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ア
ン

レ
ジ
ー
ム
の
農
業
構
遁

レ
ァ
ン

ー
ー
イ
ギ

P

A
と
の
比
較
ー
ー河

野

健

序

さ
き
に
わ
た
し
は
「
ア

y
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
白
経
済
段
階
」
と
題
ず
る
小
稿
に
告
い
て
、

7

V
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム

D
鮮
代
に

長
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
工
業
生
産
の
形
態
が
い
か
在
る
段
階
に
庖
ナ
る
も
の
で
ち
る
か
を
問
題
・
と
し
た
り
で
あ
る
が
、
そ
の
際
E
れ
に

闘
す
る
代
表
的
た
見
解
と
し
て
ア
ン
リ
・
オ

1
ゼ
と
ア
ン
リ
・
セ

1
の
二
つ
の
事
設
を
皐
げ
つ
弘
そ
り
異
同
を
明
か
に
し
、
か
く
し

て
ア

Y
リ
・
セ

l
の
所
設
に
組
み
ず
ペ
苦
多
一
〈
の
理
由
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
に
和
い
て
は
、
し
た
が
っ
て
専
ら
ア
ン
リ
・

セ
l
の
見
解
に
従
ひ
っ

it
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
農
業
構
造
を
問
題
と
し
た
い
と
思
ふ
。
と
れ
に
よ
っ
て
7

V
シ
ア

y

・
ν

そ
の
た
め
に
先
づ
本
稿
で
は
十
七
・

八
世
紀
に
訟
け
る
フ
ラ
ン
ヌ
農
業
の
特
質
を
概
観
し
E
れ
争
同
時
代
陀
訟
け
る
そ
の
他
の
ヨ

1
ロ
7

パ
諸
国
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
農

タ
ー
ム
の
経
済
構
造
を
金
程
と
し
て
安
明
す
る
と
と
が
わ
た
し
心
意
闘
す
る
と
己
ろ
で
あ
る
。

業
と
比
較
す
る
己
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
特
質
を
明
確
に
し
た
い
と
考
へ
る
。
た
ほ
フ
ラ
ン
ス
農
業
の
さ
ら
に
詳
細
な
解
明
を

行
ひ
、
そ
れ
と
フ
ラ
ン
ス
農
村
工
業
と
の
聯
闘
を
究
明
す
る
こ
と
は
本
稿
に
つ
Y

い
て
果
さ
れ
る
議
定
で
あ
る
。

7
-
7
y
z
農
業
の
特
質

ア
シ
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
由
農
業
構
撞

第
五
臆

E 
七

俸
五
十
凡
巻

九
三
五

額損論叢告書57巻鐸6挽(昭和十凡年十二月).



ア
ン
シ
ア
M

・
レ
ジ
ー
ム
の
農
業
構
揖

第
五
十
九
巻

第
五
現

六
三
六

主
ノ又

フ
ラ
ン
ス
農
法
の
特
質
を
究
め
る
に
先
立
っ
て
、
ま
づ
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
白
経
済
会
慢
に
つ
い
て
締
括
的
左
見
通
し
を
得

て
弘
正
〈
必
要
が
怠
る
が
、

セ
ー
に
よ
れ
ば
草
命
前
夜
白
フ
ラ
ン
ス
に
島
い
て
、
優
越
的
た
役
前
を
演
じ
た
も
の
は
、
常
に
土
地
所
有

権

{
Z
2
2守
E
m
Z
T
Z
Z
主
で
あ
り
』
、
商
工
業
の
比
買
は
士
だ
え
し
た
も
の
で
は
-
な
い
と
見
ら
れ
る
。
商
工
業
の
著
し
い
設
展
が
十

八
世
記
に
入
つ
で
そ
れ
も
特
に
後
半
白
五
十
年
聞
に
沿
い
て
見
ら
れ
る
の
は
事
貨
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
十
八
世
紀
末
に
島
い
て
、
フ

ラ
Y

ス
は
依
然
、
と
し
で
本
質
的
に
農
業
団
で
あ
お
』
と
い
ふ
事
態
に
は
縫
化
た
く
、
工
業
に
語
い
て
は
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
フ
た
持
働
組

織
を
も
っ
小
手
工
業
が
、
本
命
に
至
る
ま
で
支
配
し
つ
ピ
け
る
。

'
R
Y

、
そ
の
闘
に
ゐ
い
て
穎
著
た
捕
理
化
と
し
で
注
目
さ
れ
る
白

は
、
商
法
務
展
の
結
果
と
し
て
商
業
資
本
に
よ
る
工
業
生
産
の
支
配
が
弐
第
促
進
行
す
る
と
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
に
農
村
案
内
工

業

2
z
z
z
z
E
F
2

《

-352EZ)
の
損
大
普
及
と
い
ふ
事
'
民
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
と
の
農
村
家
内
工
業
が
「
後
の
世

紀
の
資
本
主
義
的
大
工
業
へ
の
途
を
ひ
ら
〈
に
い
た
る
』
の
で
あ
る
。
他
方
、
都
市
に
島
い
て
も
同
様
の
鑓
化
が
現
は
れ
、
都
市
の

千
工
業
者
は
究
第
に
商
人
に
訓
ず
る
経
済
的
環
崎
を
高
め
つ
弘
、
か
ぐ
し
て
問
屋
商
人
た
る
己
企
。

E
E
Z
と
手
工
業
職
人
た
る

主一
ω
包
括
と
の
懸
隔
在
ら
び
に
針
立
が
一
般
的
と
在
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
未
だ
そ
白
脚
立
を
過
大
評
慣
し
て
は
た
ら
な
い
む
と
は
、

『
一
七
八
九
年
に
島
い
て
起
っ
た
枇
合
問
題
は
、
曲
目
働
者
問
題

(A5さ
Q

ロ

2
3俳
句
。
)
で
は
在
〈
し
て
農
民
問
題

2
5
m
z
g
官
ヨ

530)

で
あ
る
』
と
い
ム
セ

1
の
言
葉
が
示
し
て
ゐ
る
と
と
ろ
で
あ
る
。

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
経
済
に
長
い
て
常
に
支
配
的
在
地
位
に
あ
っ
た
も
の
は
、
し
た
が
っ
て
農
業
で
あ
っ
た
左
見
ち
れ
息

そ
れ
で
は
何
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
ま

ば
な
ら
な
い
が
、
と
と
ろ
で
一
常
に
催
越
的
友
役
割
合
一
ど
潰
巴
た
』
と
の
土
地
所
有
檎
は
、

た
宥
使
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

『
旬
、
王
制
度
は
存
続
す
る
、

事
賃
上
、

保
有
地
(
m
O
D
E
-

の
形
式
の
下
に
訟
い

し
か
し
、

て
、
農
民
的
所
有
椋
は
強
力
に
Mm
立
さ
れ
ず
も
を
り
、
し
党
が
っ
て
と
の
制
度
(
領
主
制
度
)
を
廃
止
さ
へ
す
れ
ば
、

そ
の
完
全
た
濁
立

2) l-Ienri' See; Histoire economique de la France. (Le rnoyen :1ge et l'ancien 
regime) I939-p. 395 
See; L'evcilution commerciale et industrielle de la France sous l'ancien 
r.::gim皇~ι.n~_un

3) 



を
晴
ら
し
ろ

h
-
と
い
ふ
般
態
に
あ
っ
た
。
ず
な
は
ち
フ
ラ
ン
ス

K
Kぜ
い
て
は
、
封
建
的
な
土
地
保
有
農
民
の
地
位
が
確
定
し
、
保

有
権
は
所
有
構
に
ま
で
陣
成
し
、
し
か
も
そ
れ
が
空
間
に
存
続
す
る
。
E
の
や
う
友
農
民
的
土
地
所
有
の
確
立
こ
そ
は
、
フ
ラ
ン
ス

噛
提
支
枇
曾
の
著
し
い
特
色
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
友
ぜ
特
に
フ
ラ
Y

ス
に
長
い
て
農
民
的
土
地
所
有
D
確
立
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ら

ろ
か
。
そ
の
理
由
は
ど
己
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

セ
ー
に
随
へ
ば
、
そ
れ
は
一
見
建
設
的
で
は
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
に
訟

け
る
飼
主
制
度
の
存
続
と
い
ふ
己
と
に
上
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
『
フ
ラ
Y

ス
に
沿
い
て
、
農
民
的
所
有
権
の
存
続
を
有
利
な
ら
し
め
た

も
り
と
し
て
、
領
主
制
支
の
稚
持
が
興
っ
て
力
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
得
ら
れ
る
』
。
な
ぜ
た
ら
フ
ラ
ン
ス
の
領
主
に
と
っ
て
は
自
領

の
直
接
経
俸
を
行
ふ
よ
り
は
、
農
民
の
土
地
保
有
を
そ
の
ま
t
h

認
め
て
、
も
つ
ば
ら
領
、
王
様
か
ら
の
脇
入
じ
依
存
す
る
は
う
が
牧
益

が
多
い
と
い
ふ
事
情
が
存
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
故
に
領
主
は
農
民
の
土
地
保
有
を
杢
間
と
し
て
維
持
す
る
己
と
を
刷
っ
た
た
め

に
、
こ
の
こ
と
が
延
い
て
ほ
農
民
的
所
有
様
の
確
立
に
貢
献
す
る

E
と
L
た
っ
た
を
設
か
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
フ
ラ

y

ス
に
な
い
て
、
農
民
保
有
地
が
海
峡
の
彼
方
(
イ
ギ
リ
ス
)
忙
沿
け
る
よ
り
も
遥
か
に
安
定
し
て
ゐ
た
現
由
の
一
つ
は
疑
ひ
も
左
〈
此

鹿
児
存
ず
る
』
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
農
民
的
所
有
権
が
と
の
や
う
に
確
立
さ
れ
得
た
己
と
は
、
賞
質
的
に
は
と
も
か
く
少

〈
と
も
形
式
k
は
領
主
制
定
が
維
持
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
基
悶
ず
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
反
閉
そ
の
己
と
は
領
主
制
度

が
形
式
化
し
、
領
主
の
権
力
を
も
っ
て
し
で
は
農
民
的
土
地
保
有
主
左
右
し
得
な
い
や
う
に
成
っ
て
き
た
と
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。

己
の
と
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
階
級
は
、
・
な
る
ほ
ど
特
樫
は
得
て
ゐ
た
け
れ

E
も
、
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
土
地
貴
族
が
も
っ
た
ゃ
う

た
絶
大
な
政
治
権
力
は
も
た
左
か
っ
た
し
、

領
主
裁
判
権
に
つ
い
て
見
て
も
事
態
は
愛
ら
左
い
と
と
に
よ
っ
て
知
る
己
と
が
出
来

る
。
し
か
し
主
槽
に
つ
い
ナ
一
は
、
フ
ラ
ン
ス
マ
と
イ
ギ
リ
ス
と
で
は
一
、
己
ん
ど
は
世
の
関
係
が
成
立
す
る
。
す
友
は
ち
フ
ラ
ン
ス
に
語

い
て
主
権
は
周
知
の
や
う
に
ア
プ
ソ
リ
ュ

I
ト
危
権
力
を
振
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
平
く
も
十
七
世
組
に
革
命
を
経
験
す
る
と
い
叶

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ゾ

I

ム
白
農
業
構
法

俸
王
強

第
五
十
八
巻

六

七

五
九

p. 395 

See; Ibid.， p. 369 
~~e; ~~.íd.， p. ~7a. 
See; l-listorie economique 
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ア
ン
シ
ア
シ
・
レ
ジ
ー
ム
白
農
業
構
査

俸
五
十
凡
巻

事
五
鵠

六
O 

ハ
三
八

ム
閥
係
が
己
れ
で
あ
る
。
結
局
、
フ
ヲ
Y

ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
ち
が
ひ
は
、
領
主
楠
力
白
強
弱
と
い
ム
と
と
に
成
る
の
で
あ
る
が
、
そ

E
で
問
題
は
前
に
反
っ
て
、
そ
れ
で
は
友
ぜ
フ
ラ
ン
ス
の
領
主
は
強
大
友
勢
力
を
も
ち
得
た
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

セ
ー
に
よ
れ

ぽ
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
が
資
本
主
義
の
影
響

E
蒙
る
己
と
が
桜
め
て
綾
漫
で
あ
っ
た
己
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
彼
白
例

示
す
る
と
と
る
に
随
へ
ぽ
、
羊
毛
工
業
も
イ
ギ
リ
ス
ほ
ど
の
愛
速
を
見
宇
、
海

k
貿
易
に
沿
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
に
は
匹
敵
し
得
た
い

有
様
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
つ
で
フ
ラ

y
ス
に
告
い
て
は
『
イ
ギ
リ
ス
に
沿
い
て
耕
作
を
牧
畜
に
費
更
せ
じ
め
た
の
と
同

様
の
理
由
が
存
し
友
か
っ
た
」
し
、
農
民

m
側
か
ら
言
つ
で
も
輪
出
。
た
め
の
農
業
生
産
は
少
し
も
行
は
れ
た
か
っ
七
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
が
中
世
的
な
姿
白
ま
九
に
停
滞
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
打
ち
破
る
や
ろ
左
刺
戟
が
内
部
に
も
外
部

に
も
現
は
れ
て
来
な
か
っ
亡
と
と
が
そ
白
原
因
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
己
の
や
う
に
し
て
領
主
の
農
業
に
封
す
る
関
心

は
著
し
く
稀
薄
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
農
地
の
集
中
な

E
E
考
慮
す
る
E
と
は
た
〈
、
『
農
業
経
替
は
完
全
に
農
民
の
手
中
に
在
り
』
、

し
た
が
っ
て
『
農
業
生
産
は
ほ
と
ん

E
不
動
』
の
扶
態
に
停
滞
す
る
。
農
業
が
個
々
。
農
民
の
手
に
ま
つ
に
〈
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
乙

と
は
、
そ
の
ま
L
土
地
所
有
権
の
細
八
万
と
い
ふ
こ
と
に
針
躍
す
る
わ
け
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
猪
得
の
型
車
固
な
中
小
の
白
替
農
民
が
と

L

K
出
現
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
農
民
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
村
落
生
活
に
奇
い
て
は
、
古
来
か
ら
の
共
同
的
左
性
格
が
例

へ
ば
共
同
牧
場
と
か
共
同
利
用
構
と
か
の
形
で
担
ぐ
残
存
し
た
ば
か
り
で
な
〈
、
ま
さ
に
そ
れ
を
維
持
す
る
己
と
が
農
民
生
活
を
成

り
に
ミ
し
め
て
ゐ
に
わ
け
で
あ
り
、
か
〈
し
て
ア

l
サ

1
・
ヤ

y
グ
を
し
て
嘆
ぜ
し
め
に
や
う
に
、

こ
の
こ
と
が
ま
亡
農
業
の
進
歩

を
阻
害
す
る
契
機
と
友
り
フ
ラ
ン
ス
農
業
の
停
滞
を
結
果
し
仁
白
で
あ
る
。

以
上
白
諸
事
情

一
言
に
し
て
い
ふ
左
ら
ぽ
領
主
制
実
の
存
続
と
農
民
的
土
地
所
有
の
確
立
正
農
業
生
産
の
停
滞
、

と
れ
ら
が
ア

ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
フ
ラ
ン
ス
農
業
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
つ
に
と
見
ら
れ
る
。
と
は
い
ふ
も
D

L
、
と
り
と
と
は
革
命

See; lbid'J p. 396. 7) 



マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
示
し
て

川
の
フ
ラ
ン
ス
珪
治
に
語
い
て

φ
し
も
致
展
の
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
と
い
ム
認
の
も
の
で
は
な
い
。

ゐ
る
や
『
に
岱
時
の
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
現
象
に
他
た
ら
な
か
っ

h
地
代
。
減
促
守
常
吉

E
旦
Eロ

L
2
2
E
2
)

に
基
因
し
て
フ
ラ
y

ス
に
た
い
て
も
費
し
〈
領
主
主
仁
は
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
に
上
る
土
地
の
集
中
す
左
は
ち
大
土
地
所
有
制
が
昨
日
展
し
、
農
村
の
共
同
性
が
破

壊
さ
れ
、
か
く
し
て
十
八
世
紀
に
入
る
や
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ア
ト
の
理
論
に
見
ら
れ
る
や
う
た
農
業
個
人
主
義

(
2
E
E
E己
5
5
品
2

=
ロ
)
あ
る
ひ
は
表
決
革
命
の
疏
芽
を
生
む
に
宝
つ
に
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
か
h
る
国
込
み
運
動
も
、

そ
の
結
果
に
沿
い
て

足
れ
ば
草
に
そ
の
大
部
分
が
牧
場
地
に
の
み
隈
ら
れ
て
ゐ
に
し
、
耕
作
方
法
そ
の
も
の
に
は
何
等
の
影
響
を
輿
へ
る
と
と
ろ
が
在
か

っ
た
と
言
は
れ
あ
。
小
土
地
所
有
制
は
、
と

D
や
う
に
し
て
依
然
と
し
て
存
殺
し
、
プ
ロ
ッ
ク
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
今
日
に

沿
い
で
す
ら
『
フ
ラ
ン
ス
は
土
地
が
多
〈
の
人
々
陀
ょ
う
て
所
有
さ
れ
て
ゐ
る
悶
民
で
あ
ゐ
』
と
言
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。
か
〈
し

て
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
ン
リ
・
セ
I
'
と
と
も
に
ア
ン
シ
ア

Y

・
レ
ジ
ー
ム
に
沿
い
て
農
業
革
命
は
存
在
し
左
い
と
考
へ
ね
ぽ
た
ち
泣
い

し
、
そ
し
で
共
庭
に
と
そ
フ
ヲ
ン
ス
農
業
。
特
質
が
演
は
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
業
の
西
欧
型
と
東
欧
型

フ
ラ
Y

ス
是
認
の
特
質
主
権
括
的
に
右
の
や
う
に
把
へ
た
D
で
あ
る
が
言

つ
ピ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
己
の
フ
ラ
ン
ス
農
業
を
全
ヨ

1

ロ
ッ
バ
と
い
ふ
踊
野
の
左
か
に
投
巴
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
ー
と
り
比
較
を
行
び
、
も
っ
て
フ
ラ
Y

ス
農
業
の
性
格
を
さ
ら
に
一
居

ふ
か
く
究
め
た
い
と
忠
ム
ョ

も
ち
ろ
ん
、
己
L

で
も
ア

Y
H
E
セ
ー
の
業
蹟
が
主
と
し
て
参
考
と
さ
れ
る
が
、
同
時
に
と
れ
に
上
つ

て
わ
れ
わ
れ
は
卓
越
し
党
彼
の
比
較
経
済
史
皐
の
一
端
に
燭
れ
る
己
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。

農
業
制
廃
の
上
か
ら
見
て
、
十
八
・
九
世
紀
の
ョ

l

w
ヅ
パ
は
エ
ル
ベ
河
を
境
と
し
て
西
欧
型
と
東
欧
型
と
に
匡
則
さ
れ
る
。
フ

ア
シ
シ
ア
ν
・
レ
ジ
ー
ム
白
農
業
構
誼

傍
五
+
凡
巷

ハコ一九

瞳

F
Z
旗

六

Marc Bloch; 'Les carac幼児S Orlgl岡山 del'histoire: TUrale francaise. 1931. 

Marc Bloch; Ibid.J p. 236. 
Hluch; lbid.， p. 250. 



ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ

i
J
の
農
業
構
造

第
五
十
凡
巻

第
五
競

六

六
回

O

ラ
ン
ス
は
珂
欧
畑
違
南
北
の
典
型

E
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
著
し
い
特
徴
は
、
農
民
が
身
分
的
に
解
放
さ
れ
た
と
と
ど
彼
等
が
土
地

の
所
有
者
に
成
る
と
い
ふ
己
主
の
二
組
に
存
ず
る
。
か
う
し
七
西
欧
型
農
業
は
ヱ
ル
ベ
河
を
越
え
て
東
方
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
弐

第
に
師
刑
制
的
た
裂
を
と
る
や
う
に
た
り
、
プ
ロ
シ
ヤ
に
沿
い
て
は
西
欧
主
東
欧
ー
と
の
中
間
却
を
成
立
せ
し
め
る
が
、
パ
司
ル
ト
海
沿
岸

認
凶
、
ォ
1
ス
T

リ
ヤ
を
経
て
ロ
シ
ヤ
に
人
る
に
及
ん
で
最
も
苛
酷
注
然
農
制
が
見
ら
れ
る
に
至
り
、
か
〈
し
て
己
れ
ら
白
地
域
一

市
の
叫
民
主
は
刈
欧
型
と
は
ま
っ
た
〈
針
蹴
的
た
東
欧
州
明
農
浪
と
し
て
一
括
す
Z

E
と
が
出
来
る
。
東
欧
型
農
業
K
共
通
す
る
謀
本
的

友
特
徴
は
と

λ
へ
ば
、
貴
族
的
大
領
地
制
の
成
立
と
貴
族
に
よ
る
農
業
経
替
の
進
行
と
、
と
れ
に
開
明
す
る
と
と
ろ
の
隷
農
制
の
存

続
内
五
は
叫
化
が
こ
れ
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
封
往
領
主
が
漂
農
制
を
再
組
織
す
る
と
と
に
よ
っ
て
直
接
的
た
犬
経
替
に
移
行
し
た
と

い
ふ
事
態
が
と
れ
で
る
る
。
こ
の
貼
は
フ
ラ
ン
ス
の
領
主
が
も
っ
ぱ
ら
領
主
的
た
物
的
牧
入
の
み
『
よ
っ
て
生
活
し
、
従
っ
て
そ
の

結
以
と
し
て
山
淀
川
内
の
人
格
的
な
解
放
が
行
は
れ
る
と
と
も

ι農
民
の
土
地
保
有
が
所
有
機
化
し
、
か
く
し
て
中
小
の
白
替
農
民
を
多

肢
に
創
り
川
し
た
こ
と
i
h

比
べ
て
著
し
い
相
這
寸
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
友
い
。

さ
で
叫
仙
川
四
位
ー
と
東
欧
型
を
右
り
や
う
に
医
別
す
る
と
昔
、
弐
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
農
才
、
は
い
づ
れ
忙
局
す
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う

か
。
イ
ギ
リ
ス
に
沿
い
て
も
ひ
と
し
〈
貴
族
所
有
地
の
集
中
が
あ
り
且
つ
犬
粧
品
河
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
ろ
か
ら
、

こ
の
限
り
で
は
束

ほ
刑
一
に
矧
似
ナ
る
わ
け
で
あ
る
3

し
か
し
な
が
ち
注
泣
す
べ
き
却
は
か
ミ
る
外
概
で
は
な
〈
し
て
か

h
Z
農
業
制
度
の
某
底
そ
の
も

の
で
あ
る
。
す
え
な
は
ち
イ
ギ
リ
ス
農
栄
は
緑
農
制
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
ゐ
る
鞘
に
烏
い
で
東
欧
現
農
業
と
決
定
的
に
相
建
し
て

ゐ
る
。
ィ
ギ
リ
火
器
民
は
人
体
的
に
完
き
自
由
を
獲
得
し
て
を
り
、
し
た
が
っ
で
共
底
に
は
自
由
た
土
地
所
有
側
係
が
鴨
川
生

L
て
ゐ

ろ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
同
巴
〈
大
粧
品
川
で
は
あ
る
が
、
東
欧
の
そ
れ
が
隷
且
置
を
針
象
と
し
て
成
立
し
た
の
忙
劃
し
て
、

叉
に
ま
た
東
欧
に
長
け
る
領
主
の
直
接
経
営
と
は
異
を
つ
て

イ
ギ
リ
ス
に
な
い
て
は
自
由
な
賃
銀
畑
町
働
者
が
使
用
さ
れ
る
し
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「

E
-】
】
ゐ
一

へ
の
委
托
経
替
が
行
は
れ
る
却
に
沿
い
て
も
用
者
は
著
し
く
相
違
す
る
。

こ
の
や
う
に
見
て
〈
る
と
イ
ギ
リ
ス
理
業
は
、

そ
の
基
本
的
た
性
格
に
な
い
て
は
東
欧
訓
引
を
離
れ
て
む
し
ら
西
欧
刑
に
接
近
す
る

も
の
と
一
一
品
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
時
岬
農
制
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン
以

k
費
し
〈
否
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
更
に
急
速
に
そ

り
倣
肢
が
行
は
れ
、
貢
納
は
金
納
化
し
、
中
世
山
本
期
よ
り
も
以
前
に
な
い
で
す
で
に
多
数
の
自
由
士
地
保
有
農
(
P
E
S
E
m
i
が
存
在
す

る
。
す
な
は
ち
農
業
椛
浩
の
根
本
に
沿
い
で
は
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
V

ス
と
も
に
事
情
は
同
一
で
あ
る
。
も
ち
ら
ん
そ
の
後
の
愛
展
を

も
合
め
て
考
へ
れ
ば
、
そ
の
山
花
若
干
の
重
要
な
差
遣
が
存
す
る
己
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

い
づ
れ
に
せ
よ
農
於
健
制
の
鷲

民
が
農
民
に
人
格
上
の
自
由

E
m
(
へ
る
方
向
に
進
ん
だ
と
と
に
援
り
は
た
い
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
相
蓮
は
、
そ
の
後

の
設
展
に
沿
い
て
は
じ
め
て
決
定
的
、
と
在
る
。
前
述
の
や
う
に
中
世
に
告
い
て
、
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
十
=
一
昨
紀
に
沿
い
て
は
、
イ

ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
を
匝
別
ず
る
決
定
的
な
モ
メ
ン
ト
は
有
在
せ
宇
、
い
づ
れ
に
沿
い
て
も
伺
王
の
い
也
替
地
は
次
第
に
保
有

設
に
分
県
さ
れ
、
持
働
賦
役
は
妥
を
消
し
て
筒
、
王
は
間
半
な
る
地
代
取
得
者
に
州
開
化
す
る
。
と
の
と
と
は
農
民
の
側
か
ら
一
一
員
へ
ば
、
す

な
は
ち
涼
良
制
か
ち
の
解
放
が
行
は
れ
七
と
ー
と
に
他
な
ら
注
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

マ
ァ
ク
ス
・
ワ
エ

l

ハ
ー
も
認
め
て
ゐ
る
や
う

に
、
己
の
出
国
制
度
の
崩
壊
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
会
〈
相
臭
注
る
結
果
を
招
来
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
長
い
て
は
、
農
民
は

フ
ラ
ン
ス
に
沿
い
て
は
、
農
民
は
自
由
と
土
地
の

間
山
主
峰
得
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
代
り
に
土
地
所
有
を
央
っ
た
の
で
あ
る
が
、

い
づ
れ
を
も
獲
得
す
る
こ
と
ι
当
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
し
〈
自
由
友
土
地
所
有
閥
係
と
は
い
ふ
も
の
弘
、

一
方
で
は
土
地
が
領

主
に
い
川
崎
し
、
他
方
で
は
農
民
に
附
属
す
る
と
い
ム
相
違
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
十
八
・
九
世
紀
に
到
る
と
、
己
の
差
迭
は
さ
ら

イ
ギ
リ
ス
で
は
土
地
の
集
中
が
行
は
れ
、
農
議
持
働
者
が
殻
生
し
、
さ
ら
に
農
業
大
経
替
が
出
現
す
る
の
に
反
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
土
地
は
集
中
さ
れ
十
、
農
民
的
土
地
所
有
は
か
へ
っ
て
設
聞
と
友
り
、
中
小
農
民
に
よ
る
停
統
的
た
農
業
経
替

に
明
白
と
な
り

ア
シ
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
農
業
構
法

第
五
十
八
巻

第
王
抗

六

，、
四

See; Ibid.， p. ..102 
BJoch; lbid.， p. 132 
Max Weber ; General Economic History. 1927・p・92.
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ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
品
。
農
業
構
誼

祭
主
十
凡
容

第
五
説

六
回

アミ

四

が
な
が
〈
存
綾
ず
る
と
と
i
A

た
る
。
こ
O
や
う
に
し
て
イ
手
リ
ス
は
周
欧
型
農
業
と
は
又
圭
つ
品
目
ぐ
異
な
る
農
業
種
制
を
展
開
し
た

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
『
イ
ギ
リ
ス
は
農
業
制
実
の
ま
っ
た
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
在
型
を
提
供
す
る
』
も
の
と
言
は
ね
ば
た
ら
な
い
。

し
か
し
左
が
ら
、

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
殻
展
の
端
緒
に
沿
い
て
費
し
い
性
格
を
も
っ
-
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
フ
ラ

ン
ス
農
業
は
、
そ
の
張
反
の
超
過
を
イ
ギ
リ
ス
と
比
依
す
る
場
合
に
は
巴
め
て
、
そ
の
特
質
を
さ
ら
に
明
確
に
し
得
る
筈
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
比
段
。
針
象
と
し
て
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
を
問
題
と
す
る
所
以
も
ま
た
此
庭
に
在
る
わ
け
で
あ
る
。
と
と
る
で
、
中
世
以

来
の
設
展
の
経
過
に
会
い
て
イ
ギ
リ
ス
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
国
別
ず
る
に
至
っ
た
重
要
な
契
機
と
し
て
、
か
の
園
込
運
動
を
皐
げ
う
る

己
と
は
何
人
忙
も
岡
県
一
存
心
な
い
と
と
る
で
あ
ら
う
。
し
た
が
っ
て
突
に
は
聞
込
運
動
と
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
農
業

の
特
質
ー
と
を
見
て
島
か
う
。

四

イ
ギ
ア
ス
型
農
業
の
形
成

ま
づ
問
込
運
動
の
開
始
以
前
に
長
け
る
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
欣
態
で
あ
る
が
、

セ
ー
に
よ
れ
ば
、
と
の
時
期
に
長
い
で
は
農
民
保
有

地
は
安
定
し
、

耕
作
は
主
と
し
て
三
同
法
に
上
り
、

土
地
白
共
同
利
用
が
行
は
れ

(
2
-
z
g
3
3
7コL
)

の
制
度
を
存
続
骨
し
功
、

開
放
耕
地
(
。
官
2
E
3
h
M
よ
び
共
同
利
用
地

村
幕
内
の
白
治
制
度
に
よ
っ
て
そ
の
共
向
性
を
維
持
し
て
ゐ
ず
し
か
し
農
民
保
有
地

は
フ
ラ
ン
ス
に
な
け
る
ほ
ど
確
立
し
て
ゐ
た
b
け
で
は
な
〈
、
領
去
に
封
ず
る
閲
係
は
安
定
を
快
昔
、
そ
り
結
旧
刊
と
し
て
土
地
を
失

っ
て
小
屋
住
百
姓
(
3
2
m
m
Z
)
と
本
り
、
あ
る
ひ
は
農
業
持
働
者
?
5
8
2
)
ι
協
措
ず
る
も
の
が
次
第
に
増
加
す
る
傾
向
が
あ
り
、

E
つ
ま
た
と
れ
に
沼
港
し
て
土
地
貴
族
?
っ
ち
に
は
土
地
を
集
中
し
て
有
利
友
農
業
経
替
を
計
書
す
る
者
も
現
は
れ
つ
ミ
あ
っ

h
o

し
か
し
た
が
ら
イ
ギ
リ
ス
農
業
を
全
館
と
し
て
眺
め
る
た
ら
ば
、
個
々
の
費
化
は
あ
り
た
が
ら
も
、
そ
の
特
徴
は
農
村
の
共
同
的
性

See; lbid.， p. 266. 
See'; Ibid.， pp. 83 et suiv. 
See; Ibid.， p. 82 
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併
が
強
〈
浸
透
し
て
ゐ
る
劫
陀
あ
り
、
か
く
し
て
農
村
は
一
般
に
左
ほ
安
定
的
左
自
足
的
友
生
活
を
替
み
つ
ミ
あ
っ
た
と
見
ら
れ
な

け
れ
ば
左
ら
左
い
。

右
白
ゃ
う
友
安
定
的
た
農
村
の
山
市
態
は
、
第
一
宍
・
第
一
一
笑
と
打
ち
続
い
た
園
込
運
動
に
よ
っ
て
根
抵
か
ら
覆
へ
さ
れ
る
。
第
一

市
引
の
聞
込
運
動
は
+
五
世
紀
白
末
か
ら
十
六
枇
紀
に
か
け
て
、
詳
し
〈
言
へ
ば
一
四
七

O
年
か
ら
一
五
三

O
年
に
い
た
る
聞
に
進
伊

し
た
・
も
の
で
あ
る
が
、

と
の
運
動
の
超
黙
と
在
っ
た
も
の
は
『
大
領
主
た
ち
が
し
ば
し
ば
暴
力
を
も
っ
て
共
同
利
用
地
を
分
割
し
七

り
、
白
己
に
有
利
左
や
う
に
土
地
の
再
分
割
を
行
ム
己
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
白
資
産
主
殖
や
さ
う
と
し
わ
』
己
と
が
己
れ
で
あ
る
。

間
込
運
動
に
よ
っ
で
耕
地
の
牧
場
へ
の
鞠
換
、
小
作
地
の
減
少
、
農
村
白
人
口
減
退
が
ひ
き
起
さ
れ
る
に
い
た
り
、
早
〈
も
十
六
世

紀
の
仰
頭
か
ら
こ
れ
に
封
す
る
烈
し
い
批
難
が
加
へ
ら
れ
七
己
と
は
、
例
へ
ば
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
に
沿
い
て
も
見

ら
れ
る
と
己
ろ
r

で
あ
る
が
、
一
方
、

正
槽
も
士
た
と
の
運
動
を
阻
止
せ
ん
と
し
て
‘
い
く
た
び
か
保
例
を
公
布
し
て
聞
込
を
禁
止
す
る

と
己
ろ
が
あ
っ
た
が

い
か
ん
と
も
鶏
し
得
た
か
っ
た
。

し
か
し
た
が
ら
か
L
る
運
動
は
一
五
三

O
年
を
境
界
と
し
て
下
火
k
友

性
、
十
六
世
紀
の
後
半
忙
入
る
と
更
に
竣
漫
と
た
っ
て
大
し
た
理
由
も
分
ら
ぬ
ま
L

K
不
意
に
終
熔
し
て
し
ま
ふ
。
こ
れ
が
い
は
ゆ

る
第
一
安
の
閣
込
運
動
で
あ
る
が
、
ー
己
の
運
動
に
沿
い
て
注
意
す
べ
き
は
、

『
領
五
は
自
己
の
士
地
を
掠
大
す
る
乙
土
よ
り
も
、
む

し
ろ
自
己
の
利
盆
を
増
加
せ
し
め
る
己
と
の
は
う
を
担
〈
考
へ
て
ゐ
る
』
己
と
で
あ
り
、

更
せ
し
め
ら
れ
た
の
も
亦
と
の
時
期
で
あ
っ
た
』
と
い
ふ
乙
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
十
七
世
紀
訟
よ
ぴ
十
八
世
紀
の
初
頭
に
長
い

『
多
く
の
世
襲
的
保
有
地
が
小
作
地
に
同
盟

て
す
ら
約
三
分
の
一
あ
る
ひ
は
二
分
の
一
と
い
ふ
多
〈
の
土
地
が
、
聞
込
ま
れ
た
い
で
残
存
す
る
』
し
、
ま
た
『
白
管
農
民
の
泡
大

友
階
級
が
依
然
と
し
て
存
吾
し
て
を
り
、
己
れ
ら
の
ヨ

1
7
y
が
ク
ロ
ン
ウ
エ
ル
の
治
下
で
川
市
し
た
役
割
に
つ
い
で
は
人
の
知
る

と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

アン
L
V

ア
ン
・
レ
ジ
E

ム
の
農
業
構
造

傍
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六回一ニ

See; Ibid.， p. 86 
See j Ib同" p. 87. 
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ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
♂

E

ム
の
農
業
権
遺

六
四
回

第
五
雄

第
五
十
凡
審

六
六

聞
込
謹
動
は
十
八
世
紀
に
た
い
て
ふ
た
t
A

ぴ
復
活
し
て
、
い
は
ゆ
る
第
二
吹
聞
込
逗
動
と
左
る
が
、
セ
ー
に
よ
れ
ば
大
儒
そ
れ
は

-
七
六

O
年
以
後
活
漉
と
左
り
、
さ
ら
に
十
八
世
紀
の
末
か
ら
十
九
世
紀
の
始
に
か
け
て
一
居
は
げ
し
く

一
八
同
五
年
以
後
に
い
に
つ
て
漸
〈
綬
漫
と
友
る
も
の
と
見
ら
れ
甲
山
。
第
二
突
の

一
七
=
一

O
年
に
始
ま
り

な
り

そ
の
の
ち
一
八
一
五
年
以
後
と
く
に

国
込
運
動
が
な
ぜ
起
っ
た
か
に
つ
い
て
、

そ
の
主
な
る
原
凶
を
イ
ギ
リ
ス

K
な
け
る
工
弐
護
展
に
求
め
る
見
解
が
多
い
り
で
あ
る

が
、
セ
ー
は
己
れ
に
反
針
し
て
失
の
や
う
に
説
〈
。
す
在
は
ち
『
ひ
と
は
屡
々
こ
の
第
二
夫
の
悶
込
白
後
肢
が
工
業
D
進
歩
を
主
左

石
原
閃
と
し
て
越
っ
た
と
主
張
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
図
込
の
復
活
は
工
業
の
飛
砲
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
十
八
世
紀
の

川
正
ゐ
よ
ぴ
十
九
世
紀
の
初
期
に
沿
い
て
草
に
前
者
を
促
進
す
る
殻
川
市
を
も
ち
得
た
に
す
ぎ
芯
い
」
。
し
か
ら
ば
第
二
次
聞
込
運
動
白
原

岡
は
何
で
あ
る
か
土
い
へ
ば
「
そ
の
本
質
的
原
因
の
一
つ
は
農
業
の
進
歩
に
あ
る
と
考
へ
ち
れ
ぶ
』
ず
な
は
ち
セ
ー
に
よ
れ
ば
、
第

二
次
の
悶
込
運
動
は
十
八
世
紀
に
沿
い
て
特
に
盛
ん
と
怠
っ
た
}
近
代
的
農
業
理
論
の
提
唱
3

と
そ
の
諸
問
に
よ
る
農
業
の
技
術
的
向
上

と
に
起
貼
を
訟
く
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
.
か
t
A

る
農
業
技
術
の
向
上
が
、
自
己
の
牧
入
の
哨
加
を
念
願
す
る
土
地
貴
族
の
要
求

E
結

び
っ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
第
二
次
の
運
動
が
展
開
さ
れ
た
も
白
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
農
業
技
術
の
向
上
は
、
排
水
・

施
肥
・
土
地
改
良
等
か
ら
休
間
制
の
廃
止
・
家
畜
飼
養
・
人
工
牧
場
の
創
設
等
忙
ま
で
進
み
、
十
八
世
紀
後
牢
に
お
い
て
は
沼
津
地

の
聞
製
・
道
路
や
窪
河
の
創
設
・
交
通
機
闘
の
建
設
左

E
が
著
し
〈
促
進
さ
れ
る
。
か
う
し
た
技
術
的
向
上
に
よ
っ
て
未
開
地
が
閲

雫
さ
れ
る
や
う
に
な
る
と
、

乙
の
と
と
は
従
〕
ポ
そ
れ
を
入
合
地
と
す
る
と

k
K
上
つ
で
成
立
し
て
ゐ
た
保
有
農
の
生
活
を
脅
か
す
と

1
r
-
t
h

た
り
、
ま
た
技
術
向
上
白
必
要
か
ら
従
来
分
散
的
で
あ
っ
た
耕
地
を
集
中
し
て
大
経
告
に
移
行
す
る
と
と
が
吐
た
農
民
を
土
地

か
ら
追
放
す
る
こ
と
と
在
る
。
も
ち
ろ
ん
最
初
は
領
玉
も
新
し
い
農
業
方
法
を
農
村
の
共
向
性
砕
い
限
害
し
左
い
や
う
な
形
で
採
用
し

た
の
で
は
あ
る
が
、
じ
か
し
結
局
は
ゼ
ン
ト
ル
マ
ン
の
勢
力
が
全
能
で
あ
っ
た
と
と
L
も
関
聯
し
て
、
農
民
の
犠
牲
に
な
い
で
土
地

日) See j Ibid.， p. 94・
12) Sとc;lbid.， p. 88. 



の
集
中
日
m
資
現
し
て
行
っ
た
も
の
と
昆
ち
れ
弘
o

し
か
し
友
が
ら
、
図
込
運
動
が
す
べ
て
の
場
合
に
た
い
て
常
陀
珪
民
側
忙
不
利
で

あ
っ
た
と
一
一
日
ふ
己
主
は
問
来
な
い
。
た
百
泣
ら
、
聞
込
み
に
は
二
つ
の
種
郊
を
目
別
せ
ね
ば
注
ら
宇
、
そ
の
一
つ
は
来
開
地
の
園
込

み
で
あ
り
、
他
は
排
地
の
聞
込
み
で
あ
っ
て
、
後
者
の
場
合
に
の
み
農
村
枇
合
の
破
壊
が
直
接
に
行
は
れ
た
に
遁
ぎ
左
い
か
ら
で
る

る
o

前
者
の
未
開
地
が
図
込
主
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
従
来
耕
作
さ
れ
な
か
っ
た
土
地
を
新
た
に
牧
谷
化
ず
る
と
司
と
と
な
り
、
か

く
し
て
排
作
に
俊
則
さ
れ
る
投
民
放
を
か
へ
っ
て
増
加
せ
し
め
る
結
果
と
友
っ
た
た
め
、
農
民
側
か
ら
の
反
針
も
ま
た
極
め
て
少
か

っ
た
の
で
あ
る
。
聞
込
逗
動
は
イ
V

グ
ラ
ン
ド
の
北
部
止
よ
ぴ
四
部
地
方
に
沿
い
て
、
最
も
早
ぐ
か
ら
起
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
未
開
地
の
耕
地
化
努
一
内
容
と
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
己
と
を
注
意
し
て
た
〈
必
要
が
あ
ふ
。

さ
て
、
か
L
る
問
込
運
動
は
い
か
な
る
影
響
主
イ
ギ
リ
ス
農
業
に
興
へ
る
乙
と
忙
友
っ
た
で
あ
ら
う
か
ロ
わ
れ
わ
れ
に

t
っ
て
重
要

た
問
題
は
と
の
却
に
あ
る
が
、
セ
ー
は
こ
れ
を
突
の
や
う
に
要
約
し
て
ゐ
る
。
ま
づ
第
一
は
土
地
所
有
楠
が
大
領
主
の
も
と
に
集
中

せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
土
地
は
そ
れ
が
共
同
利
川
地
で
あ
ら
う
と
未
開
地
で
あ
ら
う
と
或
は
耕
地
そ
の
も
の
で
あ
ら
う
と
、
い
づ

れ
に
せ
上
そ
れ
が
聞
込
ま
れ
た
隈
り
、
領
主
白
所
有
地
は
榊
大
し
、
農
民
の
所
有
地
が
減
少
し
た
と
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

地
の
再
分
別
が
い
か
在
る
形
式
で
行
は
れ
た
に
せ
よ
、
常
に
そ
れ
は
大
領
ギ
の
利
鈍
の
た
め
に
農
民
の
犠
牲
に
長
い
て
行
は
れ
、
農

一吋

民
は
血
パ
へ
ら
れ
た
漣
命
に
忍
従
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
』
か
ら
で
あ
る
。
第
一
一
の
結
果
は
農
業
経
倍
そ
D
も
D

L
愛
化
で
あ

る
。
第
二
次
の
運
動
に
沿
い
て
も
、
そ
の
最
初
の
段
階
で
は
共
同
利
川
地
会
よ
ぴ
未
開
地
の
閏
込
み
が
行
は
れ
た
と
と
は
前
述
し
た

が
、
そ
の
場
合
に
は
特
に

3
2
2
ω
7
5
に
凡
ら
れ
る
や
う
に
多
数
の
小
保
有
地
沿
よ
ぴ
所
有
地
を
創
り
出
し
、
従
来
の
牧
地
が
耕

地
に
開
燥
せ
し
め
ら
れ
も
孔
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
左
が
ら
耕
地
の
聞
込
み
が
行
は
れ
た
突
の
段
階
に
沿
い
て
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
〈

結
県
は
逆
で
あ
る
。
乙
の
場
合
に
は
耕
地
が
牧
場
に
輔
換
せ
し
め
ら
れ
る
。
聞
込
運
動
に
は
「
し
た
が
っ
て
相
反
す
る
二
つ
の
蓮
動

ア
シ
シ
ア
シ
・
レ
ジ
ー
ム
の
農
業
構
註

第
五
十
人
巻

六
四
五

傍
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血

四
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J
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b
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h
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13) 
14) 
15) 



ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
由
民
業
構
造

第
五
+
凡
巻

第
五
拙

プミ
ノミ

六
四
六

か
認
め
ら
れ
る
』
わ
け
で
あ
り

「
北
部
一
で
は
未
開
地
の
開
裂
が
行
は
れ
、
南
部
で
は
耕
地
が
牧
場
に
代
へ
ら
れ
た
』
己
と
を
知
つ

て
台
か
ね
ば
な
ら
た
い
。
し
か
し
運
動
の
織
烈
さ
か
ら
い
へ
ば
、
勿
論
、
後
者
の
耕
地
の
牧
場
化
の
は
う
が
大
で
あ
り
、
そ
れ
が
イ

η
 

苧
リ
ス
良
栄
に
侃
(
へ
に
影
響
も
ま
七
ど
〈
に
後
者
に
沿
い
て
著
し
い
円
。
そ
れ
は
弐
の
一
諸
鮎
で
あ
る
。

俳
地
の
牧
場
化
に
伴
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
穀
物
生
践
が
減
少
し
、
殺
物
不
足
を
来
し
に
己
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
モ
の
ほ
か
に

家
畜
飼
育
は
耕
作
よ
り
も
少
量
の
持
働
力
で
足
り
る
が
故
に
、
と
れ
に
原
因
し
て
、
近
代
農
業
理
論
が
教
ふ
る
と
己
ろ
白
大
経
替
、

大
小
作
地
制
の
利
ハ
叶
が
前
聞
に
現
は
れ
て
く
る
。
大
経
替
の
成
立
は
農
民
を
土
地
か
ら
拍
泡
立
て
る
と
と
を
意
味
し
、

放
の
所
有
地
心
み
た
ら
宇
ま
仁
多
数
の
小
作
地
の
消
滅
が
説
明
さ
れ
る
』
わ
け
で
あ
る
。
小
作
人
階
級
は
消
滅
し
て
、
そ
D

一
部

は
犬
フ
ア
!
?
ー
と
な
り
、
他
は
怖
落
し
て
土
地
か
ら
追
放
さ
れ
す
る
を
得
な
い
ロ
他
方
、
農
業
持
働
者
七
る

η
。百四
O
E

も
ま
た

「
か
く
し
て
多

深
刻
友
釘
殖
を
う
け
て
窮
乏
し
た
。
左
ぜ
左
ら
『
一
、
彼
等
の
大
部
分
は
も
は
や
農
業
努
働
者
と
し
て
傭
は
れ
得
な
く
な
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
二
、
彼
等
が
暖
房
用
の
薪
を
と
っ
た
り
、
家
畜
を
放
牧
し
た
り
し
て
暮
し
て
ゐ
た
共
同
地
か
ら
逗
放
苫
れ
た
か
ら
で
あ

る
」
。
か
く
し
て
図
込
み
に
よ
っ
て
貧
民
が
増
大
し
、
彼
等
の
都
市
へ
の
流
人
と
な
り
、
農
村
の
人
口
減
少
を
招
来
し
た
が
、
あ
た
か

も
彼
等
を
待
ち
交
け
て
ゐ
た
も
の
が
都
市
に
長
け
る
産
業
革
命
の
開
始
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
都
市
に
ゐ
け
る
工
業
後
展
は
、
都
市

人
口
の
激
榊
と
在
り
器
産
物
な
の
需
要
を
高
め
た
が
、
亡
の
と
と
は
又
も
や
地
代
を
引
上
げ
る
己
と
a
h

な
っ
て
地
主
に
有
利
に
作
用

し
、
国
込
活
動
と
農
付
の
人
口
減
少
を
ふ
た
L
ぴ
促
進
す
る
と
い
ふ
循
環
的
た
結
川
市
を
生
ん
だ
の
で
あ
宮
町
。
た
ほ
、
都
市
に
ゐ
け
る

L
業
集
中
と
大
工
業
の
設
展
と
は
、
さ
ら
に
直
接
的
危
影
響
を
農
村
に
及
ぼ
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
農
業
持
働
者
の
副
次
的
牧
入
源

切

で
あ
っ
た
農
村
家
内
工
業
が
破
壊
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
イ
ギ
リ
ス
農
村
は
ま
っ
た
〈
そ
の
相
貌
を
一
愛
す
る
己
と
L

な
り
、

E
i
h
に
全
〈
オ
リ
ジ
ナ
ル
た
イ
ギ
リ
ス
型
農
業
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

S企e;Ibid'l P.、 97・
See; Ibid.， p. 98. 
See; Ibid.， p. 10I 

See; Ibid'j p. 102 
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五

結

ぴ

以
上
に
上
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
型
農
業
の
一
成
立
が
闘
込
運
動
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
と
を
知
り
得
た
。
そ
し
て
特

に
フ
ラ
ン
ス
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
直
別
す
る
契
機
ー
と
し
て
園
込
運
動
の
存
在
を
重
刷
し
な
け
れ
ば
た
ら
白
所
以
を
も
知
る
こ
と
が
出
来

• 
た
。
た
ぜ
た
ら
フ
ラ
ン
一
ス
と
イ
ギ
リ
ス
と
は
そ
の
出
張
結
に
お
い
て
質
的
に
相
芳
し
い
も
の
寸
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
慨

に
聞
込
運
動
と
は
い
つ
で
も
、
そ
D
間
に
第
一
突
と
第
二
弐
と
D
匝
別
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
第
二
次
の
運
動
に
た
い
て
も
北
部

型
と
南
部
型
と
の
匡
別
が
存
ず
る
こ
左
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
型
農
業
D
形
成
は
と
〈
に
南
部
型
白
聞
込
運
動
が
貫
徹
さ
れ
た
乙
と
L

閥
嚇
し
て
ゐ
る
と
と
な
ど
を
、
セ
ー
の
分
析
を
辿
る
乙
と
に
よ
っ
て
数
へ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
セ
ー
の
見
解
を
承

認
す
る
か
ぎ
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ

Y

ス
の
本
質
的
左
差
異
は
、

E

O
南
部
型
の
園
込
蓮
勤
を
経
験
す
る
か
し
な
い
か
に
上
っ
て
生

じ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
た
ぜ
な
ら
、
モ
の
理
由
の
一
つ
は
第
一
次
型
台
よ
び
北
部
型
の
園
込
運

動
は
大
経
皆
長
よ
び
瑳
民
の
土
地
か
ち
の
追
放
を
必
然
化
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
は
フ
ラ
ン
ス
に
沿
い
て
も
例
へ
ば
プ

ロ
ッ
タ
に
よ
っ
て
明
に
さ
れ
た
や
ろ
忙
、
土
地
D
再
分
割
あ
る
ひ
は
未
開
地
な
よ
び
共
同
利
用
地
の
園
込
み
に
つ
い
て
は
、
少
〈
と

も
北
部
フ
ラ
Y

ス
に
長
い
て
は
か
友
り
瀬
著
に
こ
れ
を
見
る
と
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
問
題
は
、
た
ぜ
フ
ラ

ン
ス
に
沿
い
で
こ
の
南
部
担
の
闇
込
運
動
す
友
は
ち
そ
れ
に
よ
る
農
民
の
土
地
か
ら
の
遁
放
が
貧
現
さ
れ
な
か
っ
た
か
を
問
ム
と
と

で
泣
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
左
ぜ
友
ら
、
E
の
閏
込
運
動
を
経
験
す
る
こ
と

ιよ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
白
台
農
業
制
度
。
環
展
は
、
フ
ラ
y

ス
の
そ
れ
と
疋
反
封
忙
な
っ
た
』
か
ら
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
缶
け
る
「
制
分
化
と
は
反
針
に
農
地
の
集
中
軒
招
来
し
』
、
『
フ
ラ
ン

ス
に
沿
け
る
と
同
じ
〈
農
民
は
自
由
た
地
位
に
は
あ
っ
た
付
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
は
一
歩
一
歩
す
べ
て
の
土
地
を
礎
失
し
て
葬
働
者

の
扶
態
ま
で
引
下
ろ
さ
れ
た
」
と
い
ふ
著
し
い
相
還
が
そ
E
に
資
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ス

農
業
そ
の
も
の
L
構
造
を
ま
づ
歴
史
的
に
究
め
て
長
〈
と
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
へ
る
。
稿
を
改
め
て
と
の
鈷
を
問
題
忙
し
よ
う
。
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J) ~loch; Ibid.. p. 225・
2) See; Ibid目， p. 102 




