地
を
保
有
せ
る
農
民
は
、
一
定
の
賦
役
を
条
件
に
保
有
し
て
い
る

と
い
う
理
由
か
ら
、
以
前
六
〇
年
間
内
に
耕
作
さ
れ
て
い
た
直
営
地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
賦
役
を
行
な
う
こ
と
を
命
ず
る
、
を

は
じ
め
と
し
て

　
第
二
に
、
そ
れ
は
十
全
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、

　
第
三
に
、
村
落
代
表
は
「
借
地
農
が
要
求
す
る
時
に
何
時
で
も
そ
れ
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
」
命
じ
、

　
第
四
に
、
借
地
農
と
示
談
が
成
立
し
た
保
有
農
に
は
そ
の
貴
任
が
な
い
こ
と
、

　
　
　
　
「
ケ
ッ
お
誓
」
（
因
。
叶
、
の
奪
豊
。
口
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
．
一

　
第
五
に
、
示
談
は
合
法
的
で
あ
る
こ
と
、

　
第
六
に
、
労
役
が
行
な
わ
れ
な
い
時
は
談
合
を
行
な
い
借
地
農
と
意
見
の
一
致
を
見
る
ア
一
と
、

　
第
七
に
、
村
民
代
表
は
借
地
農
に
よ
り
実
際
に
行
な
わ
れ
た
労
役
、
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
労
役
、
示
談
に
よ
っ
て
済
ま
さ
れ
た
労
役
の

夫
乏
つ
い
て
報
告
寒
し
谷
な
わ
紮
か
っ
た
労
役
5
い
て
は
「
マ
ナ
慣
翼
従
い
、
す
な
わ
ち
、
百
一
ペ
ン
ス
と
し
て
」
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
じ
レ

算
さ
れ
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
彼
自
身
が
責
任
を
負
う
こ
と
）
、

　
第
八
に
、
摯
を
持
ち
耕
作
の
義
務
を
負
う
て
い
る
保
有
農
は
、
マ
ナ
慣
習
に
従
が
い
そ
の
直
営
地
を
耕
作
す
ぺ
き
．
）
と
、

　
第
九
に
、
村
民
代
表
と
村
法
監
視
人
の
義
務
に
つ
い
て
、

　
第
十
、
十
一
に
、
ハ
ル
バ
（
昌
三
く
巽
）
と
サ
イ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
の
示
談
金
に
つ
い
て
、

　
最
後
に
、
こ
の
決
定
に
よ
り
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
疑
念
は
法
務
長
官
、
或
い
は
、
法
務
次
官
の
前
で
討
論
す
る
こ
と
、

以
上
の
よ
う
な
発
令
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ

す
な
わ
ち
鼻
ド
塾
霞
き
霧
合
、
面
欝
罫
馨
書
い
て
盤
に
対
し
て
皇
の
持
つ
封
建
的
諸
権
利
議
認
し
、

そ
の
代
行
者
と
し
て
の
借
地
農
の
利
益
を
擁
護
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
マ
ナ
の
封
建
的
諸
権
利
を
そ
の
借
地
農
が
行
使
す
る
揚
合
、
領
主

法
廷
に
よ
る
づ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
り
初
め
て
現
実
的
劣
た
り
得
た
の
で
あ
る
．
だ
が
そ
の
揚
合
で
も
、
過
去
の
実
績
を
無
視
出
来
ず
、

二
村
落
に
は
定
額
の
金
納
化
地
代
を
提
示
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

こ
の
規
定
の
う
ち
第
七
晋
の
後
半
部
盆
注
意
を
要
す
る
．
義
は
労
役
の
う
ち
で
村
民
代
秦
徴
用
す
る
．
｝
と
が
出
来
な
か
っ
た

部
分
に
つ
い
て
は
・
「
マ
ナ
慣
習
」
に
従
が
い
百
一
ペ
ン
ス
の
割
合
で
箆
代
書
集
責
讐
負
う
．
一
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
．



ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
リ
　
ヤ
　
や
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
レ
　
サ
　
ヤ
　
ヤ

領
主
が
村
落
共
同
体
を
掌
握
し
て
支
配
の
手
段
と
し
た
ひ
と
つ
の
形
態
と
し
て
注
目
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ウ
と
も
後
述
す
る
よ
う
に
、

そ
の
他
の
借
地
農
と
の
示
談
金
は
決
し
て
「
マ
ナ
慣
習
」
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
次
に
、
当
然
賦
役
の
内
容
と
そ
の
金
．
額
が
問
題
に
な
る
。
当
ソ
ッ
ク
で
徴
収
の
権
利
の
あ
る
賦
役
と
そ
れ
を
「
マ
ナ
慣
習
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

が
い
」
貨
幣
に
換
算
し
た
記
録
が
存
在
す
る
。
当
史
料
が
以
上
の
内
容
を
持
つ
こ
と
は
、
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
一

四
世
紀
の
死
後
訊
問
調
書
、
会
計
簿
、
一
五
世
紀
の
土
地
台
帳
（
後
述
）
、
前
条
令
の
第
十
、
十
一
項
目
、
の
四
者
の
比
較
検
討
よ
り
得
ら

魏
－
組
岱
2
，
：
磁
。
の

　　　　　　〔第1表〕　ギミンガム翁
　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　回数欝幕総

　　　　　　　　　　　　　　　3
除草　　　　　　34　－d，　2s．2
　　　　　　　　　　　　　　　4

牧草地除草　　　　　　　一　　一　　　2s．

秋期労役（食事無）　　　　88　　1d・　　7s・∠

　　　　　　　　　　　　P　　1秋期労役（食事付）　　　4⊃　一d．　1s，】
　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　1不定期労役（precaria）　　24　－d。　1s，
　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　1
不定期労役（Halmer）　　24　－d，　1s，
　　　　　　　　　　　　　　　2

穀物運搬　　　　　　　　　4　　6d．　　2s．

運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ8　　　3d．　　　4s．（

　　　　　　　　　　　　　計　£1－2－0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（sic

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
．
ω
ヵ
O
σ
①
＝
δ
昌
）
を
め
ぐ
っ
て

　　　　　　　　　〔第2表〕露

　　　　　　　　　　　　　　）
Gimingham　　　　£1－2－0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
Trimingham　　£0－11－2－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

N。Repps　　　　　£O－6－8

　　　　　　　　　　　　　　　、　　3
Sidestrand　　　　　　£O一）一10－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

S．Repps　　　　　　£1－13－4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Trunch　　　　　　　　£1－14－11－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Mundesley　　　　£1－14－7－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Pasto11　　　　　　　　　　£0－10－11－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

Hulver　　　　　£0－2－11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　合計　　£8－2－3－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

村民代表に対する免除

　　　　　　　　　　　　£0－7－7

差引残高　　　　£7－14－5（sic）

一
一
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

　
　
　
　
　
（
1
3
）

れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
こ
の
う
ち
ギ
ミ
ン
ガ
ム
村
落
の
全
記
載
と
各
村
落
の
合
計
額
の
み
を
提
示
す
れ
ば
第
－
・
2
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

十
四
世
紀
末
の
ソ
ッ
ク
総
収
入
が
騰
卜
。
治
－
軌
1
一
〇
判
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
最
大
の
額
が
法
廷
収
入
胎
ひ
N
－
一
刈
ー
N
剰
、
地
代
窃
ミ

　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ー
ひ
ー
一
i
、
市
揚
と
水
車
の
賃
貸
腕
一
一
ー
ご
1
轟
、
牧
羊
料
肋
一
一
ー
一
N
I
o
。
等
で
あ
っ
た
。
史
料
が
不
完
全
な
た
め
賦
役
の
金
納
に
よ

　
　
　
N
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ロ
）

り
あ
が
っ
た
収
入
額
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
先
ず
大
部
分
が
現
実
に
労
役
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
全
部
が
金
納
さ

れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
マ
ナ
総
収
入
に
お
い
て
占
め
る
額
は
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ビ
ー
タ
ー
・
リ
ー
ド
が
一
五
六
八
年
に
死
亡
し
た
後
、
マ
ナ
は
飾
。
α
1
ひ
ー
一
〇
で
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
オ
ウ
グ
ル
ビ
（
○
『
碧
一
霧
○
讐
貯
2
）

に
賃
貸
さ
れ
た
が
、
間
も
な
く
ア
ン
ソ
ニ
・
デ
ス
（
＞
旨
ぎ
量
∪
9
甚
）
が
彼
に
代
わ
っ
た
。
彼
が
死
亡
し
た
時
未
だ
彼
の
借
地
期
限
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

十
数
年
残
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
無
視
し
て
契
約
が
更
新
さ
れ
た
ら
し
い
。
リ
ー
ド
の
期
限
の
切
れ
る
二
年
前
の
一
五
八
五
年
に
国
王
の

財
務
監
査
官
で
あ
り
、
既
に
一
六
世
紀
初
頭
よ
り
当
マ
ナ
の
屋
敷
を
賃
借
し
た
り
或
は
村
法
監
視
職
の
受
託
者
で
あ
っ
た
F
．
S
と
借
地

農
ア
ン
ソ
ニ
と
の
間
に
訴
訟
問
題
が
起
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

　
当
面
わ
れ
わ
れ
に
関
係
が
あ
る
の
は
、
多
分
こ
れ
ら
の
事
件
と
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
一
五
八
O
年
「
ギ
、
・
、
ン
ガ
ム
・
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ッ
ク
の
保
有
農
に
よ
り
与
え
ら
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
労
役
に
つ
い
て
の
文
書
」
と
題
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
各
村
落
毎
に
行
な
わ

れ
る
ぺ
き
賦
役
と
、
示
談
の
際
の
賦
役
の
価
格
と
、
無
視
さ
れ
た
賦
役
部
分
と
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
現
実
に
行
な
わ
れ
た
賦
役
・
と
、
示

談
と
決
定
さ
れ
た
そ
れ
の
数
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
と
い
う
欠
点
を
除
け
ば
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
第
3
表
は
そ
の
う
ち
の
ギ
、
、
、
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ
　
　
　
コ

ガ
ム
村
落
部
分
、
第
4
表
は
全
村
落
の
合
計
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
3
表
の
ー
・
H
・
皿
に
よ
り
同
じ
種
類
の
労
役
に
つ
い
て
既
述
の
賦
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
〔
　
　
　
〔

の
金
納
化
金
額
と
一
六
世
紀
「
マ
ナ
慣
習
」
に
基
づ
い
た
評
価
額
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
第
4
表
は
各
村
落
の
総
額
と



〔第3表〕　ギミンガム菊

〔1〕

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
内
9
、
ω
刀
Φ
げ
①
≡
o
昌
）
を
め
ぐ
っ
て

農民名
文字

耕作価格 収穫期
役価格

除草価絡 運搬価格 総額

　　　（回数X価袴）（回数〉（価格）（回数X価格）
J，G．　　　1　　2s，　　　4　　16d，　　1　　2d．

、V。G．　　　1　　2s．　　10　3s。4d．　　2　　4（1．

～V．B。　　2　　4s。　　14　4s．8d．　　2　　4d．

」，S．

J．A，

A．P．

　　　　　1
24s，1－2s．2d．24d．　　　　　2

1　　2s．　　　3　　 12d。　　1　　2d．

1　　2s。　　6

、～7．P．　24s．

1．H．

W．C．

』L　M，

M．B．

T．B．

〔H〕

＿　　〔nl〕

五

6

1　　2s．　　6

1　　2s．

収穫期労役合計

耕作期労役合計

運搬期労役合計

除草期労役合計

3
1
一
2
主
2
主
2

1
2

（回数×価格）

一　　一　　　3s．6d．

　1
－　　 12d。　　6s．8d．

　2

　1
1－　2s．6（1．　11s，6d．
　ヰ

　　　　　　　　　12s．　　　1　　　2（1．　　　　一　　　12dl。

　　　　　　　　　2
2s，　　　2　　　4d．　　　　一

　　　　　　　　　12s．　　2　　4d．　　　一　　12d．

　　　　　　　　　2

12d．　　　　　　　　＿

6d．

10（1．

2d．　一　　一

回数
63

12

　3
2－
　4

13

金額
21s．

24s．

5s．6d．

2s．2（i．

村落代表が責任を負うぺき不履行賦役（Lost　Work）

食事無労役

除　草

食事付労役

収穫期労役（Halmer）

運　搬

回数
15

22

45

24

　1
1－

　4

6s．6d．

3s．2d．

5s．2d．

6s．4（1．

5s．

12d．

2s、6d．

金額
2s，1d，［sic］

1s。9d．［sic］

3s．9d．

2s．

2s．6（1．

10d．

2d．



　　　　　　　　　〔第3表〕　ギミンガム　（つづき〉

　　　　不定期労役　　　　　　　　　　24　　　　4s・

　　　　乾草作り　　　　　　　　　　一　　　　　2s．3d．

　　　　‘Compasse　Carienge，　　　　　　　一　　　　　　　　3s・

　　　　　（村内運搬作業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋
　　　　　　　　〔第俵〕賦役貨幣換算額（・6世紀）　　　李

　　　　　　履行された賦役　履行・不履行賦役及ぴ金納　不履行の賦役　研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　究
ギミンガム（£）2－12－8　　　　1－2一一4年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
トリミンガム　　　　　　　　　　　　2－6－1－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ノ｛ス　ト　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－8－8－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

と
も
に
こ
れ
ら
が
現
実
に
ど
の
程
度
履
行
さ
れ
て
い
た
か
を
、
分
か
る
部
分

だ
け
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
金
納
化
地
代
の
金
額
は
二
－
四
倍
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
一
六
世
紀
に
お
け
る
物
価
騰
貴
の
倍
率
と
見
合
っ
て
お
り
、
殆
ど
物

価
と
平
行
し
て
騰
貴
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
も
っ
と
も
こ
の
揚
合
で
さ
え

当
時
の
労
働
力
の
市
揚
価
絡
と
比
較
す
る
と
ま
ず
半
分
位
に
し
か
評
価
さ
れ

て
お
ら
ず
、
農
民
が
金
納
を
好
ん
だ
こ
と
は
頷
け
る
。

　
第
二
に
、
そ
の
結
果
一
五
八
O
年
に
お
い
て
金
納
賦
役
の
全
部
が
販
売
さ

れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
不
履
行
の
も
の
を
「
マ
ナ
慣
習
」
に
従
っ
て
評
価
し

　
　
　
　
　
　
　
　
ω

た
上
で
獅
N
“
1
一
斜
ー
ひ
ー
と
な
り
、
マ
ナ
の
賃
貸
金
胎
8
1
ひ
1
5
の

　
　
　
　
　
　
　
　
斜

四
分
の
一
以
上
の
額
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
ハ
ル
バ
、
サ
イ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
、
ノ
ー
ス
・
レ
プ
ス
に
は
記
録

が
な
く
、
こ
れ
ら
は
既
述
「
条
令
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
全
部
マ
ナ
慣
習
に

よ
る
貨
幣
で
支
払
わ
れ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。

　
そ
し
て
一
六
一
二
年
に
彼
が
死
亡
す
る
と
、
そ
の
相
続
人
は
そ
の
期
間
の

残
り
を
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
で
サ
イ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
・
ポ
イ
ニ
ン
グ
（
の
5
8
零
－



⇒
一
一
山
り
。
鴇
旨
ぼ
瞬
）
の
マ
ナ
領
主
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
ド
ゥ
ー
ズ
（
↓
ぎ
ヨ
器
∪
8
房
）
に
又
貸
し
を
し
た
。
更
に
彼
の
死
後
続
い
て
そ
の
直

営
地
は
同
じ
く
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
ジ
日
ー
ジ
・
グ
ラ
イ
ム
（
0
8
茜
。
の
曙
目
①
）
が
こ
れ
を
賃
借
し
た
。
更
に
そ
の
後
ジ
ニ
ー
ム
ズ
一
世
の
治

世
一
〇
年
に
は
、
一
世
紀
前
と
同
様
に
絢
8
1
ひ
ー
さ
で
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
ク
ッ
ク
（
国
α
ヨ
皿
邑
O
o
ざ
）
に
賃
貸
さ
れ
た

が
、
一
六
三
九
年
、
つ
ま
り
市
民
革
命
の
直
前
に
至
り
ウ
ォ
レ
ン
家
断
絶
以
来
三
〇
〇
年
余
り
続
い
た
マ
ナ
の
所
有
権
は
ラ
ン
カ
ス
タ
伯
の

手
を
離
れ
て
・
ン
ド
ン
市
に
売
却
さ
れ
た
。
か
く
て
こ
の
時
か
ら
ラ
ン
カ
ス
タ
伯
は
ソ
ッ
ク
内
に
土
地
を
持
つ
こ
と
を
止
め
た
の
で
臥
魂
。

　
．
）
の
ギ
、
、
、
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
の
賦
役
の
年
代
記
は
何
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
種
の
記
録
は
そ
の
稀
少
性
の
た
め
貴
重
な
も
の

で
あ
る
が
、
当
ソ
ッ
ク
に
見
ら
れ
る
状
況
が
ど
の
程
度
一
般
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
史
料
自
体
の
稀
少
性
は
事
態
自
体

の
稀
少
性
を
語
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
他
方
、
か
よ
う
な
事
態
が
当
州
マ
ナ
に
お
い
て
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
レ

と
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
ブ
ロ
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
『
ノ
ー
フ
ォ
ク
史
』
を
渉
猟
し
て
筆
者
は
唯
二
つ
の
事
例
を
発
見
す
る
こ
と
が

出
来
た
。
最
初
は
一
四
七
〇
年
ノ
ー
ス
．
エ
ル
マ
ム
（
Z
田
ヨ
冨
ヨ
）
の
ニ
ュ
ー
ワ
ァ
（
乞
Φ
≦
9
）
マ
ナ
の
記
録
中
に
六
ニ
エ
イ
ヵ
の

土
地
の
封
建
的
義
務
と
し
て
三
四
シ
ル
の
地
代
と
養
鶏
翁
、
秋
期
労
役
一
吾
と
い
う
記
祭
騒
・
毒
に
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
近
く

の
サ
ー
ス
ト
ン
（
↓
『
鈴
同
．
け
。
μ
）
マ
ナ
の
一
六
一
七
年
の
記
録
に
は
（
後
述
参
照
）
、
収
穫
期
七
日
、
冬
期
七
日
、
除
草
・
乾
草
作
り
に
夫
々

半
日
、
と
い
う
少
数
の
賦
役
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
他
当
マ
ナ
に
は
生
産
物
地
代
若
干
が
含
ま
れ
て
臥
甜
。

　
こ
の
生
産
物
地
代
は
他
の
マ
ナ
に
お
い
て
も
か
な
り
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
コ
ル
キ
ー
ク
（
O
o
一
民
魯
）
マ
ナ
で
は
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

世
紀
に
大
麦
八
ク
ウ
ェ
カ
を
は
じ
め
と
し
て
そ
の
他
若
干
の
生
産
物
地
代
、
ま
た
一
六
一
二
年
の
パ
ス
ト
ン
・
マ
ナ
に
は
飾
8
0
。
1
岩
1

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
。
曳
の
刀
3
①
一
一
δ
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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一
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
レ

博
の
貨
幣
地
代
と
大
麦
一
七
ニ
ク
；
ム
（
O
O
ヨ
σ
）
三
ブ
ッ
シ
ェ
ル
と
評
価
さ
れ
て
い
る
等
。
続
い
て
、
ガ
ー
ボ
ル
デ
シ
ャ
ム
（
O
層
一
げ
。
一
。

婁
琶
マ
ナ
窮
合
哩
直
営
地
が
そ
の
耕
作
を
行
な
ぞ
い
た
保
有
髪
雰
一
エ
イ
庭
つ
き
ラ
ッ
シ
、
ル
前
後
の
生
産
物

地
代
で
賃
貸
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
七
世
紀
に
至
っ
て
も
続
き
、
総
額
は
大
麦
五
一
・
五
ク
ウ
ェ
カ
に
も
達
し
た
。
．
）
の
際
こ
れ
を
支
払
う

こ
と
を
拒
否
し
た
農
民
が
い
て
大
法
官
府
令
に
よ
り
取
立
て
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
絶
対
王
制
期
の
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
賦
役
・
生
産
物
地
代
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
程
度
の
ウ
エ
イ
ト
を
お
い
て
理
解
す
ぺ
き
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
某
か
の
指
針
を
与
え
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
所
領
経
営

を
或
る
程
度
広
範
囲
に
検
討
し
た
A
・
シ
ン
プ
ソ
ン
教
授
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
労
働
地
代
は
あ
ら
ゆ
る
所
領
で
全
く
間

題
に
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
産
物
地
代
は
折
か
ら
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ヘ
ッ
ジ
と
し
て
所
領
経
営
者
の
注
目
を
浴
び

て
い
た
こ
と
が
分
る
。
例
え
ば
法
律
家
か
ら
上
昇
し
て
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
な
っ
た
べ
ー
コ
ン
家
の
所
領
経
営
の
六
つ
の
特
徴
の
う
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ぬ
ロ

一
つ
と
し
て
「
生
産
物
地
代
へ
の
関
心
」
（
p
α
q
8
＆
夷
首
8
3
簿
ぎ
器
暮
ぎ
ζ
注
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
べ
ー
コ
ン
は
こ
の
方

針
に
従
っ
て
一
五
六
二
年
に
期
限
の
到
来
し
た
イ
ン
ガ
ム
（
冒
讐
”
日
）
の
「
家
畜
付
定
期
借
地
」
（
ω
8
畠
山
注
壼
＆
一
＄
器
）
を
九
三

ポ
ン
ド
と
一
三
三
ク
ー
ム
の
大
麦
ニ
フ
イ
麦
に
よ
り
賃
貸
し
て
い
る
。
リ
ッ
キ
ン
ホ
ー
ル
（
空
o
匠
凝
訂
ε
で
は
一
五
四
六
年
の
定
期

借
地
の
期
限
が
来
た
時
、
二
九
ポ
ン
ド
の
他
に
新
た
に
小
麦
六
〇
ク
ー
ム
が
加
え
ら
れ
た
。
彼
が
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
も
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ゾ

例
は
可
成
多
数
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
中
世
盛
期
か
ら
の
残
存
で
は
な
く
定
期
借
地
地
代
と
し
て
導
入

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
ー
コ
ン
家
の
史
料
か
ら
判
断
す
る
限
り
こ
の
生
産
物
地
代
の
導
入
は
ほ
ぼ
一
五
五
〇
年
以
降
と
見
倣



し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
対
象
は
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
．
マ
ナ
に
移
る
。
当
マ
ナ
で
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
四
世
紀
後
半
に
存
る
餐
の
「
離
村
」

に
よ
り
領
主
に
よ
る
賦
役
の
強
化
は
現
実
に
は
不
可
能
と
な
．
た
．
三
七
八
年
ま
で
に
週
賦
役
養
担
す
る
霧
の
あ
る
保
有
地
は
七
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ロ

籍
に
し
て
塞
一
一
〇
エ
イ
カ
に
減
．
て
い
た
．
当
マ
ナ
が
二
七
8
エ
イ
カ
書
の
耕
架
晟
る
こ
と
意
え
ぱ
そ
の
比
募
賢

に
田
心
い
至
ろ
う
が
、
一
四
。
六
年
ま
で
に
は
こ
れ
ら
保
有
地
の
す
べ
て
が
賃
貸
地
と
化
し
た
．
こ
れ
は
言
う
ま
で
妻
く
離
村
至
己
め

た
農
民
の
各
種
抵
抗
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
．
そ
し
て
殆
高
覇
に
マ
ナ
魯
地
は
「
一
蕃
地
」
多
】
髪
止
め
て
・

分
割
し
て
定
期
借
地
と
し
て
多
数
の
農
民
に
賃
貸
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

マ
ナ
直
営
地
の
賃
貸
と
相
前
後
し
て
領
主
の
収
入
内
容
笑
幅
に
変
化
す
る
．
賦
役
の
販
売
、
穀
物
象
畜
の
販
蒙
串
世
の
主
要

な
収
入
源
で
あ
っ
た
諸
習
箔
え
去
り
、
今
後
は
「
定
額
地
代
」
（
壽
畳
昼
、
「
直
営
地
賃
貸
料
」
（
ぎ
。
穿
き
昌
¢
）
・

「
法
廷
収
入
」
（
b
①
随
ρ
仁
一
・
，
一
ひ
一
．
、
．
h
．
．
ロ
リ
け
）
、
「
牧
羊
権
」
（
h
＆
§
量
の
四
つ
が
妻
叢
入
源
と
馨
の
で
あ
る
ご
っ
と
羨
に

述
べ
る
よ
う
に
こ
の
収
入
内
容
は
、
「
森
林
地
帯
」
と
「
平
野
地
帯
」
の
マ
ナ
の
間
に
は
可
成
顕
著
霜
禁
あ
り
画
え
ば
「
森
地

帯
」
の
多
く
の
マ
ナ
に
は
牧
羊
権
収
入
は
見
ら
れ
な
い
。

当
フ
ォ
鞠
ッ
ト
．
マ
ナ
に
お
け
る
マ
ナ
収
入
の
内
容
が
如
何
に
変
化
し
た
か
．
酉
⊥
ハ
世
紀
に
存
る
そ
れ
を
示
し
窓
の
傘

6
表
で
あ
る
．
ま
ず
全
体
と
し
て
マ
ナ
の
総
収
入
は
減
少
の
傾
向
に
あ
．
た
こ
と
が
分
る
．
こ
れ
が
「
聾
地
帯
」
に
轟
ず
る
特
徴
で

あ
る
の
か
．
こ
れ
ら
は
漸
次
明
ら
か
に
な
ろ
う
．
ま
ず
一
四
世
紀
の
そ
れ
は
「
森
麓
帯
」
の
マ
ナ
藷
特
徴
晶
膠
碧
し
て
い
る
・

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
勾
o
げ
〇
一
一
δ
5
）
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
一
九
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　　　　　　〔第6表〕　フォンセノト・マナ収入

〔1〕1376－7年
　　　　　　定額地代　　　　（£）20－15一
　　　　　　市揚権賃貸料　　　　　　　　　　　6一

　　　　　　旧農奴保有地賃貸料　　　　17－16－1

　　　　　　直営地賃貸料　　　　　　　　14－7－1

　　　　　　不定期賦役販売料　　　　　　　8－12一

　　　　　　村役人職免除料　　　　　　　　2－0一

　　　　　　牧草地　　　　　　　　　　　1－18一

　　　　　　　材　木　　　　　　　　　　　　　6一

　　　　　　　穀　物　　　　　　　　　　　4－6一

　　　　　　　法廷収入　　　　　　　　　　21－11一

　　　　　　　内金（saleson　accounts）　　　　5＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　92－17一

　　　　　　　　　　　　　（最後の単位はフアージング）

司
刈
4
凶
刈
4
蜘
岨
勇
刈
圏
回

掘闘

憐
圓
餅
一
一
図
ト
撚

tス“

（£）55－5－11

　　　　　12－2－4

　　　　　10－0－0

　　　　　77－8－3

〔∬〕1527－8年

　　　　　　定額定期借地地代

　　　　　　　法廷収入

　　　　　　　農奴2名からの一時金

　　　　　　　　　計

〔皿〕1604～5年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　定額地代　　　　　　　　　（£）39－9一τ

　　　　　　　直営地賃貸料・森林採取等　　　　7－15－O

　　　　　　　法廷収入　　　　　　　　　　　　7－13－9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　　　　計　　　　　54－17一％

　
　
　
　
一
二
〇

第
一
に
、
領
主
に
よ
る
生
産
物
販
売

の
占
め
る
割
合
が
著
し
く
低
く
、
賦

役
販
売
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

第
二
に
、
旧
農
奴
保
有
地
の
賃
貸
額

が
直
営
地
の
そ
れ
よ
り
も
高
額
で
あ

る
こ
と
、
第
三
に
、
全
項
目
を
通
じ

て
法
廷
収
入
が
最
高
位
に
あ
る
．
〕
と
、

こ
れ
ら
は
あ
る
程
度
ま
で
当
マ
ナ
の

特
殊
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
い
ず
れ
も
「
森
林
地
帯
」
マ
ナ

の
諸
特
徴
と
し
て
注
目
す
る
必
要
の

あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
エ
ハ
世
紀
の
史
料
は
「
定
額
地

代
」
と
「
賃
貸
地
代
」
と
が
合
計
さ
れ

て
お
り
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ

れ
が
一
括
し
て
記
入
さ
れ
た
こ
と
自



体
に
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
述
の
如
く
直
営
地
は
一
六
世
紀
に
な
る
と
世
襲
借
地
と
化
し
、
実
質
的
に
は
コ
ど
ー
ホ
ウ
ル
ド
と
変

り
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
二
農
奴
か
ら
の
一
時
金
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
解
放
状
」
と
交
換
に
得
た

も
の
で
、
「
法
廷
収
入
」
の
項
目
に
入
れ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
七
世
紀
初
頭
の
会
計
簿
を
見
る
と
、
定
額
地
代
が
一
四
世

紀
の
そ
れ
の
二
倍
近
く
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
賃
貸
さ
れ
た
マ
ナ
直
営
地
が
一
五
世
紀
に
は
世
襲
保
有
地
と
化
し
、
そ
れ
が
当
項
目
中

に
加
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
次
の
「
直
営
地
の
賃
貸
」
と
は
こ
の
揚
合
狭
義
の
意
味
、
す
な
わ
ち
、
マ
ナ
屋
敷
の
そ
れ
と
解
す
ぺ
き
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
ギ
、
、
、
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
と
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
の
封
建
地
代
の
諸
形
態
が
考
察
せ
ら
れ
、
と
り
わ
け
生
産
物
地
代
と
定
額
地
代

に
注
目
し
て
そ
の
推
移
が
イ
ー
ス
ト
．
ア
ン
グ
リ
ア
に
位
置
す
る
若
干
の
マ
ナ
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
。
次
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
ノ

ー
フ
ォ
ク
に
位
置
す
る
全
マ
ナ
に
拡
大
し
て
言
わ
ば
横
断
的
傭
鰍
を
行
な
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
一
六
世
紀
の
マ
ナ
会

計
簿
の
全
面
的
検
討
で
あ
る
。
史
料
〔
第
7
表
〕
は
既
述
『
ノ
ー
フ
ォ
ク
史
』
を
探
索
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の
で
、
二
十
数
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
3
2
）

ナ
の
会
計
簿
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
多
数
の
中
か
ら
何
ら
か
の
意
図
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
発
見
し
え
た
す
べ
て
の
も

の
で
あ
る
。
両
地
帯
を
対
照
し
て
み
る
と
、
直
ち
に
二
、
三
の
相
違
点
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
第
一
に
、
夫
々
の
マ
ナ
収
入
に
お
け
る
定
額
地
代
（
拐
巴
8
9
お
暮
）
の
占
め
る
齢
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
森
林
地
帯
」
の
マ
ナ

に
お
い
て
比
較
的
育
同
い
部
分
を
し
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
元
来
小
農
民
保
有
地
が
支
配
的
な
当
地
帯
で
は
直
営
地
の
占
め
る
割
合
が
低

か
っ
た
と
い
う
点
に
由
来
す
る
、
と
推
定
さ
れ
る
が
、
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
充
分
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
賃
貸
さ
れ

た
直
営
地
の
世
襲
化
は
後
述
す
る
よ
う
に
土
地
の
貸
手
市
揚
に
由
来
す
る
点
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
当
地
帯
に
よ
り
特
徴

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
内
曾
、
の
圃
Φ
げ
Φ
臣
o
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



第2図　ノーフォクのハンドレッド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10マイル
　　　　　Dacking　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ6』5軍詣冨葺4

　S皿ethden　　N・Green五・eH。1t　N・ErPPin8ham

　　　　　　　　　　　Ga1｝OW　　　　　　　　　　　Tunstead

　　　　　　　Bothercross　　　 S．ErpPingham

　。K・L・　　　　Eynesf・rd　　　　HapPin3
Fτeebri“目e　　　　　Launditch　　　　　　　　　　　　　　　　W・Flegg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Taverham

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E。Fleg9
　　　　　　　　・Greenh・eMi4f．rd　HumbLeyar壽10fie燐alsham・G．垢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h
Clacklose　　　　　　　Foreh・e　He皿5tead　　　　　　　　　　Wayland
　　　　G『Imsh．e　shr．phamDepwadeL・dd・欝ng

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Diss　Earsham
　　　　　　　　　　　　Guiltoross

橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2

〔第7表〕 16世紀を中心としたマナの収入内容

　　C平野地帯W森林地帯CWは中間地帯

　マナ所在地　　　定額地代

Shouldham（C）　10－10－O
G．Massingham（C）10－2－7

P．Massingham（C）5－17－11

Tyrington（C）

Walpole（C）

Walsoken（C）

W．Walton（C）

Wiveton（CW）

Wiveton（CW）
Colkilk（CW）

Kipton（CW）

E．Dereham（W）

25－4－8

　　　　1
7－18一一
　　　　2

　　　　　1
13－9－11－
　　　　　4

2－8－0

5－2－3

12－15－2

　　　　12－17－9－
　　　　2
23－19－0

法廷収入

2－1－3

0－8－3

1－11－3

10－12－9．5

18－15－5

　　　　　1
2－19－10－
　　　　　2

0－14－11

3－6－7

0刈一12

賃貸地収入　牧羊料その他
18一一4－3　　　　10－0一一〇

201－0－0（1）

10－2－0

175－12－3（2）

　　　　　　　約90－〇一〇

　　　　　1（3）
150－7一一

　　　　　4

　　　　ρ1
5－14－D－
　　　　　2

0－14－4

（直営地なし）4－1一り

9－11－6　　　　12－9－9

13－13－2



93－3－6

34－16－0
8－0－0（4）

9－10－2（5）

15－0－0

2－13一一4（6）

Hochermg（W）　28－0－4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Woodrising（W）　12－15－7－　2－18－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

Wroxham（W）　18－16－O

Hopton（W）　　14－17－5

Nettesham（W）　14－12－7

Martham（W）　36－11－10　9－2－8
0by（W）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

N。Walsham（W）15－6一一　　47－3－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

－
『
2

7　
　
一

68－10－018－12一つTharston（W）

37－10－718－3－0Pulham（W）　　71－8－9
　　　（1）　2牧羊区・マナ屋敷を含む

　　　（2）マナの地代総計として表示

　　　（3）　（2）と同し

　　　（4）　マナ屋敷を含む

　　　（5）牧羊区を含む

　　　（6）　マナ屋敷その他の雑収入を含む

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
o
。
ヵ
o
げ
o
≡
o
菖
を
め
ぐ
っ
て

的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
漸
次
明
ら
か
に
し
得
る
で
あ
ろ

》
つ
。

　
第
二
に
、
こ
れ
と
裏
表
の
関
係
に
あ
る
の
が
定
期
借
地
（
汐
㍗

ヨ
＆
5
監
）
賃
貸
料
の
示
す
比
重
で
あ
る
。
そ
れ
が
逆
に
「
平

野
地
帯
」
に
お
い
て
は
恐
ろ
し
く
高
く
、
「
森
林
地
帯
」
で
は
絶

対
額
に
お
い
て
も
定
額
地
代
に
劣
る
揚
合
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
定
期
借
地
が
直
営
地
の
賃
貸
を
主

軸
と
し
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
直
営

地
の
面
積
が
「
平
野
地
帯
」
の
マ
ナ
に
お
い
て
顕
著
に
広
か
っ
た

結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
同
一
所
領
に
お
い
て
も
、
例

え
ば
、
全
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
散
在
的
に
マ
ナ
を
有
す
る
ノ
リ
ッ
ジ
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脇
）

道
院
所
領
を
み
て
も
明
瞭
で
あ
り
（
第
8
表
）
、
或
い
は
、
『
ノ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
3
4
ノ

フ
ォ
ク
史
』
か
ら
の
断
片
史
料
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
ひ

も
っ
と
も
、
当
面
問
題
な
の
は
直
営
地
面
積
の
絶
対
額
で
は
な
く

そ
の
比
重
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
第
7
表
か
ら
お
お
よ
そ
推
定

す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三



〔第8表〕　13世紀末ノリッジ修道院直営地播種面積

　　　　　（C）平野地帯　（W）森林地帯　（CW）中間地帯

Wicklewood（W）　　　？　　　　一
Taverham（W）　・・9・2（エィカ）奨

Attlebriage（W）　　76　　　　学

EatQn（W）　　・35　婁
Catton（W）　　　　　86　　　　年
W。rsted（W）　　57　　報
NewtQn（W）　　　　199　　　　人
GPlumste＆d（W）・47・5　轟

Armingha11（W）　　1625　　　学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研

M・nk’sGrange（W）121　　究
Lakenham（W）　　233　　　　12
Martham（W）　　　155

Eemsby（W）　　　234
Stratby（W）　　　　44

Hopton（W）　　　　65

Gnadington（C）　　　429（エイカ

Sedgeford　（C）　　　　　　389

Thornham　（C）　　　　　　54

G．Cressingham（C）　276

Hindringham（C）　　270

Galeley（C　W）　　　68

Elmham（C　W）　　　25

Denh＆m（C　W）　　　46

Hindolveston（C　W）179。75

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

　
第
三
に
、
法
廷
収
入
の
比
重
が
む
し
ろ
「
森
林
地
帯
」
に
お

い
て
高
い
の
は
、
土
地
の
移
譲
か
ら
来
る
一
時
金
と
関
係
が
あ

ろ
う
が
、
よ
り
枢
要
な
こ
と
は
両
地
帯
と
も
そ
の
比
重
が
著
し

く
低
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
マ
ナ
法
廷
の
機
能
低
下
を
推
定
出
来

よ
う
。

　
こ
れ
ら
法
廷
収
入
の
殆
ど
が
当
時
に
お
い
て
は
保
有
地
の
相
続

・
移
譲
に
と
も
な
う
登
記
金
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
リ
ー

ト
法
廷
の
管
轄
で
あ
る
共
同
体
的
諸
規
制
に
つ
い
て
の
違
反
金
が

ほ
ぼ
「
マ
ナ
慣
習
」
に
よ
り
一
定
し
て
お
り
、
保
有
地
に
課
せ
ら

れ
、
婚
姻
税
、
家
財
相
続
税
が
漸
次
マ
ナ
会
計
簿
か
ら
姿
を
消
す

の
に
対
し
て
、
保
有
権
を
慣
行
的
に
保
証
す
る
も
の
は
マ
ナ
法
廷

記
録
以
外
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
た
め
、
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
の
地

代
が
慣
習
の
束
縛
の
下
に
あ
っ
た
の
に
対
し
て
登
記
金
（
①
旨
曙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

蜜
o
）
は
非
常
な
騰
貴
を
見
る
に
至
っ
た
。
例
え
ば
、
フ
ォ
ン
セ

ッ
ト
で
は
六
六
エ
イ
カ
の
保
有
地
移
譲
が
実
に
二
一
〇
ポ
ン
ド
と

い
う
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
貨
幣
と
交
換
に
許
可
さ
れ
て
い
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

し
、
　
一
保
有
農
の
寡
婦
は
そ
の
家
財
を
領
主
地
の
外
へ
持
ち
出
す
に
際
し
て
騰
α
ー
ご
ー
o
の
一
時
金
を
支
払
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
全
ノ
ー
フ
ォ
ク
的
規
模
で
検
討
す
る
た
め
に
は
「
マ
ナ
慣
習
」
（
o
霧
8
ヨ
9
ヨ
程
9
）
を
対
象
に
す
れ
ば
よ
い
。
第
9
表
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

当
州
内
に
位
置
す
る
六
〇
ほ
ど
の
マ
ナ
の
「
慣
習
」
を
、
『
ノ
ー
フ
ォ
ク
史
』
よ
り
捜
し
出
せ
る
限
り
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
期
は
、

著
者
ブ
ロ
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
生
存
し
た
一
八
世
紀
初
頭
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
殆
ど
全
部
「
森
林
地
帯
」
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
料
は
若
干
の
有
益
な
結
論
を
提
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、
相
続
は
単
独
相
続
で
一
割
ほ

ど
の
末
子
相
続
（
閃
0
8
轟
げ
国
薦
庚
げ
）
を
除
き
長
子
相
続
。
二
二
世
紀
に
支
配
的
で
あ
っ
た
分
割
相
続
（
冨
答
ま
ざ
ぎ
匿
ユ
鼠
β
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

は
当
時
期
に
は
完
全
に
消
滅
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
保
有
地
内
で
の
建
物
の
建
築
・
撤
去
・
森
林
採
取
の
権
利
等
（
い
わ
ゆ
る
窪
昌
巷
2
ぼ
8
ぎ
a
）
は
、
記
録
さ
れ
た
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

り
で
は
過
半
数
の
マ
ナ
が
所
持
す
る
。
・

　
第
三
に
、
問
題
は
「
一
時
金
」
（
評
Φ
）
で
あ
る
が
、
約
三
割
が
「
定
額
」
（
8
詳
巴
ロ
）
で
あ
る
外
は
す
ぺ
て
「
領
主
の
恣
意
」
（
δ
己
、
・
っ

惹
ε
、
或
い
は
「
任
意
」
（
璋
暫
け
β
曙
）
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
「
定
額
」
の
揚
合
に
は
面
積
に
関
係
な
く
一
律
で
あ
る
が
、
地
代
或
い

は
地
価
を
基
準
に
算
定
す
る
揚
合
と
、
耕
地
・
家
屋
敷
等
の
区
別
に
よ
り
算
定
す
る
揚
合
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
殆
ど
が
単
に
一
エ
イ
カ

に
つ
き
定
額
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
最
高
は
ワ
イ
ン
ダ
ム
（
≦
一
＆
訂
目
）
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
・
マ
ナ
（
9
0
ヨ
矩
〇
一
一
、
ω
ぎ
程
9
）
の
直

営
地
の
エ
イ
カ
当
り
六
シ
ル
八
ペ
ン
ス
で
、
最
低
は
六
ペ
ン
ス
で
あ
る
。
即
ち
、
両
者
に
は
十
数
倍
の
差
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
「
定
額
」
で
あ
る
マ
ナ
で
も
そ
れ
が
高
額
の
も
の
に
あ
っ
て
は
漸
次
値
上
げ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
カ
ス
タ

（
O
器
8
吋
）
村
落
の
ネ
ザ
ホ
ー
ル
・
マ
ナ
（
乞
①
島
o
旨
巴
房
導
慧
曾
）
で
は
、
十
八
世
紀
初
頭
に
は
エ
イ
カ
当
り
四
シ
ル
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
ゴ
勾
3
0
三
曾
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



〔第9表〕　ノーフォクにおける「マナ慣習」

村　落

Diss（A）＊

　　（B）

Royden（A）

　　　　（B）

Brisingham（A）

　　　　　（B）

Fers盒eld
Shelfhanger

Burston

Frense

Thelton

Winfarthing

Dickleburgh（A）

　　　　　　（B）
Titshall

Kennlnghall

Lopham
Norton

Rj（iles篤vorth

W．Harling

E．Harling

Banham

O．Buckenham
Eccles

Harpham
Snetterton

Bowdham
Bri（1gham

Hockham

G．Hockh＆m

Rockland（A）
　　　　　（B）

G．Elingham（A）

　　　　　　（B）

Bostherp

Auleburgh（A）

　　　　　（B）

相続形態

長子相続

続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続

相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相
相

子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子

末
長
長
長
長
長
長
長
末
長
長
末
長
末
長
末
長
末
長
長
長
長
長
長
長
長
長
長
畏
長
長
長
長
長
長

登　記　金
（entry丘ne）

　任意

領主の恣意　　　　　　　　有

　任意

領主の恣意

領主の恣意　　　　　　　　　有

領主の恣意　　　　　　　　　有

領主の恣意　　　　　　　　　有

領主の恣意　　　　　　　　　有

領主の恣意

領主の恣意

領主の恣意　　　　　　　　　無

領主の恣意　　　　　　　　　有

領主の恣意　　　　　　　　　無

領主の恣意

領主の恣意　　　　　　　　無

定額（エイカ当リ6ペンス）有

領主の恣意

領主の恣意

領主の恣意

定額（エイカ当リ4シル）

領主の恣意

領主の恣意　　　　　　　　　無

領主の恣意

領主の恣意　　　　　　　　　無

領主の恣意

領主の恣意

領主の恣意

領主の恣意

定額（エイカ当リ6シル）

評価額（1マルクにつき1シノレ）

領主の恣意

領主の恣意

共同用益権（outrm）

無

定額（エイカ当リ3シル・大麦地代あり）

領主の恣意

領主の恣意

定額（エイカ当リ2シル）

定額（家屋は領主の恣意）

橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
皿

ノ、



「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
閃
Φ
げ
①
一
一
δ
β
）
を
め
ぐ
っ
て

Kilverton

L．Elingham
Scoulton

Windham（A）

　　　　　（B）

G．］M：elton

Hethersett（A）

　　　　　（B）

Swainstnorp

Wacton　Magna
Aldeburgh

Pulham

Denton（A）

　　　　（B）

Castor

StQke

Swattham

Cawston

Gτessenha11

　　　　＊

長子相続　定額（エイカ当リ2シル）

長子相続　領主の恣意

長子相続　定額（エイカ当リ2シル）

長子相続定額｛騰磐鵯構鵠毯1鵯じ

長子相続　領主の恣意

　　　　領主の恣意

｛繕綴簾摺i鍵1藷
　　　　任意
長子相続　領主の恣意

長子相続　　任意

　　　　領主の恣意

長子相続定額（誤礎ウルドエイカ当リ）有

長子相　額
議lll籔翻家屋敷）

長子相続　領主の恣意

　　　　定額（エイカ当リ4シル，以前は2シル）

　　　　領主の恣意

　　　　新屋敷に対し地代1年分

　　　　定額｛灘艦雛繋当，、シル

　　　　定確お冠翻蛎銃当リ5シル）有

同一村落に二つのマナの慣行が記録されている時には（A）（B）として区別した。

「
以
』
剛
は
」
（
蟄
ロ
o
δ
昌
亀
賓
）
ニ
シ
ル

で
あ
っ
た
と
但
書
さ
れ
て
お
り
、
値

上
げ
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

（
4
0
“る

。
こ
れ
か
ら
地
主
と
農
民
間
に

「
一
時
金
」
を
廻
り
紛
争
が
あ
っ
た

こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
パ
ル
ハ
ム

（
℃
巳
鼠
誉
）
村
落
の
パ
ル
ハ
ム
・
マ

ナ
で
は
、
一
部
の
農
民
が
一
時
金
に

関
し
て
訴
訟
を
起
し
、
「
大
法
官
府

令
」
（
帥
号
讐
＄
ぎ
O
訂
ロ
8
q
）
で

一
エ
イ
カ
当
り
六
ペ
ン
ス
、
一
宅
地

当
り
ニ
シ
ル
、
小
屋
一
シ
ル
と
裁
定

さ
れ
、
農
民
側
の
勝
訴
に
終
っ
て
い

（
4
1
）

る
。
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
中
の
「
一

時
金
を
抑
制
せ
よ
」
と
の
要
求
は

充
分
に
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
一
二
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

範
）

た
。　

第
9
表
に
よ
り
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
記
録
す
る
に
値
し
た
マ
ナ
慣
習
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
理
解
し
得
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら

の
マ
ナ
慣
習
は
、
中
世
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
例
だ
け
を
あ
げ
よ

舗　
ウ
ェ
ス
ト
・
ハ
ー
リ
ン
グ
（
≦
o
巽
国
鴛
二
夷
）
に
は
三
つ
の
マ
ナ
が
存
在
し
た
が
、
二
二
世
紀
末
に
バ
ー
ド
ウ
ェ
ル
（
国
碧
留
毒
亀
）

家
に
よ
り
併
合
さ
れ
、
併
合
後
の
「
マ
ナ
慣
習
」
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
0
0
登
記
金
は
耕
地
、
草
地
、
牧
草
地
に
関
係
な
く
エ
イ
カ
当
り
四
シ
ル
。

　
　
ω
寡
婦
不
動
産
は
不
許
可
。

　
　
圖
保
有
地
相
続
は
コ
モ
ン
・
・
ー
に
従
が
う
。

　
　
㈲
共
同
用
益
権
（
o
暮
旨
昌
8
ぼ
8
訂
a
）
な
し
。
（
許
可
な
く
家
屋
の
取
り
壊
し
、
森
林
採
取
は
出
来
ず
。
）

　
　
㈲
相
続
税
と
し
て
最
良
の
家
畜
。

　
　
㈲
私
生
子
出
産
税
（
。
匡
置
。
矩
旨
）
と
し
て
ニ
シ
ル
八
ペ
ン
ス
。

　
　
ω
移
住
税
と
し
て
毎
年
一
人
一
ペ
ン
ス
。

　
　
⑧
保
有
農
は
領
主
の
水
車
を
使
用
す
る
こ
と
。

　
　
⑨
家
畜
放
牧
権
と
し
て
毎
年
一
頭
に
つ
き
一
ペ
ン
ス
。
許
可
な
く
し
て
家
畜
の
販
売
を
禁
ず
。

　
　
圃
ウ
ェ
ス
ト
・
フ
ェ
ン
（
≦
①
ω
け
勺
窪
）
共
有
地
と
マ
ナ
漁
揚
は
領
主
が
占
有
権
を
有
す
る
。



　
　
⑪
領
主
の
羊
群
に
投
入
す
る
揚
合
、
農
民
は
牧
羊
権
（
。
巳
一
9
ユ
頒
9
）
と
し
て
一
〇
頭
に
つ
き
一
ペ
ン
ス
を
支
払
う
。

　
　
働
自
己
の
保
有
地
で
羊
群
を
飼
育
す
る
時
、
五
頭
に
つ
き
一
ペ
ン
ス
の
牧
羊
税
（
塙
巴
身
職
ロ
旨
）
を
支
払
う
。

　
既
述
の
よ
う
に
一
八
世
紀
ま
で
意
味
を
も
つ
の
は
こ
の
う
ち
ω
～
ω
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
、
一
八
世
紀
で
こ
そ
最
早
そ
の
意
味
は
極

め
て
低
く
な
っ
て
い
た
と
は
一
一
一
蔭
え
、
市
民
革
命
前
後
に
お
い
て
ノ
ー
フ
ォ
ク
で
一
つ
の
争
点
を
形
成
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
前

表
の
国
、
國
、
す
な
わ
ち
領
主
の
牧
羊
権
で
あ
る
。

（
－
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

　
逸
か
或
い
は
女
史
の
選
択
か
、

　
は
ρ
竃
・
国
o
帥
↓
ρ
肉
8
ミ
“
恥
＆
9
蜜
ミ
誉
寒
『
㊦
N
騨
鷺
魎
一
2
♪
℃
る
N
中

（
8
）

　
り
各
村
落
毎
に
集
め
ら
れ
た
。

〇一

国
8
β
韓
象
ミ
璽
鼠
§
騨
論
臥
ξ
登
§
警
ぎ
”
一
〇
一
〇
。
う
§

一
げ
一
亀
‘
や
一
轟
一
。

そ
の
他
「
牛
飼
」
、
「
乳
搾
り
」
、
「
羊
飼
」
な
ど
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

一
び
筐
‘
つ
一
ひ
轟
■

一
び
一
α
■
｝
℃
や
一
α
O
～
N
9

一
げ
一
山
‘
や
N
ω
N
南
：

目
げ
一
P
り
応
。
N
N
R
D
法
廷
で
は
十
数
問
の
質
問
が
用
意
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
各
村
落
の
代
表
が
回
答
し
た
の
で
あ
る
が
、
史
料
自
体
の
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
れ
に
せ
よ
印
刷
さ
れ
た
の
は
そ
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
ラ
ン
カ
ス
タ
法
廷
の
訴
訟
の
実
態
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
を
見
よ
。

．
＆
。
犀
昌
。
『
、
と
は
各
村
落
毎
に
農
民
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
も
の
で
、
当
ソ
ソ
ク
に
は
八
～
九
名
を
数
え
た
。
法
廷
の
罰
金
は
彼
ら
の
手
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ス
ト
ン
に
は
当
ソ
ッ
ク
の
外
に
二
つ
の
マ
ナ
が
あ
り
、
計
三
名
の
、
惹
阜
昌
醇
、
が
存
在
し
た
。

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
。
け
、
。
。
，
園
魯
o
臣
8
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
〇

（
9
と
耳
き
山
ε
は
ゴ
き
擁
、
と
も
呼
ぱ
れ
、
マ
ナ
慣
習
の
履
行
、
す
な
わ
ち
共
同
地
・
地
条
の
響
て
、
放
牧
規
制
等
の
ほ
か
農
民
の
賦

　
役
履
行
の
貴
任
を
負
う
て
い
た
。
O
o
覧
」
玄
皇
や
嵩
ρ

（
1
0
）
　
下
級
領
主
に
対
す
る
農
民
の
負
担
に
つ
い
て
は
皆
目
不
明
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
H
げ
置
■
｝
℃
℃
、
N
刈
轟
～
N
9

（
1
2
）
　
（
）
内
は
筆
者
の
加
筆
。

（
B
）
　
第
一
に
、
一
五
世
紀
会
計
簿
の
村
民
代
表
に
対
す
る
手
当
、
す
な
わ
ち
、
一
単
位
一
ペ
ン
ス
の
八
労
役
と
当
記
録
が
一
致
し
、
第
二
に
、
一

　
五
世
紀
の
土
地
台
帳
の
賦
役
内
容
と
当
記
録
も
ほ
ぼ
一
致
し
、
第
三
に
、
当
記
録
と
ハ
ル
バ
（
頃
三
く
。
円
）
、
サ
イ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
（
ω
一
α
Φ
。
。
一
，

　
田
ロ
島
）
に
つ
い
て
の
前
史
料
第
十
、
十
一
項
目
が
金
納
定
額
地
代
の
額
に
ほ
ぽ
一
致
し
、
最
後
に
、
当
史
料
と
「
死
後
訊
問
調
書
」
の
賦
役
換

　
算
額
が
お
お
よ
そ
同
額
で
あ
る
。
以
上
の
四
点
よ
り
結
論
し
た
。

（
N
）

（
b
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

一
げ
葬
・
唱
N
o
。
o
。
・
な
お
村
落
代
表
（
且
o
ぎ
R
）
へ
の
賦
役
免
除
貨
幣
換
算
額
合
計
十
六
ペ
ン
ス
を
含
ま
ず
。

一
げ
置
‘
b
や
N
o
o
o
o
～
O
●

O
’
諸
。
］
口
O
騨
械
ρ
H
げ
ゆ
α
‘
℃
唱
■
一
斜
N
～
Q
o
甲

一
げ
陣
山
‘
や
一
恥
ρ
や
N
O
o
N

H
げ
一
島
4
℃
や
N
“
N
～
い
，

H
げ
一
自
‘
℃
や
b
o
M
刈
～
Q
Q
y

第
3
表
日
田
田
及
ぴ
第
4
表
は
二
七
七
－
七
八
頁
と
二
八
三
ー
八
六
頁
か
ら
算
出
し
た
。

　
　
　
［
［
〔

一
σ
一
ロ
‘
℃
や
N
轟
ω
ヒ
轟
い

「
ノ
ー
フ
ォ
ク
と
サ
フ
ォ
ク
で
は
そ
れ
ら
（
封
建
的
諸
義
務
）
は
ほ
と
ん
ど
全
く
消
滅
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
。

O
O
づ
n
力
■
垣
。
↓
節
≦
昌
O
ざ



　　

ぎ
臥
饗
ミ
帆
§
㌧
き
§
ミ
き
牒
ぎ
翰
慧
禽
蕊
、
甲
9
ミ
§
ミ
し
o
長
や
輿

（
％
）
寓
一
。
一
一
一
①
訪
。
一
島
」
昌
肉
肋
防
9
鰻
．
苺
誉
誉
§
曇
蔑
鐘
ミ
壁
さ
ぎ
§
言
載
3
凌
書
邑
耳
一
。
・
。
ご
又
以
下
単
に

　　

寅
鐘
ミ
健
＆
き
さ
審
．
と
略
述
）
く
〇
一
．
H
鋼
や
お
ρ

（
2
4
）
　
H
σ
該
‘
＜
o
一
。
＜
｝
や
Q
8
■

（
2
5
）
　
一
げ
置
‘
＜
〇
一
』
図
｝
り
轟
§
．

（
2
6
）
　
H
9
α
‘
＜
o
一
●
図
H
｝
や
ω
o
o
、

（
2
7
）
　
一
げ
箆
‘
＜
〇
一
，
㌍
り
誤
Q
o
，

（
2
8
）
＞
・
ω
巨
℃
。
。
。
β
・
§
“
モ
Q
9
馬
罫
県
牒
ぎ
q
§
ミ
㌫
巻
ー
N
象
o
”
肉
禽
“
』
鳶
ミ
§
o
り
妹
鼠
§
」
8
一
も
や
刈
。
。
～
p

（
2
9
）
　
H
σ
崔
‘
サ
o
o
ド

（
3
0
）
　
拙
稿
「
一
四
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
一
揆
の
社
会
経
済
的
背
景
」
（
『
社
会
経
済
史
大
系
N
』
「
中
世
後
期
」
収
録
）
四
六
頁
。

（
3
1
）
コ
ρ
U
麟
く
Φ
昌
℃
。
吋
計
§
鳴
肉
。
§
愚
。
U
§
§
§
蕊
＆
9
き
さ
暮
§
ぎ
こ
8
軌
l
N
ま
鱗
」
8
9
署
鴇
玉
潮
や
軌
♪
輿

（
紛
）
壽
厩
。
目
①
ゆ
。
耳
顛
吻
燃
．
噛
璽
．
ミ
ミ
婁
＜
。
一
・
＜
も
呈
。
一
郵
＜
。
一
・
≦
一
ら
垂
＜
。
口
〆
呈
｝
一
♪
℃
仁
8
烏
心
・
葛
♪
さ
・
。
汐

　　

o
峯
賛
ホ
♪
ミ
溌
総
9
く
o
ピ
〆
や
8
9
8
0
る
N
O
。
い
ミ
軌
嚇
＜
〇
一
’
図
一
”
り
Q
汐
お
レ
β
嵩
一
。

（
3
3
）
中
ω
一
。
ロ
①
b
・
，
梓
即
砕
①
冒
き
讐
①
§
身
。
H
算
。
p
§
量
浮
慧
三
冨
律
一
誉
昌
。
Φ
§
蔓
㌔
け
p
穿
ω
蔑
。
－

　
℃
o
ω
津
①
自
ぼ
o
o
崔
の
日
算
げ
目
げ
冨
随
ざ
一
〇
頓
9

（
3
4
）
悼
国
。
ヨ
。
訪
。
耳
β
。
F
＜
o
＝
る
芦
に
。
。
る
N
・
。
”
出
。
。
“
＜
。
一
．
員
や
一
。
。
。
｝
＜
〇
一
・
＜
う
8
g

（
3
5
）
園
出
・
醤
謹
・
①
ざ
8
－
9
ら
一
≒
，

（
3
6
）
男
ρ
∪
馨
唇
鼻
β
象
ら
8
”
零

　　

　　

ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
。
け
．
島
量
一
ε
を
め
ぐ
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
扁
大
学
研
究
年
報
人
文
科
学
研
究
皿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

（
訂
）
箒
喜
塁
§
、
鼻
■
｝
く
・
一
，
H
も
皇
ふ
暮
｝
＆
讐
ま
い
㌧
ひ
善
・
一
N
鼻
・
一
ω
。
・
一
轟
・
。
・
一
u
ρ
一
。
。
・
一
。
い
・
N
。
N
・
N
。
・
。
・
N
N
ρ
N
ω
一
．
N
轟
頓
、
N
む
、

ω
。
ρ
い
誉
倉
。
♪
8
。
・
”
高
一
轄
萎
峯
。
・
諮
轟
ひ
い
ゑ
轟
・
・
ρ
轟
・
・
差
§
。
態
温
N
N
温
“
二
。
一
・
一
一
ら
N
・
．
・
。
も
轟
・
。
・
q
。
。
』
。
い
｝
＜
。
一
．

く
矯
篤
蕊
穂
曾
。
ρ
欝
轟
。
ざ
。
碧
一
。
鳶
訓
器
＜
。
一
・
＜
ぢ
N
。
嵩
移
＜
。
二
図
も
・
簑
．

（
お
）
拙
稿
「
＋
二
●
三
世
紀
イ
ギ
ー
ス
に
お
け
る
土
僕
有
と
毒
霧
ー
イ
フ
ダ
「
轟
」
の
マ
ナ
分
析
ま
（
「
璽
鶉
」
一
一
墓
二

　
号
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

（（（（（43　　42　　41　　40　　39

）））））　
所
持
す
る
者
十
一
　
所
持
し
な
い
者
八
の
割
合

　
男
国
o
ヨ
3
巴
“
o
や
。
F
＜
。
ピ
く
｝
℃
．
畠
ド

　
H
げ
一
P
く
〇
一
●
く
も
』
8
p

　
本
稿
二
五
〇
頁
参
照
。

　
国
虫
o
目
呂
巴
ρ
8
・
9
f
く
〇
一
・
一
も
℃
る
8
～
8
0
・
な
お
当
「
マ
ナ
慣
習
」
は
年
代
が
合
併
後
の
法
廷
史
料
と
い
う
以
外
は
分
ら
ず
、
ブ

ロ
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
は
現
在
形
で
叙
述
し
て
い
る
が
恐
ら
く
十
五
世
紀
以
後
の
も
の
で
は
な
い
。

　…m

牧
革
干
権

（　
領
主
に
よ
る
封
建
的
諸
権
利
の
最
後
は
、
前
節
に
お
い
て
筆
者
が
し
ば
し
ば
強
調
し
た
と
こ
ろ
の
牧
羊
権
を
対
象
と
し
よ
う
。
そ
の
理

由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
農
業
経
営
に
お
い
て
牧
羊
の
占
め
る
役
割
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
、
他
の
一
つ
は
そ
の
産
出
す
る

羊
毛
が
資
本
主
義
経
済
発
展
に
お
い
て
占
め
た
役
割
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
す
な
わ
ち
、
当
州
、
特
に
西
部
「
平
野
地
帯
」
の
全
部
と
東
部
「
森
林
地
帯
」
の
北
部
に
か
け
て
は
、
砂
地
の
地
質
が
支
配
的
で
あ
り
、



そ
の
結
果
農
業
経
営
に
は
羊
糞
に
よ
る
施
肥
が
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
マ
ナ
経
済
の
成
立
以
来
、
牧
羊
権
の
掌
握

は
領
主
に
と
り
経
営
の
根
本
に
関
係
す
る
重
大
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
他
の
封
建
的
諸
権
利
が
漸
次
意
義
を
失
な
い
消
滅
す
る
中
に
あ
っ

て
、
こ
の
牧
羊
権
の
み
は
逆
に
次
第
に
領
主
の
手
中
に
集
中
し
、
領
主
層
の
専
有
権
と
化
し
て
行
く
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
揚

合
、
忘
れ
て
な
ら
ぬ
．
｝
と
は
硫
毛
工
業
の
発
達
で
あ
る
。
つ
ま
り
流
毛
工
業
の
原
料
と
な
る
羊
毛
生
産
と
関
連
し
て
牧
羊
権
の
持
つ
意
昧

が
大
き
く
浮
か
び
上
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
元
来
施
肥
を
目
的
と
し
た
牧
羊
業
は
椀
毛
工
業
の
発
達
に
よ
り
更
に
羊
毛
生
産
が
そ
の
目
的
に
加
わ
る
こ
と
に
な
り
、
「
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

重
の
目
的
」
（
導
一
5
℃
ロ
．
b
。
、
。
ω
“
ハ
モ
ン
ド
）
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
絶
対
王
制
期
に
至
る
と
、
そ
の
目
的
は
む
し
ろ
後
者
に
移

行
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
、
領
主
の
牧
羊
権
の
内
容
に
も
重
要
な
変
化
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
盛
期
に
お
い
て
は
、

農
民
が
規
定
以
上
の
羊
群
を
保
持
す
る
揚
合
に
は
そ
れ
を
領
主
の
羊
群
に
投
じ
、
自
己
の
保
有
地
に
て
飼
育
す
る
揚
合
に
は
牧
羊
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
レ

（h

缶
跨
喰
億
日
）
の
支
払
い
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
絶
対
王
制
期
に
至
り
牧
羊
権
が
領
主
の
独
占
物
と
な
り
羊
毛
販
売
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ィ
ロ

第
一
義
的
意
味
を
持
つ
に
至
る
と
、
逆
に
、
農
民
は
領
主
の
牧
羊
区
（
8
民
8
弩
器
）
に
は
如
何
に
希
望
し
よ
う
と
も
一
時
金
を
支
払
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
レ

な
け
れ
ば
割
当
以
上
の
羊
数
を
投
入
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
牧
羊
権
が
領
主
権
の
最
後
の
牙
城
と
し
て
持
つ
意
味
が

以
上
で
明
白
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。

　一

世
紀
後
半
よ
り
一
五
世
紀
に
か
け
て
、
直
営
地
が
定
期
借
地
と
し
て
賃
貸
さ
れ
る
こ
と
は
当
州
の
場
合
も
例
外
で
は
な
く
、
筆
者

も
既
に
二
例
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
の
揚
合
に
指
摘
し
た
よ
う
に
牧
羊
の
た
め
の
共
有
権
は
領
主
自
身
が
依
然
と
し

て
掌
握
し
て
お
り
、
十
五
世
紀
以
降
牧
羊
経
営
に
乗
り
出
す
の
が
当
州
の
典
型
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
次
に
牧
羊
権
の
独
特
な
形
態
と

　
　
　
　
「
ケ
ぐ
の
叛
乱
」
（
囚
。
幹
．
－
陰
寄
琶
亘
竃
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四

し
て
論
ず
る
牧
羊
区
そ
の
も
の
は
、
必
ず
し
も
全
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
分
布
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
典
型
的
な
「
森
林
地
帯
」
と
昌
一
一
。
わ
れ

て
い
る
「
中
部
ノ
ー
フ
ォ
ク
」
・
「
東
部
ノ
ー
フ
ォ
ク
」
に
は
一
般
に
稀
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
平
野
地
帯
」
に
広
く
分
布
し
た
も
の
で
あ

る
と
と
転
閤
、
直
営
地
の
賃
貸
は
同
時
に
「
マ
ナ
の
諸
権
利
」
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
領
主
権
の
賃
貸
で
あ
っ
た
場
合
も
少
な
く
な
い

の
で
あ
託
二
般
的
に
は
罠
i
・
ア
リ
ソ
ン
或
い
は
T
s
・
ゴ
ド
フ
が
断
言
し
を
う
に
、
肇
（
穀
物
）
生
肇
と
羊
毛

生
産
者
と
は
分
離
す
る
傾
窪
賢
二
六
毛
世
紀
の
「
大
叛
乱
」
前
奮
は
、
薯
の
抗
象
イ
フ
ォ
ク
に
お
い
て
は
；
の
対

抗
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
漸
次
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
領
主
経
済
の
趨
勢
を
知
る
た
め
に
、

二
つ
の
聖
界
所
領
の
経
営
動
向
に
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
み
よ
う
。

幻
　
ノ
リ
ッ
ジ
修
道
院
所
領
。
　
当
修
道
院
の
十
指
を
越
す
マ
ナ
は
、
早
い
も
の
は
マ
ー
サ
ム
（
三
鶏
け
訂
ヨ
）
の
揚
合
の
よ
う
に
二
二

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

八
○
年
に
、
遅
く
と
も
一
四
三
〇
年
に
は
そ
の
直
営
地
が
定
期
借
地
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
牧
羊
権
は
依
然
と
し
て
領
主
が
保
持
し
、
牧

羊
経
営
に
専
心
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
当
修
道
院
が
一
五
一
五
年
に
所
有
し
た
羊
数
は
第
1
1
表
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
最
も
羊
数
の
多
い
ソ
ー
フ
（
目
一
。
吋
℃
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

Z
9
＆
昌
）
の
マ
ナ
に
は
有
名
な
マ
ウ
ス
ホ
ウ
ル
ド
荒
地
（
客
o
霧
魯
o
匡
国
塁
爵
）
が
こ
れ
に
所
属
し
、
グ
ナ
デ
ィ
ン
ト
ン
（
O
β
魯
α
，

ぎ
讐
自
）
或
い
は
セ
ジ
フ
ォ
ー
ド
（
ω
鑑
鴨
8
益
）
の
マ
ナ
は
「
平
野
地
帯
」
の
中
心
に
位
置
す
る
が
、
．
一
れ
ら
は
牧
羊
経
営
が
両
地
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
占
め
る
比
重
を
物
語
っ
て
い
る
。
当
修
道
院
の
羊
数
は
一
四
七
〇
年
に
は
二
五
〇
〇
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
漸
次
増

大
し
て
上
記
の
数
字
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
一
五
三
五
年
に
は
二
六
三
ス
ト
ー
ン
の
羊
毛
が
、
か
の
有
名
な
サ
フ
ォ
ク
の
織
元
ト
マ
ス
．



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ス
プ
リ
ン
グ
（
↓
げ
o
臣
霧
9
ユ
夷
）
に
販
売
さ
れ
て
い
る
。

コB
　
カ
・
ウ
（
O
貧
8
≦
）
修
道
院
所
領
。
　
当
修
道
院
は
ノ
リ
ッ
ジ
周
辺
の
一
〇
村
落
以
上
に
小
マ
ナ
或
い
は
保
有
地
を
有
し
一
五
三

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

六
年
の
評
価
額
㎞
o
。
“
1
旨
1
一
ー
の
小
聖
界
所
領
で
あ
っ
た
が
、
当
所
領
の
一
五
ー
六
世
紀
に
属
す
る
三
つ
の
会
計
簿
（
一
四
五
六
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

一
四
八
五
年
、
一
五
二
六
年
）
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
領
経
営
の
基
本
的
動
向
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
す
な
わ
ち
、
直
営
地
は
既
に
一
四
五
六
年
の
会
計
簿
作
成
の
際
に
は
五
～
二
〇
年
の
期
恨
付
で
賃
貸
さ
れ
て
お
り
、
或
る
マ
ナ
で
は
領

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

主
権
の
賃
貸
も
見
ら
れ
る
。
他
方
、
穀
物
・
羊
毛
販
売
に
つ
い
て
最
初
の
史
料
に
は
穀
物
販
売
ニ
ニ
シ
ル
三
ペ
ン
ス
が
記
録
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
が
、
一
五
世
紀
末
の
史
料
に
は
牧
羊
権
の
賃
貸
料
と
し
て
飾
い
－
刈
1
α
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
六
世
紀
に
入
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
当
項
目
の
収
入
腕
a
－
o
－
o
の
う
ち
穀
物
販
売
の
一
八
シ
ル
を
除
い
た
す
べ
て
が
羊
毛
販
売
の
結
果
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

羊
群
に
関
す
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
一
四
八
五
年
に
一
五
二
頭
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
五
二
七
年
に
は
五
六
二
頭
、
当
該
年
度
に
一
五
四
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

〔第11表〕1515年ノリッジ

　　修道院所領の羊数

　　　　　　　　　　　（頭）
　Gnatington　　　　　　　1116

　Sedgeford　　　　　　　　　909

　Lathes　　　　　　　　　　828

　Eaton　　　　　　　　　　　　　807

　Newton　　　　　　　485

　Thorp　　　　　1749
　Hin（1ringham　　　　786

　Thurveston　　　　　　　　40

Hemsby　　　　　　　60

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
．
ω
因
O
σ
9
二
〇
ロ
）

購
入
し
、
別
に
九
二
頭
が
処
分
さ
れ
、
翌
年
に
六
二
四
頭
を
持
ち
越
し
て
い
る
。
一
五
世

紀
中
葉
に
は
、
修
道
院
で
消
費
さ
れ
る
衣
料
を
織
る
た
め
の
原
毛
は
「
様
々
な
人
々
」

（
象
お
誘
ヨ
窪
）
1
多
分
周
辺
の
農
民
i
か
ら
購
入
さ
れ
た
が
、
一
六
世
紀
に
入
る
と
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
生
産
に
よ
る
も
の
が
使
用
さ
れ
た
。

　
以
上
力
・
ウ
修
道
院
に
お
い
て
は
一
四
－
五
世
紀
に
か
け
て
一
度
牧
羊
権
は
賃
貸
さ
れ

た
が
、
羊
毛
生
産
の
有
利
性
が
認
識
さ
れ
る
と
共
に
、
一
六
世
紀
に
は
牧
羊
権
を
徐
々
に

自
己
の
掌
中
に
回
復
し
、
そ
の
積
極
的
経
営
に
乗
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。

　
　
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五



一
橋
大
学
研
究
年
報
　
入
文
科
学
研
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1
2

一
三
六

　
牧
羊
区
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
既
に
示
唆
し
た
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
絶
対
王
制
期
に
至
り
領
主
が
共
同
用
益
権
を
独
占
す
る
過
程

と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
応
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
を
止
め
、
次
に
牧
羊
区
の
具
体
例
を
提
示
し
、
そ
の
運
営
が

村
落
共
同
体
の
掌
握
を
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
そ
う
。

　
既
に
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
州
に
お
い
て
は
村
落
と
マ
ナ
と
が
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
そ
の
一
致
が
よ
り
多
く
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
「
平
野
地
帯
」
に
お
い
て
も
、
な
お
半
数
以
上
の
村
落
が
二
つ
以
上
の
マ
ナ
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
領
主
と
し
て
完
全
な

マ
ナ
を
構
成
し
て
い
な
く
と
も
富
裕
な
自
由
農
は
牧
羊
区
を
保
持
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
一
村
落
に
は
通
常
二
つ
以
上
の
牧
羊

区
が
存
在
し
た
。
「
あ
ら
ゆ
る
町
或
い
は
村
落
に
は
二
つ
、
三
つ
或
い
は
そ
れ
以
上
の
マ
ナ
が
あ
り
、
そ
の
夫
汝
に
牧
羊
区
が
所
属
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

い
る
」
と
は
当
時
の
史
料
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
次
に
牧
羊
区
の
構
成
で
あ
る
が
、
耕
地
の
他
に
荒
地
、
沼
沢
地
、
塩
沢
地
等
の
土
地
を
含
む
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
九
月

か
ら
三
月
に
至
る
い
わ
ゆ
る
「
落
穂
期
」
（
昌
8
犀
江
三
。
）
の
期
間
は
、
開
放
耕
地
に
牧
羊
さ
れ
る
に
充
分
な
余
裕
が
あ
っ
た
が
、
三
月

か
ら
九
月
迄
の
い
わ
ゆ
る
「
夏
期
」
（
窪
ヨ
ヨ
曾
ヨ
o
暮
富
）
に
は
休
閑
地
だ
け
で
は
不
足
で
あ
り
、
共
同
地
の
助
け
を
不
可
欠
の
も
の
と

　
　
　
　
　
へ
2
4
）

し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
牧
羊
区
は
囲
込
地
を
含
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
後
述
の
よ
う
に
一
六
世
紀
に
お
け
る
小
農
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
は
、

領
主
の
牧
羊
区
に
対
す
る
特
権
と
真
正
面
か
ら
衝
突
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
古
い
囲
込
地
は
牧
羊
区
の
存
在
に
適
合
的
で
あ
り
得
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
艶
）

し
、
必
ず
し
も
対
立
し
な
か
っ
た
。
次
図
に
お
い
て
二
つ
の
例
を
提
示
す
る
。
い
ず
れ
も
「
平
野
地
帯
」
の
中
心
部
に
位
置
す
る
マ
ナ
で

へ
2
6
）

あ
る
。



’

第3図1590年，ホルカム村落の牧羊区 　
さ
ら
に
、
各
牧
羊
区
と
そ
れ
が
維
持
し
得
る
羊
群
の
数
は
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
全
耕
地
が
一
牧
羊
区
の
中
に
含
ま
れ
る
場
合
も

存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
教
区
の
境
界
を
横
切
っ
て
牧
羊
区
が
走
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
稀
で
あ
り
、

多
く
は
耕
地
が
二
な
い
し
三
の
牧
羊
区
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、
共
同
地
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
（
磁
。

次
に
牧
羊
経
営
者
は
そ
の
牧
羊
区
が
中
世
的
慣
行
の
枠
に
止
ま
る
限
？
惣
雰
撃
峯
い
雰
令
そ
の
領
主
と
し
て
の
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
行
使
し
て
、
牧
羊
区
の
維
持
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

一一 羊区境界線

口開放耕地

圃インク・ウジャ

自共有地

目塩沢地

………蒙箋厚．

‡蓬一難；…；…讐

〔1〕ill
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～
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第4図　17C，初頭ノース・クリーク村落
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イ
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皿インクロウジャ

α］共有地

一一一 羊区境界線

　　　　　　　　ロ

磁鑑〆1、

1黛篇イ　「　
蚤鰹ln〕㍉llF劃1

「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
（
内
9
、
の
知
o
げ
①
三
〇
昌
）
を
め
ぐ
っ
て

共
同
体
的
規
制
を
強
制
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
何
故
な
ら
こ
れ
は
ま
さ
に
権
力
に
よ

っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
領
主
的
特
権
の
一
部

な
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
農
民
を
利
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、

牧
羊
区
が
そ
の
機
能
を
果
す
た
め
に
は
、

休
閑
地
と
播
種
地
が
出
来
る
だ
け
密
集
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
冬
穀
も

夏
穀
も
別
々
に
一
団
と
な
っ
て
播
種
さ
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
牧

羊
区
自
体
も
分
断
さ
れ
て
い
て
は
そ
の
機

　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
秤
学
研
究
驚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八

能
が
著
し
く
阻
害
義
る
の
で
、
普
通
雰
断
え
る
よ
う
奎
と
縮
主
権
を
背
書
し
て
冥
わ
れ
ず
、
逆
に
、
春
穀
、
夏
轡
休

閑
地
の
区
別
は
「
フ
ィ
ル
ド
」
箪
位
写
ず
、
そ
れ
が
若
干
の
「
シ
フ
ト
」
（
ω
曇
）
雰
割
蕊
そ
紮
播
種
単
位
と
な
．
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

そ
の
た
め
農
民
保
有
地
は
村
落
の
三
方
に
均
分
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
比
較
的
地
域
に
寄
り
集
ま
っ
て
不
規
則
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
（
後

述
参
醸
象
そ
こ
で
、
そ
の
一
帯
が
も
し
播
種
を
行
な
う
シ
フ
ト
に
所
属
し
た
時
は
そ
れ
を
行
な
い
、
そ
れ
が
大
部
分
休
閑
地
の
シ
フ
ト

に
存
在
し
た
時
は
、
そ
の
保
有
農
は
そ
の
年
は
大
部
分
が
播
種
出
来
な
い
は
め
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
領
主
は
地
代
の
一
部
を

免
除
し
た
り
、
直
営
地
の
一
部
を
そ
の
時
だ
け
当
該
農
民
の
利
用
に
委
ね
た
り
、
さ
ら
に
は
、
領
主
の
羊
群
に
投
じ
得
る
羊
数
を
増
加
し

た
り
し
て
蒲
繁
宴
わ
紮
の
で
あ
鱒
他
方
養
民
は
牛
、
馬
な
豪
畜
の
放
牧
獲
別
に
え
を
保
持
し
奈
、
羊
群
に
つ
い

て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
・
普
通
彼
ら
は
．
琶
貫
賢
、
と
称
す
る
小
額
の
貨
幣
と
交
換
嶺
主
睾
群
に
昌
の
そ
鷲
投
ず

る
権
利
し
か
持
・
て
い
奈
つ
範
そ
れ
享
の
警
通
常
そ
の
保
有
地
と
比
例
し
て
一
定
の
禁
存
在
し
た
．

　
こ
の
よ
う
な
牧
羊
区
の
存
在
が
、
農
民
側
で
の
土
地
改
良
“
農
業
に
お
け
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
発
展
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
最
早
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
農
民
側
で
の
農
業
の
近
代
化
は
ま
ず
領
主
羊
群
の
排
除
、
す
な
わ
ち
、
小
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
レ

運
動
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
牧
羊
区
の
存
在
の
基
盤
自
体
を
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
・
絶
対
王
制
期
に
お
け
る
両
者
の
対
抗
関
係
は
、
こ
こ
に
お
い
て
最
も
鋭
い
形
態
で
現
象
す
る
の
で
あ
る
。
そ
．
）
で
、
わ
れ
わ

れ
も
こ
れ
を
両
者
の
抗
争
の
公
的
な
揚
で
あ
る
マ
ナ
法
廷
史
料
に
お
い
て
見
る
た
め
に
、
領
主
権
力
を
法
的
に
保
証
す
る
マ
ナ
法
廷
自
体

の
推
移
に
眼
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
、
）
甲
S
§
迄
・
、
亀
ミ
匂
§
§
毒
膏
葛
§
・
き
量
塁
薯
巳
甚
謡
稿
「
±
世
紀
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
社



　
会
経
済
構
造
」
（
「
史
学
雑
誌
」
第
六
七
編
四
号
）
四
－
六
頁
参
照
。

（
2
）
戸
冒
肖
弩
暮
昼
↓
幕
の
8
一
巴
目
畠
国
8
8
邑
。
o
ぎ
ロ
蔭
け
碧
8
ω
g
囚
g
、
ω
寄
げ
。
≡
8
レ
n
距
醤
Φ
聲
冨
＄
ふ
ρ

（
3
）
　
最
も
典
型
的
な
史
料
と
し
て
は
例
え
ぱ
一
三
世
紀
ラ
ム
ゼ
イ
所
領
の
土
地
調
査
書
を
み
よ
。
O
o
ロ
剛
ト
旺
誉
N
ミ
醤
§
辱
醤
蓉
急
ミ
割
騒
肉
9
亭

　
鴇
貧
＜
〇
一
’
H
も
や
8
一
I
N
ヨ
〈
〇
一
。
日
）
や
b
。
9
～
漕
拙
稿
「
十
一
丁
三
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
土
地
保
有
と
土
地
市
場
ー
ノ
ー
フ
ォ
ク

　
「
西
部
」
ラ
ム
ゼ
イ
所
領
の
分
析
ー
」
（
「
西
洋
史
研
究
」
四
号
）
参
照
。

（
4
）
　
後
述
の
如
く
領
主
は
直
営
地
を
賃
貸
し
た
後
、
牧
羊
区
だ
け
を
掌
握
し
羊
毛
生
産
に
専
心
す
る
。

（
5
）
　
＝
二
世
紀
の
、
富
崔
品
ご
ヨ
、
と
十
六
世
紀
の
．
8
匡
8
ロ
誘
o
、
と
の
関
係
は
未
だ
定
説
が
な
い
。
筆
者
は
今
の
と
こ
ろ
以
上
の
よ
う
に
判
断

　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
O
o
昌
h
，
園
、
》
国
国
目
ヨ
o
昌
ρ
○
や
o
騨
．
”
や
＄
庸
：

（
6
）
囚
・
い
≧
誌
。
p
醤
。
ω
一
・
。
①
マ
o
貫
・
閏
羨
琶
己
蔓
o
肪
2
＆
。
一
犀
ぎ
爵
。
の
鋒
Φ
Φ
注
・
勢
区
の
Φ
＜
2
§
暮
げ
o
窪
ε
『
塁
唐
導

　
嶺
寓
墜
肉
ミ
’
く
o
一
，
く
一
b
“
一
｝
）
」
命

（
7
）
個
々
の
例
に
つ
い
て
は
多
数
存
在
す
る
。
一
般
的
に
は
即
い
山
讐
昌
目
9
ρ
o
つ
9
梓
■
｝
O
『
H
＜
．

（
8
）
　
「
一
六
世
紀
を
通
じ
て
、
多
く
の
地
主
（
一
茸
α
－
一
9
駐
）
と
羊
群
の
所
有
者
は
借
地
人
（
8
壁
暮
の
）
と
の
基
本
的
な
共
働
関
係
を
確
保
す
る

　
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
難
し
く
な
っ
た
。
」
囚
。
い
ト
一
房
o
コ
↓
ぎ
の
訂
書
－
O
o
ヨ
田
臣
げ
§
山
曙
禽
2
0
塊
〇
一
ぎ
や
舘
．

（
9
）
国
≦
留
琶
α
。
β
ぎ
ミ
ミ
§
§
ミ
粟
ぎ
o
§
§
識
ミ
噂
§
“
さ
醤
ミ
ざ
騨
＆
≧
ミ
§
罫
Q
ミ
ぎ
匙
養
h
㌧
喜
ミ
し
。
い
P
サ
一
轟
■

（
1
0
）
　
一
げ
一
“
や
Q
9
も
っ
と
も
こ
れ
ら
当
修
道
院
の
所
領
は
全
州
に
亘
っ
て
散
在
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
マ
ナ
の
す
ぺ
て
に
牧
羊
区
が

　
所
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
1
1
）
　
男
国
○
ヨ
o
譜
一
9
零
象
ミ
噌
＆
≧
o
さ
婁
く
9
。
高
｝
や
ま
N
●

（
皿
）
　
囚
’
い
》
＝
一
。
。
o
P
b
巨
∪
9
6
げ
o
ω
一
ω
｝
や
§
一
，

　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
．
ω
閃
o
げ
〇
一
一
δ
β
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
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一
橋
大
学
研
究
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報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

一
げ
凶
“
や
ト
。
参

≦
u
廊
自
巴
p
さ
蓉
養
8
き
詮
警
ミ
ミ
き
く
。
二
く
も
・
。
。
ひ
幹

い
い
力
a
ω
喜
ρ
↓
ぼ
Φ
・
9
畦
睾
ぎ
8
β
艮
智
量
蜜
ミ
S
藻
専
。
、
§
§
§
く
。
一
・
図
図
図
も
℃
・
＆
ふ
。
・

H
び
一
“
℃
や
a
～
8
■
な
お
当
所
領
マ
ナ
で
は
賦
役
の
金
納
化
は
完
全
に
終
っ
て
い
た
ら
し
く
、
賦
役
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

ス
ト
ウ
・
バ
ー
ド
ル
フ
（
ω
8
≦
切
卑
擁
自
Q
一
剛
）
、
イ
ー
ス
ト
・
ウ
ィ
ン
チ
（
国
卑
ω
け
ぞ
く
ぎ
〇
一
一
）
、
サ
ー
リ
ン
ガ
ム
（
ω
ロ
ユ
ぎ
瞬
『
即
日
）
、

（
≦
3
諸
げ
象
β
）
な
ど
の
諸
マ
ナ
。

H
三
α
‘
罵
、
蟄
～
N
●

H
げ
一
伍
‘
℃
■
。
。
ひ
●

一
げ
一
α
‘
サ
ひ
N
り

前
掲
拙
稿
、
「
史
学
雑
誌
」
収
録
論
文
、
二
〇
1
二
一
頁
。

凶
・
一
卜
三
ω
。
p
β
。
F
＆
3
襲
界
葬
窪
”
箸
」
U
～
9

一
玄
山
4
竈
，
ま
～
一
y

一
三
α
4
唱
。
ま
～
一
刈
■

一
げ
置
；

H
三
山
己
電
ひ
ぐ
～
o
o
・

一
げ
一
山
・
，

H
げ
一
伍
4
り
N
ρ

一
注
α
；

ロ
ク
サ



（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

H
げ
一
α
‘

一
げ
一
α
‘
℃
や
N
O
～
N
一
。

一
げ
箆
‘
O
け
』
＜
｝
く
｝
ヵ
．
旨
閏
帥
目
日
o
ロ
ρ
諸
．
》
●
↓
一
一
Φ
巴
ρ
○
『
〈
。

　坤
　
マ
ナ
法
廷

（　
前
述
し
た
領
主
の
諸
権
利
を
法
的
に
保
証
す
る
も
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
ギ
ミ
ン
ガ
ム
で
は
ラ
ン
カ
ス
タ
法
廷
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ま

ず
、
両
者
の
対
立
抗
争
の
揚
と
な
っ
た
も
の
は
下
級
裁
判
所
で
あ
る
マ
ナ
法
廷
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
領
主
権
の
推
移
を
見
届
け
る
に
は
、

最
後
に
マ
ナ
裁
判
所
記
録
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
マ
ナ
法
廷
は
中
世
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
法
廷
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
一
種
の
収
入
源
と
見
徴
さ
れ
て
お
り
、
絶
対
王
制
期
に
入
る
と
慣
習
地
代
が
「
マ
ナ
慣
習
」
に
よ
り
一
定
額
に
固
定
さ
れ
て
い
た
の

に
対
し
て
、
法
廷
収
入
、
特
に
、
土
地
移
譲
に
伴
な
う
一
時
金
（
”
登
記
金
）
は
慣
習
に
縛
ら
れ
ず
、
マ
ナ
の
一
つ
の
財
源
に
な
っ
た
こ

と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
既
に
明
白
に
な
っ
た
よ
う
に
、
マ
ナ
裁
判
所
は
「
森
林
地
帯
」
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
両

地
帯
の
法
廷
に
照
明
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
領
主
権
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
助
け
と
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
次
に
提
示
す
る
二
つ
の
マ
ナ
裁
判
所
記
録
は
、
夫
々
当
州
に
お
け
る
「
平
野
地
帯
」
と
「
森
林
地
帯
」
の
代
表
と
し
て
検
討
さ
れ
る
。

両
者
の
示
す
対
照
の
持
つ
意
味
は
叙
述
が
進
む
に
つ
れ
て
漸
次
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
因
Φ
δ
げ
刀
3
巴
出
o
昌
）
を
め
ぐ
っ
て

一
四
一



一
橋
大
学
研
究
年
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人
文
科
学
研
究
1
2

一
四
二

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
A
　
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
法
廷
記
録

　
　
　
　
　
　
　
〔

　
法
廷
の
機
能
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
抜
粋
で
は
な
く
そ
の
全
内
容
を
再
現
し
た
史
料
集
が
必
要
と
さ
れ
る
。
当
法
廷
史
料
は
十
四
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

紀
末
よ
り
一
六
世
紀
に
及
ぶ
が
必
ず
し
も
こ
の
目
的
に
か
な
う
も
の
で
は
な
く
記
録
内
容
を
数
量
的
に
測
定
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
面
の
目
的
に
は
最
少
限
度
答
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
既
に
リ
チ
ャ
ー
ド
ニ
世
の
治
世
二
〇
年
（
＝
二
九
六
ー
七
年
）
の
抜
粋
記
録
よ
り
、
賦
役
不
履
行
、
農
奴
の
逃
亡
、
マ
ナ
法
廷
欠
席
な
ど

　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
記
載
が
見
ら
れ
、
法
廷
の
精
力
的
な
機
能
と
同
時
に
、
そ
の
衰
退
の
兆
候
が
読
み
取
れ
る
が
、
当
地
帯
の
全
法
廷
記
録
を
通
じ
て
一
貫

し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
「
小
規
模
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
」
の
項
目
で
あ
る
。
元
来
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
に
様
々
な
内
容
が
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
と
は
チ
ュ
ー
ダ
時
代
よ
り
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
通
り
で
あ
り
、
当
州
に
お
け
る
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
内
容
と
そ
の
進
行
に
つ
い
て
は

後
に
触
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
当
史
料
に
現
わ
れ
る
記
録
は
、
開
放
耕
地
、
或
い
は
、
共
同
地
を
柵
に
よ
り
囲
い
込
ん
で
行
な
わ
れ
る
狭

義
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
で
あ
り
、
自
己
の
羊
群
の
放
牧
と
同
時
に
施
肥
の
目
的
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
点
当
州
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は

「
牧
羊
」
・
「
耕
作
」
の
両
用
途
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
で
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
往
往
に
し
て
、
特

に
「
森
林
地
帯
」
に
お
い
て
特
徴
的
と
も
見
倣
さ
れ
る
、
開
拓
と
同
時
に
行
な
わ
れ
る
広
大
な
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
（
直
営
地
の
存
在
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
あ
ら
わ
す
史
料
に
し
ば
し
ば
．
ー
Ω
o
器
．
と
固
有
名
詞
を
冠
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
多
く
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
）
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
も
小
規
模
な
農
民
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
な
の
で
あ
る
。

　
農
民
は
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
す
る
揚
合
、
領
主
裁
判
所
で
の
許
可
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
、
一
四
世
紀
末
に
は
、
「
R
・
C
は
彼
と



バ
ス
ト
ン
（
評
警
曾
）
の
間
の
公
道
に
、
境
界
が
置
か
れ
る
た
め
に
一
時
金
を
与
え
た
」
と
い
う
主
旨
の
記
録
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
こ

れ
は
い
わ
ぱ
合
法
的
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
で
あ
り
、
「
落
穂
期
」
の
終
了
と
共
に
囲
い
込
み
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
領
主
権
を
無
視
し
た
非
合
法
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
既
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
「
サ
ウ
ス
・
レ
プ
ス
の
J
・
R
は
当
村
共
有
地
の
中
に

囲
込
地
を
新
し
く
一
つ
つ
く
り
領
主
に
大
き
な
損
失
を
与
え
た
」
と
い
う
類
の
史
料
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
次
に
、
丁
度
一
世
紀
を
経
過
し
た
ギ
、
・
・
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
法
廷
の
内
容
は
何
を
物
語
る
か
。
ま
ず
合
法
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
記
録
は
依

然
と
し
て
続
く
が
、
そ
れ
が
解
か
れ
る
べ
き
時
に
そ
れ
を
行
な
わ
ず
漸
次
永
久
的
な
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
に
転
化
す
る
。
こ
れ
は
そ
れ
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
う
際
の
労
力
を
考
慮
し
た
ら
当
然
の
動
向
で
あ
ろ
う
。
「
彼
ら
の
義
務
に
従
っ
て
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
解
か
な
か
っ
た
た
め
に
」
起
訴

さ
れ
た
例
が
一
四
九
九
年
の
法
廷
記
録
に
は
続
け
て
三
件
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
領
主
牧
羊
権
を
根
底
か
ら
徐
々
に
掘
り
崩
す
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
更
に
、
牧
羊
頭
数
の
違
反
が
顕
著
に
な
る
。
「
」
・
W
と
S
・
H
は
彼
ら
の
保
有
地
が
許
可
す
る
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

上
の
家
畜
を
ハ
イ
ゲ
ー
ト
の
共
有
地
に
放
牧
し
た
」
（
共
有
地
の
例
）
。
「
J
・
W
は
サ
ウ
ス
レ
プ
ス
の
耕
地
に
余
り
に
多
数
の
羊
を
放
牧

（
9
）

し
た
」
（
開
放
耕
地
の
例
）
。

　
こ
れ
ら
農
民
に
よ
る
共
同
体
規
制
の
侵
蝕
と
は
別
に
十
五
世
紀
に
な
る
と
異
な
っ
た
形
態
の
領
主
権
侵
害
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
外
来
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ノ
ー
ス
・
レ
プ
ス
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ワ
ー
ド
（
む
げ
昌

国
o
時
ミ
鶏
α
）
は
「
当
村
の
領
主
領
域
に
許
可
な
く
四
ダ
ー
ス
の
柵
の
牧
羊
区
を
設
置
し
て
国
王
の
羊
群
に
多
く
の
被
害
を
与
え
た
」
　
（
一

四
九
二
年
）
。
こ
れ
は
不
法
な
牧
羊
区
の
設
置
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
少
な
く
と
も
一
四
九
九
年
に
至
る
ま
で
マ
ナ
法
廷
の
裁
定
を
無
視

し
て
保
持
し
た
。
「
“
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
”
は
誰
も
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
羊
一
〇
〇
頭
の
た
め
に
牧
羊
区
を
持
ち
続
け
た
」
。
こ
の

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
の
幻
Φ
σ
o
荘
o
口
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
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2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ξ
一
一
ス
タ
【
ズ
・
ア
カ
ウ
ソ
ト

他
、
彼
は
私
道
の
設
置
、
公
道
侵
害
、
牧
羊
頭
数
違
反
な
ど
の
常
習
犯
で
あ
っ
た
。
一
五
一
一
ー
一
二
年
の
会
計
簿
に
よ
れ
ば
彼
は

ギ
ミ
ン
ガ
ム
の
彼
の
所
有
地
の
た
め
に
、
地
代
一
一
ポ
ン
ド
を
支
払
っ
て
お
り
、
直
営
地
の
一
部
を
賃
借
し
て
い
た
借
地
農
と
推
定
さ
れ

（
U
）

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑫
）

　
さ
ら
に
一
世
紀
を
経
過
し
た
一
六
世
紀
末
の
状
況
を
観
察
し
よ
う
。
史
料
は
全
く
の
抜
粋
で
あ
る
た
め
、
正
確
に
法
廷
の
機
能
を
見
極

め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
以
下
の
三
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
牧
羊
権
違
反
記
録
は
相
変
ら
ず
多
い
が
、
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
に
つ
い
て
の
史
料
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
は
少
な
く
と
も
そ
れ

が
減
少
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
高
度
に
進
行
し
て
い
た
と
同
時
に
、
そ
れ
が
マ
ナ
規
制
の
手
に

負
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
。
ス
プ
ラ
ッ
ト
（
い
9
β
菖
）
に
よ
れ
ば
当
州
東
部
で
は
一
七
世
紀
前
期
に
は
既
に
全
土
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

七
五
％
ほ
ど
も
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
マ
ナ
の
領
民
が
元
来
当
法
廷
で
裁
判
さ
れ
る
ぺ
き
事
項
を
他
法
廷
に
持
ち
込
ん
で
一
～
ニ
ポ
ン
ド
と
い
う
多
額
の
一
時
金
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

課
せ
ら
れ
て
い
る
事
例
が
四
件
も
見
ら
れ
る
。
「
オ
ヴ
ァ
ス
ト
ラ
ン
ド
（
○
〈
零
馨
声
民
）
の
」
・
M
は
不
法
に
も
当
マ
ナ
の
多
く
の
保
有

農
を
唆
か
し
彼
ら
に
と
り
当
法
廷
で
決
定
さ
れ
る
ぺ
き
事
項
を
、
当
領
主
権
の
外
に
あ
る
当
リ
ー
ト
の
外
の
法
廷
で
一
時
金
を
払
わ
し
め

た
」
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
マ
ナ
慣
習
」
の
弛
緩
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
膨
）

　
第
三
に
、
マ
ナ
法
廷
に
対
す
る
欠
席
者
が
霧
し
い
数
に
達
し
て
い
る
。
当
ソ
ッ
ク
で
は
法
廷
へ
の
出
席
義
務
は
、
保
有
農
で
は
な
く

「
保
有
地
」
（
霞
お
ヨ
o
暮
）
が
責
を
負
っ
て
お
り
、
欠
席
に
は
一
時
金
四
ペ
ン
ス
が
要
求
さ
れ
た
。
一
四
九
九
年
の
法
廷
記
録
に
よ
れ
ば
、

ギ
ミ
ン
ガ
ム
一
九
、
ト
ラ
ン
チ
ニ
ニ
、
ノ
ー
ス
レ
プ
ス
ニ
ニ
、
サ
イ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
一
一
、
パ
ス
ト
ン
一
九
、
ハ
ル
バ
ニ
、
サ
ウ
ス
レ
プ



ス
三
、
合
計
八
九
の
保
有
地
が
欠
席
記
録
に
見
出
さ
れ
る
。
二
れ
ら
は
一
四
世
紀
以
降
、
農
民
の
手
に
よ
り
掘
り
崩
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
領

主
権
力
が
漸
次
マ
ナ
法
廷
に
ま
で
影
響
し
、
そ
の
形
骸
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

コB
　
G
．
ク
レ
シ
ン
ガ
ム
（
O
参
暮
0
8
ω
巴
轟
鼠
誉
）
マ
ナ
法
廷
記
録

〔　
次
に
「
平
野
地
帯
」
を
代
表
す
る
マ
ナ
と
し
て
、
G
・
ク
レ
シ
ン
ガ
ム
・
マ
ナ
の
ほ
ぼ
同
時
代
、
す
な
わ
ち
、
一
四
世
紀
初
頭
、
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
レ

世
紀
末
、
一
六
世
紀
末
の
三
時
代
に
亘
る
記
録
を
見
よ
う
。
当
マ
ナ
に
つ
い
て
は
後
に
よ
り
詳
細
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
ら
・
こ
こ

で
は
サ
ウ
ス
・
グ
リ
ー
ン
ホ
ウ
（
ω
8
爵
O
お
Φ
旨
8
）
ハ
ン
ド
レ
ソ
ド
に
位
置
し
、
ノ
リ
ッ
ジ
修
道
院
に
所
属
す
る
マ
ナ
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ロ

だ
け
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
法
廷
記
録
の
全
貌
が
そ
の
ま
ま
印
刷
に
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
前
の
史
料
よ
り
利
用
価
値
が
高
い
の
で
あ
る

雪
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

力
　
二
一
三
八
年
の
連
続
四
回
に
亘
る
マ
ナ
法
廷
の
審
議
内
容
は
第
1
2
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
マ
ナ
盛
期
と
い
わ
れ
る
時
期
に
属
す
る
こ
の
記
録
は
、
当
時
マ
ナ
法
廷
が
最
も
精
力
的
に
そ
の
機
能
を
果
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ビ
ー
ル
・
パ
ン
の
量
目
違
反
、
規
制
違
反
の
落
穂
拾
い
な
ど
、
中
世
を
通
じ
て
最
も
一
般
的
な
違
反
が
甚
だ
し
く
蜜
数
存
在
す
る
し
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
リ
ロ

ら
に
、
賦
役
の
不
履
行
、
領
外
へ
の
穀
物
搬
出
（
穀
物
の
自
由
販
売
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
）
、
或
い
は
、
無
許
可
の
婚
姻
な
ど
の
記
録
が
マ

ナ
法
廷
の
権
勢
を
物
語
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
一
世
紀
後
に
は
「
平
野
地
帯
」
に
お
け
る
領
主
対
農
民
の
抗
争
の
中
心
と
な
る
領
主
の
牧

羊
権
侵
害
の
端
緒
的
記
録
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
既
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
当
地
方
で
は
領
民
の
羊
群
は
領
主
の
そ
れ
に
投
ず
る

義
務
が
あ
り
、
特
別
な
揚
合
だ
け
一
時
金
を
支
払
っ
て
自
己
の
牧
羊
区
を
そ
の
保
有
地
に
設
置
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
1
・
S

が
彼
女
自
身
の
羊
群
を
持
つ
ア
】
と
を
許
す
に
当
り
一
シ
ル
の
一
時
金
」
と
い
う
記
録
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
無
許
可
で
領
主
の
羊
群

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
因
9
、
ω
ヵ
9
0
≡
8
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



〔第12表〕　G．

事項
免責事由

不法侵害・債務返却

差押令・解除令・宣誓令

穀物販売

騒　　乱

家屋侵入

共犯行為

保有地不法拡張

耕地侵入・横断

領主穀物侵害

公道・水路侵害

落穂拾い

牧羊権侵害・羊群保持

パン・ビール量目違反

十人組加入

マナ役職解除選挙

クレシンガム・マナ法廷

1328－9年　　1489年　　　1584年
（年4回開廷）　（年4回開廷）　（年2回開廷）

　　　　　　　　　　　　3

マナ・村落共同体役人の義務怠慢

森林伐採

又　　貸

賦役不履行

無許可婚姻

水車不使用

家屋修理

村法作成

土地移譲

その他

7
9
7
4
7
6
3
0
9
6
4
5
6
3
3
6
4
6
2
7
7
1

　
2
　
1
　
　
1
　
　
　
1
　
5

7
16

7
6

2

1

2
4
2
6
1
3
3
1
2
3

　
　
1

2

1

8

6

3
2
1
2
8
22
9
ワ
」

橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2

　
　
　
一
四
六

中
か
ら
自
己
の
そ
れ
を
引
き
上

げ
て
規
定
に
違
反
す
る
農
民
も

存
在
し
た
の
で
あ
る
。
代
表
例

と
し
て
、
「
A
・
A
は
三
週
間

彼
の
羊
を
領
主
の
羊
群
の
外
に

置
い
た
た
め
（
一
時
金
）
」
。

　
次
の
記
録
は
約
一
世
紀
半
を

経
た
一
五
世
紀
末
の
も
の
で
あ

（
2
0
）る

。
そ
れ
ま
で
に
直
営
地
は
賃

貸
さ
れ
て
い
た
が
、
マ
ナ
法
廷

を
中
心
と
し
た
領
主
権
は
未
だ

以
前
の
領
主
、
つ
ま
り
、
ノ
リ

ッ
ジ
修
道
院
の
掌
中
に
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

よ
う
に
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

法
廷
は
一
四
世
紀
の
そ
れ
と
同

様
に
年
二
回
ほ
ど
し
か
開
か
れ



　
　
　
（
鎗
）

て
い
な
い
が
、
内
容
を
検
討
す
る
と
そ
の
変
貌
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
ま
ず
第
一
に
法
廷
の
訴
訟
件
数
自
体
が
非
常
に
減
少
し
、
特
に
、
リ
ー
ト
法
廷
所
属
の
事
項
、
つ
ま
り
、
村
落
共
同
体
規
制
違
反
の
減

少
が
目
立
つ
。
マ
ナ
法
廷
は
漸
次
そ
の
本
来
の
機
能
を
失
な
い
、
保
有
権
の
法
的
権
限
を
確
認
す
る
土
地
登
記
に
集
中
す
る
よ
う
に
焦
紹
。

法
廷
収
入
は
、
既
述
の
如
く
共
同
体
規
制
の
違
反
に
関
し
て
は
夫
汝
二
～
六
ペ
ン
ス
の
一
時
金
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
登
記
の
際
に
支

払
わ
れ
る
一
時
金
に
は
慣
習
の
束
縛
が
な
く
、
例
え
ば
R
・
G
は
宅
地
付
家
屋
（
三
七
エ
イ
カ
）
の
保
有
権
移
譲
の
際
三
ポ
ン
ド
の
一
時

金
を
支
払
っ
て
お
り
、
一
四
一
五
年
の
土
地
台
帳
に
よ
れ
ぱ
地
代
は
一
一
シ
ル
一
一
ペ
ン
ス
三
・
七
五
フ
ァ
ー
ジ
ン
グ
で
あ
っ
た
か
強
W

四
年
間
以
上
の
地
代
分
に
相
当
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
注
目
す
べ
き
は
、
共
同
体
規
制
の
違
反
主
体
の
う
ち
に
農
民
と
混
っ
て
そ
れ
以
上
に
働
主
及
酔
蜘
P
酒
D
い
陣
級
か
非
常
ゆ
允
ぎ

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
中
に
も
領
主
権
力
と
密
着
す
る
傾
向
に
あ
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
を
区
別
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
ま
ず
前
者
で
あ
る
が
、
領
主
自
体
が
自
ら
積
極
的
に
村
落
共
同
体
規
制
を
無
視
し
破
壊
す
る
。
一
四
九
〇
年
一
一
月
に
陪
審
員

団
は
、
「
当
マ
ナ
の
領
主
の
羊
飼
は
秋
の
終
り
か
ら
ス
ン
ト
・
マ
ル
チ
ン
祭
迄
四
〇
日
間
、
保
有
農
の
囲
込
地
（
R
o
3
内
（
驚
彼
の
羊

群
を
飼
育
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
囲
込
地
は
保
有
農
の
家
畜
を
放
牧
す
る
た
め
に
、
彼
ら
の
使
用
の
た
め
に
保
存
さ
る
べ
き
こ
と
」
と
い

う
村
法
を
新
し
く
宣
言
し
た
の
で
あ
る
が
、
記
録
の
横
に
、
「
領
主
が
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
が
た
め
に
無
効
」
と
但
書
が
付
さ
れ
て
い

馨　
こ
の
記
録
は
既
に
牧
羊
権
を
論
じ
た
際
に
明
ら
か
に
し
た
領
主
対
農
戻
の
基
軸
的
争
点
を
明
確
に
し
て
い
る
点
で
非
常
に
重
要
で
あ
る

が
、
．
】
の
揚
合
、
共
同
体
規
制
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
領
主
u
地
主
側
が
穀
作
経
営
の
近
代
化
を
阻
止
す
る
側
に
立
ち
、
リ
ー
ト
法
廷
を

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
の
因
3
0
霞
9
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

構
成
し
て
い
た
陪
審
団
が
あ
る
程
度
の
個
人
主
義
的
原
則
に
立
つ
農
業
を
認
め
る
立
揚
に
あ
る
こ
と
に
特
に
注
意
す
ぺ
き
で
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
領
主
層
と
の
結
合
が
史
料
か
ら
見
ら
れ
な
い
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
違
反
記
録
に
も
一
言
し
て
お
き
た
い
。
例
・
ワ
几
ば

”
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
〃
或
い
は
～
ス
ク
ワ
イ
ア
〃
リ
チ
ャ
ー
ド
・
サ
イ
ス
ル
（
閑
一
魯
鷺
α
ぞ
筥
Φ
）
。
彼
は
水
路
清
掃
義
務
違
反
、
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貯
）

法
廷
出
席
義
務
違
反
、
或
い
は
土
地
移
譲
の
際
に
何
度
も
記
録
さ
れ
て
い
る
常
習
犯
で
あ
る
。
彼
ら
が
占
め
た
位
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
史
料
か
ら
だ
け
で
は
速
断
出
来
ま
い
が
、
恐
ら
く
周
辺
に
土
地
を
所
有
す
る
成
上
り
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
さ
ら
に
一
世
紀
を
経
た
一
五
八
三
～
四
年
の
法
廷
記
録
を
一
四
世
紀
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
対
照
は
著
し
い
。
す
な
わ
ち
、

記
録
の
内
容
は
保
有
地
の
移
譲
、
マ
ナ
或
い
は
村
民
と
し
て
の
義
務
不
履
行
（
出
席
義
務
を
含
む
）
、
役
職
選
挙
な
ど
で
あ
り
、
共
同
体

的
諸
規
制
の
違
反
に
は
前
世
紀
に
つ
い
て
指
摘
し
た
事
実
が
引
続
き
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
領
主
側
の
違
反
は
見
ら
れ

な
い
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
そ
れ
が
引
続
き
多
い
。
例
え
ば
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
フ
ラ
ッ
ド
（
国
9
奉
a
包
ロ
＆
）
の
羊
飼
は
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

主
と
の
契
約
に
違
反
し
て
大
量
の
羊
を
放
牧
し
て
い
る
が
、
彼
は
領
主
の
牧
羊
区
の
一
部
を
賃
貸
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
他
の

羊
飼
丁
・
T
は
共
有
牧
草
地
の
規
制
に
反
し
て
放
牧
し
て
い
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
フ
ラ
ッ
ド
は
後
に
領
主
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ニ
イ
（
冒
ゴ
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

甘
雪
昌
）
亡
き
後
、
彼
の
妻
イ
リ
ザ
ベ
ス
と
結
婚
し
て
領
主
権
力
へ
の
癒
着
を
完
成
す
る
。
他
方
、
陪
審
団
の
一
人
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ン

ト
リ
W
・
R
は
J
・
W
と
共
に
、
「
義
務
に
反
し
て
彼
ら
の
保
有
地
内
の
囲
い
を
修
理
し
な
か
っ
た
が
た
め
」
夫
た
六
ペ
ン
ス
の
一
時
金

　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
立
ち
遅
れ
て
い
た
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
当
「
平
野
地
帯
」
に
お
い
て
も
徐
々
に
牧
羊
区
の
真
中
に
形
成
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
主
体
と
な
っ
た
者
は
実
は
陪
審
団
を
形
成
す
る
富
農
（
“
借
地
農
）
以
上
の
階
層

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
既
述
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
他
の
マ
ナ
の
所
有
者
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
得
る
。



　
以
上
で
両
地
帯
に
お
け
る
マ
ナ
法
廷
の
示
す
基
本
的
特
徴
は
明
確
に
析
出
し
得
た
と
思
う
。
つ
ま
り
、
「
森
林
地
帯
」
に
お
い
て
は
硫

毛
工
業
の
第
一
次
盛
期
を
迎
え
る
一
四
世
紀
末
よ
り
、
農
民
に
よ
る
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
着
幽
と
進
行
す
る
が
・
元
来
テ
ィ
ピ
カ
ル
’
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
シ

の
発
展
し
褥
な
か
っ
た
当
地
方
で
は
、
領
主
に
と
り
領
主
権
に
対
す
る
脅
威
も
そ
れ
だ
け
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
む
し
ろ

強
く
村
落
を
単
位
と
し
た
リ
ー
ト
法
廷
を
通
し
て
蕎
体
的
規
制
羅
葉
蕩
に
萬
為
・
盤
は
こ
れ
を
排
除
し
三
七
世
紀

に
至
る
ま
で
に
彼
ら
を
主
体
と
し
た
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
を
完
成
さ
せ
た
。
次
に
、
「
平
野
地
帯
」
に
お
い
て
は
、
マ
ナ
法
廷
の
実
質
的
無

力
化
は
む
し
ろ
領
主
側
か
ら
積
極
的
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
領
主
の
近
代
的
地
主
へ
の
転
化
の
契
機
を
形
成
し
た
。
他
方
、
こ

れ
に
対
し
て
、
一
五
世
紀
以
降
、
非
合
法
的
な
牧
羊
権
拡
大
の
動
き
に
対
し
て
富
農
を
中
心
と
し
た
個
人
主
義
的
農
業
へ
の
動
き
が
、
む

し
ろ
法
廷
を
通
じ
て
維
持
え
よ
う
と
し
た
．
し
か
し
、
マ
ナ
法
廷
に
お
い
て
こ
の
髭
の
持
つ
形
式
穰
利
績
主
の
智
実
権
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
れ
レ

に
は
無
力
で
あ
っ
た
の
だ
が
。

（
－
）
「
平
鷺
帯
」
を
袋
す
る
ク
レ
シ
ン
ガ
ム
・
；
は
薔
案
件
薦
え
て
い
る
が
、
「
森
林
地
帯
」
の
代
表
と
し
て
検
討
さ
れ
る
ギ
ミ
ン

ガ
ム
．
ソ
ッ
ク
は
、
国
王
の
直
難
で
あ
り
牧
羊
区
が
小
撰
荏
あ
れ
存
在
す
る
．
あ
点
で
は
フ
ォ
ン
セ
ッ
ー
マ
ナ
高
様
で
あ
る
が
・

　
マ
ナ
構
造
上
よ
り
み
れ
ば
若
し
史
料
が
存
在
し
た
ら
後
者
の
方
が
よ
り
適
当
な
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
ρ
冒
．
国
。
帥
目
Φ
“
吻
媒
．
㌣
璽
。
『
§
穿
髄
ξ
藝
警
も
暮
ひ
ふ
一
い
翌
。
ゑ
。
・
ま
ω
唇
～
暑
季
u
ご
の
う
ち
明
言
は
し

て
い
な
い
が
、
五
世
襲
（
西
九
三
⊥
四
九
九
年
）
の
部
分
は
、
全
史
料
が
（
す
な
わ
ち
抜
粋
で
な
く
）
本
書
に
印
刷
さ
れ
た
模
様
で
あ

　
る
o

（
3
）
】
三
山
●
も
」
い
ざ
一
轟
一
u
9

　
　
ヲ

ソ
ト
の
叛
愚
（
因
。
廿
、
ω
智
豊
8
言
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



　
　
　
一
橋
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人
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科
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究
扮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

（
4
）
　
最
も
代
表
的
な
例
と
し
て
例
え
ば
客
甲
↓
p
矩
一
一
畠
廼
国
b
9
く
忠
（
＆
●
y
瞬
§
包
ミ
肉
S
ぎ
韓
帖
。
b
。
。
虞
、
霜
恥
、
＆
一
一
一
〇
撃
矯
＜
o
ピ
一
も
や
い
O
～

　
轟
轟
。

（
5
）
　
例
え
ば
ノ
リ
ッ
ジ
修
道
院
所
属
の
マ
ナ
直
営
地
を
十
指
ほ
ど
の
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
既
に
一
三
世
紀
に
お
い
て
多
数
の
直
営
地
片
が

　
一
〇
エ
イ
カ
前
後
の
地
塊
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
0
8
n
鼻
ω
け
8
ρ
↓
『
国
警
象
①
冒
費
昌
夷
Φ
．
一
一
の
旨
。
P
匡
。
2
。
同
毒
一
昌
O
帥
跨
Φ
，

毎
巴
霊
。
蔓
ぎ
跨
①
自
三
①
窪
浮
o
窪
ε
q
㌔
F
u
・
臣
Φ
ω
一
の
も
・
一
p

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
－
o
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
B
）

　
言
O
o
一
身
匿
一
島
＝
げ
β
蔓
は
筆
者
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
作
者
の
行
方
が
明
ら
か
で
な
く

得
重
と
奮
来
な
か
っ
た
．
本
稿
で
の
引
用
は
、
そ
の
凝
約
」
．
曽
§
塁
。
窪
Φ
塁
（
鳴
§
淺
恥
滋
昌
．
ミ
．
．
㌧
、
．
恥
§
§
“
馬
。
『
韓
恥
肺
。
『
帖
。
9
h

　
沁
象
昏
き
詳
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
O
o
ロ
n
b
ロ
蕊
卜
o
『
卸
象
・
o
『
襲
象
・
肉
Q
旨
9
ま
鳶
＜
〇
一
・
図
く
｝
℃
掌
仁
い
～
9

（
1
4
）
o
レ
n
，
国
o
跨
ρ
8
■
鼻
こ
り
舘
い
・

（
1
5
）
　
一
げ
箆
‘
や
田
一
甲

○
■
冒
・
国
o
帥
噌
ρ
o
や
o
器
‘
℃
や
N
a
～
象
・

H
げ
箆
“
ゆ
N
一
い
。

一
げ
箆
‘
や
ト
o
N
ド

H
び
こ
‘
掌
N
Q
N
・

H
び
箆
‘
ウ
N
N
ど
N
N
即
N
N
N
｝
N
Q
ど
N
ω
Q
・

一
げ
一
幽
‘
り
O
轟
N
－

H
び
箆
‘
℃
マ
N
轟
ひ
～
賦
い
’

本
稿
に
と
り
非
常
に
有
益
な
学
位
論
文
い
の
℃
壁
9
》
α
q
壁
ユ
窪
0
9
一
良
江
o
霧
ぼ
2
0
蔑
o
野
讐
匹
ω
ロ
題
。
評
ま
8
～
一
訟
ρ
α
。
℃
。
砕
津
Φ
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
入
手
の
許
可
を



（
1
6
）
　
国
≦
・
O
げ
ゆ
ロ
白
Φ
ひ
肉
ざ
恥
§
き
蕊
＆
Ω
§
蕊
笥
ミ
3
》
一
P

（
1
7
）
　
男
田
。
一
昌
①
訪
Φ
年
韓
恥
肺
。
憶
囎
＆
＞
．
。
り
誉
騨
・
＜
畠
＜
H
も
や
翼
～
P
も
っ
と
も
ド
ゥ
ム
ズ
デ
イ
以
後
当
マ
ナ
の
領
域
は
増
大
の
一
途
を
辿
る
。

　
特
に
ジ
ェ
ニ
イ
家
（
↓
げ
．
一
。
昌
β
Φ
蜜
。
。
）
の
所
有
以
来
同
村
内
の
他
の
マ
ナ
と
の
合
併
が
行
な
わ
れ
た
。
一
六
世
紀
の
リ
ー
ト
法
廷
記
録
に
は
マ

　
ナ
合
併
の
た
め
グ
レ
イ
ト
・
ク
レ
シ
ン
ガ
ム
（
0
3
緯
0
8
器
ぼ
α
q
げ
”
B
）
、
グ
ラ
ス
プ
リ
ッ
ジ
（
2
器
ぼ
置
鵯
）
、
ス
ト
レ
イ
ホ
ー
ル
（
ω
汀
陣
イ

　
げ
”
一
一
）
、
ホ
ソ
カ
ム
（
缶
。
。
犀
げ
勢
巨
）
お
よ
ぴ
リ
ズ
ロ
イ
ス
（
勾
協
δ
琉
霧
）
と
個
々
の
マ
ナ
名
が
並
記
さ
れ
、
更
に
詳
細
不
明
の
グ
レ
イ
ト
・
ク

　
レ
シ
ン
ガ
ム
．
コ
リ
ン
ズ
（
O
『
。
。
け
O
R
。
の
の
一
D
一
の
げ
p
一
昌
O
o
一
ζ
霧
）
マ
ナ
の
記
録
が
含
ま
れ
る
。
0
8
い
国
ン
声
O
げ
き
巳
①
ざ
o
や
9
£
葵
ダ

（
1
8
）
　
缶
・
≦
・
O
げ
餌
ロ
α
一
〇
び
o
唱
o
一
幹
‘
℃
や
N
～
a
・

（
1
9
）
　
．
）
の
穀
物
販
売
禁
止
は
当
マ
ナ
の
み
の
記
録
の
み
で
は
な
く
、
同
地
帯
の
バ
ー
ナ
ム
（
国
仁
旨
げ
跨
巨
）
マ
ナ
に
も
見
ら
れ
る
。
0
8
い
≦
・

　
肉
｝
ρ
肉
ミ
＆
卜
馬
愚
誉
妹
ぎ
ー
ミ
9
昌
ミ
農
山
§
き
謎
9
詳

（
2
0
）
　
国
・
≦
、
O
げ
”
昌
巳
o
♪
o
や
9
け
4
唱
や
器
～
団
N

（
飢
）
F
ブ
ロ
ム
フ
ィ
ル
ド
は
「
マ
ナ
は
賃
貸
え
た
」
と
言
い
、
K
J
・
ア
リ
ソ
ン
轟
吉
茜
八
八
⊥
五
〇
八
年
に
か
け
て
五

　
ポ
ン
ド
の
収
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
牧
羊
記
録
が
全
く
な
い
点
よ
り
「
牧
羊
区
は
多
分
賃
貸
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
史
料
は
必
ず

　
し
も
こ
れ
を
支
持
し
な
い
。
と
も
か
く
マ
ナ
裁
判
所
に
は
ノ
リ
ッ
ジ
修
道
院
の
役
人
が
出
席
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
ノ
リ
ソ
ジ
修
道
院
の
手
中
に

あ
っ
た
．
。
。
昌
箪
匹
。
巨
①
自
。
耳
β
。
F
＜
。
ヨ
怠
ひ
遠
密
一
一
葺
評
口
↓
げ
婁
篤
論
串
≦
§
些
・
こ
や
豊

　
ウ
a
。

（
2
2
）
　
こ
れ
が
史
料
の
散
逸
の
結
果
で
は
な
い
こ
と
は
免
責
事
由
（
露
窪
器
）
を
中
心
と
し
た
内
容
を
比
較
す
れ
ぱ
分
る
。

（
2
3
）
　
第
1
2
表
参
照
。

（
2
4
）
　
串
嵩
・
O
冨
昌
色
の
♪
o
や
9
け
‘
℃
マ
ω
o
。
～
O
■

　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
因
Φ
け
、
ω
菊
塁
§
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓋
一
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二

（
2
5
）
　
国
箆
‘
り
軌
ピ
囲
込
地
（
0
8
津
）
と
は
狭
義
に
は
囲
込
宅
地
の
こ
と
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
広
義
の
囲
込
地
と
取
る
の
が
史
料
の
内
容
か
ら

み
て
も
適
当
で
あ
ろ
う
・
・
8
〕
ご
3
痒
け
”
雲
誉
㊦
け
甕
≦
藷
島
鐸
基
惨
s
塑
蛍
Ω
≧
“
5
．
2
＜
。
一
・
蚤
一
。
。
。
ぢ
ヌ

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

　
な
い

　
お
こ
う

　
お
り

　
う
な
史
料
は
『
ノ
ー
フ
ォ
ク
史
』
よ
り
幾
ら
で
も
集
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う

　
の
労
作
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
「
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
制
下
の
村
落
共
同
体
」
（
『
社
会
経
済
史
大
系
』
「
近
世
前
期
」
）
参

　
照
。

（
3
4
）
　
こ
の
よ
う
な
い
わ
ぱ
地
主
化
し
つ
つ
あ
る
領
主
の
行
為
が
絶
対
王
制
下
の
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
必
ず
し
も
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
．
一
と
に
つ

　
い
て
は
多
く
の
事
例
を
あ
げ
る
乙
と
が
出
来
る
。
一
例
と
し
て
本
稿
二
六
二
－
三
頁
参
照
。

国
≦
0
国
＆
一
①
緒
o
つ
9
け
‘
暑
●
象
ヒ
p

一
げ
箆
‘
b
ワ
頓
轟
～
い
｝
ひ
轟
～
怠
刈
一
～
O
・

第
1
2
表
参
照
。

一
げ
一
山
“
b
や
O
Q
O
～
O
。

コ
国
o
旨
臨
o
耳
ε
』
F
＜
〇
一
，
＜
同
も
ヒ
9

国
「
O
げ
国
昌
q
一
〇
♪
O
や
O
一
一
‘
℃
や
一
一
令
こ
9

拙
稿
、
「
史
学
雑
誌
」
収
録
論
文
、
三
二
ー
三
頁
。

リ
ー
ト
法
廷
は
村
落
を
管
轄
単
位
と
し
た
法
廷
で
マ
ナ
法
廷
の
管
轄
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
は
わ
が
国
で
は
余
り
に
知
ら
れ
て
い

。
こ
れ
が
絶
対
王
制
期
に
至
る
と
以
前
に
も
ま
し
て
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
こ
こ
で
は
ブ
・
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
史
料
よ
軌
一
例
だ
け
あ
げ
て

　
。
N
・
ウ
ォ
ル
サ
ム
（
客
≦
巴
旨
や
旨
）
村
落
に
は
実
に
八
つ
も
の
マ
ナ
が
存
在
し
た
が
、
リ
ー
ト
法
廷
は
ホ
ル
ム
修
道
院
が
保
持
し
て

、
そ
こ
に
僅
か
な
自
由
保
有
地
を
保
持
し
て
い
た
ウ
ォ
レ
ン
（
≦
貰
窪
審
）
家
の
自
由
保
有
農
は
そ
の
リ
ー
ト
法
廷
に
出
席
し
た
。
か
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
O
o
昌
n
男
里
o
ヨ
Φ
訪
巴
ρ
＜
9
』
劇
や
ひ
o
o
’
な
お
吉
岡
昭
彦
氏



〔二〕

農
民
経
済
の
小
商
品
生
産
的
・
資
本
制
的
発
展

（
i
）

マ
ナ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

一

　
封
建
社
会
に
お
け
る
基
本
的
対
抗
主
体
は
言
う
ま
で
も
な
く
領
主
対
農
民
で
あ
り
、
領
主
の
持
つ
封
建
的
諸
権
利
は
両
者
の
力
関
係
を

媒
介
と
し
て
の
み
現
実
に
は
現
象
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
章
に
お
い
て
、
筆
者
は
そ
れ
を
主
と
し
て
領
主
権
の
変
貌
そ
の
も
の
に
力
点
を

置
い
て
叙
述
し
た
。
と
．
一
ろ
で
そ
の
過
程
は
逆
に
言
え
ば
、
す
な
わ
ち
農
民
の
側
か
ら
叙
述
を
行
な
え
ば
、
小
商
品
生
産
者
に
転
化
し
た

農
民
の
反
封
建
運
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
直
接
生
産
者
相
互
間
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の
発
展
自
体
に
相
当
す
る
。
こ
の
叙
述
を
一
応
両
側

面
に
分
離
し
た
の
は
、
間
題
点
を
鮮
明
に
浮
彫
せ
ん
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

　
本
章
に
お
い
て
は
専
ら
照
明
を
農
民
の
側
に
置
き
、
領
主
権
の
変
貌
を
も
た
ら
し
た
起
動
力
を
探
り
た
い
。
事
態
を
よ
り
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
農
民
経
済
の
発
展
の
叙
述
も
「
平
野
地
帯
」
と
「
森
林
地
帯
」
に
分
離
し
て
行
な
わ
れ
る
。
史
料
は
依
然
と
し
て
乏
し
い
が
、

発
展
の
基
本
的
動
向
を
窺
う
こ
と
は
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
農
業
発
展
の
視
点
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
注

目
す
る
必
要
の
あ
る
の
は
、
保
有
面
積
規
模
と
既
述
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
、
そ
れ
に
と
も
な
う
保
有
地
集
中
化
の
動
向
で
あ
る
。

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
ヵ
o
げ
o
臣
o
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て

一
五
三



一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2

一
五
四

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
A
　
ギ
ミ
ン
ガ
ム
。
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
こ

　
ギ
ミ
ン
ガ
ム
●
ソ
ッ
ク
の
「
中
心
マ
ナ
」
（
0
6
詫
巴
目
き
霞
）
で
あ
る
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
マ
ナ
か
ら
入
ろ
う
。
当
ソ
ッ
ク
は
既
述
し
た
よ

う
に
既
に
一
四
世
紀
か
ら
小
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
の
萌
芽
が
読
み
取
れ
る
が
、
一
五
世
紀
に
な
る
と
合
法
的
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
非

合
法
的
肪
永
久
的
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
に
転
化
し
、
領
主
の
牧
羊
区
の
ど
真
中
に
そ
れ
が
発
展
す
る
。
そ
の
一
五
世
紀
の
法
廷
史
料
と
殆
ど

時
を
同
じ
く
し
た
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
マ
ナ
の
土
地
台
帳
が
存
在
す
る
の
で
、
次
に
こ
れ
を
検
討
す
る
。

　
当
マ
ナ
は
史
料
か
ら
見
る
と
農
奴
保
有
地
四
四
四
エ
イ
カ
一
ル
ー
ド
一
二
・
五
パ
ー
チ
に
対
し
て
、
自
由
保
有
地
及
前
自
由
保
有
地
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

僅
か
四
四
エ
イ
カ
及
び
七
八
エ
イ
カ
三
ル
ー
ド
三
〇
パ
ー
チ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
ド
ゥ
ム
ズ
デ
イ
の
当
マ
ナ
に
お
け
る
農
民
層
構
成
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
れ
を
農
民
層
構
成
よ
り
見
れ
ば
僅
か
三
名
の
自
由
保
有
農
に
対
し
て
、
一
エ
イ
カ
以
上
を
保
有
す
る
慣
習
保
有
農
六
四
名
、
保
有
面

積
の
記
録
の
な
い
も
の
を
加
え
る
と
さ
ら
に
増
加
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
次
に
土
地
台
帳
の
記
入
様
式
は
、
名
前
を
冠
し
た
保
有
地
（
琶
お
日
。
嘗
）
を
基
準
に
記
録
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
賦
役
が
保
有
地
単
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
旧
保
有
地
面
積
は
決
し
て
一
様
で
は
な
く
、
第
1
3
表
の
よ
う
に
広
範
に
分
散
し
て
い

る
。
こ
れ
が
何
時
頃
の
保
有
農
の
名
前
な
の
で
あ
る
か
、
史
料
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
余
り
遠
い
時
代
の
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
保
有
地
は
分
割
し
て
多
い
時
に
は
二
〇
名
も
の
保
有
農
に
よ
り
保
有
さ

れ
て
い
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
保
有
地
の
存
在
形
態
よ
り
当
マ
ナ
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド
の
区
別
は
存
在
せ
ず
、
語
尾
に
．
～
窪
一
、
一
．
よ
騨
一
一
創
、
隔



、
～
．
噂
。
幡
一
、
｝
．
＆
㊤
一
．
、
層
．
～
h
β
・
一
．
昌
閃
、
の
付
く
小
地
片
に
分
割
さ
れ
て
言
、
し
か
も
旧
保
有
地
は
そ
れ
ら
の
地
片
に
散
在
し
て
存
在
し

た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
．
例
え
ぱ
、
最
初
に
記
入
さ
れ
て
い
る
ゴ
ス
モ
ン
ド
（
窪
き
邑
の
保
有
地
約
二
山
ハ
ェ
イ
洛
四
＋
数
地

片
に
分
散
し
て
お
り
、
そ
れ
を
＋
一
茗
の
保
有
崇
耕
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
こ
窮
合
で
養
箆
代
は
そ
の
夫
庭
別
個
に
記
入

し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
史
料
記
録
の
時
点
に
お
け
る
保
有
農
の
保
有
面
積
別
に
遷
し
た
の
奮
裏
で
あ
舞
両
重
比
撃
る
と
譲
有
地
面

　〔第13表〕　ギミンガムにおける保有地

　　（tellement）の面積、

　面　積　　　　　　　　件数

30～50（エイカ）　　　　　　5

20削30未満（以下同様）　　　　11

10～20　　　　　　　　　　　　12

5～10　　　　　　　　　　　　11

0　　　　　　　　　　　　　　　26

　　　　　＊次のものは除外してある
　　　　　　（1）面積の記入のない保有地

　　　　　　（2）地盤沈下により事実上消失した保有地

　〔第14表〕　15世紀末における保有地

　　規模

数
2
3
2
9

件

48
欝イカ）li

50（エィカ）以上

30－50未満（以下同様）

20創30

10～20

10

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
げ
菊
Φ
げ
〇
一
一
一
9
一
）
を
め
ぐ
っ
て

積
の
集
中
、
手
工
業
・
賃
労
働
者
の
創
出
過
程
が
僅
か
に

進
行
し
て
い
る
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
当
表
に

お
い
て
多
数
見
ら
れ
る
一
エ
イ
カ
以
下
の
保
有
農
は
、
農

業
労
働
者
と
い
う
よ
り
も
杭
毛
工
業
を
中
心
と
し
た
手
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
る
レ

業
者
で
あ
っ
た
。
当
ソ
ッ
ク
は
硫
毛
工
業
の
立
地
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

そ
れ
に
従
事
す
る
者
が
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
事

実
、
上
層
農
民
の
保
有
地
規
模
は
頭
打
ち
状
態
に
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
当
地
方
の
農
業
労
働
者
の
存
在
を
過
大
視
し

て
は
な
ら
な
い
。

　
も
っ
と
も
こ
の
揚
合
、
当
史
料
は
マ
ナ
単
位
で
あ
り
、

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
農
民
の
保
有
地
規
模
を
表
示
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六

と
は
言
え
ぬ
と
い
う
疑
間
が
提
出
さ
れ
よ
う
が
、
当
村
落
は
そ
の
全
部
が
ギ
ミ
ン
ガ
ム
。
ソ
ッ
ク
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
．
》
の
疑
問
を
余

り
に
重
大
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
よ
り
重
要
な
も
の
は
経
営
内
容
の
問
題
で
あ
る
。
農
業
の
近
代
化
は
単
に
保
有
地
の
拡
大
と
い
う
形
式
の
み
を
と
る
の
で
は
な
く
、
個

々
の
条
件
に
適
し
た
固
有
の
方
法
で
進
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
当
然
一
五
世
紀
に
お
け
る
農
民
保
有
地
の
存
在
形
態
が
興
味
の
中
心
に
な
る

の
で
あ
る
が
・
遺
憾
な
が
ら
当
時
の
個
別
農
民
の
保
有
地
の
位
置
に
つ
い
て
、
原
史
料
を
参
照
し
え
ぬ
た
め
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
。

　
し
か
し
、
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
に
つ
い
て
は
既
に
そ
の
進
行
を
マ
ナ
法
廷
史
料
よ
り
察
知
出
来
た
が
、
土
地
台
帳
か
ら
も
そ
れ
を
窺
う
ア
一

と
が
出
瓶
祝
・
こ
の
イ
ン
ク
。
ウ
ジ
ャ
は
ま
ず
領
主
の
牧
羊
群
排
除
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
自
己
の
保

有
地
内
で
の
自
己
の
牧
羊
維
持
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
牧
草
地
へ
の
転
換
で
は
な
い
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
．
一
の
場
合
、
イ
ン
ク

・
ウ
ジ
ャ
面
積
は
広
い
方
が
合
理
的
農
業
に
よ
り
適
合
的
で
あ
り
、
史
料
は
不
明
で
あ
っ
て
も
活
発
な
土
地
市
揚
を
考
慮
す
れ
ば
、
保
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

地
の
集
中
過
程
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
は
充
分
推
量
し
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
何
時
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
述
の
如
く
一
四
世
紀
末
の
法
廷
記
録
に
は
違
反
記
録
が
相
当

見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
「
ト
ラ
ン
チ
陪
審
団
が
多
く
の
仲
間
の
間
の
多
数
の
境
界
の
枠
（
目
9
霧
程
山
び
窪
民
・
。
）
の
撤
去
を
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

訴
せ
ず
領
主
権
を
侵
害
し
た
」
た
め
に
一
時
金
を
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
彼
等
陪
審
員
達
の
多
く
が
共
犯
者
で
あ
っ
た
．
｝
と
を
表
わ

し
て
い
る
か
ら
、
既
に
当
時
、
事
態
は
相
当
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
面
重
要
な
．
一
と
は
、
．
一
の
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゆ
レ

が
丁
度
杭
毛
工
業
が
ま
さ
に
最
盛
期
を
迎
え
た
そ
の
時
期
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
後
二
世
紀
を
経
た
一
六
世



紀
末
の
史
料
に
は
そ
れ
が
殆
ど
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
一
六
世
紀
末
に
は
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
が
ほ
ぼ
完
了
し
て

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
B
　
ヘ
ム
ス
テ
ソ
ド
と
G
。
レ
シ
ン
ガ
ム

　
　
　
　
　
　
　
〔

　
事
態
を
さ
ら
に
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
当
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
ソ
ソ
ク
よ
り
海
岸
線
に
沿
っ
て
約
七
里
南
下
し
た
ヘ
ム
ス
テ
ソ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

（
国
Φ
巨
累
器
＆
）
と
レ
シ
ン
カ
ム
（
い
。
の
ω
ぎ
管
騨
ヨ
）
村
落
に
つ
い
て
の
一
六
世
紀
末
の
「
土
地
調
書
」
（
。
。
ξ
く
8
）
を
検
討
し
よ
う
。
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

村
落
に
は
以
前
オ
ウ
ク
ボ
ー
ン
（
○
器
げ
8
ヨ
①
）
修
道
院
所
領
が
存
在
し
て
お
り
、
か
の
「
ニ
ニ
八
一
年
一
揆
」
の
攻
撃
対
象
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
修
道
院
解
散
以
後
そ
れ
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
所
領
と
な
り
調
査
の
時
代
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

調
査
は
単
に
当
所
領
の
み
で
な
く
村
落
を
単
位
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
有
面
積
を
考
慮
す
る
揚
合
に
も
好
個
の
史
料
と
な
る
も
の

で
あ
る
。

　
ま
ず
直
営
地
で
あ
る
が
、
ヘ
ム
ス
テ
ソ
ド
で
は
耕
地
面
積
九
〇
七
エ
イ
カ
の
う
ち
僅
か
八
○
エ
イ
カ
、
レ
シ
ン
ガ
ム
で
は
六
三
九
エ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
婚
）

カ
の
う
ち
四
〇
エ
イ
カ
で
い
ず
れ
も
一
割
に
も
満
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
借
地
人
に
「
一
括
借
地
」
と
し
て
賃
貸
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

た
が
、
そ
の
条
件
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
両
村
落
に
お
け
る
土
地
保
有
面
積
は
第
1
5
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

　
今
、
仮
に
一
三
世
紀
の
標
準
保
有
面
積
を
参
考
と
し
て
、
八
（
或
い
は
一
〇
）
エ
イ
カ
～
二
五
エ
イ
カ
の
保
有
農
を
標
準
農
民
と
し
、

二
五
～
二
〇
〇
エ
イ
カ
を
M
．
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
従
が
い
ヨ
ー
マ
ン
層
、
そ
れ
以
上
の
保
有
者
を
下
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
見
な
す
と
、
保
有
面

積
の
合
計
か
ら
み
る
と
下
層
ヨ
ー
マ
ン
層
（
恐
ら
く
経
営
的
に
は
小
商
品
生
産
者
）
が
両
村
落
共
六
～
七
割
を
占
め
、
非
常
な
比
重
を
も

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
切
ヵ
3
Φ
≡
o
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



〔第15表〕＝》衣」　　　　　　　　　（エイカ）

　　レシンガム

　（a）宅地付　　　（b）宅地なし

No．1A．C．62　No．26A．」。7

　2J，1．　45　　 27インガム

　3N，C．41　　　　　　　領主（

　4E．M．37　　　28A．P．
　5　T．B。　37　　　　　　　　　（Gent。）　』

賭菱　（蹴43）
　8　天V．H。21

　9W．N．20
　10C．F。　18

　11　R．S．　11

　12」．B．　9

　・13E．J．9

　14XV．B．6

　15五1．S。6

　16T。T．　5

　17H．E．3

　18N．C，　1

　　　　　1　19R．B．＿
　　　　　2

釜｝6小　（計639エイカ）

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2

　
　
　
　
　
　
さ

ム
主
　
り
り

幅
＆
諸

　
　
　
　
（
営
会

イ
　
ム
　
直
教

7
　
　
　
8
　
　
　
　
（

2
　
　
　
　
2

　ヘムステッド
　（乱）宅地付　　　（b）宅地なし

No，1、v．B．80　No，1g　J．F．　7

　2マ▽．G．75　　　20T．T．3

　3S．H．57　　　21E．M．2
　4」．D、33　　　　　　　　　1
　　　　　　　　22W．P．1－
　5H．M．27　　　　　　　　2
　6」．G，　19　　　　　　　 1
　　　　　＿　　　　　23　J．L．　一
　7～V．F，10　　　　　　　　　　4

　1盟11（駿鷲）
　10C．A．10

　110．H．9

　12G．S．　g

　13T．K．7

　14C．S．　6

　15C．C．　5
　16　J．五1．　　3

　17J．G．　3

　　　▼　　1　18W．C．一
　　　　　4

（計907エイカ）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
F
）

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
数
の
上
か

ら
見
れ
ぱ
八
エ
イ
カ
以
下
の
小
農
の
存
在
も

無
視
出
来
な
い
が
、
当
村
落
が
一
六
世
紀
に

杭
毛
工
業
の
立
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え

（
1
8
）

ば
、
彼
ら
は
同
時
に
手
工
業
に
従
事
す
る
半

農
半
工
の
直
接
生
産
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

る
。
別
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
が
、

農
工
部
門
の
分
離
は
農
村
工
業
に
お
い
て
は

一
七
世
紀
と
い
え
ど
も
完
全
に
達
成
さ
れ
て

は
い
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
も
一
六
世
紀
末
の
記
録
に
は
、
多

数
の
囲
込
み
の
記
録
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
を

検
討
す
れ
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
そ
れ
と
位

置
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

目
的
は
ギ
ミ
ン
ガ
ム
の
揚
合
と
同
様
で
あ
る
。

次
に
、
荒
蕪
地
の
も
つ
比
重
は
前
者
で
九
〇



○
エ
イ
カ
の
う
ち
四
〇
〇
エ
イ
カ
、
後
者
で
は
六
五
〇
エ
イ
カ
の
う
ち
二
〇
〇
エ
イ
カ
と
い
ず
れ
も
か
な
り
開
拓
の
余
地
を
示
し
て
い

（
2
0
）

る
。
レ
シ
ン
ガ
ム
で
は
耕
地
の
う
ち
囲
込
地
（
○
一
8
0
）
が
数
多
く
見
ら
れ
、
荒
蕪
地
か
ら
開
拓
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
C
　
ホ
ー
ス
テ
ッ
ド

　
　
　
　
　
　
　
〔

　
さ
ら
に
同
じ
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
所
領
で
あ
る
が
、
ノ
リ
ッ
ジ
の
北
方
約
七
里
ウ
ォ
伽
サ
ム
（
客
≦
鉱
ω
鼠
ヨ
）
へ
の
道
路
沿
い
に

位
置
す
る
ホ
ー
ス
テ
ッ
ド
（
＝
9
警
①
＆
）
村
落
に
注
意
を
向
け
よ
う
。
こ
こ
で
も
直
営
地
は
二
七
四
六
エ
イ
カ
の
う
ち
僅
か
二
四
〇
エ
イ

　
ぬ
ロカ

で
、
か
よ
う
に
既
に
前
章
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
「
森
林
地
帯
」
に
お
け
渇
マ
ナ
は
殆
ど
例
外
な
く
農
民
保
有
地
が
圧
倒
的

比
重
を
占
め
て
い
た
。
し
か
も
当
マ
ナ
で
は
直
営
地
が
分
割
し
て
借
地
農
に
貸
し
出
さ
れ
た
後
、
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
に
お
け
る
と
同
様
に
漸

次
そ
れ
が
世
蕃
地
化
（
一
邑
一
幕
・
）
し
て
、
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
と
実
質
的
に
は
差
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
塘
地
代
の
養
的
低

下
の
結
果
領
主
権
の
拠
点
は
共
有
地
と
牧
羊
区
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
次
に
、
当
村
落
に
お
け
る
一
六
世
紀
末
の
農
民
の
保
有
地
規
模
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
（
第
巧
表
）
。
当
村
落
で
は
、
ノ
リ
ッ
ジ
近

郊
に
位
置
す
る
関
係
上
市
民
に
よ
る
土
地
購
入
が
顕
著
な
特
徴
を
な
し
て
お
り
、
大
農
層
は
す
ぺ
て
彼
ら
か
ら
成
る
。
彼
ら
は
当
地
で
生

ま
れ
ノ
リ
ッ
ジ
の
商
工
業
で
産
を
成
し
て
か
ら
生
地
に
土
地
を
求
め
た
も
の
で
、
土
地
を
最
も
活
発
に
改
良
し
た
の
も
彼
ら
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
に
当
村
落
で
は
保
有
地
の
集
中
が
か
な
り
進
行
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
ヨ
ー
マ
ン
層
の
そ
れ
は
大
農
層
の
そ
れ
を
上
廻
っ
て
い

博　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
。
け
、
。
。
”
魯
。
≡
o
己
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



　　　〔第16表〕　ホーステッド（スタニングホーノレを含む）

　　　　（宅地付）　　　　　　　　　　　　（宅地なし）

　　　　　　　　　（エイカ）

No．1」．T．（G．）　　　280　　　　Nα18　メイトン（Mayton）の領主20

　2F。W．（E．）　　270　　　　　19」，S。（E）　　　　　　　10

　3R，w．　　　　265　　　　　20J。G．　　　　　　　　10
　4　H．S．　　　　　　180　　　　　　　21　N、P．　　　　　　　　　　　7

　5　A．P．　　　　　　120　　　　　　　22　」．B．　　　　　　　　　　　7

　6W．R．　　　　110　　　　　23H．0。（E）　　　　　　5
　7　G．B．　　　　　　　　　60　　　　　　　　　　24　G．S．　　　　　　　　　　　　　　　　3

　8　A．T．（G．）　　　　60　　　　　　　25　」。S。　　　　　　　　　　　3

　9T．P．　　　　60　　　　26J。H　　　　　　　2
　10R．P．　　　　60　　　　27W．B．　　　　　　　2
　11　J，R．　　　　　　50　　　　　　28　H・s・　　　　　　　　　　1

　12R．L．　　　　40　　　　29G，Y．　　　　　　　1
　13W．」．　　　　　20　　　　直営地　　　　　　　　　　　　230

　14　W．B．　　　　　20　　　　教会員ホーステッド　　　　　　　55

　15　E．N．（G．）　　　　15　　　　　スタニングホール　　　’　　　　　　29

　16T．B，　　　　　12　　，町有地　　　　　　　　　　　　7

　17　E・S・　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　（G．）＝ジェントリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（E．）＝エスクワイア

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2

0
0
7
7
5
3
3
2
2
1
1

1
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇

　
第
三
に
、
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
で
あ
る
が
、
用
途
は
他
村
落

と
同
様
で
、
当
村
落
は
ノ
リ
ソ
ジ
の
影
響
を
早
く
か
ら
受
け

て
そ
れ
も
早
期
に
進
行
し
荒
蕪
地
は
二
七
五
〇
エ
イ
カ
の
う

ち
僅
か
三
五
〇
エ
イ
カ
を
残
す
の
み
と
な
り
、
村
落
の
最
も

外
側
に
見
ら
れ
る
二
〇
～
一
〇
〇
エ
イ
カ
の
地
条
の
な
い
フ

ァ
ー
ロ
ン
グ
は
、
開
拓
と
同
時
に
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
重
要
な
も
の
は
開
放
耕
地
の
イ
ン
ク
・
ウ

ジ
ャ
で
あ
る
が
、
当
村
落
に
は
連
続
し
た
マ
ナ
法
廷
記
録
が

存
在
し
な
い
た
め
そ
の
動
向
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

だ
が
一
六
世
紀
後
半
の
記
録
よ
り
そ
れ
が
当
時
と
く
に
急
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

に
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
の
前
に

ま
ず
保
有
地
の
交
換
集
中
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
1
一

六
世
紀
末
の
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
で
は
五
エ
イ
カ
以
下
の
も
の

　
　
　
ハ
カ
ロ

は
稀
で
あ
る
ー
そ
の
施
行
者
は
必
ず
し
も
単
独
の
農
民
で
は

な
く
、
合
同
し
て
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ

（
2
6
）

た
。
こ
れ
は
結
局
領
主
の
牧
羊
権
を
排
除
す
る
と
い
う
共
通



の
目
的
の
下
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
，
た
ろ
う
．
つ
ま
り
、
土
地
の
集
中
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
一
保
有
農
に
と
っ
て
全
部
達
成
さ
れ
て

初
め
て
イ
ン
ク
ロ
ゥ
ジ
ャ
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
個
人
で
あ
れ
集
団
で
あ
れ

こ
れ
ち
五
エ
イ
カ
以
上
の
規
模
に
お
け
る
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
が
行
な
わ
れ
る
以
前
に
、
さ
ら
に
二
・
三
の
地
条
の
最
小
規
模
の
イ
ン
ク
・

ウ
ジ
ャ
が
先
行
し
た
揚
合
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
の
揚
合
か
ら
も
こ
れ
は
推
察
さ
れ
得
る
。

さ
ら
に
荒
蕪
地
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
で
あ
る
が
、
地
条
形
跡
の
な
い
大
き
な
フ
ァ
ー
・
ン
グ
は
既
に
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
時
代
よ
り
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

て
お
り
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
か
よ
う
な
農
民
間
に
お
け
る
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
は
、
既
に
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
の
発
展
と
共
に
領
主
の
牧

羊
権
を
脅
か
す
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
不
在
領
主
と
し
て
領
主
権
の
後
退
を
続
け
て
来
た
ケ
ン
ブ
リ
ソ
ジ
大
学
当
局
は
一
五
九
九
年
、
最

後
に
残
っ
た
共
有
地
四
三
〇
エ
イ
カ
を
廻
っ
て
五
名
の
農
民
代
表
と
交
渉
を
続
け
、
遂
に
、

　
ω
領
主
は
八
O
エ
イ
カ
を
私
有
地
と
し
て
使
用
す
る
。

　
③
領
主
は
所
有
者
不
明
の
発
掘
物
、
鉱
石
、
持
主
不
明
の
物
、
家
畜
及
び
重
罪
人
の
家
財
の
没
収
権
を
も
つ
。

　
③
牧
収
権
、
牧
羊
権
は
消
滅
す
る
。

　
叫
保
有
農
は
共
有
地
地
代
と
し
て
年
七
ポ
ン
ド
一
四
シ
ル
五
ペ
ン
ス
を
支
払
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

と
い
う
条
件
で
妥
協
を
見
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
直
営
地
の
賃
貸
以
来
領
主
権
力
の
現
実
的
基
盤
を
な
し
て
い
た
放
牧
権
、
牧
羊
権
は

当
ホ
ー
ス
テ
ッ
ド
に
お
い
て
は
一
七
世
紀
を
待
た
ず
し
て
農
民
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
に
よ
り
崩
壊
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
森
林
地
帯
」

に
お
い
て
も
一
六
世
紀
の
う
ち
に
領
主
の
牧
羊
・
放
牧
権
が
消
滅
す
る
の
は
ま
ず
稀
で
、
前
章
で
既
述
し
た
ご
と
く
一
七
世
紀
に
至
っ
て

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
ヵ
9
0
ヨ
曾
V
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

農
民
の
抵
抗
が
激
化
し
、
さ
ら
に
羊
毛
価
格
と
穀
物
価
格
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
成
立
し
た
時
に
な
っ
て
初
め
て
農
民
側
に
有
利
に
働
く
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
D
　
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
　
〔

　
最
後
に
筆
者
は
「
森
林
地
帯
」
に
お
け
る
農
民
経
済
の
総
決
算
と
し
て
、
既
に
前
章
に
お
い
て
叙
述
の
対
象
と
な
っ
た
フ
ォ
ン
セ
ッ

ト
・
マ
ナ
の
分
析
を
行
な
う
。
当
マ
ナ
の
分
析
に
よ
り
今
迄
個
別
マ
ナ
の
分
析
に
お
い
て
断
片
的
に
し
か
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
諸
現
象
を

相
互
に
関
係
す
る
一
本
の
糸
に
よ
り
連
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
当
マ
ナ
が
「
森
林
地
帯
」
を
代
表
す
る
に
好
個
な
資
格
を
も
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
直
営
地
の
動
向
で
あ
る
が
、
既
述
の
如
く
一
時
「
一
括
借
地
」
と
し
て
貸
し
出
さ
れ
た
三
〇
〇
エ
イ
カ
の
直
営
地
は
、
一
五

世
紀
に
入
る
と
分
割
さ
れ
こ
れ
に
返
付
さ
れ
た
農
民
保
有
地
を
も
加
え
て
多
く
の
農
民
が
こ
れ
を
定
期
借
地
と
し
て
保
有
し
た
。
借
地
期

間
は
一
四
世
紀
末
に
は
七
年
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
が
一
五
世
紀
を
通
じ
て
一
〇
、
二
〇
、
四
〇
年
と
漸
次
長
期
化
し
、
と
く
に
一
四
六
〇

年
代
以
後
は
世
襲
（
寅
巳
ぎ
h
8
）
に
転
化
す
る
も
の
が
多
数
を
占
め
た
。
か
く
て
初
め
て
世
襲
借
地
が
出
現
し
た
一
四
二
九
年
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

一
五
〇
〇
年
迄
に
、
こ
れ
に
属
す
る
保
有
地
は
約
五
七
〇
エ
イ
カ
と
な
り
こ
れ
ら
は
実
質
的
に
は
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
化
し
て
、
か
く
て
当

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
　
ヤ

マ
ナ
の
全
耕
地
は
農
民
の
手
に
帰
し
一
五
世
紀
に
お
け
る
次
に
述
ぺ
る
地
代
低
落
と
相
侯
っ
て
「
人
民
の
富
」
を
満
喫
す
る
に
至
る
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
土
地
市
揚
が
特
に
「
競
争
地
代
し
と
称
す
る
に
値
す
る
こ
と
は
、
そ
の
会
計
簿
に
荘
官
が
「
そ
れ
以
上
は
高
く
貸
せ
な



い
の
で
」
（
ρ
信
一
魯
口
。
ロ
筥
ロ
の
宕
8
馨
3
誉
一
注
）
と
か
、
「
他
に
貸
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
慣
習
地
代
で
貸
し
出
す
」
（
5
8
ぎ
興
。

．
。
口
ω
・
Φ
〈
一
け
皇
§
ε
・
酢
・
㎝
ご
ぎ
§
琶
と
巽
し
て
い
る
こ
と
か
ら
晶
墜
の
で
あ
る
（
蝉
そ
紮
遂
笹
馨
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ロ

転
化
す
る
に
至
っ
た
事
情
は
、
一
五
世
紀
に
お
け
る
地
代
の
低
下
傾
向
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
領
主
は
期
限
が
切
れ
て
も
以
前
の

地
代
で
借
地
農
を
発
見
す
る
．
）
と
が
次
第
に
困
難
に
な
っ
た
た
め
に
、
収
入
低
下
を
防
ぐ
た
め
に
世
襲
地
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏

付
け
る
の
が
一
五
世
紀
に
お
け
る
地
代
の
動
向
を
表
わ
し
た
第
1
7
表
で
あ
る
。
一
般
に
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
の
地
代
は
、
当
地
方
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
マ
ナ
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
非
常
に
高
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
五
世
紀
に
お
け
る
地
代
低
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
言
え
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

　
　
代

当
時
の
マ
ナ
法
廷
史
料
よ
り
判
明
す
る
こ
と
は
、

　　　　〔第17表〕　フォンセット・

　　　　　　マナの地代

　　　　　　　　エイカ当りの平均年地

r　　　　　　　　　　　3
ケ1376咽 　10τ（d・）
ツ

ト1401～109の

叛1422～30　　　7立
乱　　　　　　　　　4
ヒ

（1431卍408囚

0　　　　　　　　　　　　3・一 　　1441～50　　　　　　　　　　7一

の　　　　　　　　　　　　4
カ

Φ　　　　　　　　　　　　　1σ‘ 　1451～60　　　　　　　　　　6－
o
一　　”　　　　　　　　　　4
の

己1461～70　　　7立
　　　　　　　　　　　　　4
を

め　　　　　　　　　　　1！。　　1471～80　　　　　　　　　　6一

、　　　　　　　　　　　2
つ

て1481～90　　8
こ
の
地
代
が
最
高
を
示
し
た
一
四
世
紀
末
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
の
時

　
　
　
期
が
「
異
常
に
活
発
な
土
地
市
揚
の
時
代
」
で
あ
っ
た
こ
と
で

　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
　
　
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
杭
毛
工
業
の
発
展
と
結
合
し
て
い
る
こ

　
　
　
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
ず
一
三
〇
六
年
迄
羊
群
の
記
録
が
全
く

－
一
4

　
7
　
　
見
ら
れ
な
か
っ
た
領
主
会
計
簿
は
、
二
二
七
八
年
に
至
る
と
二

　
　
　
〇
〇
頭
が
記
録
さ
れ
、
一
三
九
四
年
に
は
一
〇
〇
頭
の
羊
群
を

　
0
0
　
持
っ
た
た
め
に
三
名
の
農
民
が
一
時
金
を
支
払
っ
て
い
る
。
そ

　
1
5　

～
　
　
し
て
、
農
民
の
こ
の
牧
羊
経
営
と
殆
ど
同
時
に
イ
ン
ク
・
ウ
ジ

　
9
1　

1
4
　
　
ヤ
に
よ
る
共
同
体
規
制
違
反
の
記
録
が
彩
し
い
数
に
亘
っ
て
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四

ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
「
ミ
ク
ル
マ
ス
祭
か
ら
二
月
二
日
迄
領
主
の
保
有
農
は
牧
羊
し
て
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

ら
な
い
の
に
慣
習
に
背
き
モ
ウ
ル
ト
ン
村
落
の
自
己
の
保
有
地
を
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
し
た
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
牧
羊

を
目
的
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
を
促
進
す
る
農
民
は
同
時
に
ま
た
自
己
の
羊
群
を
持

と
う
と
す
る
農
民
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
揚
合
で
も
耕
地
が
牧
草
地
に
転
化
し
た
も
の
で
は
な
い
．
）
と
は
既
に
何
度
も
触
れ
た
如

く
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
一
五
六
五
年
迄
に
一
度
に
三
～
一
五
エ
イ
カ
に
至
る
地
片
で
、
当
村
落
全
体
で
半
分
足
ら
ず
の
土
地
が
イ
ン
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

ロ
ウ
ジ
ャ
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
農
民
に
よ
る
保
有
地
規
模
で
あ
る
。
保
有
農
の
死
亡
に
よ
っ
て
マ
ナ
法
廷
に
返
付
さ
れ
た
保
有
地
を
検
討
す
る
と
、
一
五
世

紀
を
通
じ
て
二
八
六
件
の
う
ち
一
五
エ
イ
カ
以
上
の
も
の
が
僅
か
に
二
三
件
、
全
体
の
八
％
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
一
五
四
六
年
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ロ

ら
一
五
六
〇
年
の
八
○
年
間
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
一
六
件
、
一
九
・
三
％
に
増
加
し
て
い
る
。
既
に
当
時
は
イ
ン
ク
・
ウ

ジ
ャ
が
着
々
と
進
行
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
を
も
合
わ
せ
て
考
慮
す
る
と
農
民
層
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
発
展
が
窺
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
五
エ
イ
カ
以
上
の
保
有
面
積
を
検
討
し
て
み
る
と
、
二
・
三
の
例
外
は
別
と
し
て
せ
い
ぜ
い
六
〇
エ
イ
カ
台
で

あ
り
独
立
自
営
農
層
の
成
長
を
読
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
こ
れ
を
さ
ら
に
裏
付
け
る
の
は
一
五
五
六
年
の
土
地
台
帳
で
あ
る
。
当
史
料
も
前
述
の
そ
れ
と
同
様
に
、
村
落
全
体
の
保
有
状
況
の
調

査
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。
個
々
の
農
民
は
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
と
同
じ
く
当
村
内
の
他
の
マ
ナ
か
ら
の
保
有
地
を
耕
作
し
て
お
り
、

そ
れ
が
同
時
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
両
者
に
は
密
接
な
相
関
関
係
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
マ
ナ
の
保
有
農
と
し

て
上
位
に
位
置
す
る
農
民
は
当
マ
ナ
以
外
の
保
有
農
と
し
て
も
同
様
に
上
位
に
あ
り
、
こ
の
関
係
は
か
よ
う
な
村
落
を
単
位
と
し
た
調
査



が
必
ず
し
も
多
く
な
い
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
農
民
の
保
有
規
模
を
論
ず
る
際
非
常
な
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
1
8
表
は
フ
ォ
ン
セ
ソ
ト
村
落
内
に
お
け
る
農
民
の
保
有
規
模
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
表
か
ら
も
二
〇
～
八
○
エ
イ
カ
の
ヨ

↓
ン
層
が
保
有
地
面
積
か
ら
見
れ
ば
非
常
に
高
い
割
合
菖
め
て
い
る
こ
と
雰
う
つ
．
次
に
、
一
〇
エ
イ
カ
以
下
の
盤
を
単
馨

貧
農
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
．
こ
の
う
ち
の
何
禦
袋
の
遺
産
黒
で
暑
砦
よ
う
に
手
工
業
者
で
あ
る
こ
と
は
既
に
し
ぱ
し
纏

　　　〔第18表〕　フォンセット村落の土地保有農と

　　　　　　　　　　　　当マナの保有農

　　　　　　　　　　　マナ保有農　　　　他マナ保有農

r　　　　　　　　　村落中に　マナの中に

忽…エイカ以上（以下3　　2
ト　70～100未満　同様）2　　　　　3

援5・一7…　　　　7　　2
乱　　40～　50　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　4

ヒ

（30－40　　　　2　　　4　　　　4囚

920～30　　　6　　12　　　3
ω10－20　　　　8　　10　　　15刀

35～10　　　9　　7　　25
色1－5　　　12　　14　　46けじ

9　0－　1　　　　　6　　　　　　　　12
ロ
を　　　　　　　　　　　　　　　　　（不明）24
め

ぐ　＿　　＿

っ一一工し三一の片　 小あホ
て宅宅イて年三でを第屋るナ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
ボ
リ
フ
ァ
ウ
ト
（
國
o
ま
o
暮
）
家
の
一
員
で

あ
る
杢
は
宅
地
の
他
に
三
エ
イ
カ
の
土
地
を
所
有
し
て
い
奪
．
禦
そ
の
他

小
屋
住
の
労
働
者
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
後
述
の
如
く
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
ア
｝
れ
ら
ヨ
ー
マ
ン
層
と
云
わ
れ
得
る
農
民
は
数
代
に
亘
っ
て
小
地

片
を
購
入
し
そ
れ
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
有
地
の
拡
大
を
行
な
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
農
奴
の
ヒ
リ
ン
グ
（
缶
臣
お
）
家
は
一
四
三
三
年
に
は

＝
ニ
エ
イ
カ
一
ル
ー
ド
、
一
四
六
九
年
に
は
一
八
エ
イ
カ
ニ
ル
ー
ド
、
一
四
九

三
年
に
は
二
〇
エ
イ
カ
三
ル
ー
ド
、
と
代
々
に
わ
た
っ
て
漸
次
保
有
地
を
拡
大

　
　
ハ
め
レ

し
て
お
り
、
ド
ウ
シ
ィ
（
U
o
超
）
家
の
一
人
は
一
四
四
七
年
に
，
五
宅
地
と
ニ

エ
イ
カ
を
保
有
し
て
死
亡
し
た
が
彼
の
息
子
は
一
四
八
七
年
に
同
じ
五
宅
地
と

　
　
　
　
レ

ニ
宅
地
半
と
六
〇
エ
イ
カ
を
残
し
て
、
一
五
〇
〇
年
に
は
同
じ
家
族
の
一
員
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
レ

ニ
宅
地
と
一
〇
〇
エ
イ
カ
を
保
有
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六

最
後
に
、
バ
ク
ス
タ
（
望
蓉
R
）
家
の
ジ
ョ
ン
は
一
四
七
五
年
頃
彼
が
死
亡
し
た
際
に
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
九
エ
イ
カ
を
保
有
し
て
い
た

が
、
息
子
リ
チ
ャ
ー
ド
の
代
に
な
る
と
六
宅
地
と
四
三
エ
イ
カ
に
そ
れ
が
増
大
し
た
。
こ
れ
ら
は
ル
ー
ド
単
位
の
微
少
な
地
片
の
購
入
か

ら
得
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
（
第
1
9
表
参
照
）
。
続
い
て
一
五
三
五
年
そ
の
息
子
の
ト
マ
ス
が
死
亡
し
た
時
に
は
彼
は
六
一
エ
イ
カ
の
コ

ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
と
共
に
七
宅
地
を
保
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
以
前
と
は
異
な
っ
て
エ
イ
カ
単
位
で
購
入
さ
れ
た
地
片
か
ら
な
っ
て
い

た
（
第
2
0
表
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
件
当
り
の
面
積
が
拡
大
す
る
の
は
当
村
落
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
ト
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
0
2
7
8
8
1
1
4
0
8

〔第19表〕15世紀R．バクスタの保有地

9エイカ　　　　　　　　父から相続　1475年

1エイカ　　　　　　　　　　購入　　　1454

　1

1＿ルード　　　　　　　　購入　　　1460
　2

2ルード　　　　　　　　　購入　　　1461

3ルード　　　　　　　　　購入　　　1470

2ルード　　　　　　　　　購入　　　1472

家屋敷2，5エイカ　　　　　購入　　　1475

3ルード　　　　　　　　　購入　　　1485

家屋敷3，7エイカ2ルード　購入　　　1476

家屋敷1，9エイカ　　　　　購入　　　1480

8エイカ2ルード　　　　　購入　　　1482

〔第20表〕16世紀丁。バクスタの保有地

　　　　　　　　　1家屋敷2，17エイカ3一ルード　　相続　　1489
　　　　　　　　　2

家屋敷3，7エイカ　　　　　　　購入　　1476

家屋敷1，9エイカ　　　　　　　購入　　1480

8エイカ　　　　　　　　　　購入　　1482

2エイカ　　　　　　　　　　　　購入　　1487

1エイカ　　　　　　　　　　　購入　　148ε

2エイカ　　　　　　　　　　　　購入　　150∈

9エイカ　　　　　　　　　　　　購入　　1511

1エイカ　　　　　　　　　　　　購入　　151】

1エイカ　　　　　　　　　　　　購入　　151乙

1エイカ　　　　　　　　　　　　購入　　152（

家屋敷1，1エイカ1ルード　　　購入　　152≦

ス
の
土
地
は
二
人
の
息
子
に
分
割

相
続
さ
れ
、
そ
の
一
人
リ
チ
ャ
ー

ド
が
一
五
五
七
年
に
死
亡
し
た
時

に
は
彼
は
八
六
エ
イ
カ
三
ル
ー
ド

の
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
を
保
有
し
て

（
4
2
）

い
た
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
コ
ピ
ー
ホ

ウ
ル
ド
の
み
を
対
象
に
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
　
一
五
五
六
年
の
土
地

調
書
に
よ
れ
ば
、
T
．
バ
ク
ス
タ



は
当
村
落
最
大
の
保
有
農
で
一
六
四
エ
イ
カ
一
ル
！
ド
を
保
有
し
、
同
じ
く
、
バ
ク
ス
タ
は
四
六
エ
イ
カ
を
保
有
し
て
い
（
砲
。
し
か
し
ト

マ
ス
は
彼
の
妻
の
権
利
で
レ
イ
ン
ソ
ー
プ
（
壁
旨
邑
の
マ
ナ
を
保
有
す
糞
ン
ジ
ク
で
脅
、
領
主
権
へ
の
癒
着
が
進
行
し
て

い
た
．
そ
こ
で
次
に
わ
れ
わ
れ
は
当
然
当
時
の
農
民
に
お
け
る
経
営
内
容
に
ま
で
立
ち
入
皇
餐
髪
い
で
あ
ろ
う
・
こ
れ
ら
の
餐

保
有
地
で
は
当
時
の
技
術
水
準
に
お
い
て
果
し
て
自
己
経
営
が
可
能
で
あ
・
た
の
か
．
農
民
の
収
入
に
お
い
て
．
．
壷
．
雌
．
ゴ
り
得
ら
れ
る

収
入
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
。
農
業
労
働
者
の
雇
用
は
ど
の
程
度
進
行
し
て
い
た
の
か
等
々
。
し
か
し
筆
者
は
そ
の
前
に
、
ま
ず

「
平
野
地
帯
」
の
三
つ
の
マ
ナ
に
つ
い
て
前
高
様
窺
楽
ら
分
誓
進
め
よ
う
．
こ
こ
で
墨
料
緩
め
て
不
足
し
て
い
る
塞
本

的
動
向
を
窺
う
に
は
こ
と
足
り
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
A
　
ク
レ
シ
ン
ガ
ム
ゴ
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　

　
当
マ
ナ
は
法
廷
史
料
の
分
析
の
際
記
述
し
た
よ
う
に
ノ
リ
ッ
ジ
修
道
院
に
所
属
し
、
　
一
二
八
三
年
の
土
地
調
書
に
よ
れ
ば
直
営
地
は
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
れ
ロ

一二

エ
イ
カ
一
二
．
五
ル
ー
ド
鋸
り
、
さ
ら
に
数
年
を
経
た
土
地
調
書
に
よ
れ
ば
、
直
営
地
は
垂
ハ
ェ
イ
カ
が
か
な
臭
き
菟
片
と

し
て
存
在
し
（
鎗
．
襲
参
照
）
、
他
方
農
民
保
有
地
は
既
に
叙
述
し
た
他
の
多
数
の
マ
ナ
高
誉
旧
保
有
地
（
奮
§
け
）
が
分
割

さ
れ
て
数
名
の
髭
旨
藻
有
え
、
一
三
世
紀
に
存
る
活
発
奎
地
市
蓼
推
察
せ
し
め
る
に
充
分
で
菱
・
こ
の
た
め
馨
保

有
地
の
面
積
晶
ら
か
で
幾
い
が
三
エ
イ
カ
が
一
応
こ
れ
箱
当
し
よ
う
．
さ
ら
に
週
賦
役
を
発
見
す
る
！
は
出
悉
い
が
・
八

単
位
の
肇
労
役
が
二
件
、
同
じ
－
七
単
集
七
件
記
讐
れ
て
藁
こ
れ
ら
は
次
の
土
地
台
帳
の
記
録
よ
リ
テ
ニ
メ
ン
ト
保
有
農

が
負
担
し
た
も
の
の
様
で
あ
る
。

そ
の
後
三
モ
年
ノ
ー
ッ
ジ
の
ウ
ォ
ル
タ
（
ダ
．
釜
昏
乞
・
三
邑
が
当
村
落
内
の
エ
ハ
九
エ
イ
カ
の
土
地
を
当
修
道
院
に
移
譲

　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
Φ
δ
、
ω
園
。
げ
Φ
＝
9
竃
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
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〔第21表〕G．クレシンガムの直営地の

　　　　　　　　　存在形態

　　　　　　　（件数）

　10エイカ以上　　11　　（最大は35エイカ）

4倒8エイカ　　　　11

2～4　エィヵ　　　　　8

0～2　エイカ　　　　　8

〔第22表〕G．クレシンガム・マナの

　　　　　　　　　　　保有規模

　（エイカ）　　（件数）

40以上　　　　　　1　　　（宅地付）

35～40未満　　　　1　　　（宅地付）

30飼35　　　　　　　0

25－30　　　　　　2　　　（宅地付）

20～25　　　　　4　　　（宅地付）

難屋付・

10解15　　　　　5　　（うち宅地付4）

5～10　　　　　8　　　（うち宅地付2）

0～5　　　　　12　　（うち宅地付2）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八

　
　
レ

し
て
、
そ
れ
が
農
民
保
有
地
に
追
加
さ
れ
た
の
で
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
ロ

保
有
地
は
四
〇
五
エ
イ
カ
三
・
五
ル
ー
ド
と
な
っ
た
。

こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
平
野
地
帯
」
の
マ
ナ
は

耕
地
に
お
い
て
直
営
地
の
占
め
る
部
分
が
非
常
に
高
い

の
が
特
徴
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
当
マ
ナ
の
一
四
一
四
年
に
お
け
る
慣
習
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

保
有
面
積
は
第
2
2
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
他
の
土
地
台

帳
と
同
様
に
当
史
料
も
自
由
保
有
地
の
状
況
に
関
し
て

は
全
く
沈
黙
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
二
二
世
紀
以
来
ク

レ
シ
ン
ガ
ム
村
落
内
の
土
地
が
当
マ
ナ
に
よ
り
漸
次
集

積
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
に
せ
よ
、
こ
の
史
料
よ
り

保
有
面
積
に
つ
い
て
の
結
論
を
出
す
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
高
保
有
地
面
積
は
以
上
の
点
か
ら
推
定
し
え
ぬ
に
せ
よ
慣
習
保

有
地
が
少
数
の
農
民
に
集
中
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
当
表
か
ら
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
既
述
の
マ
ナ
法
廷
史
料
か
ら
明
ら

か
に
な
っ
た
よ
う
に
・
当
村
落
に
お
い
て
は
農
民
の
小
規
模
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
殆
ど
進
行
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
．
】
れ
が
漸
次
「
森
林

地
帯
」
と
は
別
の
近
代
化
の
道
を
進
む
岐
路
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
見
極
め
る
に
は
さ
ら
に
若
干
の
実
証
過
程
が
必
要
で

あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
B
　
ゲ
イ
ウ
ソ
ド
。
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
そ
こ
で
さ
ら
に
同
じ
ノ
リ
ッ
ジ
修
道
院
に
属
し
、
特
権
都
市
リ
ン
と
隣
接
し
て
い
て
、
そ
の
上
村
落
と
マ
ナ
が
一
致
す
る
ゲ
イ
ウ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
祀
）

ド
・
マ
ナ
（
O
爵
毒
o
＆
竃
き
o
殊
）
の
一
四
八
七
～
八
年
の
土
地
台
帳
（
U
壁
器
o
）
を
検
討
す
る
。

　
耕
地
の
存
在
形
態
と
保
有
種
類
、
地
代
額
、
さ
ら
に
保
有
権
の
所
持
者
と
現
実
の
耕
作
者
が
異
な
る
時
は
そ
の
両
者
を
も
記
載
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

の
恐
ろ
し
く
詳
細
な
史
料
に
よ
れ
ば
、
当
マ
ナ
に
は
少
な
く
と
も
一
七
五
〇
エ
イ
カ
以
上
の
土
地
が
こ
れ
に
属
し
た
。

　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
ま
ず
第
一
に
特
徴
的
な
も
の
は
そ
の
耕
地
の
存
在
形
態
で
あ
る
。
当
史
料
に
は
“
フ
ィ
ー
ル
ド
”
と
い
う
文
字
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
史

料
は
、
例
え
ば
、
「
ノ
リ
ッ
ジ
か
ら
リ
ン
に
通
ず
る
道
の
両
側
に
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
分
類
さ
れ
た
記
録
一
五
と
こ
れ
に
続
く

「
．
一
〇
＆
o
．
と
呼
ば
れ
る
フ
ァ
ー
・
ン
グ
」
と
い
う
よ
う
な
フ
ァ
ー
ロ
ン
グ
単
位
の
八
記
録
か
ら
成
っ
て
い
る
。
次
に
、
「
地
条
」
の
記
録

は
全
く
見
ら
れ
ず
保
有
地
は
不
規
則
な
一
～
三
エ
イ
カ
地
片
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
農
民
の
保
有
地
が
一
〇
エ
イ
カ
前
後
の
地
塊
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ゲ
イ
ウ
ッ
ド
の
中
世
伝
来
の
土
地
形
態
と
考
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
だ
と

　
　
　
へ
5
4
）

は
思
え
な
い
。
と
言
う
の
は
、
後
か
ら
追
加
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
フ
ァ
i
・
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
保
有
地
の
単
位
面
積
及
ぴ
排
列
方
法
は

す
ぺ
て
が
殆
ど
か
な
り
規
則
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
（
第
3
図
参
照
）
。
す
な
わ
ち
村
落
の
中
心
が
不
規
則
な
地
片
と
し

て
存
在
す
る
の
は
土
地
集
積
の
結
果
と
し
て
考
え
る
の
が
よ
り
正
し
い
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
直
営
地
か
ら
観
察
し
て
行
こ
う
。

　
ヤ
　
　
ヤ

　
第
二
。
記
録
さ
れ
た
全
面
積
一
七
〇
〇
エ
イ
カ
余
り
の
う
ち
約
四
四
〇
エ
イ
カ
は
当
村
落
の
牧
草
地
と
し
て
、
さ
ら
に
、
約
一
五
〇
エ

イ
カ
が
村
落
共
有
の
塩
沢
地
（
鶏
洋
ヨ
畦
跨
）
と
し
て
、
最
後
に
五
ニ
エ
イ
カ
が
「
領
主
の
公
園
」
と
し
て
囲
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
曾
．
ω
男
⑦
げ
Φ
一
鼠
o
己
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
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トイ
グ

ゲ
ン

・
　
　
ロ

ル
　
一

一
　
ア

モ
　
フ

ス
　
の

　
南

図
東

5
　
の

第三
名
の
農
民
が
約
四
割
弱
を
、

2a．

3a．

3r．

3r．

3r．

3r。

3r．

3r．

2r．

2r．

（奪：稗）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
一
割
ほ
ど
の
保
有
農
が
保
有
地
面
積
の
過
半
数
を
自
己
の
手
中
に
し
て
い
る
。

上
位
に
位
置
す
る
農
民
で
も
保
有
地
面
積
か
ら
見
れ
ば
ヨ
ー
マ
ン
層
に
所
属
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
第
四
に
、
土
地
の
利
用
形
態
及
ぴ
そ
の
存
在
状
態
で
あ
る
が
、
当
村
落
で
は
牧
草
地
と
し
て
の
土
地
利
用
及
び
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
顕

著
に
見
ら
れ
る
。
ま
ず
牧
草
地
は
共
同
牧
草
地
四
〇
〇
エ
イ
カ
、
塩
沢
地
（
共
同
と
個
人
保
有
を
も
含
め
て
）
を
除
い
て
一
一
〇
〇
エ
イ

カ
の
う
ち
四
〇
〇
エ
イ
カ
余
り
が
牧
草
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
特
に
村
落
の
中
心
地
帯
で
は
牧
草
地
が
支
配
的
で
あ
る
。
次
に
イ

ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
同
じ
く
一
一
〇
〇
エ
イ
カ
の
う
ち
約
四
〇
〇
エ
イ
カ
、
い
わ
ゆ
る
小
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
で
あ
り
、
こ
の
他
三
〇
〇
エ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

カ
の
共
同
牧
草
地
も
溝
で
囲
込
み
が
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
内
部
に
領
主
の
た
め
の
二
〇
エ
イ
カ
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ

の
用
途
が
問
題
に
な
ろ
う
。
牧
草
地
の
占
め
る
比
重
か
ら
牧
羊
の
た
め
の
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
が
予
想
さ
れ
よ
う
が
、
牧
草
地
イ
ン
ク
・
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肝
）

ジ
ャ
は
四
〇
〇
エ
イ
カ
の
う
ち
一
〇
〇
エ
イ
カ
程
度
で
あ
り
、
残
余
は
耕
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇

記
録
か
ら
こ
れ
ら
を
差
引
い
た
残
り
一
〇
〇
〇
エ
イ
カ
の
う
ち
約
二
割
五
分

の
二
五
〇
エ
イ
カ
が
領
主
直
営
地
に
属
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
四
八
七

年
の
調
査
時
に
お
い
て
こ
の
直
営
地
の
シ
ち
の
半
分
以
上
を
牧
草
地
と
し
て

領
主
が
維
持
し
続
け
た
模
様
で
、
残
り
の
少
な
く
と
も
七
〇
エ
イ
カ
以
上
は

賃
貸
さ
れ
て
い
た
。

　
セ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
第
三
に
、
保
有
農
民
数
は
五
六
名
、
農
民
の
保
有
面
積
規
模
は
第
2
3
表
の

と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
保
有
地
の
集
中
は
著
し
く
、
上
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最



　
こ
れ
ら
の
農
民
保
有
地
に
つ
い
て
さ
ら
に
分
析
を
進
め
よ
う
。
土
地
台
帳
を
個
々
の
農
民
、
個
々
の
区
域
に
つ
い
て
細
目
に
わ
た
り
検

討
し
て
み
る
と
、
農
民
が
保
有
地
の
合
理
化
を
実
に
着
実
に
促
進
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
若
干
の
具
体
例
を
提
示
し
よ
う
。

　
当
マ
ナ
で
は
最
大
の
一
一
ニ
エ
イ
カ
一
ル
ー
ド
を
保
有
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
プ
（
≦
三
善
β
O
o
σ
ぼ
）
の
保
有
地
は
僅
か
一
二
の

地
片
に
分
割
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
七
地
片
六
五
エ
イ
カ
は
集
中
し
て
存
在
し
、
す
ぺ
て
個
々
に
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
）

さ
れ
て
い
る
（
第
6
図
参
照
）
。
そ
の
他
彼
の
主
要
な
保
有
地
で
あ
る
塩
沢
地
三
〇
エ
イ
カ
も
殆
ど
集
中
し
て
存
在
し
て
お
り
、
土
地
集
中
、

イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
、
保
有
規
模
の
拡
大
の
三
局
面
よ
り
成
る
農
業
の
合
理
化
過
程
は
か
な
り
進
行
し
、
根
菜
類
の
導
入
を
待
つ
段
階
に
達

し
て
、
た
。
次
は
、
四
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
カ
三
・
五
ル
ー
ド
の
三
つ
の
宅
地
を
持
つ
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ク
ス

　　　〔第23表〕　ゲイウッド・マナに　　　1

　　　　　おける保有地面積規模　　　　　　、

　　　　（エイカ）　　　　　　　　　（件数）　　7

欄一、、。以上（以下同様）l　l

ト　　　90～100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

の80～90　　　　　　1　0叛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

乱70～80　　　　 1　；L．

　　60阿70　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　’
　
密50＿60　　　　　　1　三
け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

oワ　　40解50　　　　　　　　　　　　　　　　1

寄30～40　　　　　　1　」
げ
巳　20＿30　　　　　　　　5　　／
9　　15～20　　　　　　　　　　　　　10　　10～　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　‘

を　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　＝

め5～10　　　 12　；
ぐ　0～5　　　　　　　　1g　　l
つ

て不明（宅地・その他のみ）　6葺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土
　　　　　　　　　　　　　　　計　　60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　そ
　　　　　　（当村司教・リン修道院所領を含まない）聾　　‡

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぢ
一
三
≦
甘
訴
）
の
揚
合
ヤ
あ
る
。
彼

の
保
有
地
は
元
来
せ
い
ぜ
い
数
エ
イ
カ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
リ
ー
ヴ
と
し
て
の
地
位
を
利
用
し
四
〇
エ
イ
カ
余
り

の
直
営
地
を
借
地
と
し
て
保
有
し
た
（
こ
の
う
ち
二
ニ
エ
イ
カ

は
「
又
貸
」
に
出
し
て
い
る
）
。
彼
は
直
営
地
が
集
中
し
て
存

在
す
る
点
で
経
営
に
極
め
て
有
利
な
立
揚
に
あ
っ
た
が
、
そ
の

他
に
も
そ
の
住
居
に
隣
接
す
る
地
片
を
他
の
保
有
農
民
よ
り
着

々
購
入
し
て
い
る
（
第
7
図
）
。
か
よ
う
に
農
業
経
営
に
最
も
積

極
的
な
層
は
他
の
マ
ナ
と
同
様
ヨ
ー
マ
ン
層
で
あ
る
が
、
む
し

ろ
当
マ
ナ
の
特
徴
は
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
層
に
見
ら
れ
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一

し



第6図　保有地の集中一ウィリアム・コブの揚合
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盤漣繊灘濃驚嶽照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二

あ
ろ
う
。
例
え
ぱ
、
一
四
エ
イ
カ
と
三
宅
地
を
も
つ
ジ
ョ

ン
・
ソ
ゥ
ァ
ム
（
冒
ぼ
一
ω
o
鼠
ヨ
）
の
揚
合
そ
の
保
有
地

は
一
六
の
微
細
な
地
片
と
し
て
存
在
し
た
が
、
そ
の
う
ち

八
片
六
エ
イ
カ
一
ル
ー
ド
と
三
宅
地
は
互
に
隣
接
し
て
お

り
（
第
8
図
）
、
そ
の
う
ち
二
地
片
は
又
貸
で
、
二
地
片
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

購
入
に
よ
り
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
～
一
〇
エ
イ
カ

の
保
有
農
の
中
に
は
そ
れ
が
一
つ
或
い
は
二
つ
の
地
片
に

集
合
し
て
い
る
の
が
若
干
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
上
述

の
如
き
土
地
集
積
に
よ
り
出
来
た
も
の
で
は
な
い
と
は
断

言
出
来
な
い
。
例
え
ば
ト
マ
ス
・
ド
ウ
デ
ィ
ー
ズ
（
↓
ぎ
－

目
器
U
o
譲
象
霧
）
の
八
エ
イ
カ
は
四
つ
の
イ
ン
ク
ロ
ウ

ジ
ャ
さ
れ
た
土
地
よ
り
成
り
、
す
ぺ
て
相
接
し
そ
の
全
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
斑
）

が
購
入
に
よ
り
自
己
の
も
の
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
第
五
に
、
当
土
地
台
帳
に
は
「
又
貸
」
（
鶏
三
㊦
昌
夷
）

が
詳
細
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。
記
録
に
よ
れ
ば
「
又
貸
」

は
マ
ナ
法
廷
に
記
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
法
的
承
認
を
受



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

け
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
当
マ
ナ
に
お
け
る
記
録
は
全
部
で
僅
か
六
件
、
二
五
エ
イ
カ
と
小
屋
三
に
す
ぎ
な
い
。
か
よ
う
な
「
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

貸
」
は
常
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
一
三
世
紀
の
土
地
調
査
書
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
最
後
に
問
題
に
な
る
の
は
牧
羊
区
で
あ
る
。
一
体
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
し
た
マ
ナ
に
お
い
て
牧
羊
区
は
ど
う
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㏄
）

い
た
の
だ
ろ
う
か
　
史
料
か
ら
見
る
と
確
か
に
牧
羊
区
は
存
在
し
た
。
四
ケ
所
に
牧
羊
区
の
記
録
が
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
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「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
男
o
σ
Φ
…
o
昌
）
を
め
ぐ
っ
て

れ
も
マ
ナ
の
片
隅
、
し
か
も
領
主
直
営
地
の
上
に
記
録
さ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
ず
、
実
質
的
に
は
消
滅
寸
前
に
あ
っ
た
。
農
民
保
有
地

に
お
け
る
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
に
よ
り
、
領
主
は
牧
羊
区
を

徐
々
に
後
退
さ
せ
ざ
る
を
得
ず
、
遂
に
自
己
の
直
営
地
に
ま
で
追

い
込
ま
れ
て
い
た
。
ホ
ー
ス
テ
ッ
ド
に
お
け
る
よ
り
一
世
紀
も
早

く
一
五
世
紀
末
に
ゲ
イ
ウ
ソ
ド
の
牧
羊
区
は
消
滅
の
途
上
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
C
　
カ
ー
ス
ル
エ
イ
カ
・
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
〔

　
リ
ン
か
ら
東
北
に
十
数
里
の
地
点
に
あ
る
カ
ー
ス
ル
エ
イ
カ

（
O
器
二
〇
器
お
）
は
ウ
ォ
レ
ン
（
≦
鷺
雲
冨
）
家
の
当
州
に
お
け

る
拠
点
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
当
地
に
は
一
二
世
紀
に
創
設
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

れ
た
カ
ー
ス
ル
エ
イ
カ
修
道
院
が
存
在
し
、
修
道
院
解
散
後
は
国
王
に
よ
り
ノ
ー
フ
ォ
ク
伯
の
手
に
移
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ド
ウ

　
当
マ
ナ
は
一
三
世
紀
末
の
土
地
調
書
に
よ
れ
ば
、
四
六
〇
エ
イ
カ
の
耕
地
、
二
〇
エ
イ
カ
の
牧
草
地
、
一
〇
エ
イ
カ
の
草
地
と
三
六
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
肪
）

の
保
有
農
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
五
四
六
年
～
七
年
の
土
地
台
帳
に
よ
れ
ば
フ
リ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
ニ
O
名
、
コ
ピ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
6
7
）

ホ
ウ
ル
ダ
一
四
名
が
存
在
し
た
。
農
民
は
多
く
は
二
種
以
上
の
保
有
地
を
有
し
て
お
り
、
二
〇
名
の
フ
リ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
の
う
ち
八
名
は
コ

ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
を
同
時
に
保
有
し
、
そ
の
う
ち
三
名
は
さ
ら
に
長
期
借
地
（
一
＄
器
）
を
も
手
に
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
同
様
に
一

四
名
の
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
の
う
ち
三
名
は
長
期
借
地
、
三
名
は
直
営
地
の
借
地
農
で
も
あ
る
。
そ
の
他
直
営
地
或
い
は
長
期
借
地
の
み
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

五
名
の
農
民
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
錯
綜
し
た
保
有
関
係
は
、
そ
の
他
の
二
つ
の
マ
ナ
が
当
村
落
内
に
存
在
す
る
こ
と
を
も
加
え
て
、
農
民
の
土
地
保
有
規
模
の

確
定
を
極
め
て
困
離
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
で
あ
る
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
の
状
況
を
見
れ
ば
大
方
の
予
想
は
達
せ
ら
れ
よ
う
（
第

　
（
6
9
）

24

）。

有
地
合
計
は
三
八
三
エ
イ
カ
余
り
、
一
三
世
紀
の
保
有
地
と
の
差
八
O
エ
イ
カ
余
り
は
八
名
の
フ
リ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
に
よ
り
保

有
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
保
有
地
の
集
中
で
、
三
分
の
二
以
上
の
土
地
が
僅
か
二
名
の
保
有
農
に
よ
り
占
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
の
集
中
を
行
な
う
と
同
時
に
他
の
土
地
を
も
積
極
的
に
経
営
し
た
。
例
え
ば
、

約
二
〇
〇
エ
イ
カ
を
保
有
す
る
ト
マ
ス
・
ペ
イ
ン
（
↓
ぎ
ヨ
器
憎
曙
器
）
は
、
そ
の
他
に
囲
込
耕
地
一
一
四
エ
イ
カ
、
囲
込
牧
草
地
五
四

エ
イ
カ
三
ル
ー
ド
、
囲
込
草
地
及
ぴ
塩
沢
地
二
三
エ
イ
カ
、
計
三
〇
〇
エ
イ
カ
以
上
を
保
有
す
る
資
本
家
的
農
業
経
営
者
で
あ
っ
た
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

は
領
主
牧
羊
区
に
三
六
〇
頭
の
割
合
を
得
て
お
り
、
自
己
の
羊
群
を
持
た
ず
一
三
二
〇
頭
の
羊
を
ノ
ー
フ
ォ
ク
伯
か
ら
賃
貸
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
当
マ
ナ
で
も
保
有
地
は
僅
か
二
・
三
名
の
こ
れ
ら
富
農
の
手
に
急
速
に
集
中
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、
保
有
地
の
存
在
形
態
で
あ
る
が
、
第
餌
表
よ

り
保
有
地
が
一
或
い
は
ニ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
偏
在
し
て

い
る
傾
向
を
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
は

一
つ
に
は
中
世
盛
期
以
来
当
州
で
は
保
有
地
が
近
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

し
て
存
在
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
上

に
一
四
世
紀
以
来
の
活
発
な
土
地
市
揚
に
よ
る
集
中

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
R
・
J
・
ハ
モ
ン
ド
は

　
　
　
　
（
B
）

結
論
し
て
い
る
。
前
記
ゲ
イ
ウ
ッ
ド
に
お
い
て
そ
れ

を
検
証
し
え
た
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
結
論
を
支
持
す
る

こ
と
が
出
来
よ
う
。

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
．
。
。
カ
o
げ
¢
一
一
一
〇
嵩
）
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
D
　
ウ
エ
ス
ト
レ
タ
ム
・
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
〔

　
か
く
て
「
平
野
地
帯
」
に
お
け
る
経
済
発
展
の
動

向
”
特
徴
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
当

地
帯
を
代
表
す
る
に
好
個
な
条
件
を
備
え
た
マ
ナ
の

一
七
世
紀
を
中
心
と
し
た
前
後
数
世
紀
の
発
展
の
趨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六

勢
を
読
み
と
る
こ
と
に
よ
り
個
別
例
の
し
め
く
く
り
と
し
た
い
。

　
対
象
と
な
る
の
は
既
述
ク
レ
シ
ン
ガ
ム
・
マ
ナ
よ
り
さ
ら
に
八
里
ほ
ど
南
下
し
セ
ッ
ト
フ
ォ
ド
（
↓
ぎ
焦
o
＆
）
よ
り
五
里
ほ
ど
北
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
怨
）

位
置
す
る
ウ
ェ
ス
ト
レ
タ
ム
（
≦
o
雪
≦
お
爵
暫
臣
）
マ
ナ
で
あ
る
が
、
現
在
は
当
村
落
は
廃
村
に
な
っ
て
い
る
。
当
マ
ナ
は
ド
ゥ
ム
ズ

デ
イ
・
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
ラ
ル
フ
（
菊
巴
h
留
↓
8
巳
）
の
土
地
と
し
て
記
載
さ
れ
、
農
奴
（
〈
巴
ポ
巳
）
　
一
一
、
小
屋
住
農
（
ぎ
箆
㌣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

二
）
九
、
奴
隷
（
。
。
露
≦
）
四
が
こ
れ
に
所
属
し
当
マ
ナ
が
レ
タ
ム
村
落
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
マ
ナ
は
そ
の
後
ク
ロ
ニ
（
Ω
o
胡
。
）

の
修
道
院
長
に
贈
与
さ
れ
た
が
、
一
四
一
四
年
外
国
人
に
よ
る
修
道
院
が
廃
止
さ
れ
る
に
及
ぴ
一
四
四
三
年
に
は
ヘ
ン
リ
六
世
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
与
え
ら
れ
一
八
二
〇
年
ま
で
領
主
で
あ
っ
た
。
当
マ
ナ
の
一
三
～
五
世
紀
に
お
け
る
動
向
は
領
主
文
書
が
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

し
な
い
の
で
全
く
窺
う
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
一
四
世
紀
を
通
じ
て
三
〇
名
前
後
の
特
別
税
支
払
者
或
い
は
人
頭
税
記
録
を
持
ち
、
一
五

世
紀
の
特
別
税
減
額
に
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
な
い
点
か
ら
想
像
し
て
、
ほ
ぼ
三
〇
名
ほ
ど
の
保
有
農
が
一
五
世
紀
ま
で
存
在
し
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

　
と
も
か
く
一
四
八
五
年
以
後
マ
ナ
は
べ
ー
コ
ン
（
国
8
9
）
家
に
賃
貸
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
領
主
権
の
賃
貸
で
は
な
く
直

営
地
の
賃
貸
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
七
世
紀
の
台
帳
に
「
ウ
ェ
ス
ト
・
レ
タ
ム
の
マ
ナ
領
主
は
全
荒
蕪
地
及
び
耕
地
内

に
無
償
の
牧
羊
区
を
持
ち
、
慣
習
に
従
い
年
中
彼
自
身
と
彼
の
羊
飼
の
牧
羊
権
（
。
三
巨
）
の
た
め
に
、
ヘ
ン
リ
・
べ
ー
コ
ン
に
属
す
る

二
〇
〇
頭
と
当
村
の
人
々
に
属
す
る
六
〇
頭
を
除
い
て
当
マ
ナ
の
領
主
の
た
め
に
一
七
六
〇
頭
の
羊
群
を
保
持
す
る
権
利
を
持
つ
」
と
記

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
9
）

録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
白
に
牧
羊
区
は
領
主
が
保
持
し
て
マ
ナ
法
廷
が
開
廷
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
べ
ー
コ
ン
家
が
そ
れ
以
前
当
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
D
）

落
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
州
内
の
領
主
層
に
は
所
属
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヘ
ン
リ
八
世
の
修
道
院



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
町
）

解
散
の
際
に
十
数
里
離
れ
た
サ
フ
ォ
ク
の
ヘ
シ
ッ
ト
（
田
Φ
ω
ω
9
）
マ
ナ
の
地
主
に
な
っ
て
お
り
、
当
時
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
上
昇
し
つ
つ
あ

る
資
本
家
的
農
業
経
営
者
層
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
五
－
六
世
紀
を
通
じ
て
周
辺
の
フ
リ
ー
お
よ
び
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
を
漸
次
併
合
し
、
既

に
一
六
一
二
年
に
は
直
営
地
を
除
い
た
保
有
地
の
約
半
分
、
八
七
エ
イ
カ
ニ
ル
ー
ド
と
三
宅
地
を
自
己
の
掌
中
に
し
、
こ
れ
に
直
営
地
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

四
一
エ
イ
カ
一
ル
ー
ド
を
加
え
て
約
五
三
〇
エ
イ
カ
ば
か
り
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
当
マ
ナ
の
直
営
地
は
農
民
保
有
地
の

二
倍
半
ほ
ど
あ
り
「
平
野
地
帯
」
の
特
徴
的
構
造
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
三
五
七
エ
イ
カ
が
砂
地
の
ア
ウ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
（
o
－

暮
蔚
匡
）
で
あ
り
、
彼
の
播
種
面
積
は
三
輪
作
の
揚
合
よ
り
か
な
り
少
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
六
一
二
年
の
土
地
台
帳
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

「
彼
の
農
夫
（
胤
胃
ヨ
醇
）
の
占
有
し
て
い
る
土
地
三
エ
イ
カ
」
の
記
入
が
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に
彼
が
保
有
地
を
「
又
貸
」
し
て
い

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
後
述
す
る
エ
ル
ム
デ
ン
（
田
目
α
雪
）
の
如
く
自
己
経
営
を
行
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
に
は
村
落
共
有
地
を
除
い
て
四
名
の
保
有
農
が
存
在
し
た
が
、
例
え
ぱ
そ
の
一
人
メ
ン
ダ
ル
（
冒
①
鼠
巴
一
）
の
保
有
地
は
一
五

八
四
年
～
九
六
年
の
一
一
年
間
に
四
回
に
及
ぶ
土
地
購
入
に
よ
り
獲
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
マ
ナ
法
廷
史
料
か
ら
、

一
六
世
紀
に
お
い
て
か
く
も
変
貌
し
た
当
マ
ナ
に
も
、
中
世
を
通
じ
て
一
四
エ
イ
カ
の
標
準
保
有
地
が
存
在
し
た
こ
と
を
結
論
づ
け
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
保
有
地
の
売
買
は
べ
ー
コ
ン
家
の
独
占
で
は
な
く
小
農
民
も
こ
れ
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の

没
落
は
覆
う
ぺ
く
も
な
く
一
六
二
八
年
に
は
六
エ
イ
カ
保
有
の
農
民
一
人
を
除
い
て
つ
い
に
全
耕
地
が
べ
ー
コ
ン
家
の
手
に
帰
し
、
彼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
）

村
有
地
、
教
会
保
有
地
に
ま
で
手
を
出
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
当
村
落
は
こ
の
前
後
に
廃
村
乏
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の

揚
合
で
も
依
然
と
し
て
マ
ナ
法
廷
・
牧
羊
権
は
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
手
に
あ
っ
た
。

　
最
後
に
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
に
つ
い
て
は
史
料
紹
介
者
の
論
点
が
そ
こ
に
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
一
七
世
紀
に
は
村
落

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
内
o
藷
因
9
巴
犀
8
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七

1
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橋
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1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八

の
中
心
部
イ
ン
フ
イ
ー
ル
ド
（
ぼ
融
露
）
の
一
部
に
そ
れ
が
進
行
し
て
い
た
が
、
叙
述
か
ら
察
す
る
に
そ
れ
は
比
較
的
少
な
い
一
部
に
限

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
「
平
野
地
帯
」
に
お
い
て
は
一
六
世
紀
を
通
じ
て
農
民
保
有
地
は
急
速
に
せ
い
ぜ
い
二
、
三
名
の
富
農
の
手
に
集
中
し
て
い
っ

た
。
彼
ら
は
原
則
的
に
は
ア
リ
ソ
ン
、
或
い
は
ビ
ン
ド
フ
の
強
調
す
る
如
く
耕
作
者
と
牧
羊
者
は
分
離
し
、
領
主
は
牧
羊
権
を
保
持
し
て
そ

れ
に
専
心
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
同
権
時
に
彼
ら
は
領
主
と
癒
着
し
自
ら
領
主
H
地
主
に
上
昇
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
－
）
ρ
ヌ
国
8
β
建
象
ミ
健
県
§
肉
禽
い
、
き
黛
賊
§
G
o
。
言
b
■
N
一
P

　
　
（
2
）
　
ド
ゥ
ム
ズ
デ
ィ
の
当
該
記
録
に
よ
れ
ぱ
箪
隊
四
を
有
す
る
農
奴
（
＜
≡
碧
昌
）
一
二
、
小
屋
住
農
（
げ
O
a
彗
ε
四
〇
と
二
三
工
1
イ
カ
を
保
有

　
　
　
す
る
ソ
ッ
ク
マ
ン
四
八
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
O
o
蔦
．
＜
’
ρ
国
‘
2
0
蔑
〇
一
F
＜
〇
一
■
目
も
．
8
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

背
景
」

も
っ
と
も
一
～
ニ
エ
イ
カ
に
満
た
な
い
保
有
地
は
当
然
単
独
保
有
農
で
あ
り
　
そ
の
揚
合
に
は
現
保
有
農
の
名
前
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

ρ
冒
り
田
o
p
味
ρ
o
サ
9
梓
■
｝
b
る
一
命

当
州
に
お
け
る
流
毛
工
業
の
分
布
に
関
し
て
は
本
稿
二
四
四
頁
第
1
4
図
参
照
。

囚
」
。
》
一
一
諺
o
P
勺
拝
U
『
↓
げ
o
ω
一
ρ
》
b
や
図
9
く
～
図
o
諸
●

○
．
目
、
国
o
暫
吋
Φ
噂
o
や
9
什
‘
ゆ
一
〇
〇
〇
も
O
O
る
〇
一
〇
け
ρ
。

後
述
す
る
ゲ
ィ
ウ
ッ
ド
の
例
参
照
。

ρ
客
国
8
β
o
や
o
F
や
一
ひ
一
●

杭
毛
工
業
は
ア
リ
ソ
ン
博
士
に
よ
れ
ば
一
四
世
紀
末
に
第
一
次
最
盛
期
を
迎
え
る
。
拙
稿
「
一
四
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
一
撲
の
社
会
経
済
的

　
（
『
社
会
経
済
史
大
系
W
』
収
録
）
。



（
u
）
ダ
、
・
い
9
『
げ
葺
毘
鼠
げ
①
爵
昌
琶
一
軽
ω
§
Φ
蚤
悼
諦
爵
堕
噂
多
多
の
。
け
く
。
一
涛
ご
。
・
当

（
1
2
）
　
≦
・
い
匪
帥
パ
①
・
2
。
味
協
。
＝
｛
ピ
き
。
↓
互
び
o
a
。
。
ぼ
ご
一
ρ
き
ミ
旨
騨
転
3
｝
＜
〇
一
り
図
図
〆
や
さ
。
N
o
。
い
コ
国
o
ヨ
臨
〇
一
ρ
韓
論
ミ
璽
＆

　
蜜
O
、
誉
』
砕
‘
＜
O
一
9
H
M
め
℃
。
Q
卜
O
o
Q
．

（
1
3
）
　
拙
稿
、
『
社
会
経
済
史
大
系
W
』
収
録
論
文
、
六
一
頁
。

（
1
4
）
　
！
＜
’
い
O
O
目
げ
O
什
“
O
サ
O
一
け
■
℃
り
ひ
o
Q
●

（
蔦
）
　
同
げ
一
α
こ
℃
．
刈
令
．

（
1
6
）
　
拙
稿
「
西
洋
史
研
究
」
「
商
学
論
集
」
収
録
論
文
中
の
「
標
準
保
有
地
」
面
積
に
つ
い
て
の
記
録
参
照
。
な
お
ビ
ン
ド
フ
は
当
州
の
平
均
保
有
面
積

　
を
五
－
一
〇
エ
イ
カ
と
予
想
し
て
い
る
が
こ
れ
は
一
寸
過
少
で
あ
ろ
う
。
O
o
覧
。
ψ
β
閃
ぎ
3
簿
映
9
、
吻
肉
＆
ミ
ご
ざ
嶺
お
｝
国
一
暮
○
δ
亀
》
器
0
9
－

　
簿
甑
。
一
｝
男
p
一
昌
℃
匡
Φ
け
・
一
£
汐
唱
o
o
・
ち
な
み
に
サ
ー
ス
ク
女
史
は
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
の
標
準
保
有
農
の
播
種
面
積
を
二
〇
エ
イ
カ
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
．
コ
ブ
の
三
三
エ
イ
窪
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
奮
蓬
箏
す
窺
模
」
と
記
し
て
い
る
．
這
耳
貫
穿
憲
嘗
覧
①
の
一
。
§
鼻
嘗
昼

　
∪
．
“
避

（
∬
）
§
帥
．
、
、
冨
①
一
ど
§
q
肉
昌
魯
吻
＝
§
§
＆
＆
§
寒
＆
誉
穿
言
§
蚤
歪
卜
・
つ
曇
賃
労
婁
し
で
誉
可
聾

限
度
を
何
処
に
お
く
か
は
難
か
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
筆
者
は
八
○
エ
イ
カ
余
り
が
限
度
と
考
え
て
い
る
．
な
お
卦
奪
謬
参
鑑
ぞ

　
ハ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
㌔
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
揚
合
そ
れ
は
賃
労
働
を
雇
用
す
る
農
業
経
営
者
を
指
か
。

（
1
8
）
　
囚
・
い
》
＝
置
O
P
り
F
U
，
↓
げ
Φ
ω
一
の
｝
》
℃
や
　
図
9
く
～
図
o
〈
●

（
n
）
蛮
の
一
　
、
口
う
よ
う
に
総
て
耕
地
の
た
め
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
牧
羊
を
拒
否
す
る
も
の
で
な
い
点
は
既
述
の
通
り
・

（
2
0
）
　
≦
・
い
O
O
吋
げ
O
暮
い
O
b
D
o
津
‘
や
一
〇
〇
一
．

（
2
1
）
　
H
げ
箆
‘
サ
M
9
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
H
げ
置
■
｝
や
M
軌
●

　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
。
け
、
ω
カ
Φ
琶
ε
霧
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
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1
2

も
っ
と
も
こ
の
う
ち
六
〇
エ
イ
カ
保
有
の
一

や
N
ひ
●

℃
b
、
Q
Q
U
～
α
・

サ
o
o
9

や
。
。
魯
o
。
y

や
o
o
O
9

一）

’
Q
o
い
～
“
。

U
ρ
＜
雪
）
O
評

や
N
o
o
．

竈
勺
N
～
o
。
。

ウ
認
、

　
℃
℃
・
刈
℃
～
Q
o
O
・

｝　

，
Q
O
O
昌
。
N
。

｝
マ
o
o
一
ー

一
や
o
。
い
。

廿
＞
b
℃
・
図
＜
一
匙
図
く
一
出
・

　
ウ
O
一
。

　
や
O
♪

ジ
ェ

ン
ト
リ
は
サ
ブ
・

マ
ナ
を
形
成
し
て
お
り
、

↓
ぴ
㊥
肉
o
§
§
帆
q
b
恥
彫
恥
執
O
亀
§
o
艮
o
、
9
窒
O
慈
制
鳶
§
§
0
3
℃
・
刈
α
β
・
高
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○

こ
れ
を
控
除
す
る
と
バ
ラ
ン
ス
は
逆
に
な
ろ



　
　
　
ハ
　
フ
ド
メ
ン
あ
エ
イ
ジ

（
4
0
）
　
主
2
宅
地
。
中
世
に
お
い
て
屋
敷
が
半
分
に
分
割
所
有
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
は
な
い
。

　
§
燃
、
ミ
艶
ミ
q
§
誉
ミ
”
づ
の
の
ω
ぎ
ゼ

（　　　　（　　　　（　　　 （　　　　（　　　（　　　 （　　　（　　　　（

49　　48　　47　　46　　45　　44　　43　　42　　41
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

O
o
三
。
ρ
ρ
属
○
ヨ
髪
5
角
昌
黛
舅
訪
「
ミ
9
鷺
器

一
び
達
‘
唱
や
旨
～
い
』

ヨ
ゆ
山
こ
O
や
o
o
ひ
～
N
。

旨
玄
α
‘
＞
8
、
馨
一
●
O
。
獣
虫
0
9
鑑
①
一
ρ
o
や
簿
‘
＜
o
一
■
＜
”
や
ひ
ざ
N
一
y

一
玄
α
山
＜
o
一
。
〈
一
｝
℃
■
凛
’

員
の
8
ロ
P
b
堅
∪
。
↓
げ
Φ
巴
ρ
や
い
U
O
｝
や
a
N
融
■

保
有
農
の
四
分
の
一
は
他
の
農
民
か
ら
購
入
し
た
土
地
を
保
有
す
る
。

】
巴
。
ω
8
ロ
ρ
b
『
P
↓
げ
Φ
巴
ω
”
り
高
o
o
ひ
●

「
田
o
旨
呂
①
5
0
ウ
。
詳
・
”
＜
〇
一
■
＜
H
も
、
0
9

こ
れ
は
史
料
に
明
記
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
　
一
四
一
四
年
の
土
地
台
帳
記
載
の
保
有
地
四
〇
五
エ
イ
カ
三
．
五
ル
ー
ド
よ
り
二
三
六

　
エ
イ
カ
三
・
五
ル
ー
ド
を
差
引
い
た
残
り
が
全
く
同
一
値
を
示
す
こ
と
か
ら
出
た
結
論
で
あ
る
。

（
5
0
）
　
娼
≦
●
○
げ
騨
昌
象
o
ざ
肉
き
馬
㌧
誉
醤
ミ
鰍
匙
9
ミ
牒
肉
ミ
漁
O
や
云
～
蟄
・

（
5
1
）
　
た
だ
し
当
村
落
内
に
ゲ
ィ
ウ
ッ
ド
の
牧
師
付
属
地
と
リ
ン
修
道
院
の
所
領
、
合
計
一
〇
〇
エ
イ
カ
余
を
含
む
と
い
う
点
を
除
い
て
は
、

　
う
条
件
付
で
あ
る
。

（
5
2
）
国
い
卑
＆
醇
白
貧
≦
自
8
（
Φ
3
る
竜
・
く
。
＆
u
β
認
。
し
轟
。
。
9
ざ
さ
藍
g
鳶
専
罫
＜
。
ピ
図
ζ
＜
し
8
斜
℃
マ
§
～
一
。
。
曾

（
5
3
）
　
当
土
地
台
帳
に
に
は
面
積
の
明
記
さ
れ
て
い
な
い
土
地
が
か
な
り
あ
る
の
で
正
確
な
数
字
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
イ
ロ
ァ
ウ
ト

（
糾
）
　
こ
の
点
、
土
地
集
中
を
念
頭
に
置
か
ず
当
村
落
の
土
地
の
割
付
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
編
者
ら
の
見
解
に
は
再
考
を
要
し
よ
う
。

　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
因
9
．
肱
菊
o
げ
〇
一
一
δ
謡
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一

と
い

O
o
一
一
P
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一
橋
大
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研
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科
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B

　
‘
　
℃
●
一
轟
ひ
●

　
た
だ
し
こ
の
う
ち
に
は
モ
ー
ド
リ
ン
養
育
院
（
頃
o
ω
茗
鼠
一
属
お
α
巴
窪
）

　
H
げ
一
山
‘
　
℃
臼
一
刈
Q
■

一
げ
一
自
ー

　
H
σ
一
島
‘
　
り
。
一
ひ
Q
Q
●

　
一
げ
一
自
‘
　
℃
℃
。
一
ひ
一
～
N
9

　
一
げ
一
山
‘
　
℃
9
一
M
刈
■

　
目
げ
一
自
‘
　
℃
℃
。
一
ω
鼻
～
軌
●

　
H
げ
一
q
‘
　
℃
●
一
軌
α
噂
一
軌
Q
o
サ
一
M
M
・

拙
稿
、
「
商
学
論
集
」
収
録
、
　
一
〇
四
頁
挿
入
の
第
1
5
表
参
照
。

　
○
箆
望
一
ぐ
O
O
α
　
H
）
『
費
磯
の
①
ヤ
O
勺
’
O
一
け
こ
　
℃
。
一
N
O
層
一
N
い
一
一
Q
o
⇔
。

　
句
’
ゆ
一
〇
B
O
跡
〇
一
儀
｝
O
も
■
O
一
け
‘
　
〈
〇
一
●
＜
H
H
H
℃
℃
，
い
ひ
い

　
一
げ
一
α
‘
　
℃
。
Q
V
N
　
胤
胤
：

界
い
踏
ロ
目
ヨ
o
＆
層
6
冨
ω
0
9
巴
彗
q
閏
8
8
ヨ
騨
o
Ω
8
虞
ヨ
ω
一
碧
8
ω

O
O
一
島
の
一
目
一
け
げ
　
］
「
一
げ
↓
ゆ
目
図
）
、

H
烹
山
ー

　
囚
’
一
’
》
一
凱
ω
O
H
ご
　
b
げ
。
一
》
，
↓
ゴ
①
ω
一
ρ
　
℃
。
一
〇
　
（
診
■
一
）
曾

　
刀
。
一
．
国
帥
一
ゴ
昌
一
〇
一
一
α
噂
　
鼠
’
》
。
酒
弓
『
O
の
一
〇
ね
㌧
　
℃
■
ひ
一
　
需
，
■

の
土
地
を
含
む
。

八
一
一

9
囚
g
、
ω
菊
o
げ
①
≡
8
一
や
8
（
ヌ
｝
弓
富
ω
一
の
留
忘
鋒
a



（ii）

（
7
1
）

（
7
2
）

（
7
3
）

（
舛
）

（
7
5
）

　
H
も
．

（
7
6
）

冒
彗
o
ひ

（
7
7
）

（
7
8
）

（
7
9
）

（
8
0
）

（
8
1
）

（
8
2
）

（
8
3
）

（
8
4
）

H
げ
一
伍
こ
　
℃
．
ひ
一
●

】
田
9
い
●
O
憶
卑
》
一
肉
§
喚
罰
硫
ン
、
帖
恥
胸
“
頓
璽
恥
妹
馬
ミ
孕
　
一
〇
一
ρ
℃
■
ω
N
一
南
；

刃
い
国
の
目
ヨ
自
“
ド
｝
↓
訂
静
｝
や
ま
。

囚
。
い
》
一
ぼ
の
O
昌
｝
い
○
ω
け
　
＜
一
二
薗
磯
O
ω
O
団
　
2
0
『
出
O
一
犀
一
≧
O
、
誉
馬
導
』
、
O
ぴ
・
！
N
O
一
，
図
図
図
H
｝
℃
。
一
ひ
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ム
リ
ッ
ト

＜
●
ρ
甲
Z
o
読
2
F
＜
o
一
●
鍔
や
ま
ド
隣
り
の
小
村
≦
お
島
帥
ヨ
↓
げ
o
∈
に
一
部
保
有
地
が
存
在
し
た
。
O
O
蔦
．
男
匹
o
目
魯
巴
9
＜
o
一
・

＆
い
な
お
現
在
の
教
区
、
或
は
一
四
世
紀
特
別
税
徴
収
の
際
の
O
お
暮
≦
8
昌
p
日
は
≦
話
浮
鉾
ヨ
↓
げ
o
著
を
含
む
。

男
虫
o
巨
Φ
留
一
ρ
o
や
鼻
●
｝
＜
o
＝
も
。
＆
。
。
こ
’
ω
巴
菖
弩
跨
即
呂
｝
H
●
ρ
評
昌
ど
、
屋
。
H
旨
①
一
阜
2
臨
①
峯
9
、
旨
日
g
跨
z
・
ま
o
亮

　
　
　
肉
O
O
謁
O
§
帖
O
輻
吻
妹
O
壕
健
一
く
〇
一
●
H
一
眞
一
〇
的
O
｝
℃
．
い
一
’

民
。
い
》
＝
一
恥
O
口
い
　
】
「
O
ω
け
　
！
N
一
一
一
即
磯
O
ρ
　
　
℃
9
一
ひ
一
畳

一
・
の
m
一
梓
一
一
一
ρ
『
の
げ
　
暫
昌
山
　
国
。
○
り
］
》
国
り
げ
蜜
℃
　
O
℃
。
O
一
“
｝
b
℃
’
Q
Q
～
喬
り

H
げ
一
山
4
　
b
℃
。
Q
Q
Q
～
℃
・

当
州
内
の
領
主
層
は
ブ
ロ
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
り
検
討
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

｝
．
】
〈
一
戦
げ
鴇
噂
　
目
ン
恥
　
頓
求
、
O
N
鱒
　
『
『
9
贈
o
b
驚
恥
び
　
℃
．
N
N
頓
’

の
帥
一
け
目
魯
『
の
げ
　
蟄
β
伍
　
U
9
紬
げ
》
陶
　
O
℃
●
O
一
け
こ
　
℃
，
い
N
’

H
げ
一
α
’
｝
b
、
O
一
　
（
β
■
Q
Q
）
。

一
げ
一
α
4
　
℃
り
轟
N
・

遺
産
目
録
の
分
析

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」

（
丙
騨
、
ω
ゆ
Φ
げ
巴
＝
O
ロ
）
を
め
ぐ

っ
て

一
八
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四

　
両
地
帯
に
お
け
る
農
民
の
土
地
保
有
規
模
か
ら
保
有
地
の
存
在
形
態
へ
と
注
意
を
向
け
た
筆
者
は
、
最
後
に
、
個
々
の
農
民
の
経
営
内

容
に
眼
を
転
ず
る
時
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
細
目
に
亘
り
検
討
す
る
の
は
史
料
の
点
か
ら
ま
ず
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
若
干
の
遺

産
目
録
の
内
容
或
い
は
農
業
経
営
文
書
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
そ
の
目
的
を
達
し
た
後
、
両
地
帯
の
遺
産
目
録
の
比
較

を
行
な
い
そ
の
特
徴
を
摘
出
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ま
ず
最
初
に
ホ
ス
キ
ン
ス
に
よ
り
農
民
生
活
を
窺
う
好
個
の
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
以
来
、
俄
に
脚
光
を
溶
び
た
「
遺
産
目
録
」

（
ぎ
く
魯
8
ユ
鵠
）
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
遺
産
目
録
は
早
い
も
の
は
一
五
世
紀
に
も
見
ら
れ
る
が
そ
の
数
が
急
速
に
増
大
す
る
の
は
一
六

世
紀
後
半
か
ら
で
、
そ
の
後
に
こ
れ
を
記
録
す
る
慣
行
は
漸
次
下
層
階
級
に
ま
で
滲
透
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
小
農
ク
ラ
ス
は

時
折
姿
を
見
せ
る
位
で
賃
労
働
者
階
級
の
遺
産
目
録
は
ま
ず
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
遺
産
目
録
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
当
初
は
ま
ず

標
準
保
有
農
層
以
上
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
次
に
貴
族
階
級
或
い
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
上
層
も
本
稿
で
取
扱
う
史
料
に

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
領
主
階
級
で
自
己
の
所
領
が
そ
の
居
住
す
る
司
教
管
区
（
象
0
8
零
）
の
外
に
存
在
す
る
時
は
、
カ
ン
タ
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

リ
の
大
司
教
裁
判
所
（
芸
o
ギ
雪
o
α
q
暮
貯
Φ
O
呂
濤
o
幡
○
㊤
暮
段
ゴ
蔓
）
で
認
証
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
領
主
層
も
小
論
で
利
用
さ
れ
る
ア
リ
ソ
ン
博
士
の
調
査
し
た
ノ
リ
ッ
ジ
司
教
管
区
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
一
或

い
は
二
教
区
の
マ
ナ
領
主
で
あ
る
下
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
原
則
で
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
揚
合
は
稀
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
両
地
帯
の
特
徴
的
な
保
有
農
に
つ
い
て
若
干
の
分
析
を
行
な
っ
て
み
る
。
ま
ず
「
森
林
地
帯
」
の
特
色
は
中
産
的
生
産
者
層
と

手
工
業
者
層
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
最
適
と
は
言
え
な
い
が
二
八
エ
イ
カ
を
保
有
し
標
準
農
と
ヨ
ー
マ
ン
と
の
境
界
に
位
置
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

既
述
ギ
ミ
ン
ガ
ム
の
農
奴
ト
マ
ス
・
カ
ル
ク
（
6
ぎ
目
器
O
巴
ぎ
）
の
遺
産
目
録
を
検
討
し
よ
う
。
彼
は
若
干
の
賦
役
義
務
と
地
代
一
〇



〔第26表〕　トマス・カルクの遺産内容

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
因
9
げ
ヵ
Φ
げ
Φ
一
一
δ
己
を
め
ぐ
っ
て

八
五

〔童〕　上述の保有地の家畜

　乳牛　　　　　6
　牡羊　　　　　10

　小羊　　　　　10
　馬車用去勢牛　　2

豚｛躍ne　l

　驚　　　　　　6

盤　21｝・一・
　　計　£6－1－0

　　　　　　　　（数）　（£）

　　　　　　　　　　　1－0－0

　　　　　　　　　　　　3－4

　　　　　　　　　　　　1－8

　　　　　　　　　　3－10－0

　　　　　　　　　　　15－6

　　　　　　　　　　　　4－0

　　　　　　　　　　　　2－0

〔ii〕穀物

　　　　　（エイカ）

　小麦　　　4

賛ス麦1｝

　豆　　　　　4

　　計　£7－0－0

〔iii〕債権

（£）

Aに対し12－0－0

B
C
D
計

”　　3－6－8

”　　2－0－0

”　　1－0－0

£18－6－8

〔iv〕その他

真鍮深鍋と小鍋

白鐘皿

白鍛盆

台皿

木盆

盆

真鍮釜

古い浅鍋

　（£）

2－10－0

2－0一つ

2－10－0

（数）（s．一d。）

各1　6－8

i
l
…

2
2

7－4

1－8

燭台

火皿

木鉢

木盆

木匙

古い羽ベッド

羊毛のペッド

マットレス

帆布の敷布4対
掛蒲団

自在駒等

荷馬車の頸圏

　　轍
　　孕
　　紀
　　摯の轍

　　計

1｝2－8

l
i
ト

1ト

　　10－8
　3　2一つ

　　　　10　
2

£4一一11－11

トマス・カルクの遺産比率

　　　　　　　　（£）

家畜　　　　6－1一つ

穀物　　　　7－0－0

債権　　　　　　　18－6－8

その他　　4－11－11

　合計 £　35－19－7

劫囎
㈱

穴ルカリンヘ

l
l
∵

乳牛

　計　£1－8－0

（％）

17

19

51

13

（s。d．）

5－0

3－0

20－0
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〔第27表〕　エドワード・エ

　　　リオットの遺産内容

　　　　　　　　（％）　　（£）

羊　　　　　　　　12　　　62

他の家畜　　　　　40　　　2Q8

穀物　　　　　　　14　　　　73

債権　　　　　　　12　　　62

その他　　　　　　22　　　115

　計　　　　　100　　520

〔第28表〕　トマス・ヒリン

　　　グの遺産内容

　　　　　　　　　　　　（鼠一d、）

skeen　（sic）　　　　　　　　　　　33一一4

白雄馬1　　　　　　　　　8－0

母羊6，子羊3　　　　　　8－3
台所用品　　　　　　　　　5－2

寝具　　　　　　　　　　　　7－4

織機1対（諸道具共）　　　6－0

穀物隣読鑑
豚｛覇n’、　2一、

木材　　　　　　　　　　　1－6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六

シ
ル
を
支
払
っ
て
い
る
。
前
頁
に
掲
げ
た
第
2
6
表

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
保
有
地
二
八
エ
イ
カ
一
ル
ー
ド
の
う
ち
二
〇
エ

イ
カ
に
播
種
さ
れ
て
お
り
、
冬
穀
・
春
穀
の
比
率

は
一
対
四
で
あ
り
春
穀
の
比
重
が
高
い
が
、
こ
れ

は
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
当
州
の
一
．
般

的
特
徴
な
の
で
あ
る
。
休
閑
地
は
八
エ
イ
カ
一
ル

ー
ド
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
厳
密
に
三
輪
作
制
度

（
歴
ぼ
8
8
鼠
江
8
逡
ω
＄
ヨ
）
と
い
う
こ
と
は
出
来
ま
い
。
注
目
す
ぺ
き
は
穀
物
生
産
と
同
時
に
酪
農
が
行
な
わ
れ
て
い
た
．
）
と
で
六
頭

の
乳
牛
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
七
世
紀
の
一
史
料
に
よ
れ
ば
、
「
森
林
地
帯
」
は
牧
畜
業
が
穀
物
、
杭
毛
の
生
産
と
並
ん
で
当
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

の
三
大
産
業
を
形
成
し
て
お
り
、
ノ
リ
ソ
ジ
以
下
の
工
業
立
地
が
そ
の
販
売
に
格
好
の
市
揚
を
提
供
し
て
い
た
。
牧
羊
業
も
一
六
世
紀
後

半
に
入
る
と
羊
肉
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
一
六
七
六
年
の
史
料
で
あ
る
が
、
ブ
レ
シ
ン
ガ
ム
（
醇
霧
巴
．
一
箪
一
p
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
エ
リ
オ
ッ
ト
（
国
q
名
p
a
国
臣
9
）
の
遺
産
目
録
〔
第
2
7
表
〕
は
、
彼
が
専
ら
牧
畜
．
酪
農
業
を
経
営
し
て
い
た
．
）
と

を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
前
の
史
料
に
戻
っ
て
ト
マ
ス
の
遺
産
の
特
色
は
債
権
が
そ
の
五
割
以
上
を
占
め
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
内

容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
生
産
物
販
売
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
が
多
少
な
り
と
も
自
己
の
経
営
に
余
裕
を

持
ち
利
潤
も
蓄
積
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
、
既
述
の
ヨ
ー
マ
ン
層
に
上
昇
し
た
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
の
農
民
層
を
想
起
さ
せ
る
。
最
後
に
へ



ン
リ
・
カ
ル
ク
の
身
分
で
あ
る
が
、
同
一
の
財
産
目
録
に
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
目
録
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
保
有
地
を
持
た
な
い
こ
と

か
ら
し
て
ト
マ
ス
の
家
に
住
込
ん
で
彼
と
共
に
働
い
て
い
た
近
親
者
と
推
定
さ
れ
る
。

　
次
は
、
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
の
ヒ
リ
ン
グ
（
国
三
旨
閃
）
家
に
所
属
し
、
一
〇
エ
イ
カ
足
ら
ず
の
土
地
を
保
有
す
る
一
農
奴
の
財
産
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

録
を
例
に
と
ろ
う
〔
第
2
8
表
〕
。
こ
の
種
の
手
工
業
者
が
当
地
帯
に
無
数
に
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
場
合
に
は
彼
は
硫
毛
工
業
に
従
事
す
る
と
同
時
に
農
業
に
も
従
事
し
た
の
で
あ
り
、
自
家
消
費
用
農
産
物
の
或
る
程
度
を
自
給
す

る
状
態
に
あ
っ
た
。
次
に
ト
マ
ス
と
同
じ
ギ
ミ
ン
ガ
ム
で
一
七
世
紀
初
頭
に
直
営
地
二
二
〇
エ
イ
カ
の
借
地
農
で
あ
っ
た
ウ
イ
リ
ア
ム
・

グ
リ
ム
（
≦
旨
す
筥
○
曙
①
ヨ
Φ
）
の
遺
産
目
録
が
第
2
9
表
で
あ
る
。
穀
物
h
鴇
l
o
l
o
は
前
記
カ
ル
ク
の
揚
合
の
評
価
か
ら
約
二
二
〇

エ
ー
カ
の
耕
地
に
相
当
し
て
お
り
、
彼
が
直
営
地
を
直
接
経
営
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
「
残
余
」
と
は
家
財
そ
の
他
の
評
価
額
で
あ

る
が
彼
の
揚
合
そ
れ
が
紡
。
8
－
o
l
o
と
高
額
を
示
し
て
い
る
。

一
般
に
後
に
述
ぺ
る
よ
う
に
領
主
層
に
な
る
ほ
ど
こ
の
額
は
高
い
。

　
最
後
に
ベ
デ
ィ
ン
ガ
ム
（
望
象
夷
鼠
ヨ
）
の
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ

ム
（
薫
巴
の
三
轟
ξ
旨
）
修
道
院
マ
ナ
は
そ
の
解
散
後
ノ
ー
フ
ォ

ク
伯
の
手
を
経
て
一
五
五
三
年
頃
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ス
リ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

（
≦
臣
昼
日
の
8
＝
轟
）
が
上
昇
し
て
領
主
と
な
っ
た
。
彼
は
そ

の
時
に
は
何
の
称
号
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
彼
の
子
供
ジ
ョ

ン
・
ゴ
ス
リ
ン
グ
（
甘
ゴ
一
〇
8
毎
薦
）
は
死
亡
（
一
五
九
五
年
）

　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
内
9
、
ω
勾
o
げ
〇
一
一
δ
己
を
め
ぐ
っ
て

　〔第29表〕　ウィリアム・

　　　グリムの遺産内容

　　　　　　　　　（£）　儒）

羊　　　　　　　　　19　　　4

その他の家畜　　　　80　　17

穀物　　　　　　　　57　　12

債権　　　　　　　　なし　　　0

その他　　　　　　320　　67

　計　　　　　　　　476　　100

　　　〔第30表〕　ジョン・ゴスリ

　　　　ングの遺産内容

一　　　　　　　　　（£）　（％）

八　羊　　　　　　　　22　　　5
七
　　その他の家畜　　　127　　29

　　穀物　　　　　　　52　　12

　　債権　　　　　　　　26　　　6

　　その他　　　　　　209　　48

　　　計　　　　£436　100％



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
際
し
ヨ
ー
マ
ン
と
記
載
さ
れ
、
専
ら
牧
畜
業
に
カ
を
注
い
だ
こ
と
が
分
る
〔
第
3
0
表
〕
。
彼
の
息
子
の
同
じ
く
ジ
ョ
ン
は
一
六
〇
七
年
に

こ
の
世
を
去
っ
た
時
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
「
平
野
地
帯
」
に
入
ろ
う
。
こ
こ
で
は
遺
産
目
録
に
先
立
ち
ヴ
ィ
ー
ズ
ナ
ム
（
≦
Φ
霧
窪
ξ
ヨ
）
の
農
民
ジ
ョ
ウ
ジ
・
エ
ル
ム
デ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珀
）

（
0
8
茜
Φ
田
ヨ
α
窪
）
の
経
営
文
書
の
分
析
を
行
な
お
う
。
彼
の
保
有
地
は
一
五
八
八
年
に
お
い
て
そ
の
殆
ど
が
賃
借
地
か
ら
成
る
二
八

ニ
エ
イ
カ
で
、
そ
の
う
ち
七
一
エ
イ
カ
が
囲
込
み
耕
地
・
草
地
、
一
ニ
エ
イ
カ
が
開
放
草
地
、
残
り
の
一
九
九
エ
イ
カ
が
開
放
耕
地
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
分
の
一
ほ
ど
が
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
小
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
に
よ
る
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ロ
ソ
ク

く
直
営
地
と
し
て
存
在
し
た
地
塊
で
は
な
か
っ
た
か
。
更
に
開
放
耕
地
の
う
ち
三
八
エ
イ
カ
は
．
〇
一
一
き
房
．
と
呼
ば
れ
る
草
地
と
な
っ
て

い
た
。
次
に
、
播
種
状
況
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
五
八
四
年
に
は
冬
穀
・
春
穀
・
休
閑
地
の
比
率
は
六
ニ
エ
イ
カ
ニ
ル
ー
ド
、
五
四
エ
イ

カ
ニ
ル
ー
ド
、
四
八
エ
イ
カ
で
、
ほ
ぽ
輪
作
制
度
で
あ
る
が
、
一
五
八
九
年
に
は
そ
れ
が
三
ニ
エ
イ
カ
、
六
四
エ
イ
ヵ
三
・
五
ル
ー
ド
、

四
八
エ
イ
カ
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
冬
穀
・
春
穀
の
比
率
は
二
対
一
と
な
り
、
三
輪
作
と
い
う
の
は
最
早
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に

播
種
面
積
に
は
か
な
り
の
流
動
性
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
る
。
次
に
、
保
有
地
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
も
彼
の
揚
合
は
特
に
ヴ
ィ
ー
ズ
ナ

ム
（
≦
①
霧
窪
鼠
糞
）
村
落
の
南
部
区
域
（
ω
o
暮
冨
旨
汐
9
冒
9
）
に
集
中
的
に
位
置
し
た
。

　
し
か
し
筆
者
に
と
り
、
こ
れ
が
グ
レ
イ
に
よ
り
当
史
料
が
「
ユ
ニ
ー
ク
で
貴
重
な
」
も
の
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る

の
は
実
に
単
純
な
理
由
、
す
な
わ
ち
、
「
平
野
地
帯
」
に
お
け
る
特
徴
的
富
農
が
そ
の
保
有
地
の
「
経
営
者
」
で
あ
り
、
一
六
世
紀
に
お

い
て
三
〇
〇
エ
イ
ヵ
余
り
の
経
営
が
現
実
に
可
能
で
あ
っ
た
し
か
つ
実
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
勿
論
彼
は
数
人
の
賃
労
働
者
を
雇
用
し
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
は
純
然
た
る
借
地
農
で
あ
っ
た
。
決
し
て
保
有
地



　　　　　　　〔第31表〕　ヴィーズナム村落の保有地

　　　　　　　　　　　宅地　　　南フィールド　　　　北フィールド

ノースホール・マナ　　　1　　183a．　　2r，　　　111a，　　1r．

イーストホーノレ・マナ　　1　　205　　　　　　　　　117　　　3

エト。ワード・クソク　　　6　　103　　　2　　　　 227

アンソニ・ブローナー　　1　　130　　　3　　　　　18　　　3

ジョン・バージェス　　　1　　ユ6　　　1　　　　　　2　　　1

ヒラリ・一・フォービィ　　2　　　3　　　　　　　　　 29

ジョン●ノ｛一ト；！　1302　172
ジョン・ビリングズ　　　1　　　5　　　　　　　　　　1　　　2
トマス・リシグ　　　　 1　　＿　　　　　　　　　3　　　2

トマス・ライト　　　　　1　　－　　　　　　　　　15

〔第32表〕　「平野地帯」借地農の遺産内容

　揚所　　　羊　　他の家畜　穀物　　債権　　残余　　　合計

　　　　　（£X％）（£X％）（£）（％）（£X％）（£）（％）　　（£

ループレィ　79・1649・10137・2888・18137・28　　490

　氏名

〔1〕K．S．

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
乙
。
ヵ
o
げ
Φ
一
一
δ
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て

322

359

268

〔2〕T．S，　ヒーチャム　71・22　84。26　61・19　Ni1　106・33

〔3〕R，K．　テリントン　61・17114・29143・4011・3　40・11

〔4〕J．A．　ダンストン　40・15　69・25　24・9　Ni1　137・51

212

291

〔5〕wJ．　バラ・パラ　42・20　53。25　68。32　Ni1　49．23

〔6〕E・E・宏レシン32…49・・7・3・・45Ni179・27

を
「
又
貸
」
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
く

て
同
様
に
当
村
落
の
開
放
耕
地
に
三
六
三
エ

イ
カ
を
保
有
し
て
い
た
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
ト
マ

ス
。
ク
ッ
ク
（
↓
ゴ
O
ヨ
卑
ω
O
O
犀
①
）
も
エ
ル

ム
デ
ン
と
同
様
に
直
接
経
営
を
す
る
借
地
農

　
　
　
　
（
n
）

で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
村
落
の
耕
地
は
か
よ
う

な
ジ
ェ
ン
ト
リ
借
地
農
の
土
地
集
中
が
進
み
、

「
平
野
地
帯
」
の
特
色
を
如
実
に
提
示
し
て

（
1
2
）

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、

若
干
の
遺
産
内
容
を
検
討
し
よ
う
。

ア
リ
ソ
ン
の
検
討
し
た
一
五
八
九
～
九
六
年

の
史
料
の
う
ち
「
平
野
地
帯
」
に
所
属
し
、

一
五
〇
頭
か
ら
四
〇
〇
頭
の
羊
群
を
所
有
す

る
六
名
の
財
産
目
録
は
第
3
2
表
の
如
き
も
の

　
（
1
3
）

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
一
八
九



、

　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇

こ
の
う
ち
ω
、
吻
、
⑥
、
的
は
富
裕
な
借
地
農
で
あ
っ
た
が
、
羊
群
は
い
ず
れ
も
四
〇
〇
頭
以
下
で
あ
り
、
領
主
の
牧
羊
区
の
い
く
ら
か
を
、

そ
の
保
有
地
域
は
借
地
に
対
す
る
権
利
と
し
て
保
持
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
の
の
R
・
K
の
肺
＆
I
o
I
o
、
勾
の
K
・
S
の
圏
嵩
N
I
o
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

o
と
い
う
穀
物
評
価
は
当
地
帯
に
お
け
る
よ
り
低
い
生
産
性
を
考
慮
し
て
も
五
〇
〇
エ
イ
カ
前
後
の
土
地
経
営
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
コ

　
次
に
師
の
E
．
E
は
一
五
五
六
年
に
リ
ト
ル
・
ク
レ
シ
ン
ガ
ム
（
口
琶
0
9
霧
旨
嶺
星
目
）
の
地
主
で
あ
り
、
一
五
三
七
年
～
五
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
間
に
当
村
の
み
を
所
有
す
る
地
主
層
に
編
入
さ
れ
た
。
彼
は
多
分
そ
れ
以
前
は
当
村
の
借
地
農
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
は

同
じ
く
五
〇
〇
エ
イ
カ
ほ
ど
の
播
種
穀
物
を
記
録
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
④
の
」
・
A
は
事
情
を
異
に
す
る
。
ア
プ
ル
ヤ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

家
は
既
に
一
五
世
紀
初
頭
よ
リ
ダ
ン
ス
ト
ン
・
マ
ナ
領
主
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
保
持
し
て
お
り
、
彼
の
遺
産
目
録
で
は
穀
物
は
僅
か

九
％
（
二
四
ポ
ン
ド
）
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
土
地
経
営
か
ら
殆
ど
身
を
引
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
般
に
か

よ
う
な
領
主
層
は
「
残
余
」
の
占
め
る
額
が
高
い
。
そ
れ
で
も
彼
は
下
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
次
に
、
プ
デ
ィ
ン
グ
・
ノ
ー
ト
ン
（
b
＆
象
お
乞
o
ヰ
o
巳
は
一
八
世
紀
に
は
廃
村
と
な
り
、
一
七
世
紀
初
頭
に
既
に
教
会
は
荒
廃
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

帰
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
村
落
の
一
六
一
七
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
レ
イ
ノ
ル
ド
（
≦
崖
鼠
巨
因
2
8
匡
）
の
遺
産
目
録
は
、
次
頁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

よ
う
な
大
借
地
農
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
〔
第
諮
表
〕
。
彼
は
領
主
権
自
身
を
借
入
れ
て
殆
ど
全
村
を
自
己
経
営
し
た
と
推
定
さ
れ

る
。
そ
の
内
容
か
ら
彼
は
一
〇
〇
〇
エ
イ
カ
以
上
の
土
地
を
経
営
し
、
一
三
〇
〇
頭
の
羊
群
の
他
に
多
数
の
家
畜
を
飼
育
し
て
い
た
。

　
最
後
に
ノ
ー
フ
ォ
ク
屈
指
の
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
で
あ
る
ベ
デ
ィ
ン
フ
ォ
ー
ド
（
窄
象
夷
a
＆
）
家
は
一
六
世
紀
に
は
数
千
頭
の
羊
群
を

保
持
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
そ
の
一
門
で
あ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ベ
デ
ィ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
一
七
世
紀
末
の
遺
産
目
録
は
第
糾
表

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
七
世
紀
末
に
は
彼
は
既
に
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
経
営
活
動
か
ら
手
を
引
き
、
完
全
な
地
代
収
得
者
と



　〔第33表〕　ウィリアム・

　　レイノルドの遺産内容

　　　　　　　（£）　　（％

羊　　　　　　　　430　　2

他の家畜　　　　　355　　2

穀物　　　　　　　326　　2

債権　　　　　　　118

残余　　　　　　　252　　1

　計　　　　　　　1481　　10

　〔第34表〕　フィリップ・

　　ベディンフイールド
　　　（ディチンガム）

　　　　　　　（£）　　（％

　羊　　　　　　　18　　　1

　他の家畜　　　　123　　　　7

　穀物　　　　　　53　　　3

　債権　　　　　141　　　8

　残余　　　　　1430　　　81
　　計　　　　　　　　　　1765　　　　　　100

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
遺
産
目
録
の
総
ま
と
め
と
し
て
、
一
五
八
九
ヒ
九
六
年
の
間
に
お
け
る
当
ノ
リ
ッ
ジ
司
教
区
に
保
存
さ
れ
い
る
遺
言
状
一
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

通
の
遺
産
目
録
を
対
象
と
し
て
そ
の
総
額
を
検
討
し
て
み
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
内
容
に
立
ち
入
っ
た
分
析
で
は
な
く
、
こ

れ
よ
り
何
ら
か
の
確
定
的
な
こ
と
を
結
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
が
今
ま
で
碍
ら
れ
た
諸
結
論
を
支
持
す

る
の
で
あ
れ
ぱ
、
傍
証
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
。
第
3
5
表
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ア
リ
ソ
ン
の
分
類
に
よ
る
両
地
帯
の
分
布
は
一
見
し
て
か
な
り
近
似
し
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
重
要
な
差
異
を
発
見
す
る
こ
と

が
出
来
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
標
準
保
有
農
層
と
み
な
さ
れ
る
h
N
一
I
o
I
o
～
h
8
1
0
1
0
に
相
当
す
る
農
民
が
「
森

林
地
帯
」
に
お
い
て
未
だ
か
な
り
厚
み
を
有
し
て
い
る
が
、
「
西
部
」
に
お
い
て
は
こ
れ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
（
そ
れ
以
下
の
層
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
は
両
地
帯
共
ほ
ぼ
等
し
い
）
。

　
　
）
9
4
2
8
7
0
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
ヨ
　

　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
1
0

「
ケ
ソ
小
の
叛
乱
」
（
囚
曾
、
o
o
刎
O
σ
O
≡
o
こ
を
め
ぐ
っ
て

　
第
二
に
、
ヨ
ー
マ
ン
下
層
と
み
な
さ
れ
る
騰
鋒
I
O
l
O
疋
圏

＄
－
O
I
O
の
農
民
に
次
の
分
布
の
重
心
が
あ
る
こ
と
は
両
地
帯

と
も
共
通
で
あ
る
が
、
次
の
重
心
が
「
西
部
」
に
お
い
て
は
h

一
2
1
0
－
O
～
圏
頃
O
I
O
I
O
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
と
の
境
界
に
あ

る
の
に
対
し
て
、
「
東
部
」
で
は
そ
れ
が
恥
Q
。
一
ー
O
－
o
～
腕
8

－
O
－
O
の
ヨ
ー
マ
ン
上
層
に
あ
る
こ
と
。

　
第
三
に
、
拘
嵩
O
－
O
I
O
以
上
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
が
「
西
部
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
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（100）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二

に
お
い
て
は
一
〇
％
ほ
．
ど
高
い
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
標
準
保

有
農
層
の
低
い
割
合
の
分
だ
け
が
こ
の
層
の
比
重
を
「
東

部
」
に
比
較
し
て
重
く
じ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
東
部
」
と
比
較
し
て
「
西
部
」
に

お
い
て
富
農
の
土
地
集
中
が
よ
り
一
層
進
ん
で
い
た
、
と
い

う
今
ま
で
繰
返
し
て
強
調
し
て
き
た
結
論
を
確
認
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
テ
。

　　（£）

　1－10

11－20

21－30

31－40

41－50

51－60

61－70

71－80

81－90

91－100

101－150

151－200

201－300

301－400

401－500

501－600

601－700

701一以上
　　　　　　計

（
1
）
　
≦
’
ρ
国
S
一
含
プ
肉
跨
趣
恥
き
ト
亀
8
象
ミ
簿
号
鳥

　
韓
詮
o
ミ
｝
一
〇
軌
ρ
特
に
第
五
章
。

（
2
）
H
三
α
‘
℃
。
旨
9

（
3
）
o
自
■
国
。
鷺
ρ
嚢
§
ミ
＆
肉
褻
ぎ
魯
§
き
貫

　
℃
や
N
O
“
ヒ
い

（
4
）
　
拙
稿
、
「
『
大
叛
乱
』
（
O
お
暮
ヵ
o
富
臣
o
昌
）
は
市
民

　
革
命
か
」
、
四
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
　
囚
■
い
》
＝
一
ω
0
9
勺
ダ
U
，
6
一
一
㊦
巴
潮
や
旨
N

（
6
）
搾
≦
。
U
鴛
①
ε
9
“
建
象
ミ
璽
。
～
9
知
ミ
誉
ミ
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§
9
き
ン
冥
図
旨
～
詳
改
く
●

囚
●
｝
．
》
一
房
o
コ
o
》
o
一
け
‘
b
」
N
♪

男
国
o
目
3
0
匡
曽
顛
象
ミ
噂
＆
≧
o
藍
o
ミ
＜
o
一
’
〆
つ
一
〇
N

界
い
》
一
犀
8
P
o
や
o
一
壁
噌
ゆ
一
ま
、

国
．
い
O
壁
ざ
肉
ε
罰
罫
、
§
亀
G
Q
鴇
9
§
辛
℃
●
ω
一
〇
〇
中
＝

H
げ
置
‘
博
呂
o
o
｝
2
」
。

H
げ
置
ー

界
い
》
一
一
冨
o
P
o
や
9
f
℃
」
一
い

コ
匹
o
日
9
0
一
ρ
o
ウ
9
f
〈
〇
一
ー
≦
｝
つ
一
〇
P

H
げ
箆
‘
＜
o
尉
く
リ
リ
q
9

国
い
》
一
冴
o
p
い
o
ω
け
≦
二
夷
o
ω
o
h
2
0
跨
〇
一
ぎ
や
一
顛
禽
男
国
o
ヨ
Φ
b
①
一
9
く
〇
一
。
首
一
℃
つ
二
〇
。
～
ρ

囚
●
い
≧
房
o
P
b
『
U
’
↓
常
ω
一
の
。
う
一
8

溶
い
》
一
一
肪
o
P
o
や
9
け
‘
一
り
爲
o
o
．

H
匿
‘
言
っ
図
目
・
》
幕
ピ

　…m

土
地
市
場
と
社
会
的
流
動
性

（　
最
後
に
土
地
市
揚
と
社
会
的
流
動
性
に
関
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
。
。
影
o
げ
〇
三
9
）
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
時
期
が
異
常
な
ま
で
に
土
地
の
売
買
の
盛
ん
な
時
期
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
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橋
大
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研
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究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
は
既
に
故
R
・
H
・
ト
ー
二
－
教
授
以
来
の
定
説
で
あ
り
、
こ
の
点
で
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
が
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
き
た
こ

と
も
周
知
に
属
す
る
。
例
え
ば
富
岡
教
授
は
「
叛
乱
」
の
主
謀
者
W
・
ケ
ッ
ト
を
対
象
に
し
て
そ
の
土
地
所
有
な
い
し
保
有
規
模
の
増
大

　
　
　
　
（
2
）

を
詳
論
さ
れ
た
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
事
例
に
お
い
て
も
土
地
市
場
の
展
開
は
二
・
三
の
マ
ナ
法
廷
記
録
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

さ
ら
に
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
で
も
触
れ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
一
再
な
ら
ず
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
単
に
自
己

の
経
営
拡
大
の
土
地
売
買
ば
か
り
で
な
く
売
買
を
目
的
と
し
て
投
機
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
年
賦
に
よ
る
土
地
購
入
と
か
一
〇
年
間
に
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
く
と
も
六
回
も
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
の
記
録
さ
え
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
移
動
が
自
由
保
有
地
よ
り
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル

ド
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
も
注
目
に
値
し
よ
う
。
ハ
モ
ン
ド
が
土
地
売
買
が
頻
繁
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
ウ
エ
ス
ト
・
ラ
ダ
ム
（
毛
窃
け

因
＆
鼠
目
）
マ
ナ
で
は
、
コ
ピ
；
ホ
ウ
ル
ド
の
保
有
者
二
一
名
の
う
ち
一
五
名
は
明
ら
か
に
一
五
二
六
年
以
降
に
そ
の
土
地
保
有
権
を
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
既
述
の
カ
ー
ス
ル
エ
イ
カ
・
マ
ナ
に
お
い
て
も
事
態
は
大
差
な
い
。

　
一
例
と
し
て
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
の
一
農
民
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ラ
ー
（
≦
箪
貯
5
男
巨
一
震
）
の
土
地
売
買
記
録
を
次
頁
に
掲
げ
て
お

（
5
）

こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
活
発
な
土
地
市
揚
か
ら
結
果
す
る
も
の
が
農
民
の
地
域
的
（
”
水
平
的
）
流
動
性
で
あ
る
と
い
え
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
同
時
に
社
会
的
（
n
垂
直
的
）
流
動
性
を
伴
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
た
古
典
的
な
問
題
提
起
が
故
R
・
H
・
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ー
二
i
教
授
の
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
勃
興
」
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
際
念
の
た
め
付
言
す
れ
ば
、
彼
の
揚
合
最
大
の
論
点

は
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
内
部
に
お
け
る
富
裕
化
で
あ
り
、
新
参
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
問
題
に
な
っ
た
際
に
も
そ
れ
は
専
ら
富
裕
な
商
人
か
ら
ジ
ェ
ン

ト
リ
ヘ
の
転
化
、
つ
ま
り
横
滑
り
的
流
動
性
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
教
授
の
社
会
的
流
動
性
億
そ
の
よ
う
な
局
面
に
お
い
て
捉
え
ら
れ



　〔第36表〕　ウィリアム・フラーの土地売買等

　　理　　由　　　　　　　　　　物　　　件

購　入　　　　　　　　　3L

｛購　入　　　　　　　　　2a．

売却　　　　 コピーホウルド・フリーホウルド若干

｛売　却　　　　　　　　　前述の2エーカ

購入　　　　　若干の土地

｛売　却　　　　　　　　　10地片

売　却　　　　　　　　　10a．

　　　　　　　　　　　　1購　入　　　　　　　　　6－a．
　　　　　　　　　　　　2
売　却　　　　　　　　　　若干の養魚地

｛
購　入　　　　　　　　　　マナ屋敷の一部

売　却　　　　　　　　　　3a，の砂利地

賃　借　　　　　　　　　21a，

｛共同相続　　　　　　　　養魚地

交　換

過去12年実績のため贈与　　16a，と30a，のインクロウジャ

時期

1538

1539

1540

不明

不明

1541

1544

1547

1549

「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
の
因
o
げ
①
＝
δ
昌
）
を
め
ぐ
っ
て

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
間
題
に
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
ヨ

ー
マ
，
ン
か
ら
ジ
ェ
ン
ト
リ
ヘ
の
上
昇
で
あ
る
。
こ
の
社
会
層
間
の
流

動
性
の
検
出
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
は
マ
ナ
史
料
の
綿

密
な
検
討
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
一
例
だ

け
を
提
示
す
る
。
一
再
な
ら
ず
利
用
さ
れ
た
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク

の
揚
合
で
あ
る
。
ホ
ー
ア
女
史
は
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
の
ジ
ェ
ン

ト
リ
・
ヨ
ー
マ
ン
家
族
の
家
系
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

若
干
を
整
理
し
て
参
考
に
供
し
た
い
。
次
頁
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な

よ
う
に
一
五
世
紀
の
上
層
農
民
は
市
民
革
命
期
に
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
と

な
り
、
地
主
と
し
て
上
昇
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
小
商
品
生
産
者
に

は
経
営
拡
大
の
好
機
が
充
分
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

社
会
的
上
昇
が
前
記
の
史
料
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
牧
羊
業

の
拡
大
を
結
果
し
た
限
り
、
そ
れ
は
ケ
ソ
ト
の
「
叛
乱
」
の
成
熟
条

件
と
し
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ま
ず
大
過
な
い

で
あ
ろ
う
。
小
商
品
生
産
者
層
に
と
り
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五



〔第37表〕 ギミンガム・ソックのヨーマン」ジェントリ層

　　　　　　　　　　　　　　　　（16－17C。）
（1）　J。and　T，Blofe1（1　　1483

　　T．Blofield　　　　　　　1618

（H）　T。Brafield　　　　　1332

　　E．Bradfield　　　　　1663

（III）W，Browning　　1486

　　R・BrOwning　　6C・初頭
（W）　　『～V，Clarke　　　　　　　　1586

（V）　the　Grimes　　　16C．

　　G．Grime　　　　1620～，28

　　W。Grime　　　　　1613
（、肛）　エGogle　　　　　　1462

　　J，Gogle　　　　1597
　　R．Gogle　　　　　1620～1

　　T．Gogle　　　　　　1638

（Vn）　J。Matchett　　　　　1577

　　S．Matchett　　　　　　1652

　　J．弘latchett　　　　　　　1662

（皿）瓦Rugge　　1391－2
　　R　Rugge　　　　　1545

　　XV．Rugge　　　　　　　1572

　　T，Rugge　　　　　1663

（IX）W。Worts　　　　1462
　　T．、ぺ70rts　　　　　　　　　　1547

　　C．Worts
　　　　　　　　　1632　　（＝T。Wortsの娘）

　
Z
O
塊
出
〇
一
犀
旧
　
℃
一
ソ
軌
～
ω
O
■

（
3
）
界
い
国
即
ヨ
目
o
且
一
8
、

　
O
一
け
こ
　
℃
。
い
轟
．

（
4
）
　
　
一
げ
一
畠
こ
　
℃
唱
。
N
圃
～
Q
Q
一

（
5
）
H
び
一
P
窓
」
O
～
旨

（
6
）
O
o
算
界
串
↓
帥
ミ
冨
ざ

　
↓
｝
馬
　
肉
帆
防
O
　
O
『
　
瓢
↑
恥
　
q
“
§
妹
壕
噂
。

　
一
〇
総
，
（
浜
林
正
夫
訳
「
ジ
ェ
ン

ギミンガム農奴

ジェントリ

地税（subsidy）支払いの記録あリ

ジェントリ・マンデズレイにマナ保有

‘可成な土地所有者’

トランチに1マナ保有

弓一マン・共有権の侵害者・18C，に零落

農奴として賦役に従事

ジェントリ。ギミンガムホールの貸借人．
1マナの地主

ヨーマン・1マナの地主

ギミンガム直営地の貸借農

ジェントリ

ジェントリ

ジェントリ

ギミンガムの教区牧師

ジェントリ

ジェントリ

2a，に対し3シルの地代支払い

ノースレプスの土地の大部分の保有者

ノースレプスの地主（10rd）

ジェントリ

トランチの直営地の貸借農。

ヨーマン

トランチのマナ地主丁、Rとの婚姻を通
じ同マナの所有者となる

（
1
）
　
菊
，
国
。
↓
騨
≦
ロ
①
ざ
　
『
ぎ

』
℃
養
試
麟
§
唱
琶
ミ
恥
韓
き
簿
馬

の
§
尉
§
簿
q
衛
ミ
ミ
撃
憾
麩
詮
き

（
2
）
　
富
岡
次
郎
『
イ
ギ
リ
ス
農

　
民
一
揆
の
研
究
』
五
五
八
i
九
頁
。

U
。
客
■
囚
O
菖
，
円
ゴ
Φ
囚
O
詳
ω
O
h
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一
九
六

は
彼
の
好
機
を
奪
う
ぱ
か
り
か
そ
の

権
利
を
も
奪
う
も
の
と
し
て
映
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。



　
の
勃
興
」
）
。

（
7
）
　
ρ
鼠
’
国
o
鷺
Φ
｝
o
b
●

9
f
サ
鴇
o
o
卑
・
同
じ
よ
う
な
調
査
が
同
女
史
の
作
品
．
臨
輻
象
ミ
健
亀
9
『
ミ
ε
卑
恥
＆
塁
籍
§
乱
、
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

結

証口口

　
第
一
部
で
得
ら
れ
た
諸
結
論
は
既
に
明
瞭
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
要
約
し
て
結
び
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
領
主
の
封
建
的
諸
権
利
に
つ
い
て
は
、
農
奴
身
分
は
一
五
・
六
世
紀
を
通
じ
て
尚
完
全
に
消
滅
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
り

わ
け
国
王
直
轄
地
に
そ
れ
が
強
固
に
残
存
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
注
目
に
価
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
着
実
に
減
少
し
最
後
に
一
五
七
五

年
の
「
解
放
令
状
」
に
よ
り
幾
許
か
の
金
額
と
交
換
し
え
る
ほ
ど
の
意
味
し
か
持
た
な
く
な
っ
た
。

　
マ
ナ
の
収
入
は
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
の
支
払
う
地
代
の
割
合
の
高
い
「
森
林
地
帯
」
の
マ
ナ
と
直
営
地
の
賃
貸
料
が
多
額
で
あ
る
「
平
野

地
帯
」
の
対
照
が
目
立
ち
、
比
較
的
に
は
「
保
有
登
記
金
」
の
騰
貴
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
東
部
」
領
主
の
収
入
が
押
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
の
に
対
し
て
ρ
「
西
部
」
領
主
の
収
入
は
顕
著
に
増
大
し
た
。
マ
ナ
法
廷
収
入
は
両
地
帯
を
通
じ
て
大
き
な
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
。

　
次
に
マ
ナ
法
廷
記
録
は
、
「
東
部
」
に
お
い
て
既
に
一
四
世
紀
か
ら
小
規
模
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
中
心
に
共
同
体
規
制
の
浸
蝕
が
明
瞭

で
あ
る
が
、
「
西
部
」
で
は
．
｝
の
現
象
は
全
く
見
ら
れ
ず
む
し
ろ
領
主
は
法
廷
を
無
視
し
て
領
主
権
を
乱
用
し
法
廷
が
農
民
の
権
利
を
主

張
す
る
揚
と
な
る
。
そ
し
て
牧
羊
区
の
新
設
・
拡
大
を
廻
り
地
主
的
土
地
所
有
者
と
農
民
の
対
立
が
尖
鋭
化
す
る
。

　
．
一
の
揚
合
、
前
者
の
行
為
は
一
方
に
お
い
て
確
か
に
穀
作
に
従
事
す
る
借
地
農
業
経
営
者
の
合
理
的
農
業
経
営
に
対
す
る
阻
止
的
要
因

と
し
て
働
い
た
．
一
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
ら
の
行
為
こ
そ
が
同
時
に
資
本
主
義
的

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
因
9
、
。
。
ヵ
魯
の
≡
9
一
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
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九
八

借
地
経
営
を
創
り
出
す
起
動
力
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
領
主
に
よ
る
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
と
同
様
に
、

彼
ら
の
土
地
清
掃
者
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
彼
ら
が
市
民
革
命
以
後
直
接
経
営
か
ら
手
を
引
く
時
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
農
法
が
展
開
す
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
必
要
な
通
過
点
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
農
民
経
済
の
発
展
を
観
察
す
る
と
、
「
森
林
地
帯
」
で
は
杭
毛
工
業
の
発
展
と
同
時
に
「
小
規
模
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
」
が
着
実

に
進
行
し
、
保
有
規
模
で
は
中
産
的
生
産
者
層
が
多
数
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
平
野
地
帯
」
で
は
直
営
地
の
借
地
農
が
極
め

て
有
利
な
立
揚
に
立
ち
、
一
六
世
紀
の
小
農
民
の
土
地
を
併
合
し
て
経
営
面
積
を
増
大
し
、
数
百
エ
イ
カ
を
保
有
す
る
借
地
農
と
日
雇
労

働
者
的
農
民
へ
の
農
民
層
の
分
解
が
急
速
に
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
「
マ
ナ
法
廷
記
録
」
、
「
土
地
調
査
書
」
が
示
す
こ
れ
ら
の
諸
動
向
は
、

当
時
の
「
遺
産
目
録
」
の
分
析
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
く
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
領
主
の
牧
羊
経
営
が
、
こ
の
分
解
を

促
進
し
た
。
牧
羊
経
営
が
杭
毛
工
業
へ
の
対
応
で
あ
り
、
か
つ
牧
羊
区
の
新
設
・
拡
大
が
共
同
体
規
制
の
破
壊
に
つ
な
が
る
限
り
に
お
い

て
、
こ
れ
に
よ
り
領
主
は
近
代
的
地
主
へ
と
変
態
の
過
程
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
部
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
内
魯
．
ω
幻
o
げ
①
田
8
）

「
叛
乱
」
の
理
解
を
廻
っ
て

第
一
部
に
お
い
て
絶
対
王
制
期
に
お
け
る
農
業
の
実
態
に
つ
い
て
論
及
し
た
筆
者
は
、
続
い
て
絶
対
王
制
の
最
盛
期
に
各
地
方
に
激
発



し
た
農
民
一
撲
の
う
ち
で
も
そ
の
詳
細
な
「
綱
領
」
に
よ
り
有
名
な
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
以
下
単
に
「
叛
乱
」
と
呼
称
す
る
）
を
対
象
に
し

て
分
析
の
筆
を
進
め
た
い
と
思
う
。

　
こ
の
「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
に
関
す
る
わ
が
国
の
代
表
的
研
究
成
果
と
し
て
は
、
贅
言
す
る
ま
で
も
な
く
大
著
『
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
の

研
究
』
に
収
録
さ
れ
た
富
岡
次
郎
教
授
の
手
に
な
る
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
第
七
章
）
が
あ
る
。
教
授
は
こ
の
精
緻
な
実
証
研
究
の
結
論
を

次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
た
。

　
　
絶
対
王
政
確
立
期
の
先
進
地
帯
に
お
け
る
農
民
闘
争
は
、
e
、
封
建
制
再
編
を
行
な
う
封
建
領
主
と
、
O
、
上
か
ら
近
代
化
を
す
す
め
る
地
主
と
い

　
う
二
つ
の
攻
撃
対
象
を
も
つ
。
こ
の
二
つ
の
攻
撃
対
象
は
常
に
密
接
に
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
、
絶
対
王
政
権
力
と
結
合
し
て
、
農
民
の
抵
抗
を
圧
殺
す

　
る
方
向
に
向
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
抵
抗
の
主
体
は
村
落
共
同
体
全
体
で
あ
り
、
内
部
に
階
層
分
化
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
富
農
層
が
主
導
し
、
そ
れ
に

　
都
市
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
参
加
し
た
。
富
農
層
は
下
か
ら
農
民
的
近
代
化
の
道
を
進
め
る
た
め
村
落
共
同
体
を
一
つ
に
結
集
し
て
抵
抗
の
基
盤
と
し
、

　
さ
ら
に
都
市
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
同
盟
し
て
、
上
か
ら
の
圧
力
に
対
抗
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
村
落
共
同
体
を
守
れ
」
と
い
う
農

　
民
闘
争
も
後
向
き
の
闘
争
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
は
な
く
、
真
に
革
命
的
な
道
を
進
む
農
民
層
お
よ
ぴ
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
e
、
反
封
建
闘
争
、
口
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
地
主
的
近
代
化
へ
の
抵
抗
と
し
て
理
解
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。

　
富
岡
教
授
の
農
民
一
揆
論
の
基
底
に
は
、
教
授
自
身
が
明
瞭
に
論
及
し
て
い
る
よ
う
に
「
農
民
闘
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
市
民
革
命
の

民
主
的
発
展
は
阻
止
さ
れ
、
地
主
的
土
地
所
有
権
を
確
立
し
た
時
点
で
、
市
民
革
命
は
停
止
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
が
ハ
ー
フ
・
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ト
ッ
プ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
市
民
革
命
論
が
据
え
ら
れ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
あ
る
が
、
別
稿
で
簡
潔
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
を
こ
の
よ
う
な
視
角
で
把
握
し
評
価
す
る
こ
と
に
は
、
遺

　
　
　
　
　
「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
曾
．
。
。
刀
o
げ
o
葺
○
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
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二
〇
〇

憾
乍
ら
荷
担
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
教
授
の
主
張
の
も
う
ひ
と
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
絶
対
王
制
期
の
村
落
共
同
体
に

つ
い
て
の
既
述
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
吉
岡
昭
彦
教
授
が
「
そ
の
（
共
同
体
）
内
部
に
如
何
な
る
階
級
関
係
を
も
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ま
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
自
治
共
同
体
を
設
立
す
る
と
い
う
方
法
的
誤
謬
を
お
か
し
て
い
る
」
と
し
て
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
果
し
て
そ
う

で
あ
る
の
か
、
こ
れ
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

　
富
岡
教
授
の
見
解
と
筆
者
の
そ
れ
と
が
ど
の
程
度
異
な
る
も
の
か
は
行
論
の
う
ち
に
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
教
授
の
そ
れ
は
と
り
わ
け
政
治
過
程
の
叙
述
に
関
す
る
限
り
ま
こ
と
に
精
緻
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
は
屋
上
屋
を
架
す
る
の

愚
を
あ
え
て
行
な
う
こ
と
は
し
な
い
。
残
さ
れ
た
仕
事
は
そ
の
社
会
経
済
的
背
景
と
の
関
連
を
更
に
深
く
追
求
し
た
上
で
、
「
叛
乱
」
を

あ
ら
ゆ
る
意
味
で
立
体
的
口
複
眼
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
叙
述
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
当
「
叛
乱
」
が
持
つ
意
味
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
一
六
世
紀
前
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
政
治

経
済
風
土
が
、
特
に
当
時
白
熱
し
た
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
問
題
を
中
心
に
し
て
論
じ
ら
れ
（
第
一
章
）
、
次
に
「
叛

乱
」
の
持
つ
個
性
的
性
質
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
状
況
が
同
一
の
視
点
か
ら
追
求
さ
れ
る
。
と
い
っ

て
も
、
こ
れ
は
勿
論
第
一
部
に
お
い
て
充
分
果
た
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
か
ら
、
当
節
で
鳳
特
に
そ
れ
を
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
イ
ン
ク
・

ウ
ジ
ャ
の
進
行
と
、
「
叛
乱
」
に
先
立
つ
一
揆
的
症
状
及
び
当
州
の
政
治
風
土
と
い
う
観
点
か
ら
一
瞥
す
る
の
が
そ
の
主
な
狙
い
で
あ
る

（
第
二
章
）
。

　
以
上
の
二
章
に
お
い
て
当
時
の
諸
状
況
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
た
わ
れ
わ
れ
は
、
次
章
に
お
い
て
「
叛
乱
」
の
具
体
的
叙
述
に
入
り
、

続
い
て
「
綱
領
」
が
当
時
の
社
会
経
済
的
史
料
を
利
用
し
つ
つ
分
析
さ
れ
る
（
第
三
・
四
章
）
。
そ
し
て
最
後
に
結
語
と
し
て
「
ケ
ッ
ト
の



叛
乱
」
の
資
本
主
義
社
会
の
成
立
史
上
に
持
つ
意
味
が
、
特
に
十
四
世
紀
の
「
一
揆
」
及
び
当
「
叛
乱
」
の
ほ
ぼ

「
大
叛
乱
」
と
の
関
連
に
お
い
て
簡
潔
に
触
れ
ら
れ
よ
う
。

　
　
（
1
）
　
富
岡
次
郎
著
「
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
の
研
究
」
五
六
四
頁
。

　
　
（
2
）
　
同
書
、
二
五
六
頁
。

　
　
（
3
）
　
拙
稿
「
『
大
叛
乱
』
（
の
お
彗
国
3
Φ
三
曾
）
は
市
民
革
命
か
」
（
『
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
の
研
究
』
収
録
）
。

　
　
（
4
）
　
吉
岡
昭
彦
稿
「
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
制
下
の
村
落
共
同
体
」
、
『
社
会
経
済
史
大
系
W
』
、
三
〇
頁
参
照
。

世
紀
後
に
訪
れ
る

　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
一
　
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
政
策
と
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
の
実
態

　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
五
〇
〇
～
一
六
五
〇
年
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
模
に
お
い
て
「
農
民
一
揆
の
最
後
の
盛
期
」
（
ト
ー
二
ー
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
一
五
三
六
年
、
か
の
有
名
な
「
恩
寵
の
巡
礼
」
（
↓
冨
源
侭
ぽ
ヨ
轟
①
9
の
声
o
o
）
一
揆
か
ら
同
四
九

年
の
本
稿
の
対
象
た
る
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
を
経
て
五
〇
年
代
に
お
け
る
ケ
ン
ト
、
エ
セ
ッ
ク
ス
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
に
お
け
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

揆
な
ど
、
一
五
三
〇
～
六
〇
年
の
三
〇
年
間
が
特
に
注
目
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
地
方
に
起
っ
た
一
揆
或
い
は
叛
乱

は
、
そ
の
地
盤
と
な
っ
た
諸
地
方
の
社
会
経
済
的
発
展
を
反
映
し
て
、
夫
々
を
比
較
す
る
と
顕
著
な
対
照
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
例
え
ば
、
そ
の
最
も
良
い
例
と
し
て
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
を
中
心
と
し
た
「
恩
寵
の
巡
礼
」
一
揆
は
そ
の
後
進
的
経
済
発
展
を
如
実
に
反

映
し
て
、
一
揆
の
主
体
は
貴
族
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
農
民
が
合
体
し
て
お
り
、
そ
の
性
格
も
ま
た
直
接
動
機
が
修
道
院
の
解
散
に
端
を
発
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
純
粋
に
経
済
的
要
因
で
は
律
し
き
れ
な
い
複
雑
な
様
相
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
「
ケ
ッ
ト

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
o
け
、
の
男
3
0
一
一
δ
p
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一



○

　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
R
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二

の
叛
乱
」
は
そ
の
直
接
的
契
機
が
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
反
対
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
宗
教
的
動
機
と
関
係
が
な
か
っ
た
」
（
ビ
ン
ド
フ
）
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
が
通
説
な
Q
で
あ
る
。

　
以
上
は
同
じ
絶
対
王
制
期
の
殆
ど
同
一
の
時
点
に
勃
発
し
た
二
つ
の
地
域
の
叛
乱
に
見
ら
れ
る
差
異
に
注
目
し
、
そ
の
因
っ
て
来
る
理

由
に
言
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
六
世
紀
前
半
に
生
じ
た
多
数
の
一
揆
或
い
は
叛
乱
が
持
つ
普
遍
的
原
因
が
存
在

し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
最
大
公
約
数
が
「
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
・
土
地
買
占
（
0
9
δ
聲
お
匿
α
o
夷
3
誘
一
轟
）

反
対
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
両
者
に
つ
い
て
は
、
一
方
が
必
ず
し
も
他
方
を
相
伴
な
っ
た
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
な
い
が
、
往
汝
に
し
て
同
時
的
に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
次
に
最
新
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の

年
代
記
と
そ
の
地
域
的
偏
差
を
叙
述
し
、
加
う
る
に
そ
れ
に
対
す
る
絶
対
王
制
の
態
度
に
つ
い
て
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
視
野
か
ら
一
瞥
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ア
シ
ュ
レ
イ
説
以
降
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
を
廻
っ
て
行
な
わ
れ
た
長
い
論
争
史
に
つ
い
て
、
筆
者
が
こ
の
小
論
で
繰
り
返
す
必

　
　
　
　
　
（
6
）

要
は
あ
る
ま
い
。
小
論
で
は
最
近
い
わ
ゆ
る
「
廃
村
」
（
一
〇
警
く
三
夷
窃
）
の
研
究
に
よ
り
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
ベ
レ
ズ
フ
ァ
ド
教
授
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

成
果
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
戦
後
の
研
究
水
準
を
示
し
た
い
。
彼
は
航
空
写
真
を
は
じ
め
と
し
た
関
連
諸
科
学
を
充
分
に
駆
使
し
廃
村

の
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
規
模
で
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
勿
論
廃
村
と
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
部
分
的
に
イ
ン
ク

ロ
ウ
ジ
ャ
が
進
行
し
た
所
で
は
「
過
疎
村
落
」
（
ω
げ
霊
爵
窪
く
崖
夷
霧
）
が
出
現
し
た
し
、
い
わ
ゆ
る
小
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
（
甘
。
8
筥
①
巴

窪
9
0
窪
お
）
で
は
如
何
に
そ
れ
が
完
全
に
行
な
わ
れ
て
も
廃
村
は
結
果
し
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
廃
村
の
規
模
と
年
代
記
を
調

査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
進
行
の
時
代
と
地
域
差
を
充
分
に
明
ら
か
に
出
来
る
こ
と
は
、
廃
村
自
体
が
そ
れ
の
典
型
的
な



結
果
と
し
て
現
象
し
た
、
す
な
わ
ち
、

イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
原
因
と
し
な
い
廃
村
は
少
な
く
と
も
絶
対
王
制
期
に
は
極
め
て
例
外
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
か
ら
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
教
授
は
全
国
を
足
で
歩
い
た
調
査

〔第1表〕1334年の課

　税後廃村となった村

　落の百分率

ウォリックシャ　　　　　13

レスタシャ　　　　　　　　11

ノーサンプトンシャ　　　13

オックスフォードシャ　　11

ノぐッキンガムシャ　　　 10

ノッティンガムシャ　　　5

ラトランドシャ　　　　　9

ハンティンドシャ　　　　2

ケンブリッジシャ　　　　5

ワイト島　　　　　　　22

リンカンシャ　　　　　　　9

ヨークシヤ

　イーストライディング　13

　ウェストライディング　6

　ノースライディング　　8

ノーフォク　　　　　　　　9

〔
第
2
表
〕

ω
　
激
し
い
人
口
減
少
を
伴
な
っ
た
州
（
一
五
一
七
年
調
査
の
対
象
と

　
な
っ
た
州
）

　
　
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
シ
ャ

　
　
ォ
ッ
ク
ス
フ
ォ
！
ド
シ
ャ

　
　
ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ャ

　
　
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ

　
　
レ
ス
タ
シ
ャ

⑭
　
ω
に
続
く
人
口
減
少
を
み
た
州
（
一
五
一
七
年
調
査
の
州
）

　
　
ミ
、
ド
ル
セ
ソ
ク
ス

　
　
ハ
ー
フ
ォ
ド
シ
ャ

　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
o
け
．
の
閃
Φ
冨
臣
o
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て

の
結
果
と
し
て
、
端
的
に
い
っ
て
次
の
諸
結
論
を
導
い
た
の
で
あ

っ
た
。

　
コ

　
ー
　
地
域
別
に
見
る
と
二
壬
二
四
年
の
特
別
税
の
際
に
記
録
さ

　
〔

れ
、
そ
の
後
廃
村
と
な
っ
た
村
落
の
占
め
る
割
合
は
第
－
表
の
如

　
　
　
　
（
8
）

き
も
の
で
あ
り
、
廃
村
の
多
少
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
順
位
を
つ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
州
別
に
示
し
た
の
が
第
2
表
で
あ
る
。

〔
3
〕

ペ
　
ッ
ド
フ
ォ
ド
シ
ャ

バ
ー
ク
シ
ャ

ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
シ
ャ

ラ
ト
ラ
ン
ド
シ
ャ

ハ
ン
テ
ィ
ン
ド
ン
シ
ャ

ス
タ
フ
ォ
ド
シ
ャ

グ
ロ
ス
タ
シ
ャ

ハ
ン
プ
ジ
ヤ

ダ
ー
ピ
ー
シ
ャ

同
（
一
五
一
七
年
調
査
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
州
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
皿
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四

　
　
　
ノ
ー
サ
ン
バ
ラ
ン
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
影
響
の
軽
微
な
州
（
一
五
一
七
年
調
査
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た

　
　
　
ダ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
州
）

　
㈲
　
中
位
の
人
ロ
減
少
を
伴
な
っ
た
州
（
一
五
一
七
年
調
査
の
対
象
と
　
　
　
　
　
デ
ボ
ン

　
　
な
っ
た
州
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル

　
　
　
ノ
ー
フ
ォ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ー
セ
ッ
ト

　
　
　
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ィ
ル
ト
シ
ヤ

　
　
　
ヨ
ー
ク
シ
ャ
（
ノ
ー
ス
・
イ
！
ス
ト
・
ウ
ェ
ス
ト
各
ラ
イ
デ
ィ
　
　
　
　
　
サ
セ
ソ
ク
ス

　
　
　
ン
グ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
リ
ー

　
　
　
サ
フ
ォ
ク
北
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ン
ト

　
㈲
　
影
響
の
軽
微
な
州
（
一
五
一
七
年
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
州
）
　
　
　
　
　
　
サ
フ
ォ
ク
南
部

　
　
　
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ
ャ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ェ
ス
ト
モ
ラ
ン
ド

　
　
　
ヘ
リ
フ
ォ
ド
シ
ャ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド

　
　
　
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラ
ン
カ
シ
ャ

　
　
　
ウ
ー
ス
タ
シ
ャ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ェ
シ
ャ

　
コ

　
H
　
次
に
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
時
代
の
考
察
で
あ
る
が
、
教
授
は
慎
重
な
考
慮
の
結
果
、
そ
れ
が
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
初
頭

　
〔

に
か
け
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
一
四
」
五
世
紀
に
耕
作
放
棄
の
行
な
わ
れ
た

リ
ン
カ
ン
シ
ャ
、
イ
ー
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
及
び
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
南
西
部
ブ
レ
ッ
ク
ラ
ン
ド
（
卑
8
民
替
α
）
地
域
と
、
ミ
ド
ラ
ン
ド

よ
り
逆
に
約
一
世
紀
遅
れ
て
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
行
な
わ
れ
た
北
部
の
ノ
ー
サ
ン
バ
ラ
ン
ド
、
ダ
ラ
ム
の
二
州
、
こ
の
数
地
域
を
指
定
し

　
（
1
0
）

て
い
る
。

　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
皿
　
最
後
に
そ
の
動
機
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
ぺ
て
牧
草
地
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
転
換
は
両
者
の
相
対
的
な
価
楕
の

　
〔



比
較
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ウ
デ
ン
教
授
の
羊
毛
価
格
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
一
四
九
〇
年
以
降
、
ま
ず
一
五
五
二
年
ま

で
は
た
だ
二
度
の
例
外
を
別
と
し
て
、
羊
毛
は
常
に
小
麦
よ
り
も
そ
の
上
昇
率
が
相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
五
二
年
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

相
対
価
格
は
小
麦
に
有
利
に
な
り
、
一
五
八
一
年
以
後
に
な
る
と
そ
の
傾
向
は
動
か
し
難
く
な
る
。

　
以
上
で
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
状
態
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
ベ
リ
ズ
フ
ァ
ド
教
授
の
成
果
は
結
果
的
に
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑠
）

四
七
〇
～
一
五
三
〇
年
に
そ
の
進
行
を
推
定
し
た
ア
シ
ュ
レ
イ
説
と
一
致
す
る
点
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
「
ア
シ
ュ
レ
イ
説
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

再
興
」
が
言
及
さ
れ
る
の
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
実
態
を
幾
分
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
に
対
す

る
国
家
権
力
の
政
策
に
つ
い
て
一
瞥
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
一
四
八
八
年
に
最
初
の
「
反
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
法
」
が
議
会
を
通
過
し
て
か
ら
、
一
六
五
六
年
共
和
制
時
代
に
法
案
が
庶
民
院
に
提
出

さ
れ
た
が
否
決
の
憂
き
目
に
会
う
ま
で
、
そ
の
約
一
世
紀
半
の
間
に
実
に
七
回
の
「
王
立
委
員
会
」
（
に
β
巴
O
o
日
ヨ
奮
一
8
）
で
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
法
案
お
よ
び
か
な
り
の
数
の
「
付
令
」
（
℃
3
0
ぢ
ヨ
暮
一
8
）
が
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
阻
止
の
た
め
に
設
立
或
い
は
通
過
し
た
の
で
あ
っ
た
。

当
時
に
お
け
る
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
の
主
体
が
本
来
絶
対
王
制
の
基
盤
で
あ
る
べ
き
土
地
所
有
者
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
般
的
事
実
と
し

て
は
否
定
し
得
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
国
家
権
力
が
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
阻
止
の
態
度
を
終
始
変
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
素
朴
な
疑
間
か
ら
叙
述
は
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
第
一
に
政
治
的
理
由
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
体
制
の
最
も
現
実
的
か
つ
最
大
の
要
求
は
、
保
守
、
・
す
な
わ
ち
、
現
状
維
持
で
あ
る
。
そ
れ

が
個
々
の
支
配
者
に
と
り
如
何
に
利
益
に
な
ろ
う
と
も
、
体
制
の
意
志
と
し
て
は
現
秩
序
を
脅
か
す
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
対
し
て
敏
感
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ン
タ
・
ウ
ジ
ャ
に
よ
ゆ
引
き
起
さ
れ
る
農
民
追
放
が
現
秩
序
に
と
り
最
大
の
危
惧
の
念
を
も
っ

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
の
胃
o
げ
o
≡
曾
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
六

て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
そ
れ
が
農
民
達
に
と
っ
て
は
飢
え
を
意
味
し
、
彼
ら
を
必
然
的
に
一
揆
に
荷
担
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
以
上
当
然
の

　
　
　
　
（
1
5
）

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
農
民
を
し
て
叛
乱
に
駆
り
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
他

方
に
お
い
て
そ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
は
領
主
が
近
代
的
地
主
化
す
る
こ
と
を
黙
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
王
制
自
身
の
基
盤
を
危
く
す

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
土
地
所
有
者
層
が
牧
羊
業
に
専
業
す
る
こ
と
は
彼
の
存
立
基
盤
が
毛
織
物
工
業
に
移
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

た
。
絶
対
王
制
期
の
農
業
優
先
政
策
（
質
o
－
諾
壁
ユ
慧
唱
＆
2
）
は
ま
ず
も
っ
て
穀
作
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

か
く
し
て
治
安
対
策
上
「
反
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
法
」
或
い
は
、
「
救
貧
法
」
等
の
諸
立
法
が
火
急
を
要
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
第
二
に
財
政
的
理
由
が
あ
る
。
チ
ュ
ー
ダ
時
代
の
租
税
と
し
て
、
例
え
ば
特
別
税
を
見
れ
ぱ
分
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
定
の
動
産
、
不

動
産
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
国
家
の
財
政
的
見
地
か
ら
し
て
社
会
の
総
生
産
高
（
α
Q
【
8
。
り
鷲
o
含
9
ω
）
を
増
加

す
る
こ
と
が
租
税
対
策
の
基
本
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
の
問
題
と
し
て
こ
れ
ら
の
租
税
の
負
担
は
ヨ
ー
マ
ン
を
中
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

し
た
土
地
保
有
農
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
マ
ン
は
「
特
別
税
の
リ
ス
ト
の
全
行
を
占
め
る
者
」
（
T
・
フ
ラ
ー
）
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
イ
ン
ク

・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
は
こ
れ
ら
の
中
堅
農
民
の
追
放
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
、
そ
の
減
額
分
が
地
主
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
保
証
の

限
り
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
最
高
の
総
生
産
額
は
必
ず
し
も
土
地
所
有
者
に
と
り
最
高
の
利
潤
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は

後
者
を
取
得
す
る
た
め
に
前
者
を
犠
牲
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
第
三
に
軍
事
的
理
由
が
あ
る
。
こ
れ
は
こ
こ
で
詳
論
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
職
業
軍
人
を
保
持
す
る
近
代
国
家
と
異
な
り
「
民
兵
制

度
」
（
ヨ
三
げ
す
碕
珠
窪
一
）
に
依
存
す
る
絶
対
王
制
期
に
お
い
て
は
、
特
に
そ
の
主
体
で
あ
る
土
地
保
有
農
の
没
落
は
体
制
そ
の
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

存
立
を
危
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。



　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
第
四
に
農
業
対
策
が
あ
る
。
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
「
穀
物
不
足
」
（
。
。
ぎ
詐
夷
Φ
9
8
言
）
が
続
発
す
る
こ
と
は
周
知
の

事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
、
一
地
域
の
穀
物
不
足
を
他
地
域
か
ら
の
輸
入
で
補
な
う
こ
と
の
出
来
な
い
1
全
国
的
統
一
市
揚
の
未

成
立
ー
と
い
う
社
会
的
分
業
の
発
達
に
お
け
る
制
約
蚕
そ
の
基
軸
的
要
因
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
穀
物
不
足
が
直
ち
に
一
揆
・
叛

乱
に
連
な
る
こ
と
も
歴
史
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
方
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
が
耕
地
の
牧
草
地
へ
の
転
換
に
よ
り
穀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

物
生
産
高
の
減
少
を
結
果
す
る
こ
と
も
同
時
代
人
の
眼
に
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
政
府
は
、
一
四
八
九
年
の
最
初
の
「
反
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
法
」
以
来
一
七
世
紀
前
半
を
通
じ
て
反
イ
ン
ク
・

ウ
ジ
ャ
政
策
を
統
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
期
間
内
に
視
界
を
限
定
し
て
各
々
の
時
点
で
為
政
者
の
採
用
し
た
政
策
を
見
る
と
へ
そ
の
間

に
は
ま
た
見
逃
し
得
な
い
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
激
発
し
た
一
揆
や
叛
乱
を
理
解
す
る
た
め

の
前
提
と
し
て
当
時
の
状
況
を
叙
述
す
る
揚
合
に
は
逸
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
小
論
で
は
そ
の
意
図
に
お
い
て
必

要
な
限
り
で
の
叙
述
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
約
一
世
紀
半
ほ
ど
の
期
間
に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け

政
府
が
土
地
問
題
の
対
策
に
精
力
的
で
あ
っ
た
三
つ
の
時
期
が
あ
っ
た
。
一
五
三
六
～
四
九
、
一
六
〇
七
～
一
八
、
一
六
三
〇
～
三
六
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

三
期
間
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
前
二
者
は
農
民
の
叛
乱
、
後
者
は
穀
物
価
格
の
騰
貴
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
対
象
と
な
る
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
が
相
当
す
る
一
五
三
六
～
四
九
年
の
時
期
の
み
に
つ
い
て
国
家
の
対
策
を
よ
り
具
体
的
に
考

察
し
て
み
よ
う
。

　
一
五
二
九
年
ウ
ル
ジ
（
≦
〇
一
ω
2
）
の
失
脚
に
よ
っ
て
文
字
通
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
彼
の
「
帝
国
」
の
専
制
君
主
と
な
っ
た
ヘ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

リ
八
世
は
、
G
．
R
．
エ
ル
ト
ン
教
授
の
説
く
い
わ
ゆ
る
「
行
政
革
命
」
（
＆
≡
一
巳
珍
奉
寓
お
お
ぎ
ざ
島
自
）
を
断
行
し
た
。
枢
機
官

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
げ
男
o
げ
⑦
一
嵩
自
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
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科
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研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

（
≦
8
6
9
馨
亀
9
）
と
し
て
世
俗
の
ク
・
ム
ウ
ェ
ル
（
↓
ぎ
ヨ
霧
9
0
日
毒
色
）
が
任
命
さ
れ
、
通
称
「
宗
教
改
革
議
会
」
（
幻
Φ
隔
窪
巳
甲

江
8
∪
舘
一
置
ヨ
o
暮
の
）
と
呼
ば
れ
る
議
会
が
一
五
二
九
～
三
六
年
の
間
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
ま
ず
一
五
三
二
年
の
「
初
収
入
法

令
」
（
》
9
9
》
β
β
暮
8
）
か
ら
一
五
三
三
年
の
「
召
喚
法
令
」
（
》
9
9
診
電
臼
討
）
、
そ
し
て
一
五
三
四
年
に
は
「
最
高
権
法
令
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

（
》
9
9
ω
唇
お
日
p
建
）
と
次
々
に
「
教
会
へ
の
攻
撃
」
（
マ
ッ
キ
ー
）
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
民
衆
の
世
俗
生
活
に

直
接
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
当
議
会
の
末
期
で
あ
る
一
五
三
六
年
三
月
に
通
過
し
た
「
修
道
院
解
散
法
令
」
（
》
9
亀
ピ
鶏
9

頴
ま
）
に
よ
る
二
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
の
小
修
道
院
の
解
散
と
一
五
三
九
年
の
大
修
道
院
へ
の
適
用
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
当
時
全
国
保

有
地
の
約
二
〇
1
二
五
％
ー
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
み
で
も
一
〇
〇
を
越
す
所
領
ー
を
占
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
聖
界
所
領
は
す
ぺ
て
国
王
の
手

　
（
盟
）

に
帰
し
、
国
王
が
こ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
、
封
建
領
主
か
ら
小
農
民
を
も
含
め
た
熱
狂
的
な
土
地
市
揚
を
出
現
せ
し
め
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

と
は
、
既
に
小
論
に
お
い
て
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
解
散
は
今
ま
で
修
道
院
の
喜
捨
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

の
貧
民
を
路
頭
に
投
げ
出
す
結
果
と
な
っ
た
の
で
、
世
間
に
与
え
た
影
響
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
一
五
三
六
年
「
恩
寵
の
巡
礼
」
　
一
揆
が
修

道
院
の
解
散
を
契
機
と
し
て
勃
発
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
し
、
反
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
法
が
再
び
一
五
三
六
、
一
五
四
八
両
年
に
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
）

過
し
て
い
る
の
は
解
散
に
よ
り
想
起
さ
れ
た
社
会
不
安
の
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
四
年
三
月
に
設
定
さ
れ
た
羊
頭
税
は
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
考
案
し
た
苦
肉
の
策
と
言
え
よ
う
。

　
一
五
四
七
年
、
ヘ
ン
リ
八
世
が
去
っ
た
後
王
位
に
つ
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
は
、
僅
か
十
才
で
あ
り
、
し
か
も
病
弱
の
身
で
あ
っ
た
か

ら
、
摂
政
の
位
を
襲
っ
た
後
の
サ
マ
セ
ッ
ト
公
た
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
セ
イ
モ
ア
（
国
α
≦
跨
α
ω
超
日
o
弩
）
が
実
権
を
握
り
、
か
つ
て
の
ウ

ー
ズ
レ
の
政
策
を
継
い
で
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
委
員
会
を
組
織
し
た
。
後
に
そ
れ
を
強
い
た
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
直
接
的
に
は
ハ
ー
フ
ォ



ド
シ
ャ
に
勃
発
し
た
一
撲
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
政
府
が
こ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
農
民
一
揆
が
続
発
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
っ
た
。
一
五
四
八
年
六
月
一
日
に
指
名
さ
れ
た
こ
の
王
立
委
員
会
（
幻
o
旨
一
〇
〇
目
営
一
裟
8
）
は
施
行
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ク
ロ

ウ
ジ
ャ
法
案
の
徹
底
履
行
を
目
指
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
若
干
の
部
分
に
分
割
し
て
夫
々
が
作
業
に
入
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
活

動
し
た
の
は
僅
か
に
ヘ
イ
ル
ズ
（
い
国
亀
霧
）
以
下
六
名
に
よ
る
、
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
嵐
の
中
心
で
あ
っ
た
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
帯
を
対

象
と
し
た
地
方
委
員
会
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
六
～
八
月
に
続
け
て
活
動
し
た
後
中
断
し
、
翌
年
夏
に
ま
た
活
動
を
始
め
た
が
、
既
に

こ
の
時
迄
に
彼
ら
の
活
動
に
反
対
す
る
土
地
所
有
者
階
級
の
憤
怒
と
、
さ
ら
に
は
委
員
会
の
怠
慢
に
対
す
る
農
民
の
反
感
ま
で
も
加
わ
り
、

情
報
の
収
集
以
上
の
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
他
、
サ
マ
セ
ッ
ト
公
は
枢
密
院
、
或
は
庶
民
院
・
貴
族
院
に
お
い
て
も
反
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
法
案
、
食
料
買
占
防
止
法
案
、
牧
畜
奨
励
法
案
な
ど
を
提
出
し
た
が
、
い
ず
れ
も
地
主
層
の
妨
害
に
あ
い
法
案
の
通
過
を

妨
げ
ら
れ
た
。
か
く
て
委
員
会
の
裏
切
り
を
契
機
と
し
て
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
が
勃
発
し
、
そ
の
謀
者
の
処
罰
を
渋
っ
た
こ
と
が
サ
マ
セ

ッ
ト
に
反
対
す
る
資
産
階
級
の
激
怒
を
買
い
、
皮
肉
に
も
彼
の
政
策
を
実
施
し
て
来
た
そ
の
「
請
求
裁
判
所
」
（
O
自
濤
9
幻
8
諾
の
房
）

に
お
い
て
彼
自
身
が
弾
劾
さ
れ
、
遂
に
「
善
き
公
爵
」
（
の
o
a
U
爵
。
）
サ
マ
セ
ッ
ト
は
・
ン
ド
ン
塔
に
投
ぜ
ら
れ
て
一
五
五
二
年
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

が
明
け
た
頃
反
逆
罪
の
名
に
お
い
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
彼
の
失
脚
の
後
、
彼
を
追
求
し
た
首
謀
者
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
－
後
の
ノ
ー
サ
ン
バ
ラ
ン
ド
公
1
が
摂
政
の
地
位
を
襲
う
や
、
彼
は
地
主
化

へ
の
可
能
性
を
求
め
つ
つ
あ
る
領
主
層
の
支
持
を
頼
り
に
し
た
寡
頭
専
制
政
治
を
露
に
遂
行
し
、
農
民
を
保
護
（
“
現
状
維
持
）
す
る
意

図
を
持
っ
た
枢
密
院
の
介
入
は
押
え
ら
れ
、
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
正
当
化
す
る
一
二
三
五
年
の
メ
ル
ト
ン
法
（
の
3
一
暮
Φ
9
ピ
Φ
旨
自
）

が
「
充
分
に
共
有
地
を
農
民
に
残
す
」
と
い
う
重
要
な
条
件
が
削
除
さ
れ
て
復
活
さ
え
も
さ
れ
た
の
あ
っ
た
。
し
か
し
R
・
H
・
ト
ー
二

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
凶
①
δ
．
ω
幻
o
げ
Φ
一
一
δ
昌
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九



、

　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

i
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ウ
ォ
リ
ッ
ク
の
支
配
し
た
一
五
四
九
－
五
三
年
が
「
一
六
世
紀
農
民
の
状
態
に
お
け
る
最
低
点
」
で
あ
っ
た
。
イ
リ

ザ
ベ
ス
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
政
府
の
一
般
的
政
策
は
、
サ
マ
セ
ッ
ト
的
或
い
は
ウ
ォ
リ
ッ
ク
的
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

ま
ず
も
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
一
六
世
紀
後
半
に
入
り
経
済
状
況
に
変
化
の
兆
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
羊
毛
と
穀
物
の
新
し
い
需
給

の
バ
ラ
ン
ス
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
、
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
の
進
行
は
一
段
落
を
遂
げ
て
い
た
。
「
一
六
世
紀
の
中
葉
ま
で
牧
羊
か
ら
の
利
益
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

（
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
）
主
要
な
動
機
と
見
徹
さ
れ
て
い
た
。
今
や
そ
れ
は
牧
畜
か
ら
の
利
益
で
あ
っ
た
」
。
一
五
六
三
年
か
ら
七
一
年
に

か
け
て
行
な
わ
れ
た
穀
物
輸
出
の
制
限
付
再
開
も
、
耕
作
に
は
た
と
え
一
時
に
も
せ
よ
恰
好
の
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に

ウ
ォ
リ
ッ
ク
以
来
の
弾
圧
政
策
が
効
を
奏
し
た
と
見
倣
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
ま
ず
、
以
上
の
如
き
状
況
の
変
化
が
第

一
の
モ
メ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
1
）
　
菌
国
●
↓
帥
≦
ロ
o
ど
臥
ミ
ミ
鴛
3
㌧
、
＆
謄
§
き
肺
ぎ
G
o
昏
へ
S
§
詳
q
§
ミ
ミ
”
り
ω
一
〇
〇
・

　
　
（
2
）
H
げ
一
α
こ
℃
■
い
一
。
。
中
‘
や
呂
ω
。

　
　
（
3
）
　
「
恩
寵
の
巡
礼
」
　
一
揆
に
関
し
て
は
罰
国
。
↓
p
奢
冨
ど
o
や
o
一
8
b
や
訟
o
o
～
漕
¢
β
切
ぎ
山
o
中
”
↓
蔑
ミ
肉
§
黛
§
鼻
唱
り
一
曾
～
o
o
旧
い

　
　
　
∪
レ
蜀
o
匠
ρ
楠
ぎ
肉
ミ
費
ミ
R
§
織
ミ
恥
隣
象
～
義
鵠
も
』
o
o
凱
内
－
最
新
の
所
説
と
し
て
は
註
（
6
）
に
あ
げ
た
」
・
サ
ー
ス
ク
女
史
の
そ
れ

　
　
（
同
書
二
一
九
頁
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
邦
語
文
献
と
し
て
は
何
よ
り
も
ま
ず
富
岡
、
前
掲
書
、
第
五
章
参
照
。

　
　
（
4
）
男
≦
●
寄
馨
一
ご
肉
ミ
、
匂
淘
さ
ミ
帖
§
き
蜜
ミ
冠
導
弘
。
。
＄
ゆ
ω
（
昌
い
）
｝
ψ
β
臣
β
q
。
控
き
燃
、
恥
器
§
誉
｝
り
F

　
　
（
5
）
　
贅
言
す
る
ま
で
な
く
、
、
窪
α
身
8
器
旨
α
Q
、
と
は
通
常
「
買
占
」
の
一
般
を
指
す
が
、
そ
の
中
に
土
地
の
買
占
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を

　
　
　
喚
起
し
た
い
。
い
わ
ゆ
る
土
地
投
機
で
あ
る
。

　
　
（
6
）
　
学
説
史
的
展
望
を
得
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
小
松
芳
祷
著
『
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ュ
ア
の
研
究
』
を
参
照
。
別
に
戦
後
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ



研
究
の
最
新
の
総
括
と
レ
て
は
い
↓
匡
参
F
国
ま
一
霧
ぼ
o
q
p
ロ
山
国
β
讐
o
器
ぽ
凶
診

鱗
S
よ
象
P
む
宅
を
参
照
さ
れ
よ
。

（　 （（（（（　 （（（（（（（（釜9εどεεεも巳εど已8ε邑乙

琴
。
』
矯
養
試
9
詳
曽
鍔
“
ミ
㎏
o
＼
晦
§
黛
麟
§
“
9
§
賊
§
鼠
霧

冒
。
國
R
o
駄
o
置
｝
卜
o
無
ミ
蜘
贈
還
題
き
肉
§
窯
9
義
”
一
〇
U
溌

H
げ
一
自
‘
や
8
0
。

H
げ
置
‘
b
』
一
P

H
げ
一
P
℃
や
賦
O
～
一
’

H
げ
一
“
や
一
〇
。
曾
木
稿
二
二
一
－
二
頁
参
照
。

≦
．
い
》
。
。
匡
o
ど
ト
き
黛
讐
＆
貨
黛
帖
§
ε
簿
q
肉
8
き
ミ
＆
中
寓
弊
ミ
喫
9
醤
織
8
ぎ
ミ
㌢
＜
〇
一
。
口
”
や
N
o
o
9

小
松
芳
喬
稿
「
英
国
の
廃
村
と
第
一
次
イ
ン
ク
・
・
ワ
ジ
ャ
」
　
（
『
封
建
制
と
資
本
制
』
収
録
論
文
）
六
九
〇
頁
。

界
押
6
獅
≦
塁
ざ
8
、
9
～
℃
’
呂
ど
い
↓
三
誘
F
o
や
。
答
㌧
℃
』
嵩
唐
：
後
者
は
一
般
に
「
反
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
法
」
案
と
一
括
さ
れ
る

　
　
　
　
、
時
代
と
と
も
に
如
何
に
変
化
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

一
三
自
こ
℃
．
い
旨
融
‘
や
象
ρ

絶
対
王
制
期
の
農
業
優
先
政
策
に
関
し
て
は
何
よ
り
も
岡
田
与
好
著
『
イ
ギ
リ
ス
初
期
労
働
立
法
の
歴
史
的
展
開
』
を
参
照
。

日
国
三
一
Φ
5
『
ぎ
憩
＆
9
き
＆
㌧
『
爵
§
要
ミ
霧
・

戸
国
。
6
即
≦
ロ
Φ
ざ
o
b
．
o
一
ゴ
℃
℃
』
お
～
轟
。

い
↓
臣
諺
置
o
や
9
f
℃
』
醇
・
な
お
、
当
時
代
の
史
料
は
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
と
穀
物
不
足
を
常
に
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

．
国
国
．
弓
節
≦
b
o
ど
o
や
o
一
∫
唱
唱
台
ひ
～
M
”
客
ψ
切
、
0
3
μ
ミ
ミ
肉
e
9
ミ
帆
§
＆
↓
ぎ
肉
醤
鳴
凝
罫
q
ミ
3
一
誉
蕃
魯
一
〇
一
鈎
O
巨
く
隔
自
。

い
↓
臣
誘
ぎ
o
や
o
一
f
り
N
ド
轟
融
∴
国
国
。
↓
臼
壌
旨
①
ざ
や
践
o
。
。

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
o
け
げ
刀
①
げ
〇
一
一
δ
b
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一



　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二

（
2
1
）
　
9
ヵ
・
国
8
P
目
隷
『
虞
画
ミ
肉
塁
＆
§
焼
§
き
Q
o
ぎ
馨
§
。
§
》
一
3
ρ
や
轟
嶺
卑
…
い
U
・
冒
8
鉱
ρ
o
や
o
一
f
や
い
お
津
．
邦
語
文
献
と
し

　
て
は
何
よ
り
も
越
智
武
臣
著
『
近
代
英
国
の
起
源
』
を
参
照
。

（
2
2
）
　
ρ
≦
一
一
一
置
目
ρ
U
き
巳
o
＆
酵
国
旨
笹
卑
口
α
ぽ
』
ミ
9
試
§
韓
詮
ミ
璽
毫
肉
醤
黛
9
＆
9
蔑
冬
ミ
跨
り
や
い
O
y

（
2
3
）
　
本
稿
一
九
三
－
五
頁
。
O
o
ロ
い
国
碑
ヨ
目
o
昌
ρ
↓
げ
①
ω
0
9
ロ
一
帥
旨
仙
国
8
ロ
o
目
8
0
冒
o
ロ
ヨ
暮
帥
け
o
霧
無
丙
韓
、
の
カ
①
げ
Φ
一
一
δ
P
窓
。
》
。

　
↓
げ
窃
一
μ
一
8
9
や
一
〇
〇
中

（
餌
）
　
い
↓
艮
巖
置
o
マ
9
酢
‘
唱
や
N
一
〇
〇
～
O
…
閃
●
≦
．
カ
ロ
ω
の
Φ
F
8
．
9
け
‘
℃
り
N
～
U
。

（
2
5
）
の
鼠
9
貫
卜
。
団
国
自
曙
く
目
ど
ρ
8
・
特
に
一
五
四
〇
年
代
は
貨
幣
悪
鋳
と
穀
物
不
作
の
続
い
た
年
で
あ
っ
た
。
O
o
覧
・
い
↓
匡
器
ぎ
o
や

　
9
一
こ
悌
8
一
9

（
2
6
）
　
罫
ω
o
お
臥
o
巳
9
b
o
一
一
↓
躊
ロ
ロ
山
O
o
房
島
o
出
の
冨
ε
し
頓
お
｝
ξ
り
襲
塾
寒
唱
‘
〈
〇
一
H
㌧
目
（
一
〇
鴇
～
“
）
脚
い
↓
ぼ
謎
ぎ
o
や
9
ゴ

　
弓
サ
B
一
～
ω
ー

（
2
7
）
　
閏
●
≦
り
閃
ま
器
一
ご
o
や
9
『
｝
b
や
累
～
ど
国
，
国
●
↓
四
≦
器
ざ
o
℃
’
o
一
ダ
や
ま
N
。

（
2
8
）
　
い
U
●
累
零
家
ρ
8
9
9
f
℃
・
お
一
津
●

（
2
9
）
　
園
9
国
’
6
卑
≦
話
ざ
o
や
9
一
‘
や
い
認
●

（
3
0
）
　
い
8
匡
参
置
o
や
9
け
こ
や
8
刈
。

　
　
　
コ

　
　
　
ニ
　
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
と
政
治
・
経
済
風
土

　
　
　
〔

前
章
に
お
い
て
「
叛
乱
」
の
時
期
に
お
廿
る
国
家
の
政
策
が
、
研
究
対
象
と
関
係
の
あ
る
限
り
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、



q

　　　　〔第3表〕　1334年特別税（1ay　subsidy）を基準とした廃村の数

　　　ハンドレッド　　全村落　廃村　％　　　　　　　　　　全村落　廃村　％’

　　　Grimshoe　　　　16　　　5　31　　S．Erppingham　　39　　　3　　8

　　　S．Greenhoe　　　　24　　　5　21　　Waylan（1　　　　　15　　　1　　7
つ
ケ　Smithdon　　　　21　　　4　20　　Rolt　　　　　　28　　　2　　7
ソ

トGa11・w　　　20　420　Mitferd　　17　1　6
の　Shropham　　　　21　　　4　19　　N，ErpPingham　　32　　　2　　6

甕N．Greensh・e・6　3・8HapPing　・7　・6
』」 　Guiltcross　　　　　13　　　　2　　15　　　Blofield　　　　　　　19　　　　1　　5

　
斎W．Fleg9　　24　214　Tunsfead　　27　1　4
けδ　Brothercross　　23　　　3　13　　Taverham　　　　18　　一　　一

寄Diss　　　15　213　Walsham　　14　一一
げ
g　Humbleyard　　　26　　　3　12　　LoddQn　　　　　　20　　一　　一

喜’E・Fleg9　　9　・11　Kravering　　20　一一
）Eynesf・rd　孕9　4・O　Depw＆de　　19　一一
を

めClack1・se　　29　310　Hensfead　　18　一一
ぐ　Launditch　　　　34　　　3　　9　　Earsham　　　　　10　　一　　一
つ

て’Freebri（ige　36　38　　合計　 684　659
　　　Ferehoe　　　　　　　25　　　　2　　　8

次
に
同
一
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
対
象
を
限
定
し
ノ
ー
フ
ォ
ク
が
叙

述
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
ま
ず
当
州
に
お
け
る
イ
ン

ク
・
ウ
ジ
ャ
の
進
行
に
つ
い
て
関
説
さ
れ
た
後
、
当
州
に
関
係
す

る
政
治
経
済
風
土
が
簡
潔
に
述
ぺ
ら
れ
、
「
叛
乱
」
の
前
哨
戦
と

し
て
の
一
連
の
農
民
の
反
抗
が
「
叛
乱
」
と
の
関
連
に
お
い
て
叙

述
さ
れ
る
。

　
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
に
つ
い
て
最
も
統
計
的
で
か

つ
信
愚
性
に
富
む
成
果
は
、
ベ
リ
ズ
フ
ォ
ド
教
授
の
も
と
で
研
究

に
従
事
し
た
K
・
」
・
ア
リ
ソ
ン
博
士
に
よ
る
詳
細
な
「
ノ
ー
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

オ
ク
の
廃
村
」
と
題
す
る
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
読
者
は
ノ

ー
フ
ォ
ク
に
お
け
る
一
般
的
動
向
を
明
瞭
に
読
み
と
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
廃
村
の
程
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
各
地

域
に
つ
い
て
顕
著
に
異
な
る
。
第
3
表
な
ら
び
に
第
9
図
を
一
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

し
て
直
ち
に
気
付
く
こ
と
は
、
廃
村
の
占
め
る
割
合
が
高
い
ハ
ン

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ド
レ
ッ
ド
は
殆
ど
が
「
平
野
地
帯
」
に
属
し
て
い
る
点
で
、
こ
れ

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
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「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
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（
囚
魯
、
の
閑
o
げ
〇
一
一
δ
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て

二
一
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
六

3
表
は
一
三
三
四
年
の
特
別
税
記
録
と
現
在
の
村
落
と
を
比
較
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
9
図
が
示
す
よ
う
に
一
〇
八
六
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ド
ゥ
ム
ズ
デ
イ
・
ブ
ッ
ク
に
記
載
さ
れ
、
一
四
世
紀
の
前
記
史
料
に
は
既
に
姿
を
消
し
て
い
る
村
落
が
三
四
も
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
特

に
．
評
①
鼻
鼠
＆
、
地
域
に
著
し
い
の
で
あ
る
が
、
一
四
世
紀
の
人
口
減
少
の
際
に
放
棄
さ
れ
た
耕
作
限
界
地
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
当
面
間
題
に
な
る
の
は
第
3
表
の
う
ち
六
五
村
落
で
あ
る
。

　
第
一
の
結
論
を
確
認
す
る
た
め
に
、
一
五
一
七
年
の
第
一
次
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
委
員
会
の
報
告
を
比
較
検
討
す
る
と
全
く
同
一
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
（
第
4
表
）
。
こ
こ
で
も
ま
た
「
平
野
地
帯
」
と
「
森
林
地
帯
」
の
対
照
は
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
平
野
地
帯
」
に
お
い
て
も
そ
れ
は
ミ
ド
ラ
ン
ド
と
比
較
し
て
決
し

　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
ワ
ず
　
　
フ

　
∬
　
／
o
ゆ
　
4
　
2
　
4

・
帯
。
／
3
2
乞
a
　
　
て
大
規
模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
故
か
。

野
馳レ

呼
積
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
既
に
小
論
に
お
い
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
口
で
い

ド
も
面
ヵ

議
島
7
6
2
え
ば
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
「
平
野
地
帯
」
（
お
よ
ぴ
一
部
「
森
林
地
帯
」
）
は
牧
羊
区
の
存
奮
よ
．
て
領
主
階
級

ノ
G
　
ウ
9
　
4
　
3
9

〔第4表〕．上位の4

インクロ｛

　　　　2，3

　　　　1，4

　　　　1，0

　　　　　8

Freebridge

Launditch

Smithdon

N．Greenhoe

は
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
行
な
う
こ
と
な
く
旧
来
の
封
建
的
権
利
の
上
に
立
っ
て
牧
羊
を
独
占
的
に
行
な
い
、

或
い
は
そ
の
牧
羊
権
を
共
同
体
的
規
制
に
違
反
し
て
拡
大
し
、
さ
ら
に
は
新
し
い
牧
羊
区
を
村
民
の
犠
牲
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
、

お
い
て
設
定
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
州
で
は
牧
羊
業
の
拡
大
は
必
ず
し
も
イ
ン

ク
・
ウ
ジ
ャ
に
繋
が
ら
ず
そ
の
前
に
別
の
方
法
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
「
森
林
地
帯
」
に
お
い
て
廃
村
が
稀
で
あ
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
稀
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
、
こ
れ
も
既
に
読
者
に
は
充
分
に
理
解
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当



「
森
林
地
帯
」
の
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
は
農
民
に
よ
る
小
イ
ン
ク
ロ
ゥ
ジ
ャ
（
且
0
8
日
o
巴
窪
9
8
彗
Φ
）
と
し
て
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

時
期
的
に
は
杭
毛
工
業
の
発
展
と
密
接
に
関
連
し
て
一
四
世
紀
末
よ
り
徐
々
に
行
な
わ
れ
、
共
同
耕
地
に
関
し
て
い
え
ば
一
七
世
紀
前
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
は
ほ
ぽ
そ
れ
が
達
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
い
て
は
特
に
廃
村
と
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
年
代
記
は
全

然
一
致
し
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
は
、
そ
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

以
上
が
共
有
地
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
事
実
は
「
叛
乱
」
を
理
解
す
る
上
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
と
同
じ
く
、
或
い
は
そ
れ
以
上
に
牧
羊
区
の
存
在
、
さ
ら
に
は
不
当
な
拡
大
が
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
農
民
の
苦

情
の
種
で
あ
っ
た
。
一
五
一
七
年
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
委
員
会
の
調
査
に
従
え
ぱ
、
そ
の
遂
行
者
と
し
て
の
古
い
ノ
；
フ
ォ
ク
の
貴
族
た

ち
、
す
な
わ
ち
コ
リ
バ
ソ
ト
家
（
爵
o
O
o
一
旨
暮
富
）
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
家
（
浮
Φ
↓
o
ミ
霧
富
＆
の
）
、
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
イ
ン
家
（
爵
Φ

○
匿
旨
富
ユ
o
旨
8
）
、
ハ
ワ
ー
ド
家
（
浮
Φ
国
o
≦
騨
a
ω
）
、
ボ
レ
イ
ン
家
（
爵
Φ
閃
9
昌
霧
）
な
ど
の
家
名
が
見
ら
れ
る
が
、
彼
ら
は
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

多
数
の
マ
ナ
の
所
有
者
で
あ
り
、
多
数
の
牧
羊
区
を
独
り
占
め
し
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
六
世
紀
当
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
大
土
地
所
有
者
は
五
〇
〇
〇
1
一
〇
〇
〇
〇
頭
も
の
羊
群
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
叛
乱
軍
の
対
象
は
と
り
も
な
お
さ
ず
将
に
彼

ら
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
階
級
で
あ
っ
た
。

　
　
と
こ
ろ
で
貴
族
或
い
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
階
級
は
、
彼
ら
の
間
で
ま
た
赤
裸
々
な
私
闘
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
叛
乱
」
の
過
程
を

理
解
す
る
上
で
も
そ
れ
に
つ
い
て
多
少
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
州
は
元
来
多
数
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
存
在
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
世
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
貴
族
と
し
て
は
ノ
ー
フ
ォ
ク
伯
の
肩
書
を
有
す
る
ハ
ワ
ー
ド
家
が
そ
の
名
に
相
応
し
く
当
州
を
代

表
す
る
唯
一
の
封
建
的
貴
族
と
し
て
強
大
な
権
威
を
保
持
し
て
お
り
、
一
五
三
六
年
隣
州
で
の
「
恩
寵
の
巡
礼
」
一
揆
の
当
州
へ
の
伝
播

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
乙
。
因
①
冨
臣
o
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
珍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八

を
防
い
だ
の
は
彼
の
軍
事
的
勢
力
に
よ
る
と
も
云
え
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
五
四
五
年
、
彼
は
近
隣
諸
州
を
も
含
め
た
軍
司
令
官

（
冒
艮
＝
窪
器
壁
暮
）
と
な
り
「
叛
乱
」
に
お
い
て
は
先
ず
第
一
に
召
集
さ
れ
る
ぺ
き
要
人
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
た
め
一
五
四
六
年
の
反
逆
罪
に
よ
る
彼
の
失
脚
は
、
全
ノ
ー
フ
ォ
ク
を
「
地
方
政
治
の
真
空
地
帯
」
（
魯
く
8
窪
巨
ぎ
一
8
巴

　
　
（
U
）

唱
9
三
8
）
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
が
与
え
た
影
響
は
と
り
あ
え
ず
二
つ
の
点
で
指
摘
す
る
に
価
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
伯
の
没
落
後
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
群
雄
割
拠
は
当
州
の
治
安
保
持
に
と
っ
て
は
著
し
い
障
害
と
な
っ
た
。
ル
ス
ト
ラ

ン
ジ
（
ピ
、
国
ω
＃
騨
β
鳴
）
対
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
（
↓
o
≦
口
旨
窪
山
）
お
よ
び
ク
ニ
ヴ
ェ
ト
（
囚
p
鴇
く
9
）
、
ド
ゥ
ル
リ
（
U
養
曼
）
対
ウ
ッ
ド
ハ
ウ

ス
（
巧
o
a
ぎ
岳
o
）
、
パ
ス
ト
ン
（
b
霧
8
ε
対
ク
レ
ア
（
〇
一
R
①
）
な
ど
支
配
階
級
内
部
の
対
立
が
形
成
さ
れ
、
「
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
ジ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ン
ト
リ
は
そ
の
階
層
が
分
裂
し
た
ま
ま
で
一
五
四
九
年
に
巻
き
込
ま
れ
た
」
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
ハ
ワ
ー
ド
家
は
修
道
院
の
解
散
に
よ
り
獅
子
の
分
け
前
を
得
て
お
り
、
約
四
〇
ほ
ど
の
マ
ナ
を
当
州
に
所
有
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
市
揚
に
投
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
修
道
院
解
散
の
時
と
同
様
に
、
そ
の
分
け
前
を
廻
っ
て
大
・
中
土
地
所
有
者
層
の
間
に
紛

争
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
結
局
こ
れ
ら
の
所
領
が
多
く
「
新
来
者
」
（
ま
華
8
ヨ
Φ
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

の
手
に
落
ち
た
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
伯
の
没
落
に
よ
り
、
事
態
の
改
善
に
対
す
る
好
展
望
が
現
状
に
不
満
を
も
つ
諸
階
層
自
身
の
中

に
も
意
識
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
支
配
階
級
の
分
裂
と
追
い
つ
め
ら
れ
た
民
衆
の
結
集
お
よ
び
両
者
夫
々
の
立
揚
に
お
け
る

不
満
の
累
積
と
い
う
二
重
の
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
か
。

　
以
上
修
道
院
所
領
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
公
所
領
の
売
却
が
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
政
治
・
経
済
風
土
に
巻
き
起
し
た
波
紋
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、

最
後
に
今
ま
で
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
と
関
連
し
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
価
格
史
か
ら
の
ア
プ
・
ウ
チ
に
注
目
し
た
い
。



　
一
五
三
〇
年
代
末
か
ら
の
悪
貨
鋳
造
が
イ
ン
フ
レ
を
招
来
し
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
一
六
世
紀
に
入
る
と
ノ
ー
フ
ォ
ク

杭
毛
工
業
の
停
滞
を
よ
そ
に
当
州
の
羊
毛
に
対
す
る
需
要
が
周
辺
諸
州
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
の
発
達
に
つ
れ
て
拡
大
し
た
。
の
ち
に
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

述
す
る
イ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
小
農
民
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
請
願
書
は
、
地
主
の
牧
羊
区
の
乱
用
が
「
羊
肉
、
牛
肉
、
小
羊
肉
、
原
毛
、

毛
織
物
製
品
、
そ
の
他
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
他
の
物
価
の
騰
貴
の
原
因
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
彼
ら

の
眼
に
は
如
何
に
映
じ
よ
う
と
も
原
因
と
結
果
の
転
倒
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
）

　
と
も
あ
れ
、
ア
リ
ソ
ン
博
士
の
収
集
し
た
史
料
に
基
づ
く
当
州
の
羊
毛
・
穀
物
価
絡
は
、
極
め
て
注
目
に
値
す
る
数
字
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
（
注
（
1
5
）
第
－
表
参
照
）
。
つ
ま
り
羊
毛
は
「
叛
乱
」
の
前
年
か
ら
、
小
麦
は
「
叛
乱
」
の
起
っ
た
年
か
ら
前
年
に
比
ぺ
約
二
倍

に
急
上
昇
し
て
い
る
。
若
し
こ
の
数
字
に
信
懸
性
が
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
第
一
に
、
牧
羊
、
と
り
わ
け
販
売
の
た
め
に
牧
羊
業
に
従

事
す
る
マ
ナ
所
有
者
に
対
し
事
業
を
拡
大
す
る
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
次
に
、
穀
物
を
市
場
か
ら
購
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
旦
雇
い
農
、
ノ
リ
ッ
ジ
の
手
工
業
者
な
ど
に
は
重
い
負
担
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
－
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

界
い
》
一
一
厨
o
P
U
o
警
く
三
跨
鴨
の
ぼ
2
0
隊
o
一
ぎ
冬
、
誉
罫
臥
㌣
罫
．
く
〇
一
。
図
図
図
督
一
3
ご
b
や
一
ま
～
9
●

H
げ
崔
‘
Ψ
旨
怠
臼
p
げ
一
Φ
一
。

毎
箆
こ
や
一
認
。

H
・
ψ
ピ
Φ
区
帥
9
”
目
一
Φ
冒
ρ
鼠
巴
試
9
9
一
鋒
ざ
S
鐸
曳
■
9
≧
R
ミ
q
っ
ミ
‘
＜
〇
一
●
＜
H
｝
囚
，
い
≧
房
o
P
U
o
の
什
≦
＝
轟
Φ
即
や
一
8
。

o
o
獣
一
｛
。
い
k
房
8
あ
げ
。
6
－
o
o
讐
国
霧
富
＆
q
ぎ
跨
Φ
の
耳
8
馨
け
0
雪
葺
蔓
’

≧
ミ
誉
ミ
専
罫
§
乱
。
冬
く
鮮
図
〆
り
嶺
旨
｝
拙
稿
、
「
『
大
叛
乱
』
（
O
お
暮
ヵ
3
0
三
〇
己
は
市
民
革
命
か
」
、
四
四
〇
頁
以
下
参
照
。

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
閃
o
げ
〇
一
一
一
8
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九



（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
－
o
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2

H
あ
．
U
鍔
自
㊤
β
楠
ぎ
b
。
§
跨
良
＆
＆
』
§
蝋
跨
ミ
恥
（
一
〇
。
O
N
）
の
記
録
よ
り
算
出
。

押
］
．
●
国
魯
ヨ
目
o
β
ρ
o
や
9
f
や
＄
一

囚
．
い
≧
一
ぎ
p
国
o
鼻
冒
巷
跨
鴨
ヨ
Φ
暮
o
隔
客
o
蔑
〇
一
ぎ
寒
．
寅
笥
こ
く
o
ピ
図
H
も
」
o
o
。

そ
れ
に
比
較
し
て
貴
族
の
所
領
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ψ
β
虫
昌
山
o
控
o
や
9
f
や
一
い

H
げ
箆
．
■

前
記
ハ
モ
ン
ド
の
学
位
論
文
は
こ
の
点
に
関
し
豊
富
な
史
料
を
提
供
し
て
い
る
が
、
一
例
だ
け
を
掲
げ
よ
う
。

二
二
〇

サ
ー
ス
ビ
家
（
跨
O
↓
げ
口
お
－

　
げ
頃
）
は
一
五
世
紀
に
キ
ン
グ
ズ
リ
ン
の
市
長
で
あ
っ
た
が
彼
の
土
地
投
資
・
改
良
は
次
の
よ
う
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。

　
　
ト
マ
ス
・
サ
ー
ス
ビ
、
　
一
五
〇
二
年
リ
ン
市
長
。
…
…
ホ
ル
ト
（
国
o
崔
）
、
バ
シ
イ
（
国
潜
器
2
）
ヒ
リ
ン
ト
ン
（
国
三
ぎ
o
Q
8
け
）
そ
の
他
で
イ

　
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
遂
行
。

　
　
二
代
目
ト
マ
ス
、
一
五
四
〇
年
…
…
以
前
リ
ン
修
道
院
に
所
属
し
た
ハ
プ
レ
ス
・
マ
ナ
（
目
零
①
一
Φ
ω
冒
器
9
）
に
居
住
。
隣
村
ミ
ド
ル
ト
ン

　
村
民
に
共
有
地
侵
害
の
訴
訟
を
起
こ
さ
る
。
一
五
四
九
年
ま
で
延
々
と
続
き
遂
に
ミ
ド
ル
ド
ン
の
借
地
人
が
勝
訴
。
O
o
昌
n
界
い
頃
ロ
筥
筥
O
P
ρ

　
謹
）
’
o
o
軌
～
o
o
●

（
N
）
　
本
稿
二
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
1
5
）
　
囚
」
・
》
臣
8
P
男
巨
∪
・
6
酎
霧
一
即
》
℃
や
騨
図
＜
1
＜
ま
，
ち
な
み
に
ボ
ウ
デ
ン
教
授
の
ダ
ラ
ム
地
方
に
お
け
る
同
年
の
価
格
を
ア
リ
ソ
ン

　
博
士
の
採
用
し
た
指
標
に
合
わ
せ
て
算
出
し
て
み
る
と
次
の
第
H
衷
を
得
る
。
価
格
動
向
が
驚
く
ほ
ど
一
致
し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。

　
O
O
蔦
●
”
］
．
D
閃
o
ミ
自
o
P
冒
o
＜
o
旨
o
昌
滋
一
昌
≦
o
o
一
り
昌
8
ω
｝
一
斜
O
O
I
ま
一
P
憎
零
酵
ぎ
鳶
b
ご
蕊
h
軸
尊
き
＆
肉
o
§
o
馨
器
9
蔑
¢
8
言
咽
肉
跨
馬
9
器
♂

　
＜
〇
一
』
＜
一
℃
マ
一
旨
～
9



「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
国
9
、
ω
勾
o
σ
o
＝
δ
昌
）
を
め
ぐ
っ
て

年

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

8
8
8
8
8
8
8
S
9
9
9
9
9
9

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1496－1500

　　　1501

1502－1508

　　　1509

1510－1518

　　　1519

　　　1520

1521－1534

　　　1535

1536－1543

　　　1544

　　　1545

　　　1546

　　　1547

　　　1548

　　　1549

　　　1550

　　　1551

　　　1552

　　　1553

　　　1554

〔第1表〕

羊毛価格指数　1482年＝100

牧羊経営記録より作成

100

92

89

89

108

86

76

4
5

【
」
〆
O

76

54

86

89

105

113

121

108

108

108

227

293

119

遺産目録より作成

151

穀物価格指数

1482年＝100

O
O
2
4
2
2
3
7
8
4
1
0
7
0

0
7
5
4
5
5
5
5
4
6
4
4
4
4

1

81

29

Q
ノ
ー

イ
Q
9

100

7
1
1
8
8
8
4
7
2
5
1

8
5
8
4
7
5
7
9
0
1
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1
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1



年

5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

羊毛価格指数　1482年コ100

牧羊経営記録より作成

227

227

108

216

216

227

遺産目録より作成

1
2
2
0
6
3
2
7
0
6
3
8
0
5

1
6
6
4
1
7
6
9
0
1
0
1
0
9

2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1

穀物価格指数

1482年□100

4
6
1
0
7
8
2
6
2
6
2
9
7
0
4
5

1
7
8
9
0
3
5
0
9
0
0
5
0
1
1
9

2
2
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

橋
大
学
研
究
年
報

人
文
科
学
研
究
1
2

〔第H表〕

年

羊毛価
指数

482年＝100

穀物価
指数

482年＝100
年

羊毛価穀物価
指数格指数　　　　　　　　年1482年1482年＝100　課100

羊毛価
指数

482年＝100

穀物価
指数

482年；100

1490

1491

1492

76　　　　48　　1536－1543

65

92　　41

1493　　　　105　　　　40

1494

1945　　101

1496－1500

　1501
1502－1508

47

40

95　　　83

1509　　　　106　　　　29

1510－1518

　1519　　134 70

1520　　　116　　　　92

1521－1534

1535　　　　134　　　101

1544　　142 88

1545　　　　185　　　153

1546　　158

1547　　121

1548

1549

81

48

80

160

1550　　　271　　　177

1551

1552

1553

1554　　168

1555

200

104

98

217

1556　　　　231　　　280

1557　　276 82

1558　　　155　　　91

1559

1560

109

140

1561　　　195　　　154

1562　　　162　　　107

1563　　　187　　　195

1564　　　186　　　107

1565　　　186　　　104

1566

1567
162　　－

109　　一
1568　　　　232　　　111

1569　　　　235　　　116

1570　　207 96



　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
三
　
反
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
一
揆
・
示
威
行
進
・
叛
乱

　
　
　
　
　
〔

　
前
章
或
い
は
さ
ら
に
第
一
章
に
お
い
て
叙
述
し
た
よ
う
に
、
一
四
世
紀
の
「
一
揆
」
に
引
き
続
い
て
農
民
の
抵
抗
運
動
は
様
々
な
形
態

に
お
い
て
持
続
さ
れ
て
お
り
、
「
叛
乱
」
も
こ
れ
ら
の
運
動
の
結
節
点
と
し
て
正
当
に
評
価
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
「
叛
乱
」
勃

発
直
前
の
一
〇
年
間
に
は
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
各
地
に
お
い
て
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
「
打
壊
し
一
揆
」
（
ユ
9
）
が
続
発
し
て
い
る
と
い
う
事

実
が
ま
ず
注
目
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
「
恩
寵
の
巡
礼
」
一
揆
は
当
ノ
ー
フ
ォ
ク
で
は
大
き
な
同
情
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
直
ち
に
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
修
道
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
副
司
教
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
小
一
揆
を
呼
ぴ
起
し
た
。
四
〇
年
に
は
丁
度
「
ケ
ッ
ト
の
一
揆
」
の
際
に
狙
わ
れ
た
有
力
な
ジ
ェ
ン
ト

リ
を
襲
撃
し
よ
う
と
す
る
計
画
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
し
、
「
一
揆
」
の
直
前
に
は
前
イ
プ
ス
ゥ
ィ
チ
市
民
W
・
P
某
が
酩
酊
し
て
「
…

…
今
や
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
や
金
持
が
す
ぺ
て
の
家
畜
そ
の
他
を
自
己
の
掌
中
に
し
、
貧
乏
人
は
罰
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
〇
〇
名

も
の
者
が
何
時
か
は
決
起
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
俺
は
そ
の
一
人
に
な
る
…
…
」
と
放
言
し
投
獄
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
魚
商
J
・
Ω
某

は
法
廷
で
、
最
近
三
〇
数
年
間
牧
羊
に
従
事
し
、
今
や
恐
ら
く
一
〇
〇
〇
頭
以
上
の
羊
と
二
、
三
の
農
場
を
持
っ
て
い
る
者
が
陪
審
官
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
席
に
つ
い
て
い
る
が
彼
ら
に
つ
い
て
は
何
も
非
難
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
侮
辱
的
な
発
言
を
し
た
た
め
牢
に
つ
な
が
れ
た
。
「
ケ

ッ
ト
の
叛
乱
」
の
背
後
に
存
在
し
た
こ
の
よ
う
な
政
治
風
土
を
ま
ず
わ
れ
け
れ
は
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ケ
ッ
ト
に
よ
る
一
揆
も
最
初
は
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
の
打
壊
し
と
何
の
相
異
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
ビ
ン
ド
フ
の

適
切
な
表
現
を
借
用
す
れ
ぱ
「
一
揆
」
（
ユ
9
）
↓
「
民
案
の
示
威
運
動
」
（
宕
讐
一
碧
α
。
ヨ
8
警
唇
該
曾
）
↓
「
叛
乱
」
（
話
富
三
8
）
へ

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
曾
．
の
知
Φ
げ
〇
一
ロ
o
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
一
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
独
自
の
運
動
を
展
開
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
運
動
は
そ
れ
の
負
う
社
会
経
済
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
運

動
の
直
接
的
契
機
自
身
が
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
必
然
性
は
な
い
し
、
一
度
激
発
し
た
運
動
は
、
そ
れ
自
身
独
自
の
展
開
の
形
態

を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
人
間
主
体
が
躍
動
す
る
舞
台
が
開
け
る
。
そ
し
て
そ
の
主
体
と
は
当
「
叛
乱
」
に
お
い
て
は
ま
ず
も
っ
て
ケ

ッ
ト
で
あ
っ
た
。
ケ
ッ
ト
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
力
な
く
し
て
打
壊
し
が
「
叛
乱
」
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
と
断
言
し
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
「
主
張
が
人
を
生
み
出
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ま
た
人
が
主
張
を
生
み
出
し
た
の
で
も
あ
っ
た
」
。
と
も
あ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

筆
者
は
ま
ず
「
叛
乱
」
の
叙
述
か
ら
筆
を
起
し
つ
つ
そ
れ
を
解
釈
し
て
行
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
一
五
四
九
年
六
月
二
〇
日
、
す
な
わ
ち
、
か
の
一
四
世
紀
の
二
揆
」
が
激
発
し
た
将
に
同
じ
月
に
、
市
揚
町
ア
ト
ル
バ
ラ
（
》
琶
Φ
。

び
曾
窪
讐
）
と
そ
の
周
辺
エ
ク
ル
ズ
（
国
。
。
一
霧
）
お
よ
び
ウ
ィ
ル
ビ
（
≦
一
一
ξ
）
の
村
民
が
ウ
ィ
ル
ビ
の
ベ
ソ
ク
ホ
ー
ル
（
詔
鼻
ぎ
ε

マ
ナ
領
主
ジ
日
ン
・
グ
リ
ー
ン
（
甘
ぼ
一
〇
8
窪
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
「
囲
い
」
（
憲
8
窃
）
を
打
壊
し
た
上
で
、
目
的
を
達
し
て
解
散

し
た
。
彼
ら
村
民
は
ハ
ー
サ
ム
（
匡
鷺
の
富
目
）
と
ア
ト
ル
バ
ラ
の
隣
接
共
有
地
に
共
同
放
牧
権
（
一
暮
R
8
ヨ
ヨ
o
註
養
）
を
有
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
、
そ
の
権
利
の
一
部
が
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー
ン
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
今
ま
で
に
度
汝
観
察
さ
れ
た
反
イ
ン
ク
・

　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

ウ
ジ
ャ
一
揆
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
な
ら
殆
ど
後
の
世
代
の
人
々
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の

後
二
週
間
ほ
ど
経
っ
た
七
月
六
－
八
日
の
「
大
司
教
ベ
ケ
ッ
ト
の
昇
天
祭
」
に
、
既
述
の
村
民
を
も
交
え
た
多
く
の
民
衆
が
修
道
院
の
所

在
地
ワ
イ
モ
ン
ダ
ム
（
ゑ
鴇
巨
o
且
匡
目
）
に
集
ま
り
、
領
主
の
共
有
地
侵
害
、
各
地
の
一
揆
な
ど
に
つ
き
活
発
な
情
報
の
交
換
が
行
な
わ

　
（
8
）

れ
た
。

　
し
か
し
、
彼
ら
の
話
題
は
恐
ら
く
ア
ト
ル
バ
ラ
の
打
壊
し
六
日
前
に
出
さ
れ
た
サ
マ
セ
ッ
ト
伯
の
「
御
付
令
」
（
零
8
ポ
菖
暮
一
呂
）
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
g
）

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
他
人
の
囲
い
込
み
を
解
い
た
も
の
に
対
す
る
特
赦
を
謳
っ
て
い
た
。
不
法
な
土
地
所
有
者
の
囲
い
込
み
を
取
り
払

っ
た
と
し
て
一
体
何
の
罰
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
　
わ
れ
わ
れ
の
手
で
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
自
発
的
に
解
こ
う
で
は
な
い

か
？
　
こ
れ
は
「
御
付
令
」
に
逆
ら
わ
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
否
、
こ
れ
こ
そ
「
御
付
令
」
に
沿
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
う
じ
ゃ
な
い

か
？

　
か
く
し
て
民
衆
は
ま
ず
ワ
イ
ン
ダ
ム
（
白
賦
注
p
ヨ
）
か
ら
一
マ
イ
ル
離
れ
た
散
村
（
げ
e
巳
。
げ
）
モ
ー
レ
イ
（
冒
o
ユ
3
）
の
イ
ン
ク
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ウ
ジ
ャ
を
取
り
壊
し
に
か
か
っ
た
。
こ
の
ワ
イ
ン
ダ
ム
と
い
う
村
落
に
は
周
辺
の
数
散
村
を
含
め
て
実
に
一
二
の
マ
ナ
が
存
在
し
て
お
り
、

こ
れ
が
恐
ら
く
は
共
有
地
の
利
用
権
の
紛
争
の
種
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
の
攻
撃
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
「
新
参
者
」
の
ジ
ェ

ン
ト
リ
た
る
当
州
土
地
没
収
官
（
霧
畠
①
暮
R
）
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ラ
ワ
ー
デ
ュ
（
｝
9
け
固
9
お
巳
o
ミ
）
で
あ
る
。
彼
は
一
五
四
六
年
に
ワ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

イ
ン
ダ
ム
の
多
数
の
マ
ナ
の
う
ち
ク
・
ム
ウ
ェ
ル
ズ
・
マ
ナ
（
9
0
日
≦
亀
、
ω
誉
程
9
）
と
い
う
最
大
級
の
マ
ナ
と
解
散
前
か
ら
ワ
イ
ン

ダ
ム
修
道
院
に
所
属
し
た
ダ
ウ
ナ
ム
ホ
ー
ル
・
マ
ナ
（
U
9
§
鼠
旨
国
a
＝
話
ぎ
円
）
を
賃
借
し
て
い
た
。

　
数
あ
る
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
う
ち
自
己
の
そ
れ
の
一
部
が
取
り
壊
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
フ
ラ
ワ
ー
デ
ュ
は
大
き
な
不
満
を
抱
き
、
一

揆
に
対
し
て
四
〇
ペ
ン
ス
の
銭
を
与
え
て
ワ
イ
ン
ダ
ム
の
揉
皮
業
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ッ
ト
の
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
の
取
り
壊
し
を
唆
し
た
。

こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ッ
ト
は
一
五
四
五
年
に
ワ
イ
ン
ダ
ム
の
シ
ョ
セ
ル
ズ
・
マ
ナ
（
O
ぎ
器
亀
、
の
日
璋
8
）
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
マ
ナ
は
総
面
積
一
二
〇
エ
イ
カ
と
い
う
小
マ
ナ
で
元
来
ワ
イ
ン
ダ
ム
の
付
属
礼
拝
堂
に
所
属
す
る
マ
ナ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
ヶ
ッ
ト
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

購
入
し
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
「
私
的
怨
恨
」
（
螢
肩
貯
客
Φ
8
琶
）
が
存
在
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
よ
り
枢
要
な
こ
と
は
こ
の

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
森
林
地
帯
」
の
錯
綜
し
た
所
有
・
支
配
関
係
と
修
道
院
解
散
に
よ
る
土
地
所
有
の
変
動
、
の
二
点
で
あ
る
。
■
p

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
げ
卿
o
訂
語
o
頃
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
一
揆
は
フ
ラ
ワ
ー
デ
ュ
の
言
葉
に
従
っ
て
ケ
ッ
ト
の
マ
ナ
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
取
り
除
い
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
気
性
の
激
し
い
ケ
ッ

ト
は
激
怒
し
て
、
翌
日
今
度
は
自
ら
先
頭
に
立
っ
て
ク
・
ム
ウ
ェ
ル
・
マ
ナ
の
一
部
が
位
置
す
る
隣
村
ヘ
ザ
セ
ッ
ト
（
匡
。
些
角
器
邑
に

（
賜
）

行
き
、
フ
ラ
ワ
ー
デ
ュ
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
破
壊
に
加
わ
っ
た
。
両
者
の
間
に
激
し
い
言
葉
の
応
酬
が
あ
っ
た
が
、
最
後
に
そ
の
イ
ン
ク

・
ウ
ジ
ャ
は
見
る
影
も
な
く
取
り
壊
さ
れ
た
。
若
し
オ
ー
ブ
レ
イ
（
い
》
ロ
ぼ
薯
）
の
説
く
よ
う
に
、
「
森
林
地
帯
」
の
住
民
が
「
何
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姶
）

も
意
に
介
せ
ず
、
何
人
に
も
依
存
せ
ず
御
し
難
い
人
物
」
で
あ
る
と
し
た
ら
彼
こ
そ
将
に
こ
れ
に
該
当
す
る
人
で
あ
っ
た
。
ワ
イ
モ
ン
ダ

ム
に
集
っ
た
人
々
は
R
・
ケ
ッ
ト
の
中
に
カ
リ
ス
マ
を
み
た
。
そ
し
て
彼
の
提
唱
に
従
っ
て
民
衆
は
自
発
的
に
一
種
の
「
示
威
運
動
」
を

起
こ
す
に
至
っ
た
。
彼
ら
に
と
り
牧
羊
区
の
拡
大
、
地
主
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
強
行
は
、
サ
マ
セ
ッ
ト
公
の
政
策
を
待
つ
ま
で
も
な
く
阻

止
せ
ら
る
べ
き
悪
で
あ
り
、
彼
ら
自
身
は
「
叛
逆
者
」
た
る
意
識
は
毛
頭
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
サ
マ
セ
ッ
ト
の
行
な

っ
た
政
策
を
直
載
に
行
動
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
か
よ
う
な
偶
発
的
な
「
打
壊
し
」
が
「
示
威
運
動
」
に
ま
で
発
展
し
得
た
の
は
、
農
民
の
潜
在
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
有
能
な
指
導
者
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

う
二
要
因
が
結
合
し
得
た
が
為
で
あ
っ
た
。
「
こ
の
瞬
間
運
動
は
最
初
の
変
態
（
ヨ
。
9
9
0
弓
ぎ
巴
ω
）
を
経
験
し
た
。
一
揆
は
過
ぎ
去
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

大
規
模
な
示
威
運
動
が
始
ま
っ
て
い
た
」
。

　
か
く
し
て
ケ
ッ
ト
を
か
し
ら
に
頂
い
た
民
衆
の
示
威
行
進
が
ノ
リ
ッ
ジ
に
向
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
途
中
で
州
知
事
ワ
イ
ン
ダ
ム
（
中

≦
ぎ
α
冨
響
）
の
彼
ら
に
対
す
る
「
叛
逆
者
宣
言
」
に
耳
を
貸
す
者
も
な
く
、
秩
序
整
然
た
る
行
進
は
続
け
ら
れ
、
漸
次
膨
れ
上
っ
た
参

加
者
は
一
二
日
に
ノ
リ
ッ
ジ
の
傍
を
通
り
マ
ウ
ス
ホ
ル
ド
荒
地
（
冒
o
霧
魯
○
民
国
窪
島
）
に
到
着
し
た
。
こ
の
間
五
〇
名
を
越
す
当
州

の
治
安
判
事
は
さ
し
た
る
動
き
ら
し
い
動
き
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
も
「
示
威
行
進
」
を
理
解
す
る
上
で
看
過
す
こ
と
が
出
来
な
い
。



こ
の
後
六
週
間
（
七
月
一
二
日
～
八
月
二
六
日
）
も
の
間
、
ヶ
ッ
ト
は
彼
の
「
大
露
営
隊
」
（
浮
Φ
○
話
鉢
9
目
も
）
を
当
地
に
置
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ノ
リ
ッ
ジ
市
長
は
最
初
露
な
反
感
を
示
し
た
が
、
行
軍
と
共
諜
す
る
市
内
の
「
第
五
列
」
ー
ブ
・
ム
フ
ィ
ー
ル

ド
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
奉
公
人
や
浪
人
の
一
団
」
ー
の
存
在
に
脅
か
さ
れ
て
「
示
威
運
動
」
に
対
し
て
専
ら
懐
柔
策
に
よ
り
対
抗
し
た

　
　
　
（
1
9
）

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
ワ
イ
モ
ン
ダ
ム
か
ら
の
行
進
と
は
別
に
、
西
部
の
カ
ー
ス
ル
・
ラ
イ
ジ
ン
グ
（
O
器
二
Φ
空
の
ぎ
の
）
に
起
っ

た
一
団
1
「
小
部
隊
」
（
夢
Φ
一
①
器
R
8
日
℃
）
と
呼
ぱ
れ
た
ー
は
リ
ン
↓
ダ
ウ
ナ
ム
↓
セ
ッ
ト
フ
ォ
ド
を
通
過
し
て
南
下
し
、
サ
フ
ォ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
2
0
）

境
界
に
達
し
た
後
、
方
向
を
東
北
に
転
じ
マ
ウ
ス
ホ
ル
ド
荒
地
で
ケ
ッ
ト
の
一
行
に
合
流
し
た
。
か
く
し
て
「
ケ
ッ
ト
の
大
露
営
隊
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
班
）

そ
の
数
一
六
〇
〇
〇
、
最
高
潮
の
時
は
二
〇
〇
〇
〇
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
他
、
サ
フ
ォ
ク
東
部
か
ら
当
州
に
侵
入
し
た
一
団
も
ヤ
ー
マ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
羽
）

に
攻
撃
を
加
え
た
後
そ
の
攻
略
に
失
敗
し
て
「
大
露
営
隊
」
に
合
流
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
喩
え
一
時
的
で
も
あ
れ
法
と
秩
序
の
破
壊
が
ノ
ー
フ
ォ
ク
全
土
を
支
配
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
喚
起
し
た
遠
因
と
し
て

ノ
ー
フ
ォ
ク
伯
の
失
脚
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
前
章
で
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
と
秩
序
の
崩
壊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

は
必
ず
し
も
ケ
ッ
ト
に
よ
る
示
威
運
動
の
無
法
と
無
秩
序
を
意
味
し
な
い
。
事
態
は
全
く
逆
で
あ
っ
た
。
ケ
ッ
ト
は
彼
の
露
営
隊
を
「
国

王
の
露
営
隊
」
（
9
Φ
匹
夷
、
の
9
目
b
）
と
呼
び
、
法
律
家
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ド
サ
ル
ブ
（
冒
ぎ
の
o
駐
9
お
）
の
息
子
を
彼
の
国
務
大
臣
に

登
用
し
て
記
録
を
保
存
せ
し
め
た
。
さ
ら
に
、
各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
よ
り
二
名
の
地
元
の
有
力
者
を
代
表
と
し
て
選
出
さ
せ
、
こ
れ
で
「
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

議
会
」
（
島
0
8
β
暮
層
8
β
9
ε
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
は
決
し
て
叛
乱
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
サ
マ
セ
ッ
ト
の
政
策
の
文
字
通
り
の
施
行
を
志
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
か
よ
う
な
行
動
を
サ
マ
セ
ッ
ト
が
放
置
し
た
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
初
露
骨
な
弾
圧
政
策
に

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
．
ω
閃
o
び
〇
一
一
δ
昌
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
，



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八

出
る
こ
と
に
二
の
足
を
踏
ま
せ
て
い
た
。
恐
ら
く
そ
れ
は
彼
の
個
人
的
感
情
と
い
う
よ
り
も
一
揆
自
身
の
要
求
た
る
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
反

対
、
共
有
地
擁
護
が
政
府
の
政
策
と
原
則
的
に
は
一
致
し
て
い
た
か
ら
と
み
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
．
一
の
態
度
は
今
ま
で
サ
マ
セ

ッ
ト
の
政
策
を
快
か
ら
ず
思
っ
て
い
た
一
部
大
土
地
所
有
者
に
絶
好
の
攻
撃
の
口
実
を
与
え
、
そ
の
告
発
の
前
に
サ
マ
セ
ッ
ト
は
あ
え
な

く
敗
北
を
喫
し
た
の
で
あ
っ
た
。
七
月
八
日
地
方
有
力
者
の
も
と
に
叛
乱
鎮
圧
の
指
令
が
乱
れ
飛
ん
で
い
る
の
は
政
府
の
態
度
の
変
化
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

示
し
て
い
る
。
こ
の
日
は
い
み
じ
く
も
ワ
イ
モ
ン
ダ
ム
で
「
大
司
教
ベ
ケ
ッ
ト
の
昇
天
祭
」
が
開
か
れ
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
。

　
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
「
示
威
運
動
」
を
「
叛
乱
」
に
転
化
し
た
の
は
、
将
に
こ
の
政
変
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
よ
ヴ
運
動
が
そ

の
上
に
立
っ
て
い
た
二
つ
の
前
提
が
、
つ
ま
り
、
運
動
の
目
的
は
政
府
の
そ
れ
と
一
致
し
、
次
に
、
そ
の
目
的
達
成
に
当
り
政
府
が
彼
ら

の
行
動
を
少
な
く
と
も
大
目
に
見
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
提
が
あ
え
な
く
崩
れ
去
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ケ
ソ
ト
と
そ
の
協
力
者
た

ち
に
と
り
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
ら
も
ま
た
一
四
世
紀
の
「
一
揆
」
の
時
と
同
様
に
彼
ら
の
究
極
の
敵
を
最
後
の

段
階
ま
で
見
破
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
局
面
は
新
し
い
段
階
1
「
叛
乱
」
1
に
入
っ
た
。
七
月
一
二
日
・
ン
ド
ン
か
ら
武
器
を
捨
て
解
散
す
る
こ
と
を
条
件
に
特
赦

の
使
者
が
来
た
。
舞
台
は
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
地
方
的
事
件
か
ら
国
家
全
体
の
関
心
事
と
な
っ
た
。
．
）
の
時
に
は
若
し
国
王
の
特
赦
が
得
ら

れ
た
ら
、
武
器
を
捨
て
て
そ
の
揚
を
去
ろ
う
と
考
え
て
い
た
者
が
多
数
存
在
し
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
特
赦
の
使
い
に
対
し
て

大
多
数
の
者
が
「
王
の
身
に
幸
い
あ
れ
」
と
脆
い
て
特
赦
に
従
お
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ケ
ッ
ト
は
決
然
立
っ
て
そ
れ
に
反
対
し
た
。

「
…
…
特
赦
と
は
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
赦
し
で
あ
る
…
…
自
分
は
真
の
国
民
の
義
務
で
あ
る
こ
と
以
外
に
は
何
も
し
て
来
な
か
っ
た

…
：
。
」
武
装
し
た
兵
が
彼
を
重
罪
人
と
呼
び
捕
縛
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
新
た
な
混
乱
が
起
っ
た
。
カ
リ
ス
マ
と
し
て
の
ケ
ッ
ト
に



心
酔
し
て
い
た
民
衆
は
彼
に
従
っ
た
。
し
か
し
禁
足
状
態
に
あ
っ
た
ノ
リ
ッ
ジ
市
長
、
ワ
イ
ン
ダ
ム
の
マ
ナ
所
有
者
ア
ッ
プ
ル
ヤ
ー
ド
兄

弟
（
昌
。
毎
窓
一
逡
R
房
）
、
国
王
の
命
に
喜
ん
で
従
っ
た
ヨ
ー
マ
ン
た
ち
は
「
大
露
営
隊
」
か
ら
去
り
、
「
国
王
の
友
た
る
者
は
わ
れ
と
共

に
来
た
れ
」
と
い
う
使
者
の
号
令
に
従
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
6
）

　
以
上
は
ブ
ロ
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
記
録
の
要
旨
で
あ
り
、
こ
の
時
の
模
様
を
詳
し
く
再
録
し
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
S
・

T
・
ビ
ン
ド
フ
教
授
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
一
揆
の
分
裂
と
し
て
捉
え
た
い
。
若
し
隊
を
離
れ
た
人
た
ち
が
真
に
軟

禁
状
態
に
あ
っ
た
な
ら
、
ま
た
ケ
ッ
ト
一
味
が
そ
れ
を
欲
し
た
ら
彼
ら
は
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。
ノ
リ
ッ
ジ
市
長
以
下

ヨ
ー
マ
ン
層
が
こ
の
際
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
隊
を
離
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
意
に
反
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
た
者
も
あ
っ
た
に

せ
よ
、
多
く
の
者
が
半
信
半
疑
で
こ
の
一
揆
に
参
加
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
政
府
の
政
策
を
自
ら
実
行
に
移
す
と
い

う
の
が
彼
ら
の
出
発
点
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
こ
の
推
定
に
は
無
理
は
な
い
。
既
に
七
月
八
日
付
の
反
乱
鎮
圧
の
指
令
は
彼
ら
の
耳
に
入
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
国
王
の
使
い
を
眼
の
前
に
し
て
彼
ら
は
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
隊
を
去
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
の
推
量

に
な
る
が
、
彼
ら
の
中
に
は
既
述
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
代
表
も
恐
ら
く
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
翌
朝
叛
乱
軍
は
ノ
リ
ソ
ジ
の
必
死
の
自

衛
に
も
か
か
わ
ら
ず
激
戦
の
末
当
市
を
攻
略
し
、
市
長
以
下
の
要
人
は
捕
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
。
・
ン
ド
ン
に
次
ぐ
第
二
の
都
市
が
叛
乱

軍
に
よ
り
占
領
さ
れ
た
と
い
う
報
に
驚
愕
し
た
政
府
は
、
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
候
の
指
揮
の
下
に
一
二
〇
〇
名
の
軍
勢
を
鎮
圧
に
差
し
向
け

た
。
彼
は
一
度
抵
抗
な
く
ノ
リ
ッ
ジ
市
に
入
城
し
た
が
、
続
い
て
「
露
営
隊
」
か
ら
派
遣
さ
れ
た
農
民
軍
と
血
戦
の
末
意
気
を
喪
失
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
留
）

市
を
放
棄
し
て
退
却
し
た
。
こ
の
時
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
が
戦
揚
の
露
と
消
え
た
。
こ
う
し
て
ノ
リ
ッ
ジ
は
完
全
に
ケ
ッ
ト
の
軍
勢
の
支

配
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
史
上
全
く
前
代
未
聞
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
「
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
の
一
揆
」

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
げ
因
Φ
げ
巴
＝
曾
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
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報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇

を
経
る
こ
と
一
世
紀
半
に
し
て
、
民
衆
の
反
抗
も
ま
た
こ
こ
ま
で
組
織
さ
れ
て
は
い
た
。

　
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
の
敗
北
を
聞
い
た
・
ン
ド
ン
で
は
軍
隊
の
召
集
を
要
求
す
る
伝
令
が
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
全
土
に
飛
ん
だ
。
こ

の
機
に
元
来
指
揮
を
と
る
ぺ
き
摂
政
サ
マ
セ
ッ
ト
は
ウ
ォ
リ
ッ
ク
に
取
っ
て
代
ら
れ
、
彼
は
迅
速
と
決
断
を
以
っ
て
事
に
当
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
八
月
二
三
日
ノ
リ
ッ
ジ
か
ら
三
哩
の
イ
ン
ト
ウ
ッ
ド
（
ぎ
穿
o
＆
）
に
一
二
〇
〇
〇
名
の
軍
勢
と
共
に
到
着
し
た
彼
は
、
ケ
ッ
ト

を
除
い
た
全
員
に
対
す
る
特
赦
の
申
し
入
れ
に
使
者
を
送
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
三
度
目
の
呼
ぴ
か
け
も
以
前
と
同
様
に
殆
ど
応
ず
る
者

は
お
ら
ず
、
両
者
の
決
戦
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
遂
に
二
六
日
壮
烈
な
市
街
戦
の
後
ウ
ォ
リ
ッ
ク
は
ノ
リ
ッ
ジ
を
攻
略
し
た
が
、
同
夜

叛
乱
軍
に
よ
り
放
た
れ
た
火
は
市
中
を
焦
土
と
化
し
、
当
市
に
と
っ
て
そ
の
日
は
「
暗
黒
の
日
曜
日
」
（
匹
8
犀
の
藍
鼠
亀
）
で
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。
ノ
リ
ッ
ジ
を
敵
中
に
奪
回
さ
れ
た
ケ
ッ
ト
勢
は
食
糧
の
補
給
路
を
絶
た
れ
、
や
む
な
く
マ
ウ
ス
ホ
ウ
ル
ド
の
露
営
地
か
ら
ダ

ッ
シ
ン
デ
ィ
ル
（
U
器
昌
凶
巴
o
）
に
向
っ
て
撤
退
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
到
着
し
て
い
た
一
〇
〇
〇
名
ほ
ど
の
ド
イ
ツ

人
騎
兵
隊
の
恰
好
の
目
標
と
な
り
、
最
後
の
特
赦
が
一
揆
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
後
、
彼
ら
は
叛
乱
軍
の
中
に
突
入
し
て
三
〇
〇
〇
以
上
も

の
叛
徒
を
斬
殺
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ケ
ッ
ト
自
身
も
四
九
名
の
首
謀
者
と
共
に
捕
わ
れ
の
身
と
な
り
、
・
ン
ド
ン
で
十
一
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

六
日
反
逆
罪
を
宣
告
さ
れ
、
一
二
月
七
日
ノ
リ
ッ
ジ
城
に
お
い
て
斬
首
さ
れ
た
。

（
－
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

い
客
国
騨
ヨ
日
雲
ρ
↓
富
留
。
芭
琶
q
国
8
8
邑
。
○
可
窪
目
ω
＄
g
o
幹
や
5
p

H
ぴ
置
‘
や
一
〇
溌

ψ
↓
ー
切
ぼ
α
o
餌
や
ざ

一
げ
こ
4
り
旨
，



（
5
）
　
「
叛
乱
」
の
最
も
詳
密
な
記
述
は
、
F
・
ブ
・
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
著
『
ノ
ー
フ
ォ
ク
史
』
（
第
三
巻
二
二
〇
頁
以
下
）
で
あ
ろ
う
。
学
術
書
と

　
し
て
の
古
典
は
既
述
S
．
F
．
ラ
ソ
セ
ル
の
書
物
で
あ
り
、
戦
後
の
成
果
と
し
て
は
小
論
が
負
う
と
こ
ろ
の
大
き
い
ピ
ン
ド
フ
教
授
の
も
の
が
あ

　
る
。
豊
富
な
史
実
の
記
録
と
い
う
点
で
は
戦
前
の
J
・
R
・
ハ
モ
ン
ド
、
さ
ら
に
最
近
の
K
・
」
・
ア
リ
ソ
ン
の
学
位
論
文
が
最
も
役
に
立
つ
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
V
。
C
．
E
・
ノ
ー
フ
ォ
ク
第
一
巻
収
録
の
R
・
ロ
イ
の
政
治
史
の
「
叛
乱
」
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
大
半
が
ラ
ッ
セ
ル
と
プ

　
ロ
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
に
依
存
し
て
お
り
得
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。
別
に
簡
単
に
「
叛
乱
」
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
は
左
記
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、

　
R
．
E
・
ト
ー
二
1
の
労
作
を
別
と
し
て
「
叛
乱
」
の
分
析
に
役
立
つ
も
の
は
な
い
。
国
2
蟄
錺
ρ
O
§
簿
恥
」
Q
試
。
ミ
ミ
醤
執
爵
§
§
§
§
鯉
＆

ミ
“
旨
㊦
袋
胸
Q
な
恥
恥
a
ミ
誉
g
8
ミ
跨
＆
§
勲
藪
§
蓉
q
§
』
§
噂
き
寧
蓑
§
鮮
り
。
。
。
“
》
コ
b
。
＝
蟄
箆
一
↓
ぎ
ざ
§
§
執
由
象
ミ
璽

骸
肉
醤
黛
麟
り
尽
＜
〇
一
≦
も
や
認
～
ひ
勇
・
剴
写
o
浮
①
β
寧
↑
魯
纂
一
ξ
↓
蕊
き
鷲
、
翁
鉢
9
蕊
等
跨
“
§
り
認
“
日
輿
の
騨
葺
ε
p
q
§
逗
§
り

9
蔑
q
§
§
§
ミ
α
ミ
吻
も
や
。
。
℃
～
。
9

（
6
）
コ
国
o
彗
9
Φ
一
9
＜
〇
一
甲
目
H
ら
鐸

（
7
）
　
こ
れ
は
通
説
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
囲
い
」
（
ぼ
蓉
9
）
を
打
壊
し
た
と
い
う
だ
け
で
、
直
ち
に
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
反
対
と
言
え
る
か
疑

　
問
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
牧
羊
区
の
揚
合
も
牧
羊
期
（
昏
8
犀
試
目
Φ
）
に
は
何
ら
か
の
「
囲
い
」
が
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な

　
い
か
ら
で
あ
る
。

（
8
）
　
ラ
ッ
セ
ル
は
最
初
の
打
壊
し
か
ら
次
の
祝
日
ま
で
二
週
間
に
亘
っ
て
決
起
の
準
備
が
極
秘
に
進
め
ら
れ
、
祝
日
が
そ
の
実
行
の
日
と
し
て
当

　
初
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
コ
≦
・
菊
霧
器
F
o
や
9
“
℃
●
舘
．

（
9
）
¢
9
卑
且
。
抽
o
や
鼻
●
鳩
質
N
p

（
1
0
）
　
プ
望
o
ヨ
Φ
留
一
9
＜
〇
一
』
ど
）
や
も
o
o
～
8
y

（
1
1
）
　
こ
の
マ
ナ
は
周
辺
の
四
散
村
に
拡
が
り
、
リ
ー
ト
の
主
3
を
所
有
し
て
い
た
。
惨
ゆ
δ
ヨ
島
巴
9
サ
8
ρ

　
　
　
「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
げ
園
①
げ
Φ
＝
δ
旨
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
一
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説
い
て
い
る

（
餌
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二

一
び
一
伽
こ
℃
’
軌
O
い

の
●
↓
．
切
一
昌
自
O
自
、
O
℃
・
O
一
け
4
℃
、
⇔
●

コ
切
一
〇
巨
ゆ
巴
儀
o
や
く
巳
，
口
酬
や
認
い
．
ブ
ロ
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
は
ケ
ッ
ト
が
自
発
的
に
こ
れ
を
行
な
っ
た
と
は
記
し
て
な
い
。

H
げ
一
山
」
く
〇
一
’
く
い
づ
。
N
轟
．

い
↓
ゲ
一
同
の
犀
℃
弓
げ
Φ
男
帥
擁
目
一
旨
凶
男
o
凶
一
〇
昌
の
O
h
国
づ
凶
一
帥
昌
伍
陣
口
臥
℃
『
R
↓
，
賊
9
§
韓
累
o
哩
璽
鳳
閉
§
覧
R
蔑
9
鼠
壽
馬
①
3
や
一
一
N
・

の
，
↓
’
国
一
昌
飢
O
中
｝
映
恥
牒
、
恥
肉
馬
騨
恥
黛
暁
§
噂
℃
●
ω
ひ

H
げ
一
山
こ
℃
9
一
ω
D

悶
，
H
W
一
〇
旨
口
ゆ
〇
一
α
｝
く
O
ピ
H
H
H
一
b
・
N
N
轟
。

H
げ
一
自
こ
廿
・
N
N
ひ
｝
悶
。
≦
、
閑
信
の
P
Φ
一
ど
O
b
■
O
詫
こ
b
b
・
高
O
～
斜
ピ

男
些
o
目
呂
9
9
8
。
鼻
ご
＜
〇
一
．
日
ら
8
ざ
8
ρ
舘
い
一
閃
●
≦
国
に
馨
一
一
も
や
鼻
こ
b
・
α
一
・

問
●
コ
o
ヨ
魯
⑦
一
鼻
8
。
鼻
●
｝
ゆ
器
含
男
ー
≦
勇
猛
の
。
F
8
■
鼻
‘
唇
，
＆
～
評

ハ
モ
ン
ド
は
「
叛
乱
」
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
第
一
に
秩
序
（
O
a
9
ぎ
8
ω
）
を
あ
げ
第
二
に
詳
細
な
綱
領
、
第
三
に
、
宗
教
と
の
無
関
係
を

　
　
　
　
。
前
記
論
文
六
頁
そ
の
他
プ
・
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
ニ
ニ
七
頁
な
ど
参
照
。

男
・
切
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〇
ヨ
Φ
b
Φ
一
自
｝
℃
●
N
N
刈
｝
男
9
ど
＜
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一
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O
℃
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O
津
‘
b
・
斜
N
b
℃
・
N
O
Q
～
斜
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の
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↓
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］
W
一
口
α
○
中
’
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℃
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一
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ご
b
。
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男
。
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昌
O
目
O
ゆ
O
一
α
い
＜
〇
一
●
H
H
H
｝
℃
b
●
N
ω
轟
～
軌
，

一
げ
一
自
こ
℃
，
N
鼻
N
9

目
げ
一
山
‘
b
男
，
N
軌
O
～
丼



　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
四
　
「
叛
乱
」
の
分
析

　
　
　
　
　
〔

　
一
六
世
紀
の
絶
対
王
制
期
に
お
け
る
民
衆
の
運
動
は
、
一
四
世
紀
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
遙
か
に
複
雑
な
形
態
で
展
開
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
か
つ
そ
の
評
価
に
関
し
て
も
単
純
化
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
四
世
紀
に
お
い
て
は
小
商
品
生
産
の
展
開
は
未
だ
端
緒
的
な
段
階
に
留
ま
り
、
商
品
生
産
者
間
に
は
相
互
に
分
裂
が
見
ら
れ
ず
封
建

的
権
力
u
領
主
層
に
対
し
て
小
商
品
生
産
者
た
る
直
接
生
産
者
が
生
産
物
販
売
の
自
由
を
要
求
し
て
露
に
衝
突
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
六
世
紀
に
至
る
と
、
体
制
側
の
間
に
も
封
建
的
諸
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
資
本
主
義
的
経
済
の
波
に
便
乗
せ
ん
と
す
る

一
派
と
か
、
或
い
は
自
ら
封
建
的
秩
序
を
破
壊
し
て
資
本
主
義
的
発
展
に
適
応
せ
ん
と
す
る
一
派
が
派
生
し
、
さ
ら
に
直
接
生
産
者
の
中

に
も
分
解
が
進
行
し
て
、
競
争
に
敗
れ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
化
し
つ
つ
あ
る
小
農
民
は
、
他
方
で
は
封
建
的
秩
序
に
反
抗
し
な
が
ら
、
同
時

に
、
か
つ
て
の
同
志
に
向
っ
て
も
敵
対
の
姿
勢
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
ら
は
結
果
的
に
は
、
共
同
体
の
維
持
は
自
己
の
よ
り
ど
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
見
い
出
そ
う
と
す
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
の
農
民
は
最
早
同
質
的
な
階
級
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
い
た
」
（
c
．
ヒ
ル
）
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
支
配
・
被
支
配
の
各
階
級
が
さ
ら
に
自
己
の
間
で
分
裂
を
は
ら
み
な
が
ら
、
そ
し
て
互
い
に
他
を
牽
制
し
な
が
ら
運
動
に
参
加

し
、
彼
ら
の
要
求
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
。
絶
対
王
制
期
の
諸
一
撲
・
叛
乱
が
複
雑
な
局
面
を
提
示
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
に
お
い
て
彼
ら
の
利
害
は
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
小
論
の
前
半
に
お
い
て
、
当
時
代
に

お
け
る
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
経
済
・
社
会
構
造
が
農
業
部
門
を
中
心
と
し
て
詳
細
に
論
及
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
よ
り
叛
乱
軍
の
要
求
を

推
量
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
結
果
と
彼
ら
の
「
綱
領
」
内
容
と
の
相
互
関
連
を
以
下
に
お
い
て
追
求
す
る
中
で
「
叛
乱
」
の
位
置

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
因
9
、
の
閃
Φ
げ
o
…
o
昌
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三



〔第5表〕　若干の

　r決起した民衆」

の職業の内分け＆

農民　　　　　　　17

牧畜業者二肉屋　　7

仕立屋　　　　　　4

日雇労働者　　　　2

革柔皮業者　　　　2

漁夫　　　　　　　2

粉屋　　　　　　　2

桶屋　　　　　　　2

靴屋　　　　　　　2

宿屋　　　　　　　1

石工　　　　　　　1

パン焼工　　　　　1

船頭　　　　　　　1

帽子製造業　　　　1

反物商　　　　　　1

ねずみ取り　　　　1

　計　　　　　　　47

　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
四

筆
者
は
こ
れ
ら
を
「
叛
乱
」
の
主
体
、
運
動
の
形
態
、
「
綱
領
」
の
分
析
と
い
う
三
視
角
か
ら
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
に
叛
乱
軍
の
主
体
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
同
時
に
叛
乱
軍
の
攻
撃
対
象
に
対
し
て
も
分
析
が
行
な
わ
れ
る
。

　
叛
乱
軍
の
構
成
を
ま
ず
職
業
別
に
み
る
と
、
「
綱
領
」
に
署
名
さ
れ
た
各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ト
代
表
の
中
に
も
ケ
ッ
ト
兄
弟
（
≦
三
鼠
匿
き
α

勾
o
げ
。
詳
国
Φ
ε
と
か
ト
マ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
（
一
、
ぎ
誉
霧
臼
①
詩
①
）
な
ど
の
よ
う
に
製
革
業
者
が
見
ら
れ
る
し
、
多
く
の
手
工
業
者
が

兵
卒
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
「
叛
乱
」
は
「
全
く
農
村
の
運
動
」
（
塁
賃
9
霧
オ
Φ
ζ
餌
讐
畦
誉
一
日
o
〈
。
ヨ
Φ
暮
）
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
く
「
か
な
り
な
都
市
的
要
素
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ワ
イ
モ
ン
ダ
ム
、
ワ
イ
ン
ダ
ム
、
ア
ト
ル
バ
ラ

或
い
は
カ
ー
ス
ル
．
ラ
イ
ジ
ン
グ
は
当
州
で
も
屈
指
の
市
揚
町
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
四
世
紀
「
一
揆
」
と
の
類
似
点
で
あ
り
、
広
範
な

小
商
品
生
産
者
の
叛
乱
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
つ
見
逃
し
得
な
い
相
違
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
一
揆
」
の
揚
合
そ
の
激
発
地
は
椀
毛
工
業
の
立
地
に
中
心
が
あ
り
、

指
導
者
リ
ス
タ
ー
（
犀
る
。
盆
け
）
以
下
当
工
業
の
関
係
者
が
小
商
品
生
産
者
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
し
て
「
一
揆
」
に
参
加
し
た
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

づ
け
が
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
叛
徒
の
経
済
主
体
と
し
て
の
側
面
も
既
述
の
分
析
の
上
に
立
っ
て
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

が
、
当
「
叛
乱
」
の
揚
合
、
中
心
地
は
む
し
ろ
「
森
林
地
帯
」

の
南
部
に
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
硫
毛
工
業
の
立
地
か
ら
ず

れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
今
迄
に
発
見
さ
れ
た
史
料
か
ら
判
断
す

る
限
り
、
関
連
諸
工
業
に
従
事
す
る
手
工
業
者
層
な
い
し
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

者
の
参
加
が
唯
の
一
人
も
見
当
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ



第10図椀毛織布業者の登録数（ノリッジ市）

・一 種織元の登録数

8

焔，
9
8

㌔
　
」
覧
　
8
　
’

100
90

80

70

60

0
　
4
0
　
3
0
　
　
2
0

10

0

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
凶
9
げ
知
o
げ
巴
＝
O
コ
）
を
め
ぐ
っ
て

1580～
　　1584

1530－
　　1534

1430－　　　　1480～
　　1434　　　　　　1484

1330～　　　　1380－
　　1334　　　　　　1384

こ
で
、
両
時
代
に
お
け
る
杭
毛
工
業
の
状
況
に
も
注
意
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
「
一
撲
」
の
際
に
は
流
毛
工
業
は
第
一

次
最
盛
期
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
叛
乱
」
の
際
に
は
そ
れ

は
長
期
に
亘
る
停
滞
か
ら
脱
し
き
れ
な
い
で
い
た
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

そ
れ
は
第
1
0
図
の
示
す
記
録
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
織
布
工

の
登
録
が
急
減
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
杭
毛
工
業
関
係

の
手
工
業
者
は
多
数
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た

「
農
村
地
域
の
杭
毛
工
業
が
同
様
に
衰
退
し
た
か
ど
う
か
は

疑
わ
し
い
」
（
R
・
ハ
モ
ン
ド
）
と
い
う
指
摘
も
考
慮
し
て
お

　
　
　
　
　
（
7
）

か
ね
ぱ
な
る
ま
い
。
彼
ら
が
参
加
し
え
な
か
っ
た
の
は
運
動

の
弱
い
一
環
と
し
て
考
慮
に
価
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
否
、

こ
の
点
こ
そ
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
の
鍵
を
解
く
決
定
的
な
視

角
で
あ
る
と
い
う
の
が
以
下
述
べ
る
よ
う
に
小
論
の
主
張
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
こ
れ
は
「
綱
領
」
と
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
が
一
見
不
可

解
な
こ
と
は
、
「
綱
領
」
に
は
硫
毛
関
係
者
の
要
求
は
全
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
捻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
六

見
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
王
が
回
答
書
の
中
で
「
羊
毛
価
格
に
関
す
る
苦
情
に
関
し
て
は
、
予
は
今
後
委
員
た
ち
が
織
元
た
ち

に
羊
毛
を
買
わ
せ
、
昨
年
一
般
に
売
ら
れ
た
価
格
の
三
分
の
二
を
支
払
わ
せ
、
残
り
三
分
の
一
に
関
し
て
は
所
有
主
と
買
主
は
議
会
が
定

め
る
よ
う
な
命
令
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
議
会
で
予
は
土
地
所
有
者
は
あ
る
限
度
を
越
え
て
織
元
や
借
地
農
で
あ
る
ぺ
き
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

…
：
と
命
じ
た
い
」
と
答
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
国
王
が
か
よ
う
な
返
答
を
し
て
い
る
点
よ
り
、
こ
れ
は
羊
毛
の
騰
貴
、
領
主
の
農
業
経

営
、
或
い
は
杭
毛
経
営
に
反
対
し
た
織
元
・
手
工
業
者
の
声
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
州
に
こ
の
種
の
不
満
が
存
在
し
、
そ
れ
が
（
或

い
は
叛
乱
軍
と
関
係
し
て
）
王
に
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
叛
乱
軍
の
中
で

正
当
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
か
。

　
再
ぴ
間
う
。
硫
毛
工
業
の
関
係
者
が
積
極
的
に
参
加
し
て
い
な
い
の
は
何
故
か
。
筆
者
に
は
こ
こ
に
「
ケ
ッ
ト
の
一
擾
」
を
規
定
す
る

決
定
的
と
も
い
え
る
一
要
因
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
椀
毛
工
業
の
原
毛
は
専
ら
当
州
の
牧
羊
業
者
”

土
地
所
有
者
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
。
両
者
の
間
に
羊
毛
商
人
が
入
り
込
ん
で
杭
毛
業
者
に
高
い
原
毛
を
売
り
つ
け
て
い
る
か
否
か
は
別

と
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
流
毛
業
者
の
立
揚
か
ら
安
い
原
毛
を
確
保
す
る
最
大
の
条
件
が
牧
羊
業
の
拡
大
－
牧
羊
区
で
あ
れ
イ
ン
ク
・
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ジ
ャ
で
あ
れ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
既
述
ス
プ
リ
ン
グ
の
様
に
大
量
の
原
毛
を
購
入
に
依
存
す
る

大
織
元
に
と
っ
て
は
牧
羊
業
の
拡
大
は
重
大
な
関
心
の
的
で
あ
っ
た
。

　
裏
を
返
せ
ば
こ
の
一
見
「
綱
領
」
と
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る
回
答
も
実
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
、
椀
毛
業
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
羊
毛
価
格
の
騰
貴
が
牧
羊
区
拡
大
・
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
原
因
で
あ
る
。
故
に
羊
毛
価
格
の
規
制
、
ひ
い
て
は
椀

毛
工
業
の
拡
大
（
資
本
“
賃
労
働
関
係
の
成
立
）
の
抑
止
こ
そ
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
波
に
対
す
る
歯
止
め
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な



か
ろ
う
か
。
「
叛
乱
」
の
歴
史
的
制
約
が
こ
こ
に
存
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
叛
乱
地
域
と
の
関
係
に
お
い
て
の
ち
に
再

論
す
る
。

　
次
に
間
題
は
「
叛
乱
」
参
加
者
の
階
級
性
に
移
る
。
両
陣
営
の
階
級
構
成
は
か
な
り
明
瞭
で
あ
る
。
叛
乱
軍
で
各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

の
「
州
議
会
」
の
成
員
に
関
し
て
は
、
F
・
ブ
・
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
『
ノ
ー
フ
ォ
ク
史
』
（
一
一
巻
）
に
当
る
こ
と
に
よ
り
、
今
迄
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
う
ち
二
名
は
確
実
に
マ
ナ
領
主
な
い
し
地
主
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

他
の
三
名
に
関
し
て
も
そ
の
蓋
然
性
が
甚
だ
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ケ
ッ
ト
自
身
が
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
所
属
し
た
ヨ
ー
マ
ン
上
層
も
い
れ
ば
、
借
地
農
や
村
落
代
表
も
検
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
を
一
色
に
「
富
農
」
と
か
「
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
」
と
か
い
う
カ
テ
ゴ
リ
で
総
括
し
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
代
表
す
る
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
何
が
し

か
の
影
響
力
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
代
表
の
選
ば
れ
た
「
叛
乱
」
以
前
の
時
期
に
お
い
て
、
彼
は
地
主
の
行
な
う
イ
ン
ク

・
ウ
ジ
ャ
・
共
有
地
破
壊
に
頭
か
ら
反
対
す
る
封
建
領
主
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
代
表
選
出
の
時
点
に
お
い
て
は

反
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
と
い
う
以
外
に
は
彼
ら
の
間
に
共
通
の
経
済
的
利
害
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
た
方
が
真
実
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
、

　
こ
れ
に
対
し
て
史
料
に
残
さ
れ
た
決
起
し
た
民
衆
か
ら
、
彼
ら
が
小
商
品
生
産
者
を
主
力
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
述
の
よ
う
に

ま
ず
否
定
出
来
な
い
。
「
叛
乱
」
の
基
盤
は
「
森
林
地
帯
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
六
世
紀
に
お
い
て
独
立
自
営
農
民
層
の
繁
栄
の
地
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

っ
た
こ
と
は
、
小
論
の
第
一
部
に
お
け
る
主
要
な
結
論
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
没
落
し
つ
つ
あ
っ
た
小
農
民
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
ら
も
ま
た
ヨ
ー
マ
ン

層
と
は
異
な
っ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
脳
裏
に
も
っ
て
運
動
に
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。
サ
フ
ラ
ン
栽
培
地
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
許
可
に
続
い

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
げ
囲
o
げ
色
＝
o
ε
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
八

て
「
…
…
そ
し
て
今
後
は
何
ぴ
と
と
い
え
ど
も
こ
れ
以
上
囲
込
み
を
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
主
．
張
が
織
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
両
者
の
妥

協
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
も
あ
れ
両
者
と
さ
ら
に
は
借
地
農
が
共
に
彼
ら
の
古
き
共
有
地
利
用
権
の
維
持
を
当
面
の
敵
に
対
し
て
主
張
し

た
と
し
て
も
、
彼
ら
が
一
致
し
て
「
共
同
体
擁
護
」
を
心
底
か
ら
希
求
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
、
地
主
の
共
同
体
圧
殺
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

て
は
「
マ
ナ
慣
習
」
で
対
抗
す
る
の
が
最
も
有
利
で
あ
っ
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
主
体
は
富
裕
な
小
商
品
生
産

者
と
解
す
ぺ
き
で
「
叛
乱
」
軍
は
そ
の
一
貫
し
た
秩
序
の
あ
る
行
動
か
ら
察
し
得
る
よ
う
に
、
決
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ャ
ッ
ク
リ
ー
で
は

　
　
（
1
5
）

な
か
っ
た
。
彼
ら
に
は
「
一
揆
」
に
見
ら
れ
た
残
忍
さ
さ
え
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
次
に
「
叛
乱
」
軍
の
攻
撃
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
実
に
襲
撃
の
対
象
に
な
っ
た
者
、
最
後
に
ウ
ォ
リ
ッ
ク
の
軍
隊
に
馳
せ
参
じ
た
者
、

さ
ら
に
、
「
綱
領
」
の
分
析
に
よ
り
果
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま
ず
抽
象
的
に
語
ら
れ
る
時
、
常
に
叛
乱
軍
の
苦
情
の
的
と
な
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
は
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」
或
い
は
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
最
小
限
度
彼
ら
が
明
瞭
に
領
主
或
い
は
地
主
暦
で
あ
る
こ
と

が
分
か
ろ
う
。
し
か
し
同
時
代
人
に
よ
る
こ
れ
ら
の
表
現
が
繰
返
し
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
看
過
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
彼
ら
が
ま
ず
封
建
領
主
と
考
え
ら
れ
る
も
の
か
、
近
代
地
主
的
性
格
を
身
に
纏
っ
て
い
た
も
の
と
解
す
べ
き

か
が
判
然
と
し
な
い
。
彼
ら
が
具
体
的
に
誰
を
脳
裏
に
描
き
誰
に
鉾
先
を
向
け
た
か
が
間
題
と
な
る
。

　
そ
こ
で
、
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
所
有
者
或
い
は
ノ
サ
ン
プ
ト
ン
や
ウ
ォ
リ
ッ
ク
の
軍
隊
に
参
加
し
た
者
を
個
々
に
検
討
し
て
み

（
1
8
）

よ
う
。
す
る
と
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
歴
史
に
僅
か
な
り
と
も
通
じ
た
者
な
ら
直
ち
に
気
付
く
一
つ
の
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
が
多
く
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ー
フ
ォ
ク
で
も
屈
指
の
名
家
に
属
し
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
上
層
に
位
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
サ
ウ
ズ
ウ
ェ
ル
（
ω
o
暮
穿
お
ε
、
タ
ウ
ン
ぜ
ン
ト

（
臼
o
矩
器
『
窪
α
）
、
パ
ス
ト
ン
（
b
霧
8
巳
、
ル
ス
ト
ラ
ン
ジ
（
い
Φ
ω
け
声
鵠
α
q
o
）
、
ク
ニ
ヴ
ェ
ッ
ト
（
囚
⇒
｝
〈
0
9
）
、
ワ
イ
ン
ダ
ム
（
≦
ぎ
飢
7
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「
ケ
ッ
ト
の
叛
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｝
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇

㊧
ヨ
）
、
ウ
ッ
ド
ハ
ゥ
ス
（
巧
o
o
＆
5
彦
Φ
）
、
ド
ゥ
ル
リ
（
U
擁
信
↓
図
）
、
コ
ー
ベ
ッ
ト
（
O
曾
び
Φ
9
）
、
ベ
デ
ィ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
（
切
a
q
ぎ
の
7

0
包
）
な
ど
由
緒
あ
る
名
家
で
、
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
多
く
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
多
数
の
マ
ナ
の
所
有
者
、
つ
ま
り
牧
羊
区
の
所
有
者
で
あ
り
、
彼
ら
が
何
千
頭
と
い
う
羊
群
の
所
有
者
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

　
前
記
の
中
で
も
特
に
著
名
な
サ
ウ
ズ
ウ
ェ
ル
と
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
の
両
家
柄
と
マ
ナ
所
在
地
及
び
羊
群
数
を
記
録
し
た
の
が
第
1
1
・
1
2
図

　
　
　
　
　
　
へ
2
0
）

と
第
6
表
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
絶
対
王
制
期
に
お
け
る
大
土
地
所
有
者
層
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
層
で
あ
っ
た
。
無
論
、
彼
ら
が
当
時

あ
る
程
度
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
遂
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
当
州
に
お
い
て
は
牧
羊
区
の
持
つ
意
味
が
よ
り
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
研
究
史
の
通
説
で
あ
る
。
こ
の
揚
合
、
牧
羊
区
そ
の
も
の
は
封
建
的
領
主
権
に
基

　
　
　
）

　　　第6表牧羊経営の規模

サウズウェル家　　　　タウンゼント家

（年度）　　（羊数）　　　（年度）　（羊数〕

1544　　　　　15．480　　　　　　　1479　　　　7，911

1550　　　　　9．880　　　　　　　1489　　　　9，335

1561　　　　17．771　　　　　　　1546　　　　3．960

　　　　　　　　　　　1566　　　　4．563

　　　　　　　　　　　1637　　　　5．433

礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
拡
大
が
村
落
共
同
体
規
制
を
打
破
し
そ
の
賃
貸
が
直
営
地
の
賃

貸
と
同
様
に
、
近
代
的
賃
貸
関
係
の
起
源
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
否
定
し
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
K
・
J
・
ア
リ
ソ
ン
博
士
は
そ
の
学
位
論
文
に
お
い
て
、
チ
ュ
ー
ダ
期
を
中
心
に
し
て
マ
ナ
所
有
者

お
よ
ぴ
牧
羊
業
者
が
農
民
の
上
に
加
え
た
様
々
の
圧
力
、
お
よ
び
農
民
の
そ
の
圧
力
に
対
す
る
抵
抗
に

つ
い
て
驚
く
ぺ
く
多
数
の
史
実
を
列
挙
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
ら
は
こ
こ
に
述
べ
る
「
ケ
ッ
ト
の

叛
乱
」
の
「
網
領
」
を
理
解
す
る
た
め
に
必
須
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
筆
者
は
小
論
に
お
い
て
こ
の
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

実
を
必
要
な
限
り
整
理
し
て
、
農
民
の
不
満
に
関
し
て
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
な
う
と
同
時
に
、

「
網
領
」
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
し
た
い
。



　
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
名
も
な
き
一
五
名
の
農
民
か
ら
女
王
に
差
出
さ
れ
た
イ
リ
ザ
ベ
ス
朝
（
年
代
不
名
）
の
請
願
書
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ぱ
ノ
ー
フ
ォ
ク
で
は
「
通
常
あ
ら
ゆ
る
町
や
村
に
は
二
、
三
な
い
し
そ
れ
以
上
の
マ
ナ
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
マ
ナ
に
牧
羊
区

が
所
属
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
羊
群
は
マ
ナ
所
有
者
の
直
営
地
ば
か
り
か
一
部
は
共
有
地
と
農
民
保
有
地
の
上
に
「
夏
期
、

収
穫
が
行
な
わ
れ
る
や
否
や
、
時
に
は
収
穫
の
前
に
」
放
牧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
農
民
た
ち
は
彼
ら
の
受
け
る
被
害
と
し
て
次

の
諸
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
羊
群
が
共
同
耕
地
に
侵
入
す
る
こ
と
に
よ
り
農
作
物
が
受
け
る
被
害
。

　
　
牧
羊
期
（
践
跨
犀
需
ユ
a
）
の
延
長
に
よ
っ
て
作
物
が
受
け
る
被
害
。

　
　
羊
群
の
通
過
に
よ
り
農
民
の
小
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
が
受
け
る
被
害
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
3
）

　
　
マ
ナ
所
有
者
が
直
営
地
を
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
し
、
そ
こ
か
ら
農
民
の
牧
羊
権
を
締
出
す
こ
と
に
よ
り
受
け
る
被
害
。

　
　
過
大
な
羊
群
の
投
入
に
よ
っ
て
受
け
る
被
害
、

　
　
牧
羊
区
の
不
当
な
拡
大
に
よ
っ
て
受
け
る
被
害
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盆
）

　
　
新
規
に
牧
羊
区
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
受
け
る
被
害
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
　
牧
羊
区
の
中
に
農
民
の
羊
群
を
投
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
被
害
。
（
マ
ナ
所
有
者
の
牧
羊
区
内
に
お
け
る
農
民

　
の
牧
羊
権
（
o
巳
一
9
ユ
α
q
窪
）
は
「
当
ノ
ー
フ
ォ
ク
州
の
慣
行
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
）

　
　
　
　
「
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
①
け
、
ω
菊
3
Φ
一
一
δ
巳
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
一

1（ラ2（ラ3（き4，
監

し
ヲ
5（ラ6〔ラ7（ン8（ー

　
共
有
地
で
の
過
大
な
数
の
牧
羊
と
共
有
地
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
の
被
害
。

9（①
　
住
民
の
家
屋
を
荒
廃
さ
せ
る
こ
と
か
ら
受
け
る
被
害
。

α



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
二

　
⑳
　
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
権
の
侵
害
に
よ
る
被
害
。

　
働
　
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
飼
育
す
る
兎
と
鳩
の
増
大
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
被
害
。

　
⑬
　
多
く
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
穀
物
商
、
家
畜
商
、
醸
造
業
者
、
パ
ン
屋
、
魚
商
な
ど
に
な
り
貧
し
き
人
々
が
生
活
の
糧
を
奪
わ
れ

　
　
た
こ
と
に
よ
る
被
害
。

　
前
記
の
請
願
書
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
農
民
の
不
平
不
満
が
単
に
牧
羊
区
と
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

接
関
係
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
。
換
言
す
れ
ば
、
農
民
の
慣
行
的
権
利
の
侵
害
に
は
実
に
多
種
多
様
な
方
法
が
存
在

ヤ
　
　
ヤ

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
彼
ら
は
「
こ
の
貧
乏
か
つ
惨
め
な
生
活
を
す
る
位
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
、
さ
も
な

く
ば
別
の
地
方
に
住
ん
だ
方
が
よ
い
」
と
結
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
農
民
の
請
願
を
慎
重
に
検
討
す
る
と
、
確
か
に
マ
ナ
所
有
者
の
こ
の
よ
う
な
諸
行
為
は
農
業
目
穀
作
改
良
に
と
っ
て
は
大

き
な
障
害
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
「
分
解
」
の
促
進
と
い
う
重
要
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
既
述
の
ウ
ェ
ス
ト
・
レ
タ
ム
村
落
の
揚
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
極
端
な
例
は
廃
村
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

よ
う
な
例
は
他
に
も
あ
る
。
こ
の
点
で
そ
れ
は
廃
村
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
と
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
。

　
ア
リ
ソ
ン
博
士
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
農
民
の
土
地
改
良
と
牧
羊
区
の
存
在
は
両
立
せ
ず
、
「
大
叛
乱
」
以
降
漸
次
牧
羊
区
は
そ
の
道
を
譲

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
地
主
の
交
渉
相
手
と
な
っ
た
も
の
は
小
商
品
生
産
者
と
い
う
よ
り
も
借
地
農
ク
ラ
ス
が
中
心
で
あ
り
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
カ
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
一
六
世
紀
に
お
け
る
マ
ナ
所
有
者
の
共
同
体
的
諸
権
利
の
侵
害
も
資
本
主
義
農
業
へ
の

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、
　
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

一
つ
の
通
過
点
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
付
記
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
マ
ナ
所
有
者
は
往
往
に
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「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
の
幻
呂
o
蔭
9
）
を
め
ぐ
っ
て

し
て
ノ
リ
ッ
ジ
や
リ
ン
で
産
を
な
し
た
商
人
と
い
っ
た
類
の
新
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
牧
羊
区
は
往
往

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
9
）

に
し
て
借
地
農
に
土
地
と
共
に
賃
貸
さ
れ
て
い
た
。

　
第
二
に
運
動
の
形
態
に
つ
い
て
。
次
に
来
る
の
は
運
動
の
外

延
．
内
包
と
そ
れ
が
主
張
す
る
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
運
動
形

態
と
関
連
さ
せ
て
次
の
二
点
に
注
意
し
た
い
。
最
初
に
「
森
林
」
・

「
平
野
」
の
両
地
帯
の
民
衆
が
統
一
運
動
に
参
加
し
得
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
運
動
に
参
加
し
た
七
〇
名
の
出
身
村
落
を
地
図
上

に
再
現
す
る
と
、
特
に
、
バ
ー
ナ
ム
ー
リ
ン
ー
イ
ー
ス
ト
・
デ
リ

ァ
ム
の
三
角
地
帯
と
ア
ト
ル
バ
ラ
ー
ワ
イ
モ
ン
ダ
ム
ー
ノ
リ
ッ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
3
0
）

の
軸
線
上
に
集
中
し
て
い
る
が
、
前
・
後
者
と
も
夫
々
「
平
野
」
・

「
森
林
」
両
地
帯
の
経
済
構
造
を
最
も
テ
ィ
ピ
カ
ル
に
代
表
し
て

い
る
地
帯
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ワ
イ
モ
ン
ダ
ム
の
決
起

と
同
時
に
カ
ー
ス
ル
・
ラ
イ
ジ
ン
グ
（
O
霧
二
の
空
の
貯
凶
）
に
別
動

隊
が
立
ち
上
っ
て
い
る
の
は
、
両
地
帯
の
民
衆
の
統
一
行
動
を
物

語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
背
後
に
は
羊
毛
を
中
心
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
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二
四
四

る
両
地
帯
の
商
品
流
通
、
統
一

的
市
揚
圏
の
成
立
が
芽
生
え
て

い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
両
地
帯
の
孤
立
性
ゆ
え
に

全
州
的
規
模
で
の
結
集
が
不
可

能
で
あ
っ
た
「
一
三
八
一
年
一

揆
」
と
の
著
し
い
対
照
に
注
意

　
　
　
　
（
3
1
）

す
ぺ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
運
動
の

統
合
と
い
う
側
面
ば
か
り
を
強

調
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

ケ
ッ
ト
の
叛
乱
傭
鰍
図
と
次
に

掲
げ
る
織
布
工
程
分
布
図
、
牧

　
　
　
（
3
3
）

羊
区
分
布
図
を
丹
念
に
比
較
し

て
み
よ
う
。
第
一
に
気
付
く
こ

と
は
、
農
村
硫
毛
工
業
の
立
地
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一
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大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
皿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
六

た
る
ア
イ
ル
サ
ム
と
か
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
を
中
心
と
し
た
当
州
東
北
部
が
仮
令
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
代
表
は
存
在
し
た
に
せ
よ
叛
乱
の
直
接
的
影

響
を
全
く
受
け
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
毛
織
物
業
関
係
者
が
当
叛
乱
に
参
加
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
符
調
を
一
致
す

る
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
「
森
林
地
帯
」
は
一
七
世
紀
に
1
別
稿
で
掲
げ
た
史
料
が
語
る
よ
う
に
1
杭
毛
工
業
と
酪
農
地
域
と
指
摘
さ
れ

て
お
り
工
業
が
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
ノ
リ
ッ
ジ
市
以
南
は
む
し
ろ
製
麻
工
業
の
立
地
で
あ
っ
た
。
決
起
の
中
心
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

っ
た
ア
ト
ル
バ
ラ
と
か
ワ
イ
モ
ン
ダ
ム
か
ら
は
い
ず
れ
も
麻
織
布
工
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
の
点
。
周
知
の
よ
う
に
K
・
J
・
ア
リ
ソ
ン
は
史
料
か
ら
牧
羊
区
の
存
在
を
全
州
的
規
模
に
お
い
て
渉
猟
す
る
こ
と
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

「
羊
・
穀
物
地
帯
」
（
昌
8
マ
8
葺
お
讐
8
）
と
「
森
林
・
牧
畜
地
帯
」
（
毛
o
a
b
器
ε
冨
お
讐
窪
）
を
確
定
し
た
。
し
か
し
牧
羊
区
の

存
在
は
そ
の
分
布
を
一
見
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
当
州
南
東
部
を
中
心
に
し
た
一
部
地
域
を
除
い
て
む
し
ろ
全
域
に
分
布
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
ア
リ
ソ
ン
が
「
森
林
・
牧
畜
地
帯
」
と
し
た
地
域
に
は
牧
羊
区
が
存
在
す
る
マ
ナ
が
多
く
あ
る
。
ワ
イ
モ
ン

ダ
ム
も
ま
た
こ
れ
に
入
る
が
、
デ
イ
ブ
ン
ポ
ー
ト
女
史
の
労
作
で
周
知
の
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
に
も
牧
羊
区
が
存
在
し
た
（
ア
リ
ソ
ン
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
へ
3
6
）

点
を
見
落
し
て
い
る
）
。
し
か
し
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
も
「
羊
・
穀
物
」
地
帯
の
マ
ナ
と
規
定
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
経
済
構
造
を
有
す

る
マ
ナ
を
森
林
・
牧
畜
地
帯
の
マ
ナ
と
称
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
れ
は
筆
者
の
分
析
視
角
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
類
型
造
り
は
そ
の
分
析
視
角
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
類
型
造
り
を
否
定
し
な
い
限
り
筆
者

の
指
摘
に
は
ア
リ
ソ
ン
の
作
業
の
有
効
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
毛
頭
な
い
。
筆
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
別
の
と
こ
ろ
に

あ
る
。
一
七
世
紀
に
お
い
て
「
硫
毛
・
牧
畜
（
8
註
。
凶
タ
ユ
お
）
地
帯
」
と
呼
ば
れ
た
当
州
東
部
の
広
範
な
地
域
に
亘
っ
て
牧
羊
区
が

検
出
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
森
林
地
帯
」
に
お
い
て
牧
畜
業
と
牧
羊
業
と
の
利
害
の
衝
突
が
、
牧
羊
区
が
急
速
に
重
要
性
を
帯



ぴ
る
に
至
っ
た
一
六
世
紀
に
お
い
て
激
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
点
で
あ
る
。
こ
の
予
想
は
次
の
事

実
、
つ
ま
り
、
決
起
し
た
民
衆
の
中
に
農
民
の
次
に
位
置
し
て
七
名
と
い
う
比
較
的
に
見
れ
ば
異
常
に
多
数
の
牧
畜
業
”
肉
屋
が
参
加
し

て
お
り
、
ま
た
製
皮
業
者
が
「
叛
乱
」
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
。
極
言
す
れ
ぱ
、
マ
ナ
所
有
者

と
小
商
品
生
産
者
と
の
争
い
は
牧
羊
業
の
牧
畜
業
へ
の
浸
蝕
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
安
い
羊
毛
を
必
要
と
し
た
硫

毛
業
者
は
こ
の
「
叛
乱
」
に
参
加
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
第
1
3
図
の
三
角
地
帯
は
将
に
「
平
野
地
帯
」
の
マ
ナ
経
済
構
造
を
最
も
よ
く
提
示
し
得
る
地
域
で
あ
り
、
一
六
世
紀
を

通
じ
て
農
民
層
の
分
解
が
急
速
に
進
行
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
こ
の
地
域
か
ら
参
加
し
た
叛
徒
は
耕
地
や
共
有
地
を
奪
わ
れ

た
零
落
し
つ
つ
あ
る
小
農
民
層
が
多
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
彼
ら
は
あ
る
時
は
富
農
層
と
共
に
村
落
共
同
体

を
拠
所
と
し
て
既
得
権
を
守
り
通
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
と
こ
ろ
で
か
よ
う
な
州
内
に
お
け
る
統
一
運
動
は
同
時
に
他
州
に
対
す
る
孤
立
し
た
運
動
と
い
う
点
に
お
い
て
も
ま
た
著
し
い
対
照
を

な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
示
威
運
動
は
他
州
に
拡
大
を
志
向
す
る
こ
と
な
く
、
ビ
ン
ド
フ
の
表
現
に
よ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

「
求
心
的
傾
向
」
（
8
三
↓
甘
9
亀
話
＆
雪
曙
）
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
叛
乱
」
と
同
時
に
エ
セ
ッ
ク
ス
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

ヤ
な
ど
で
暴
動
が
起
っ
た
が
発
展
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
は
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
が
西
方

は
沼
沢
地
、
北
．
東
方
が
海
で
遮
ら
れ
て
お
り
、
南
方
の
サ
フ
ォ
ク
州
を
経
て
運
動
が
拡
大
さ
れ
る
以
外
に
は
道
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
地
帯
が
ま
た
多
く
い
わ
ゆ
る
、
切
冨
鼻
壁
＆
、
地
帯
に
属
し
て
お
り
、
人
口
密
度
が
低
く
運
動
が
最
も
弱
い
揚
所
で
あ
っ
た
。
こ

の
地
域
が
ハ
ン
ド
レ
ソ
ド
代
表
さ
え
出
し
て
い
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
運
動
は
始
め
か
ら
閉
鎖
性
を
示
す
以
外
に
あ

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
因
o
け
．
ω
”
o
σ
巴
一
δ
ε
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七
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り
得
な
い
で
は
な
い
か
。

　
次
に
、
か
よ
う
な
外
的
（
¶
地
理
的
）
論
理
よ
り
も
、
さ
ら
に
核
心
を
つ
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
む
し
ろ
指
導
者
の
「
内
的
論
理
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

（
『
誇
が
δ
α
q
ざ
）
か
ら
必
然
的
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
以
前
に
も
触
れ
た
と
．
）
ろ
で
あ
る
が
、
叛
徒

が
彼
ら
の
真
の
壁
で
あ
る
国
家
権
力
を
見
破
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
叛
乱
軍
は
政
府
を
同
盟
軍
だ
と
信
じ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
れ
が
彼
ら
の
作
戦
を
誤
ま
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
「
西
部
」
で
起
っ
た
一
軍
が
セ
ッ
ト
フ
ォ
ド
よ
り
反
転
し
て
ノ
リ
ッ
ジ
に
向
わ

ず
、
小
ウ
ー
ズ
河
（
浮
。
一
一
琶
o
O
霧
Φ
）
の
地
点
で
政
府
を
迎
え
撃
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
を
防
ぐ
二
と
も
出
来
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

は
ピ
ン
ド
フ
の
仮
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
段
階
に
達
す
る
ま
で
・
ン
ド
ン
の
国
王
は
依
然
と
し
て
彼
ら
の
国
王
で
あ
り
　
ノ
ー
フ

ォ
ク
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
こ
そ
彼
ら
の
敵
で
あ
っ
た
。
「
網
領
」
の
第
二
八
条
に
み
ら
れ
る
彼
ら
の
要
求
は
、
彼
ら
の
行
動
目
的
と
思
想

を
表
わ
す
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
ね
が
わ
く
ば
、
陛
下
と
庶
民
に
対
し
罪
を
犯
し
た
役
人
た
ち
は
、

貧
し
い
庶
民
の
訴
え
に
よ
っ
て
こ
こ
（
「
州
議
会
」
・
引
用
者
）
に
集
ま
っ
た
庶
民
に
対
し
、
彼
ら
が
こ
こ
に
留
ま
る
限
り
一
日
四
ペ
ン
ス
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覗
）

支
払
う
よ
う
に
定
め
る
こ
と
」
。
　
　
　
　
　
．

　
第
三
に
「
網
領
」
の
分
析
。
叛
乱
軍
の
作
成
し
た
「
網
領
」
は
全
部
で
三
九
条
か
ら
な
り
（
但
し
こ
れ
は
羅
列
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
第

何
条
と
明
記
し
て
あ
る
訳
で
は
な
い
）
、
当
「
叛
乱
」
を
し
て
一
躍
有
名
に
さ
せ
た
の
は
こ
の
細
目
に
亘
る
「
網
領
」
に
あ
る
と
言
え
よ

う
。
始
め
に
代
表
を
送
っ
た
二
三
の
ハ
ン
ド
レ
ソ
ド
の
代
表
者
の
署
名
が
あ
り
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
殆
ど
全
土
を
代
表
す
る
統
一
意
見
だ
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
こ
の
「
網
領
」
に
は
両
地
帯
の
要
求
が
混
合
し
て
お
り
、
こ
れ
を
前
提
に
分
析
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
既
に
一
部
は
引
用
済
み
で
あ
る
が
、
先
ず
「
網
領
」
の
全
文
を
富
岡
教
授
の
名
訳
を
お
借
り
し
て
左
記
に
掲
げ
よ
う
。



第
一
条
ね
が
わ
く
は
、
サ
フ
ラ
ン
地
を
囲
込
ん
だ
人
ぴ
と
は
、
高
い
費
用
を
か
け
て
い
る
か
ら
、
囲
込
み
立
法
で
か
れ
ら
に
損
害
を
あ
た
え
な
い
こ

　
と
。
今
後
は
何
ぴ
と
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
以
上
囲
込
み
を
し
な
い
こ
と
。

第
二
条
　
ね
が
わ
く
は
、
マ
ナ
領
主
た
ち
は
、
一
定
の
自
由
地
代
（
マ
霧
器
暮
）
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
同
じ
領
主
た
ち
が
（
今
、

　
度
は
）
同
じ
地
代
を
フ
リ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
が
支
払
う
ぺ
く
義
務
づ
け
る
手
段
を
探
し
求
め
て
い
る
の
は
、
（
フ
リ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
の
）
権
利
に
反
す
る
も

　
の
で
あ
る
。

第
三
条
　
ね
が
わ
く
は
、
い
か
な
る
マ
ナ
領
主
も
、
共
有
地
を
（
わ
れ
ら
と
）
共
有
し
な
い
二
と
、

第
四
条
　
ね
が
わ
く
は
、
僧
侶
は
今
後
、
自
由
保
有
地
で
あ
ろ
う
と
、
農
奴
保
有
地
で
あ
ろ
う
と
、
と
に
か
く
土
地
を
購
入
し
な
い
こ
と
。
ま
た
彼
ら

　
が
所
有
し
て
い
る
土
地
は
ヘ
ン
リ
七
世
第
一
年
に
お
け
る
よ
う
に
世
俗
人
に
貸
出
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。

第
五
条
　
ね
が
わ
く
は
、
芦
荻
地
お
よ
ぴ
採
草
地
は
ヘ
ン
リ
i
七
世
第
一
年
に
お
け
る
と
同
じ
価
格
で
（
貸
出
さ
れ
る
）
ぺ
き
こ
と
。

第
六
条
　
ね
が
わ
く
は
、
自
由
な
地
代
や
そ
の
他
に
よ
っ
て
、
国
王
陛
下
か
ら
保
有
を
う
け
て
い
る
沼
沢
地
は
、
す
ぺ
て
ヘ
ン
リ
ー
七
世
第
一
年
に
お

　
け
る
の
と
同
一
の
価
格
で
あ
る
ぺ
き
こ
と
。

第
七
条
　
ね
が
わ
く
は
、
王
国
内
の
す
ぺ
て
の
ブ
ッ
シ
ェ
ル
を
、
　
一
定
の
基
準
つ
ま
り
八
ガ
・
ン
に
し
て
ほ
し
い
。

第
八
条
　
ね
が
わ
く
は
、
教
区
民
に
神
の
言
葉
を
説
教
し
た
り
、
の
ぺ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
司
祭
た
ち
は
、
そ
の
僧
禄
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ぺ

　
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
区
民
は
、
そ
の
町
の
別
の
守
護
聖
人
あ
る
い
は
主
を
、
え
ら
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

第
九
条
　
ね
が
わ
く
は
、
8
の
二
〇
看
跨
α
8
暮
も
＝
＜
雪
8
旨
－
o
臼
8
鼠
民
の
地
代
は
、
そ
の
保
有
地
か
ら
集
め
ら
れ
る
慣
習
に
な
っ
て
い
る
が
、

　
わ
れ
ら
思
う
に
、
そ
れ
ら
を
ベ
イ
リ
ー
フ
に
支
払
う
の
は
保
有
農
で
は
な
く
て
、
領
主
で
あ
る
ぺ
き
こ
と
。

第
一
〇
条
　
ね
が
わ
く
は
、
騎
士
ま
た
は
エ
ス
ク
ワ
ィ
ア
に
属
す
る
も
の
は
、
い
か
な
る
も
の
も
、
昔
か
ら
の
慣
習
以
外
に
鳩
舎
を
つ
く
る
ぺ
き
で
は

　
な
い
。

　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
o
け
．
の
ヵ
o
げ
〇
一
一
δ
己
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九
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二
五
〇

第
二
条
す
べ
て
の
フ
リ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
お
よ
ぴ
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ダ
は
す
ぺ
て
の
共
有
地
の
利
益
に
あ
ず
か
り
、
か
つ
共
有
権
を
も
つ
こ
と
。
こ
れ
に

　
反
し
、
領
主
は
共
有
権
を
も
つ
ぺ
き
で
は
な
く
、
共
有
地
の
利
益
を
享
受
す
ぺ
き
で
な
い
こ
と
。

第
二
一
条
　
ね
が
わ
く
は
、
そ
の
州
内
の
胤
o
＆
勢
藁
（
後
見
裁
判
所
の
州
代
表
）
は
、
彼
が
国
王
陛
下
に
仕
え
て
い
る
そ
の
職
を
利
用
し
て
、
誰
か

　
の
相
談
相
手
に
な
る
ぺ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
良
心
あ
る
人
が
、
毎
年
そ
の
州
の
庶
民
に
よ
っ
て
、
そ
の
職
に
選
出
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。

第
一
三
条
ね
が
わ
く
は
、
国
王
陛
下
自
ら
の
手
に
、
リ
ー
ト
法
廷
の
一
切
の
自
由
を
保
持
さ
れ
ん
こ
と
を
。
そ
れ
に
よ
り
、
す
ぺ
て
の
人
は
、
完
全

　
に
共
有
地
と
そ
の
す
べ
て
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

第
十
四
条
　
ね
が
わ
く
は
、
不
当
に
高
率
な
地
代
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
は
、
ヘ
ン
リ
ー
七
世
第
一
年
に
行
わ
れ
て
い
た
地
代
に
準
拠

　
す
ぺ
き
こ
と
。
か
つ
、
保
有
農
の
死
亡
や
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
の
売
買
に
さ
い
し
て
は
、
記
念
の
た
め
に
、
去
勢
鶏
一
羽
ま
た
は
適
正
額
の
貨
弊
と
い

　
っ
た
よ
う
な
楽
に
支
払
え
る
一
時
金
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
。

第
一
五
条
ね
が
わ
く
は
、
司
祭
は
礼
拝
堂
付
司
祭
（
昌
呂
巨
ロ
）
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
々
に
羨
望
さ
れ
て
い
る
官
職
の
お
抱
え
に
も

　
な
る
ぺ
き
で
は
な
い
。
教
区
民
が
神
の
お
き
て
で
決
め
た
寺
領
に
住
む
ぺ
き
で
あ
る
。

第
一
六
条
　
ね
が
わ
く
は
、
す
べ
て
の
隷
属
民
は
自
由
に
さ
れ
る
ぺ
き
こ
と
。
何
故
な
ら
ば
、
神
は
高
価
な
血
の
陵
い
を
も
っ
て
万
人
を
自
由
に
し
た

　
も
う
た
か
ら
で
あ
る
。

第
一
七
条
　
ね
が
わ
く
は
、
漁
携
や
航
行
を
い
と
な
む
す
べ
て
の
者
に
た
い
し
て
、
河
川
は
自
由
か
つ
共
有
で
あ
る
べ
き
こ
と
。

第
一
八
条
　
ね
が
わ
く
は
、
そ
の
人
が
年
一
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
国
王
陛
下
の
封
土
を
保
有
し
な
い
限
り
、
い
か
な
る
人
と
い
え
ど
も
、
土
地
没
収
官
や

　
措
a
即
曙
（
後
見
裁
判
所
の
州
代
表
）
の
職
に
つ
く
べ
き
で
は
な
い
。

第
一
九
条
ね
が
わ
く
は
、
貧
し
い
漁
夫
や
水
夫
は
、
い
る
か
、
し
ゃ
ち
、
鯨
な
ど
の
漁
獲
の
利
益
を
、
す
ぺ
て
自
己
の
手
に
入
れ
う
る
こ
と
。
そ
れ

　
は
陛
下
に
不
利
益
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



第
二
〇
条
年
一
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
僧
禄
を
も
つ
す
べ
て
の
教
区
司
祭
あ
る
い
は
僧
侶
は
、
自
ら
か
あ
る
い
は
代
理
に
よ
っ
て
教
区
の
貧
し
い
庶
民
の

　
子
供
た
ち
に
、
公
教
要
理
と
小
祈
藩
書
を
教
え
る
ぺ
き
で
あ
る
。

第
二
一
条
　
ね
が
わ
く
は
、
い
か
な
る
マ
ナ
の
領
主
た
ち
と
い
え
ど
も
、
フ
リ
ー
ホ
ウ
ル
ド
を
購
入
し
、
そ
の
土
地
を
再
ぴ
裁
判
所
記
録
の
コ
ピ
ー
に

　
よ
っ
て
貸
出
し
、
そ
の
た
め
領
主
に
利
益
を
も
た
ら
し
、
貧
し
い
臣
民
を
零
落
さ
せ
る
こ
と
は
法
に
反
す
る
。

第
二
二
条
　
ね
が
わ
く
は
、
塵
口
田
裕
な
教
区
司
祭
は
十
分
の
一
税
取
立
て
の
と
き
に
、
教
区
民
と
の
間
に
起
き
る
悶
著
や
訴
訟
を
避
け
る
こ
と
を
考
え
、

　
今
後
は
、
現
在
徴
収
し
て
い
る
す
ぺ
て
の
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
十
分
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
三
条
　
ね
が
わ
く
は
、
（
騎
士
あ
る
い
は
エ
ス
ク
ワ
ィ
ア
）
に
属
す
る
者
は
、
人
に
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
柵
を
め
ぐ
ら
す
の
で
な
け
れ
ば
、
自

　
分
の
自
由
保
有
地
や
コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
に
お
い
て
も
、
兎
を
飼
う
ぺ
き
で
は
な
い
。

第
二
四
条
　
ね
が
わ
く
は
、
い
か
な
る
階
級
、
い
か
な
る
状
態
の
者
で
も
、
今
後
は
児
童
の
後
見
権
を
売
却
す
ぺ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
児
童
が
成
年

　
に
達
し
た
な
ら
ぱ
、
国
王
の
被
後
見
人
以
外
は
、
結
婚
に
つ
い
て
は
本
人
の
選
択
に
ま
か
せ
る
ぺ
き
で
あ
る
。

第
二
五
条
　
ね
が
わ
く
は
、
自
分
の
マ
ナ
を
も
っ
て
い
る
人
は
自
分
以
外
の
他
の
領
主
の
ペ
イ
リ
ー
フ
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
。

第
二
六
条
　
ね
が
わ
く
は
、
い
か
な
る
領
主
も
騎
士
も
ジ
ニ
ン
ト
ル
メ
ン
も
聖
界
財
産
を
定
額
地
代
で
保
有
す
ぺ
き
で
は
な
い
。

第
二
七
条
　
ね
が
わ
く
は
、
ヘ
ン
リ
ー
七
世
第
一
年
以
降
、
治
安
判
事
、
州
長
官
、
土
地
没
収
官
、
そ
の
他
の
役
人
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
貧
し
い
庶
民

　
に
か
く
さ
れ
て
い
た
立
派
な
法
律
、
法
令
、
布
告
、
そ
の
他
の
令
状
を
補
正
し
、
改
革
す
る
た
め
に
、
貧
し
い
庶
民
が
え
ら
ん
だ
委
員
、
ま
た
は
陛
下

　
と
陛
下
の
顧
問
官
が
任
命
し
た
委
員
に
対
し
て
、
陛
下
の
光
栄
あ
る
封
印
の
下
に
恵
深
い
使
命
に
よ
っ
て
、
特
許
状
と
権
威
を
あ
た
え
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
八
条
　
ね
が
わ
く
は
、
陛
下
と
庶
民
に
対
し
罪
を
犯
し
た
役
人
た
ち
は
、
貧
し
い
庶
民
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
こ
こ
（
議
会
）
に
集
ま
っ
た
庶
民
に

　
対
し
彼
ら
が
そ
こ
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
一
日
四
ペ
ン
ス
を
支
払
う
よ
う
に
定
め
る
こ
と
。

第
二
九
条
　
ね
が
わ
く
は
、
い
か
な
る
領
主
、
騎
士
、
エ
ス
ク
ワ
ィ
ア
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
い
え
ど
も
そ
の
所
有
す
る
土
地
の
収
入
に
よ
っ
て
年
四

　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
。
け
．
ω
勾
3
0
一
一
δ
ロ
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
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ポ
ン
ド
を
費
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
自
家
消
費
用
以
外
の
牡
牛
や
羊
を
飼
育
す
ぺ
き
で
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弼
）

こ
れ
に
対
し
て
王
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

二
五
二

　
予
は
国
民
〔
叛
徒
〕
の
ど
ん
な
不
平
な
り
と
も
穏
や
か
な
も
の
で
あ
れ
ば
常
に
喜
ん
で
聞
き
入
れ
救
済
し
て
来
た
が
、
〔
今
回
は
〕
そ
れ
自
体
威
圧

的
な
或
い
は
不
正
な
意
見
に
基
づ
く
も
の
で
、
予
に
反
対
す
る
徒
党
と
し
て
ま
ず
武
力
に
訴
え
、
次
に
大
胆
な
請
願
を
申
し
出
た
の
に
は
大
変
驚
い
て

い
る
。
特
に
予
は
他
の
多
く
の
問
題
を
全
く
改
善
し
て
、
最
近
は
度
を
越
し
た
食
糧
価
格
に
対
す
る
布
令
を
出
し
、
ま
た
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
、
人
口
減

少
、
共
有
地
の
減
少
、
そ
の
他
の
〔
諸
悪
の
〕
改
善
の
た
め
に
充
分
な
権
威
を
も
っ
た
委
員
会
を
も
指
名
し
た
。
そ
し
て
確
か
に
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か

は
若
し
こ
の
よ
う
な
無
秩
序
が
、
こ
れ
ら
の
計
画
〔
の
達
成
〕
に
一
般
に
妨
げ
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
今
迄
に
是
正
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
国
民
が
正
し
い
改
革
の
機
構
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
解
決
す
る
予
の
関
心
と
努
力
を
十
分
に
認
識
し
た
時
、
予
の
名
誉
も
高
ま
れ
ば
国
民

の
保
障
も
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
は
し
き
り
に
予
を
暴
力
を
も
っ
て
自
己
の
掌
中
に
し
た
が
っ
て
い
る
－
．
…
。

　
農
場
と
土
地
〔
の
地
代
〕
を
昔
の
地
代
に
ま
で
減
じ
て
欲
し
い
と
い
う
苦
情
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
議
会
〔
の
承
認
〕
な
く
し
て
予
の
平
常
の
権
威

に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
の
主
と
し
て
の
権
威
を
強
め
て
四
〇
年
以
前
に
土
地
が
賃
貸
さ
れ
た

（
≦
器
h
胃
B
a
）
と
同
じ
地
代
に
そ
の
土
地
〔
の
地
代
〕
を
引
き
下
げ
る
た
め
に
〔
叛
徒
の
〕
州
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
と
骨
を
折
る
よ
う
に
委
員
に
対

し
て
責
任
を
負
わ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
支
払
い
日
に
そ
の
割
合
に
応
じ
て
地
代
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
是
正
の
た
め
に
直

ち
に
委
員
た
ち
に
従
わ
な
い
よ
う
な
者
は
次
に
召
集
さ
れ
る
議
会
で
〔
そ
の
権
威
を
〕
奪
わ
れ
る
こ
と
に
す
る
。
羊
毛
価
格
に
関
す
る
苦
情
に
関
し
て

は
、
予
は
今
後
委
員
た
ち
が
織
元
た
ち
に
羊
毛
を
買
わ
せ
、
昨
年
一
般
に
売
ら
れ
た
価
格
の
三
分
の
二
を
支
払
わ
せ
、
残
り
三
分
の
一
に
関
し
て
は
所

有
主
と
買
主
は
議
会
が
定
め
る
よ
う
な
命
令
を
守
る
ぺ
き
で
あ
る
。
ま
た
議
会
で
予
は
土
地
所
有
者
は
あ
る
限
度
を
越
え
て
織
元
や
借
地
農
で
あ
る
ぺ

き
で
は
な
い
、
さ
ら
に
、
同
一
人
が
様
々
の
職
業
に
従
事
す
べ
き
で
は
な
い
し
多
数
の
聖
職
禄
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
と
命
じ
た
い
。
次
に
予
は
国
民



が
平
隠
に
留
ま
る
だ
け
で
な
く
、
予
の
た
め
に
祈
り
命
を
賭
け
て
仕
え
る
た
め
に
正
し
い
主
張
で
あ
る
よ
う
な
国
民
の
請
願
の
残
り
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
支
持
す
る
よ
う
命
じ
た
い
。
こ
の
議
会
は
次
の
一
〇
月
の
初
め
に
始
ま
る
こ
と
を
予
は
約
束
す
る
。
そ
の
時
の
た
め
に
国
民
は
彼
ら
の
希
望
の

明
細
書
を
示
す
た
め
に
当
州
の
〔
者
〕
四
－
六
名
を
指
名
し
、
そ
の
間
収
穫
そ
の
他
各
家
庭
で
平
和
な
仕
事
に
専
心
し
、
自
ら
の
威
厳
と
世
間
の
平

隠
を
維
持
す
る
た
め
に
予
に
激
し
い
手
段
に
頼
る
こ
と
を
余
儀
な
く
せ
る
べ
き
で
は
な
い
（
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
と
す
れ
ぱ
歎
か
わ
し
い
こ
と
で

あ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
政
サ
マ
セ
ッ
ト

　
一
読
し
て
受
け
る
強
い
印
象
は
、
そ
の
多
く
の
項
目
が
領
主
権
の
廃
棄
或
い
は
再
編
強
化
に
反
対
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
。

コ
ビ
；
ホ
ウ
ル
ド
、
沼
沢
地
、
芦
荻
地
の
地
代
増
加
・
一
時
金
増
加
な
ど
に
対
す
る
反
対
（
第
五
．
六
．
一
四
条
）
、
フ
リ
ー
ホ
ウ
ル
ド
の

コ
ピ
ー
ホ
ウ
ル
ド
化
反
対
（
第
二
一
条
）
、
農
奴
の
解
放
（
第
一
六
条
）
、
上
級
地
代
の
保
有
農
へ
の
負
担
転
化
反
対
（
第
二
．
九
条
）
な
ど
が

ご
れ
に
属
そ
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
絶
対
王
制
期
に
於
け
る
経
済
環
境
に
お
い
て
、
領
主
層
が
領
主
権
を
体
制
維
持
的
方
向
に
強
化
せ

ん
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
間
題
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
が
僅
か
冒
頭
の
第
一
条
に
要
求
と
し
て
た
だ
一
度
出
て
来
る
だ
け
な
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
間
題
の
第
一
条
を
解
し
て
富
岡
教
授
は
「
領
主
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
地
主
的
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
に
は
反
対
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雑
）

る
が
、
農
民
自
身
の
手
に
よ
る
小
農
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
よ
い
と
し
て
い
る
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
が
、
全
文
を
素
直
に
読
め
ば
こ
の
解

釈
は
ポ
イ
ン
ト
を
失
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
重
要
な
点
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
農
民
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
認
め
る
（
つ

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
①
け
．
ω
閃
①
げ
9
ロ
o
旨
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
三
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二
五
四

ま
り
放
置
し
て
よ
い
）
。
し
か
し
、
今
後
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
は
認
め
ら
れ
る
ぺ
き
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
既
に
全

面
的
に
深
化
発
展
し
て
い
た
小
商
品
生
産
者
的
発
展
に
関
し
て
は
追
求
し
な
い
が
、
今
後
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
は
教
授
の
言
葉
で
表
現
す

れ
ば
、
領
主
的
で
あ
れ
富
農
層
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
禁
止
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
簡
潔
に
言
え
ぱ
、
小
商
品
生
産
は
黙
認
す
る
が

資
本
n
賃
労
働
へ
の
分
解
は
阻
止
し
よ
う
と
す
る
意
向
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
付
言
す
れ
ば
故
R
・
H
・
ト
ー
二
－
教
授
の
解
釈
も

筆
者
と
同
一
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
の
諸
要
求
の
最
も
顕
著
な
点
は
彼
ら
の
保
守
性
で
あ
る
」
と
い
う
教
授
の
結
論
が
こ
の
点
を
端
的
に
物

　
　
　
（
4
5
）

語
っ
て
い
る
。

　
当
州
の
経
済
構
造
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
最
も
重
要
な
意
味
を
帯
ぴ
て
く
る
の
は
領
主
の
共
有
地
侵
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
一
丁
一
一
条
な
ど
が
そ
の
端
的
な
表
現
で
あ
り
、
さ
ら
に
土
地
よ
り
年
四
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
収
入
が
あ
る
者
の
羊
・
牡
牛
の
飼
育
を
禁

止
し
た
第
二
九
条
が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ば
駄
目
押
し
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
、
領
主
権
の
乱
用

腫
共
同
体
規
制
の
破
壊
が
自
己
の
掌
中
に
あ
っ
た
リ
ー
ト
法
廷
に
よ
り
合
法
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
リ
ー
ト
法
廷
は
国
王
の
手
中
に
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

還
す
べ
し
と
い
う
第
三
条
よ
り
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
河
川
の
航
行
の
自
由
（
第
一
七
条
）
と
度
量
衡
の
統
一
要
求
（
第
七
条
）
は
小
商
品
生
産
者
と
し
て
の
叛
乱
軍
の
積
極
的
要
求

で
あ
り
、
こ
の
二
項
目
は
と
く
に
「
平
野
地
帯
」
の
穀
物
輸
出
に
従
事
す
る
農
民
に
と
っ
て
は
火
急
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
既
に
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

稿
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
　
（
1
）
　
ρ
国
一
F
訪
鴨
旨
刃
§
＆
帖
§
ε
誉
§
論
蕊
＆
肉
き
乱
農
帆
睾
｝
一
8
ざ
や
器
．

　
　
（
2
）
　
ω
●
β
ω
ぎ
山
o
中
ご
o
や
9
仲
こ
や
応
o
O
．



（
3
）
一
げ
一
α
こ
り
N
ρ

（
4
）
　
拙
稿
、
「
一
四
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
一
搬
の
社
会
的
背
景
」
、
六
六
頁
参
照
。

（
5
）
　
富
岡
教
授
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ッ
ト
の
兼
職
た
る
．
9
雪
o
段
、
を
「
織
元
」
と
訳
さ
れ
、
彼
を
農
村
織
元
と
規
定
し
て
お
ち
れ
る
が
、
己
雷
℃
震
、

　
な
ら
と
も
か
く
と
し
て
ー
．
】
の
場
合
で
も
問
題
は
残
る
が
ー
、
ヨ
Φ
3
震
、
を
織
元
と
訳
す
の
は
い
さ
さ
か
強
引
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ソ
ン
の
研

　
究
成
果
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
当
州
で
は
織
元
は
．
毛
雷
く
窪
、
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
教
授
は
．
酔
≦
o
昌
o
甥
≦
津
げ
帥

　
胤
8
。
、
を
「
そ
の
な
か
の
一
軒
は
作
業
揚
で
あ
っ
た
。
」
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
小
論
の
主
張
と
重
要
な
関
係
が
あ

　
る
の
で
あ
え
て
付
記
し
て
お
き
た
い
。
富
岡
前
掲
書
、
五
三
二
－
三
頁
、
五
四
六
頁
。
野
冒
■
囚
①
F
『
ぎ
映
無
身
勲
≧
o
さ
暮
焔
℃
や
頓
ひ
～
N
．

（
6
）
囚
。
い
≧
冨
o
p
霧
■
u
．
貞
、
竃
。
。
一
ω
｝
》
唱
。
民
ぎ

（
7
）
　
舛
い
国
讐
昌
日
8
ρ
o
や
9
f
℃
ひ
P
な
お
後
述
の
註
（
9
）
参
照
。

（
8
）
コ
≦
勇
臣
。
。
。
F
。
や
葺
．
も
ひ
p

（
9
）
　
こ
の
点
は
複
雑
な
問
題
が
関
係
し
て
来
る
の
で
今
一
歩
立
ち
入
っ
た
説
明
を
加
え
て
お
く
。
ノ
ー
フ
ォ
ク
産
の
原
毛
は
次
第
に
周
辺
の
諸
州

　
か
ら
の
需
要
が
増
大
し
た
。
で
あ
る
か
ら
牧
羊
業
の
拡
大
は
必
ず
し
も
卦
挫
⑪
杭
毛
工
業
の
発
展
の
結
果
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
当

　
州
の
椀
毛
業
者
、
就
中
、
大
量
の
原
毛
を
消
費
す
る
資
本
家
的
硫
毛
業
者
に
と
っ
て
は
、
当
州
の
牧
羊
業
の
発
展
、
特
に
大
牧
羊
業
の
発
展
は
原

　
料
確
保
の
上
か
ら
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
自
己
が
少
数
の
羊
を
飼
育
し
て
原
毛
の
自
給
が
可
能
で
あ
る
零
細
な
小
商
品
生
産
者
に
は
こ
れ
は
妥

　
当
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
O
。
昌
い
戸
い
国
獅
．
昌
．
一
一
。
b
ρ
o
や
9
f
や
ε
o
。
．
総
じ
て
ハ
モ
ン
ド
の
学
位
論
文
は
「
叛
乱
」
と
硫
毛
工
業
と
の
関
．

　
連
を
、
当
時
杭
毛
工
業
が
衰
微
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
不
充
分
な
と
こ
ろ

　
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
0
）
　
ハ
ン
ド
レ
ソ
ド
の
代
表
者
名
簿
に
関
し
て
は
富
岡
次
郎
、
前
掲
書
、
五
三
〇
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
肋
”
o
ご
。
三
曾
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五



　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
R
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
六

（
1
1
）
　
確
実
に
マ
ナ
所
有
者
と
見
傲
さ
れ
る
者
は
エ
ド
モ
ン
ド
・
フ
ラ
ミ
ン
ガ
ム
（
国
山
臣
o
昌
α
閃
壁
B
ぼ
頒
罫
ヨ
）
と
ロ
バ
ー
ト
．
セ
ン
ダ
ル
（
一
8
げ
①
『
け

　
ω
自
山
巴
一
）
の
両
者
。
そ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
も
の
が
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ワ
ー
ド
（
ヵ
巨
β
三
≦
、
費
a
）
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
．
プ
ラ
ウ
ン
（
≦
葺
一
鎚
昌
一

　
劇
8
≦
一
お
）
、
ト
マ
ス
・
チ
ュ
デ
ナ
ム
（
↓
げ
○
ヨ
霧
目
皿
α
o
コ
げ
p
ヨ
）
の
三
名
。
0
9
弟
男
国
o
日
o
ゆ
9
P
o
℃
・
。
一
f
く
。
一
・
メ
や
一
ひ
N
｝
＜
。
一
・

　
く
H
暫
り
一
茸
｝
畠
9
＜
〇
一
・
＜
＝
ど
つ
＄
｝
く
〇
一
，
図
b
」
O
ひ
・

（
1
2
）
　
ω
・
β
団
巨
山
o
B
b
唱
一
〇
～
N
ρ

（
B
）
　
本
稿
一
九
二
頁
そ
の
他
参
照
。

（
1
4
）
　
こ
の
点
で
富
岡
教
授
の
村
落
共
同
体
と
い
う
揚
で
富
農
と
中
・
小
農
が
地
主
に
対
し
て
抵
抗
す
る
と
い
う
説
は
充
分
傾
聴
に
値
す
る
し
、

　
小
論
に
お
い
て
も
そ
の
そ
の
例
証
を
あ
げ
て
お
い
た
。
た
だ
問
題
と
な
る
の
は
教
授
の
好
ま
れ
る
「
富
農
」
と
い
う
表
現
の
内
容
で
あ
る
。
．
一
の

　
中
に
資
本
主
義
的
借
地
農
が
含
ま
れ
る
な
ら
箪
者
は
必
ず
し
も
教
授
の
説
を
支
持
出
来
な
い
。
上
層
の
小
商
品
生
産
者
と
解
し
た
い
。

（
1
5
）
　
い
西
国
聾
目
目
o
昌
貸
o
や
9
f
や
9

（
1
6
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
富
岡
、
前
掲
書
、
五
三
七
頁
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
7
）
　
男
匹
o
旨
呂
巴
ρ
く
〇
一
』
月
り
8
担
繋
曾
劉
≦
’
b
β
の
。
q
o
F
o
や
9
翻
℃
や
曽
～
梱
や
鐸
マ
黛
9
ρ
・

（
1
8
）
　
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
伯
に
従
っ
た
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
う
ち
判
明
し
て
い
る
も
の
は
次
の
十
一
名
で
あ
る
。

　
　
彰
ぎ
夢
。
蔓
u
Φ
毒
ざ
　
の
一
二
H
窪
q
瀬
旨
α
。
塗
山
。
評
一
旨
①
望
山
一
舞
　
宣
ヨ
の
三
酵
g
ω
貯
寄
。
冨
＆
の
。
暮
ぽ
藷
一
一
・

　
≦
…
β
旨
≦
巴
讐
麩
ρ
　
宕
げ
昌
O
舞
宰
　
　
甘
冒
O
に
け
富
幹
　
の
マ
、
一
、
ぎ
巨
霧
b
霧
δ
p
　
↓
客
目
霧
O
o
ヨ
≦
巴
一
鐸
　
　
ω
冒
家
魯
貰
山

　
U
①
①

　
　
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
に
従
っ
た
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
う
ち
判
明
し
て
い
る
も
の
は
次
の
十
名
で
あ
る
。

　
　
国
目
藁
妻
一
一
一
窪
ひ
q
げ
ξ
房
ρ
：
　
ω
冒
6
げ
o
ヨ
器
b
巴
ヨ
g
　
　
ω
胃
↓
げ
o
ヨ
器
O
お
。
。
富
β
　
　
》
且
話
≦
》
、
昼
巨
旨
o
o
『
　
　
鼠
鷺
目
卑
，



儀
爵
。
o
。
昌
器
三
ρ
　
H
目
聲
曙
三
一
ξ
穿
？
　
置
臣
弩
u
。
帰
①
器
蒙
　
ε
一
。
。
。
閃
。
。
。
§
詳
？
　
ω
す
窪
馨
猛
民
昌
＜
。
罫

　
臼
げ
o
巨
霧
い
仁
o
。
器
o
h
O
げ
巳
8
ひ
国
呂
；

　
　
そ
の
他
ノ
ー
フ
ォ
ク
以
外
に
住
む
ジ
ェ
ン
ト
リ
。

　
　
国
q
≦
の
巳
≦
蟄
a
。
　
一
〇
巨
一
≦
8
駐
O
霞
掌
　
　
ω
騨
一
〇
ぽ
け
9
段
ρ
　
名
三
国
Φ
｝
ム
自
○
窪
『
　
　
盈
8
0
ユ
田
砿
詳
ρ
：

　
い
O
目
α
　
の
］
「
①
田
Φ
一
q
。

　
　
0
8
い
閂
妻
。
勾
霧
器
F
o
や
o
一
け
ご
唱
や
o
o
刈
～
o
o
勉
つ
O
N
し
N
ど
一
轟
℃
卑
0
3

（
1
9
）
民
・
い
》
巨
ω
。
p
霊
o
畠
冒
き
帥
閃
Φ
旨
Φ
葺
巨
浮
。
ω
巨
Φ
窪
爵
o
呂
の
。
＜
魯
仲
Φ
撃
爵
o
。
馨
霞
一
①
。
α
｝
肉
9
黛
輿
｝
〈
o
一
、
≦
闇
冨
ω
。
。
ぎ
．

（
2
0
）
　
胃
い
ヒ
房
o
P
b
げ
■
U
●
臼
ぽ
ω
グ
づ
や
b
。
三
～
酔
N
緯
～
ひ
…
国
o
畠
竃
目
品
Φ
ヨ
o
旨
”
や
一
〇
ρ

（
2
1
）
囚
・
い
ヒ
冴
o
P
↓
箒
－
ω
冨
8
0
0
ヨ
国
羨
夢
民
蔓
o
h
客
o
篤
o
涛
5
9
0
の
一
蓉
8
げ
暮
ゴ
目
α
ω
。
＜
Φ
暮
8
簿
算
》
ω
げ
ぎ
院
o
戸

、
一
、
げ
。
田
暮
＞
護
募
ロ
ぎ
一
q
8
ロ
誘
①
”
ω
。
一
一
5
0
匿
ユ
2
き
3
韓
墨
寒
鮮
＜
〇
一
。
≦
一
ゆ
軌
。
。
．

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）紀

後
半
以
降
に
至
る
と
、

し
た
揚
合
ほ
ど
そ
の
交
渉
相
手
は
複
数
の
小
保
有
農
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

国
閣
い
＞
臣
8
P
勺
ダ
∪
’
6
げ
霧
一
9
官
一
象
庸
●
．

一
げ
往
こ
b
や
一
ま
～
醤
’

O
g
や
国
い
国
皿
目
目
2
益
こ
8
●
9
～
℃
サ
占
～
N
。

囚
9
い
》
一
一
一
ω
o
P
b
巨
∪
’
↓
げ
Φ
巴
即
℃
℃
．
O
O
～
一
8
●

H
び
一
“
b
や
一
象
～
伊
プ
レ
ン
ク
ラ
ン
ド
に
位
置
す
る
キ
ル
バ
ー
ス
ト
ン
村
落
の
例
。

簡
単
に
は
次
の
よ
う
に
記
せ
よ
う
。
　
一
六
世
紀
前
半
ま
で
は
、
牧
羊
区
の
新
設
・
拡
大
↓
「
分
解
」
の
促
進
ー
大
借
地
農
の
出
現
。
　
一
六
世

　
　
　
　
　
　
　
借
地
農
と
の
交
渉
に
も
と
づ
く
牧
羊
区
の
消
滅
、
或
い
は
借
地
農
の
牧
羊
区
の
賃
借
。
一
般
に
早
期
に
牧
羊
区
の
消
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
稿
一
三
二
頁
以
下
参
照
。

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
因
o
げ
〇
一
一
δ
昌
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七



　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
八

（
2
8
）
　
本
稿
一
四
三
－
四
の
例
。
そ
の
他
K
・
」
・
ア
リ
ソ
ン
、
R
・
」
・
ハ
モ
ン
ド
の
学
位
論
文
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
多
数
の
史
実
が
見
ら
れ
る
。

　
「
苦
情
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
非
常
に
し
ぱ
し
ぱ
新
参
者
で
あ
っ
た
」
（
前
記
ハ
モ
ン
ド
論
文
九
一
頁
）
。

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
）

（
3
5
）

（
3
6
）

力
．
い
頃
ゆ
旨
目
o
昌
倉
o
や
9
f
り
o
。
0
9
ρ
。

日
ψ
ω
ぎ
山
o
融
こ
o
や
9
δ
‘
b
や
旨
～
o
o
．

拙
稿
「
一
四
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
一
擾
の
社
会
経
済
的
背
景
」
六
五
ー
六
頁
。

ビ
ン
ド
フ
教
授
の
記
述
を
も
と
に
筆
者
が
作
成
し
た
。

囚
．
い
》
一
一
粧
o
P
旧
ダ
∪
■
↓
び
窃
筑
》
）
や
一
き
図
o
≦
’

一
げ
凶
伍
：

囚
ζ
■
》
＝
一
。
。
o
P
↓
げ
o
ω
げ
8
℃
O
o
ヨ
国
臣
げ
帥
β
q
吋
網
｝
℃
器
巴
目
●

∪
跨
く
曾
宕
苫
襲
象
ミ
健
蔓
9
≧
o
弦
。
騨
紮
麟
ぎ
3
℃
℃
し
圃
ヒ
＆
も
。
ま
玉
N
前
記
註
（
3
3
）

「
付
録
」
に
は

『
ノ
ー
フ
ォ
ク
史
』
そ
の
他
の

史
料
に
依
拠
し
て
牧
羊
区
の
記
録
の
あ
る
全
村
落
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

（　 （　 （　 （　 （　 （42　　41　　40　　39　　38　　37

）　 ）　 ）　 ）　　 ）　 ）書
れ
て
い
な
い

の
．
θ
虫
β
山
o
R
u
℃
■
一
〇
〇
・

男
≦
’
幻
鉱
ω
ω
Φ
一
想
o
や
9
f
℃
や
台
～
9
や
一
ご
。

ω
●
β
匹
昌
α
o
箪
℃
や
一
〇
〇
～
P

H
げ
一
儀
こ
や
“
’

男
≦
’
国
仁
誘
o
眞
o
や
9
f
b
．
軌
9

富
岡
、
前
掲
書
、
五
四
五
ー
八
頁
。
た
だ
し
小
論
と
の
訳
語
の
統
一
の
た
め
若
干
の
手
を
加
え
た
。

　
　
　
　
。
O
o
獣
・
肉
送
調
罫
肉
8
起
誉
恥
態
論
ミ
黛
じ
っ
塾
魚
b
。
§
馨
§
旦
ご
一
♪
や
N
≒
～
軌
ρ

ま
た
箇
条
番
号
は
請
願
書
自
体
に
は
付



（
4
3
）
　
司
．
≦
。
国
β
器
o
F
o
や
o
ヰ
こ
ω
O
～
Q
一
。

（
4
4
）
　
富
岡
、
前
掲
書
、
五
四
九
頁
。

（
妬
）
　
閃
，
国
。
弓
や
≦
昌
o
ど
o
や
9
f
サ
呂
N
曾

（
4
6
）
　
一
村
落
に
複
数
の
マ
ナ
が
存
在
す
る
揚
合
、
村
落
共
同
体
の
規
制
は
リ
ー
ト
法
廷
で
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
際
リ
ー
ト
法
廷
を
所
有
す
る
も
の

　
は
当
村
落
の
「
第
一
マ
ナ
」
（
屈
ぎ
o
首
巴
目
帥
ロ
9
）
の
領
主
で
あ
っ
た
。
既
述
し
た
よ
う
に
プ
ロ
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
著
『
ノ
ー
フ
ォ
ク
史
』
に
は

　
こ
の
点
に
関
す
る
豊
富
な
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
4
7
）
　
拙
稿
、
「
『
大
叛
乱
』
（
0
8
暮
閑
o
げ
Φ
窪
曾
）
は
市
民
革
命
か
」
、
四
四
〇
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
結
　
　
語

　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
演
じ
た
叛
徒
は
小
商
品
生
産
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
「
一
三
八
一
年

一
揆
」
と
本
質
的
に
変
り
は
な
い
。
唯
、
恐
ら
く
は
叛
徒
の
中
に
は
一
四
世
紀
の
一
揆
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
零
落
し
つ
つ
あ
る

農
民
・
職
人
層
が
参
加
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
変
化
し
た
の
は
攻
撃
の
対
象
自
体
で
あ
る
。
一
四
世
紀
の
一
揆
は
反
封
建
闘
争
で
あ
り
、
か
く
て
一
七
世
紀
の
「
大
叛
乱
」
に
継
承
さ

れ
る
。
一
四
世
紀
の
小
商
品
生
産
者
の
担
っ
た
役
割
は
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
引
継
が
れ
る
。
と
こ
ろ
が
「
ケ
ッ
ト
の
叛

乱
」
に
お
い
て
は
叛
徒
の
攻
撃
目
標
と
な
っ
た
も
の
は
封
建
領
主
と
同
時
に
、
否
、
そ
れ
以
上
に
社
会
的
分
業
の
発
達
に
自
己
を
適
応
さ

せ
つ
つ
あ
る
旧
封
建
領
主
或
い
は
新
参
の
地
主
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
工
業
の
発
達
が
自
己
の
利
益
に
一
致
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
一

世
紀
後
の
「
大
叛
乱
」
に
は
大
局
的
に
議
会
側
に
走
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
「
一
四
世
紀
一
揆
」
と

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
の
刃
Φ
げ
巴
一
δ
己
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九
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「
大
叛
乱
」
を
結
ぶ
直
線
上
に
お
い
て
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
み
よ
う
な

性
格
の
「
叛
乱
」
が
硫
毛
工
業
の
中
心
的
立
地
を
席
巻
出
来
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
ピ
ン
ド
フ
教
授
が
叛
徒
の
要
求

を
「
実
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
網
領
で
あ
り
、
そ
れ
は
（
若
し
実
現
し
た
ら
）
農
村
に
お
け
る
資
本
主
義
の
翼
を
摘
み
と
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と

　
　
　
　
（
1
）

評
し
た
の
は
、
的
を
失
し
て
い
な
い
。

　
た
だ
事
態
を
余
り
に
単
純
化
し
な
い
た
め
に
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
理
解
に
際
し
て
、
残
さ
れ
た
筒
題
を
筆
者
自
身
で
提
起
し
一
応
の

回
答
を
与
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
か
く
解
し
た
揚
合
借
地
農
が
「
叛
乱
」
に
対
し
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
参

加
し
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
筆
者
の
回
答
は
借
地
農
不
在
で
あ
る
が
こ
れ
は
既
述
の
農
業
経
営
の
分
析
か
ら
納
得
出
来
な
い
と
い

う
疑
間
が
提
起
さ
れ
よ
う
。

　
し
か
し
、
借
地
農
の
名
が
残
さ
れ
た
史
料
に
全
く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
最
も
看
過
出
来
な
い
の
が
ロ
バ
ー
ト
．
ク
・
ウ
リ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
叛
乱
」
の
原
因
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
彼
は
「
大
借
地
農
、
大
牧
畜
業
者
、
富
め
る
屠
殺
業
者
、
法
律
家
、
商
人
、
ジ
ェ
ン
ト
ル

マ
ン
、
騎
士
、
領
主
・
地
主
（
一
〇
銭
ω
）
…
…
」
「
こ
れ
ら
の
者
ど
も
こ
そ
叛
乱
の
原
因
な
の
だ
」
と
断
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
ら
の
中

に
は
領
主
も
近
代
的
地
主
も
借
地
農
（
口
農
業
資
本
家
）
も
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ケ
ソ
ト
の
叛
乱
の
中
で
借
地
農
が
余
り
前
面
に
登
場
し
て
こ
な
い
理
由
は
、
経
済
主
体
と
し
て
の
概
念
の
産
物
た
る
借
地
農
業
資
本
家

を
ひ
と
ま
ず
差
置
い
て
、
現
に
あ
っ
た
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
借
地
農
を
想
起
し
て
み
れ
ば
そ
れ
な
り
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
一
再
な

ら
ず
例
示
し
た
よ
う
に
、
借
地
農
は
そ
の
経
営
規
模
を
拡
大
す
る
と
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
必
ず
領
主
権
1
そ
れ
が
如
何
に
形
骸
化
し

て
い
た
か
は
別
と
し
て
ー
に
関
与
し
た
の
で
あ
り
、
最
後
に
借
地
農
自
身
マ
ナ
所
有
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
王
は
そ
の
解
答
の
中
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
土
地
所
有
者
は
或
る
限
度
を
越
え
て
織
元
や
借
地
農
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
勿
論
、
土
地
所
有
者
が

、
　
、
　
、
　
踊
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
h
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
ト
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

織
元
や
借
地
農
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
は
織
元
や
借
地
農
が
土
地
所
有
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
更
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ

う
な
例
を
あ
げ
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
ラ
ヴ
ェ
ナ
ム
の
ス
プ
リ
ン
グ
家
だ
け
で
も
想
起
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
ケ
ジ
ト
自
身
一
七
世
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
な
っ
て
い
る
。
富
岡
教
授
の
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
「
農
民
的
近
代
化
コ
ー
ス
」
は
市
民
革
命
に
お

い
て
は
本
来
存
在
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
コ
ー
ス
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
が
若
し
存
在
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
彼
自
身

未
だ
資
本
家
と
し
て
一
人
前
で
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
コ
ー
ス
の
市
民
革
命
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少

く
と
も
そ
れ
は
市
民
革
命
と
し
て
は
甚
だ
奇
形
的
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
筆
者
は
「
地
主
的
近
代
化

コ
ー
ス
」
を
主
張
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
つ
ま
り
「
地
主
的
」
或
い
は
「
農
民
的
」
と
い
う
よ
う
な
系
譜
論
は
、
筆
者
に
は
余
り
意
味
が

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
第
二
の
予
想
さ
れ
る
質
問
。
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
で
徹
底
的
に
小
商
品
生
産
者
と
対
立
し
た
地
主
層
が
、
何
故
「
大
叛
乱
」
に
お
い
て
自
営

農
民
や
小
農
民
と
手
を
結
ぴ
封
建
的
国
家
権
力
に
対
抗
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
叛
徒
が
攻
撃
目
標
と
し
た
の
は
地
主
層
の
み
で
な

く
封
建
的
権
力
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
を
最
終
的
に
弾
圧
し
た
の
は
封
建
諸
候
の
軍
隊
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
実
は
「
大
叛
乱
」
の
主
導
層
は
商
工
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
工
業
的
小
商
品
生
産
者
で
あ
っ
て
、
決
し
て
地
主
階
級
で
は
な
か
っ
た
。
イ

ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
の
繁
栄
は
織
物
工
業
の
繁
栄
に
か
か
っ
て
い
た
。
そ
の
繁
栄
を
脅
か
す
・
ー
ド
体
制
は
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
地
主
に
と

っ
て
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
早
こ
の
時
点
に
お
い
て
彼
ら
に
は
封
建
国
家
は
な
く
も
が
な
の
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
時

の
流
れ
に
順
応
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
皮
肉
に
も
チ
ュ
ー
ダ
期
の
行
政
革
命
（
目
集
権
的
権
力
機
構
）
の
確
立
は
彼
ら
に
国
家
権
力
の

　
　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
ω
因
o
げ
o
一
二
〇
昌
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一
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存
在
と
同
時
に
そ
の
無
用
性
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
絶
対
王
制
期
に
入
り
隷
農
制
が
衰
退
し
て
マ
ナ
法
廷
の
機
能
が
弱
体
化
す
る
と
、
封
建
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
諸
機
能
は

次
第
に
中
央
政
府
に
吸
収
さ
れ
る
。
エ
ル
ト
ン
教
授
の
説
く
チ
ュ
ー
ダ
期
の
行
政
革
命
と
は
、
こ
の
時
代
の
行
政
機
構
が
形
式
的
に
は
近

代
の
官
僚
的
統
治
機
構
に
引
き
継
が
れ
る
側
面
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
時
点
で
は
実
質
的
に
封
建
制
の
維
持
u
再
編
以
上
の
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
市
民
革
命
を
契
機
に
変
態
口
機
能
転
化
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
本
来
領
主
（
”
農
奴
）
制
の
も
と
で
マ
ナ
法
廷
が
果
す
べ
き
諸
規
制
を
中
央
の
国
家
権
力
が
吸
引
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
既
に
賦
役
地
代
が
全
面
的
に
開
花
し
た
時
点
の
ニ
ニ
七
五
年
に
お
け
る
「
労
働
者
法
令
」
（
ω
鼠
盲
器
9
い
筈
o
お
誘
）
に
そ

の
端
緒
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
地
域
史
研
究
と
い
う
枠
組
の
中
で
間
題
を
設
定
し
た
小
論
に
お
い
て
は
こ
の
絶
対
王
制
期

の
支
配
機
構
に
論
及
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
行
論
の
な
か
に
お
い
て
も
村
落
共
同
体
を
廻
る
抗
争
に
お
い
て
上
級
裁
判
所
、
星
法
院

の
果
し
た
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
は
一
再
な
ら
ず
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
最
後
に
問
題
の
重
要
性
に
鑑
み
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
一
所
領
と

の
関
連
に
お
い
て
こ
の
点
を
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
絶
対
王
制
の
政
策
基
調
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　
ギ
、
・
、
ン
ガ
ム
・
ソ
ッ
ク
は
こ
の
た
め
に
恰
好
な
例
で
あ
る
。
何
故
な
ら
既
述
し
た
よ
う
に
当
ソ
ッ
ク
は
ウ
ォ
レ
ン
家
没
落
以
後
ラ
ン
カ

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ス
タ
所
領
つ
ま
り
王
領
直
轄
地
で
あ
り
、
ラ
ン
カ
ス
タ
公
法
廷
（
U
ぎ
ξ
O
o
霞
梓
）
は
最
高
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

当
ソ
ッ
ク
法
廷
は
一
六
世
紀
に
入
る
と
詳
述
し
た
よ
う
に
既
に
そ
の
機
能
を
殆
ど
失
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
住
民
間
の
「
慣

行
」
を
廻
る
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
五
八
○
年
使
節
団
が
結
成
さ
れ
二
年
後
「
ギ
ミ
ン
ガ
ム
の
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

民
と
（
マ
ナ
の
賃
借
人
）
フ
ラ
ン
シ
ス
・
サ
ウ
ズ
ウ
ェ
ル
間
の
訴
訟
判
決
」
と
し
て
改
め
て
次
の
諸
点
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



1
　
王
の
賃
借
人
（
目
借
地
農
h
跨
巨
Φ
目
）
は
旧
直
営
地
で
の
み
兎
を
飼
育
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

H
　
農
民
（
響
β
暮
）
は
押
し
つ
け
ら
れ
た
年
五
三
シ
ル
四
ペ
ン
ス
の
地
代
を
免
除
さ
れ
る
。

皿
　
農
民
は
旧
直
営
地
以
外
で
兎
を
捕
え
て
も
よ
い
。

W
　
賃
借
人
は
農
民
の
土
地
で
兎
を
飼
っ
て
は
な
ら
な
い
。

V
　
賃
借
人
の
牧
羊
区
の
制
限
（
具
体
的
に
地
域
指
示
）
。

W
　
賃
借
人
の
羊
数
は
四
〇
〇
頭
と
す
る
。

皿
　
牧
羊
区
内
に
土
地
の
あ
る
農
民
は
一
エ
イ
カ
に
つ
き
一
頭
の
割
合
で
牧
羊
区
を
利
用
出
来
る
。
そ
れ
以
上
の
羊
は
除
か
れ
ね
ば
な

　
ら
な
い
。

皿
　
賃
借
者
と
他
の
農
民
の
許
可
な
く
牧
羊
区
内
の
イ
ン
ク
・
ウ
ジ
ャ
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

R
　
今
ま
で
の
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ャ
は
取
除
く
必
要
は
な
い
。

X
　
賃
借
者
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
賦
役
の
確
定
。

M
　
農
民
は
彼
の
賦
役
義
務
を
果
す
べ
き
で
あ
る
が
一
部
の
追
徴
労
役
の
義
務
は
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

M
　
村
民
代
表
、
村
法
監
視
人
、
荘
官
は
慣
行
通
り
農
民
と
し
て
の
義
務
を
免
除
さ
れ
る
。

皿
　
放
牧
期
に
お
け
る
放
牧
数
違
反
の
た
め
の
一
時
金
は
貸
借
者
で
は
な
く
国
庫
に
帰
属
す
る
。

こ
の
判
決
の
中
に
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
王
制
の
対
農
業
政
策
を
典
型
的
に
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
第
一
に
、
既
に

　
　
　
　
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
o
什
．
切
菊
o
σ
巴
一
δ
P
）
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
三

「
農
奴
身
分
廃
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止
」
を
遂
行
し
た
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
な
お
ラ
ン
カ
ス
タ
法
廷
は
賃
借
農
に
よ
る
賦
役
強
制
が
以
前
の
ラ
ン
カ
ス
タ
裁
判
所
判
決
に
よ

り
生
き
て
い
る
こ
と
を
基
本
的
に
確
認
し
た
上
で
そ
の
一
部
の
廃
止
を
認
め
た
。
第
二
に
、
共
同
体
に
関
し
て
は
現
在
の
小
農
イ
ン
ク
・

ウ
ジ
ャ
を
認
め
、
賃
借
農
の
共
同
体
の
破
壊
を
極
力
押
え
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
り
あ
り
と
窺
え
る
。
第
三
に
、
規
制
違
反
に
よ
る
一
時

金
を
賃
借
農
に
与
え
ず
に
国
王
の
財
源
と
し
て
国
庫
に
納
入
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
時
期
の
財
政
的
集
権
化
を
み
る
こ
と
が
出

来
る
。

　
要
す
る
に
、
中
世
都
市
に
お
い
て
小
商
品
生
産
の
展
開
を
そ
の
是
非
に
か
か
わ
ら
ず
追
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
絶
対

王
制
期
の
農
業
政
策
は
現
状
以
上
の
、
つ
ま
り
資
本
目
賃
労
働
関
係
の
成
立
・
発
展
を
こ
そ
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
小
商
品
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

産
そ
の
も
の
は
最
早
こ
れ
を
圧
殺
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
そ
れ
は
賃
借
農
に
対
し
て
農
民
を
擁
護

す
る
と
い
う
態
度
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
マ
ナ
が
賃
貸
さ
れ
て
い
な
い
揚
合
で
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
サ
マ
セ
ッ
ト
公
の
農
民
保
護
政
策
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
ω
，
日
b
J
冒
山
o
律
｝
o
や
9
f
ゆ

（
2
）
界
甲
評
善
2
欝
国
ら
。
壽
励
（
①
山
、
y
↓
蔑
ミ
肉
8
§
§
＆
∪
§
§
爵
｝
＜
。
一
・
H
目
も
・
頓
y

（
3
）
い
ヌ
囚
。
芦
昏
§
農
≧
。
さ
騨
も
」
一
9

（
4
）
　
こ
の
よ
う
な
発
想
と
の
関
連
に
お
い
て
、
若
し
有
益
な
分
析
用
語
が
あ
る
と
し
た
ら
外
圧
に
よ
り
封
建
的
国
家
権
力
自
身
自
己
が
生
き
残
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
た
め
に
は
ブ
ル
ジ
日
ワ
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
プ
・
シ
ア
・
帝
政
・
シ
ア
的
「
上
か
ら
の
」
改
革
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
　
こ
の
点
は
、
富
岡
氏
も
前
掲
書
第
四
章
で
強
調
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。



（
6
）

（
7
）

ρ
ヌ
頃
o
弩
ρ
嘱
黛
ミ
璽
＆
9
醤
肉
象
象
』
ε
執
蔚
§
G
Q
o
ぎ
一
や
い
い
O
陣
●

こ
の
点
に
関
し
て
は
田
中
豊
治
著
『
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
期
の
産
業
構
造
』
第
二
章
を
参
照
。

付
言

小
論
を
執
筆
す
る
に
当
り
富
岡
次
郎
教
授
か
ら
史
料
上
の
御
教
示
を
得
た
こ
と
を
記
し
て
感
謝
の
言
葉
と
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
五
年
三
月
二
日

受
理
）

「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
（
囚
9
、
の
国
3
0
一
一
一
8
）
を
め
ぐ
っ
て

二
六
五




