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中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
西
高
地
に
お
け
る
農
村
の
暮
ら
し

─
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
を
例
に（

（
（

─
加　

藤　
　

は　

る　

か

は
じ
め
に

　

中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
業
、
農
村
史
は
、
長
ら
く
耕
作
に
主
軸
を
置
く
東
南
部
や
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
な
ど
の
地
域
を
中
心
に
議
論
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
背
景
に
は
こ
れ
ら
の
地
域
の
所
領
の
記
録
が
豊
富
に
残
っ
て
い
た
事
、
ポ
ス
タ
ン
以
来
盛
ん
な
人
口
史
や
食
糧
の
供
給
、
人
口
と
資

源
の
関
係
の
議
論
が
こ
れ
ら
の
地
域
と
結
び
つ
き
や
す
か
っ
た
事
が
挙
げ
ら
れ
る
（
（
（

。
こ
う
し
た
従
来
の
研
究
で
は
、「
耕
作
地
」
が
農
村
の
暮

ら
し
や
農
業
の
中
心
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
耕
作
こ
そ
が
そ
の
地
域
の
豊
か
さ
を
決
定
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
耕
作
が
出
来
な

い
、
あ
る
い
は
制
限
さ
れ
る
よ
う
な
地
域
は
「
周
縁
地
域
」
と
見
な
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
（
（

。

　

そ
も
そ
も
「
周
縁
地
域
」
は
定
義
が
あ
い
ま
い
で
難
し
く
、「
周
縁
地
域
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
地
域
で
も
、
耕
作
が
全
く
出
来
な
か
っ

た
、
あ
る
い
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
耕
作
に
不
向
き
な
土
地
に
何
世
代
に
も
渡
っ
て
暮
ら
す
人
々
は
、
耕
作
を

行
う
よ
り
も
、
い
か
に
そ
の
土
地
の
資
源
を
最
大
限
使
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
学
び
、
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
近
年
の
「
周

縁
地
域
」
研
究
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
（
（
（

。
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そ
の
よ
う
な
「
周
縁
地
域
」
研
究
の
一
つ
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
西
部
の
高
地
地
域
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
研
究
が
あ
る
（
（
（

。
な

お
本
稿
で
は
中
世
当
時
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ス
ト
モ
ー
ラ
ン
ド
両
州
の
丘
陵
地
地
域
を
北
西
高
地
と
定
義
す
る
（
６
（。

北
西
高
地
は
ム
ー
ア

m
oor

が
広
が
り
、
耕
作
が
制
限
さ
れ
る
地
域
で
あ
っ
た
為
、
領
主
、
住
民
双
方
と
も
自
然
資
源
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
え
ず
、
中
世
後
期
に
は

住
民
達
は
、
自
然
資
源
を
「
入
会
地com

m
on land

」
と
し
て
共
同
利
用
す
る
こ
と
で
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
。
そ
し
て
現
在
で
も

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
と
西
部
の
高
地
地
帯
に
は
入
会
地
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ
の
内
三
分
の
一
が
カ
ン
ブ
リ
ア
州
に
存
在
し
て
い
る
（
（
（

。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
北
西
高
地
で
は
「
耕
作
地
」
で
は
な
く
「
入
会
地
」
こ
そ
が
農
村
の
暮
ら
し
や
農
業
の

中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
五
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
北
西
高
地
の
農
業
や
農
村
の
姿
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
ウ
ィ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
の
研
究
は
、
耕
作
に
主
軸
を
置
か
ず
牧
畜
を
主
と
す
る
北
西
高
地
の
、
一
般
的
な
農
作
業
の
方
法
や
そ
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
「
周
縁
地
域
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
高
地
地
域
や
そ
こ
に
お
け
る
牧
畜
を
見
直
す
上
で
大
き
な
意
義
を

持
っ
て
い
る
（
（
（

。
そ
れ
と
共
に
「
林
地w

oodland

」
（
（
（

に
つ
い
て
の
研
究
や
、
北
西
高
地
同
様
ム
ー
ア
の
広
が
る
ダ
ー
ト
ム
ー
ア
に
つ
い
て
の
研

究
な
ど
、
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
周
縁
地
域
」
研
究
の
先
駆
け
の
一
つ
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
（
（1
（

。

　

し
か
し
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
研
究
で
は
、
特
定
の
マ
ナ
な
ど
を
対
象
に
し
た
耕
作
地
や
入
会
地
の
面
積
や
割
合
な
ど
の
数
値
的
デ
ー
タ
、

入
会
地
の
場
所
、
入
会
権
者
の
範
囲
な
ど
の
事
例
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
、
北
西
高
地
と
し
て
北
西
部
の
四

つ
の
地
域
を
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
地
形
、
地
質
、
土
壌
、
気
候
な
ど
の
環
境
条
件
や
領
主
と
の
関
係
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
（
（（
（

。
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
こ
の
四
つ
の
地
域
の
地
域
差
に
つ
い
て
、
一
六
世
紀
半
ば
か
ら
一
七
世
紀
半
ば
の
家
畜
の
種
類
ご
と
に
よ

る
割
合
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
四
つ
の
地
域
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
（
（1
（

。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
詳

細
な
事
例
研
究
が
行
わ
れ
、
四
つ
の
地
域
が
比
較
さ
れ
れ
ば
、
北
西
高
地
の
暮
ら
し
の
理
解
は
さ
ら
に
深
ま
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
が
利
用
し
た
史
料
の
大
半
は
一
六
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
中
世
後
期
の
史
料
は
多
く
は
な
い
。
そ
の
中
で
中

世
後
期
の
史
料
と
し
て
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
が
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
の
が
、
北
西
高
地
の
南
部
に
あ
る
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
の
村
法
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village by-law

が（
（1
（

リ
ス
ト
化
さ
れ
た
史
料
（
以
下
こ
の
史
料
を
「
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
」
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー

は
こ
の
村
法
史
料
を
、
彼
の
研
究
書
で
附
録
と
し
て
活
字
化
し
、
註
も
付
け
て
い
る
（
（1
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
よ
る
こ
の
村
法
史
料
の
分
析
は
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
ず
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
の
中
で
、
こ
の
史
料
に
現
れ
る
い
く
つ
か
の
条
項
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
の
、
史
料
全
体
を
通
し
て
の
考
察
は
行
っ
て
い
な

い
。
ま
た
詳
し
く
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
は
、
は
じ
め
か
ら
村
法
が
リ
ス
ト
化
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

の
史
料
は
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
作
成
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
村
法
も
、
そ
の
意
図
に
沿
っ
て
選
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
村
法
史
料
の
作
成
意
図
や
、
内
容
へ
の
そ
の
影
響
を
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
考
察
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ウ
ィ

ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
の
領
主
と
史
料
の
内
容
の
関
連
性
な
ど
も
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
村
法
史
料
が
、
中
世
後
期
の
北
西
高
地
に
関
す
る
数
少
な
い
史
料
で
あ
る
以
上
、
前
述
の
よ
う
な
点
も
含
め
て
こ
の
史
料
を
再
検
討
す

る
こ
と
で
、
具
体
例
に
乏
し
い
北
西
高
地
の
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
に
つ
い
て
、
そ
の
暮
ら
し
や
農
業
に
関
し
て
具
体
的
な
理
解
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
以
下
の
三
点
か
ら
分
析
を
行
う
。
ま
ず
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
示
し
た
北
西
高
地
の
一
般
的

な
農
業
と
農
村
の
暮
ら
し
を
概
観
す
る
。
次
に
「
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
」
に
つ
い
て
、
史
料
の
作
ら
れ
た
背
景
、
数
あ
る
慣
習
法
か
ら

こ
の
史
料
に
現
れ
る
規
範
が
選
別
さ
れ
た
理
由
、
史
料
の
内
容
と
マ
ナ
領
主
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
。
最
後
に
以
上
二
点
の
検
討
を
踏
ま
え

た
上
で
、「
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
」
の
内
容
の
再
検
討
を
行
う
。

一
．
北
西
高
地
の
農
業
、
農
村
の
暮
ら
し

　
（
一
）

　

入
会
権
に
は
放
牧
権pasturage

、
牧
豚
権pannage

、
燃
料
用
の
採
木
権estover
、
泥
炭
採
掘
権turbary

な
ど
様
々
な
種
類
が
存
在
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す
る
が
、
北
西
高
地
で
は
牛
と
羊
の
放
牧
が
経
済
の
基
盤
を
な
し
て
い
た
為
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
研
究
で
は
放
牧
権
が
中
心
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
で
は
中
世
後
期
の
北
西
高
地
に
お
け
る
放
牧
と
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

北
西
高
地
は
耕
作
に
は
不
向
き
で
、
穀
物
の
生
産
は
わ
ず
か
な
オ
ー
ト
麦
と
大
麦
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
開
放
耕
地
の
あ
る
村
は
少
な
く
は

な
か
っ
た
。
集
落
や
そ
う
し
た
わ
ず
か
な
共
同
の
耕
作
地
や
採
草
地
は
、
そ
れ
以
外
の
荒
蕪
地
と
は
境
界
堤head-dyke

と
い
う
、
例
え
ば

外
側
に
溝
の
あ
る
土
手
の
よ
う
に
盛
り
土
さ
れ
た
も
の
に
よ
り
分
け
ら
れ
て
い
た
（
（1
（

。
境
界
堤
内
に
は
開
放
日
と
終
了
日
が
設
定
さ
れ
、
作
物
や

牧
草
を
育
て
て
い
る
時
期
に
は
境
界
堤
内
か
ら
家
畜
は
締
め
出
さ
れ
た
が
、
収
穫
後
に
は
共
同
で
放
牧
が
行
わ
れ
た
（
（1
（

。
し
か
し
北
西
高
地
に
お

い
て
メ
イ
ン
の
放
牧
場
所
と
な
っ
て
い
た
の
は
丘
陵
地
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
所
は
中
世
に
は
マ
ナ
の
荒
蕪
地
あ
る
い
は
、
私
有
の
フ
ォ
レ
ス

ト
な
い
し
は
猟
場
で
あ
っ
た
。

　

北
西
高
地
の
特
徴
と
し
て
、
一
三
世
紀
に
は
そ
の
広
範
な
地
域
が
私
有
の
フ
ォ
レ
ス
ト
、
あ
る
い
は
猟
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
狩
猟
を
目

的
と
し
た
特
殊
な
法
域
で
あ
る
（
（1
（

。
し
か
し
一
三
世
紀
に
は
、
こ
れ
ら
が
狩
猟
の
為
に
積
極
的
に
管
理
さ
れ
て
い
た
明
確
な
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
そ
の
代
わ
り
に
人
口
の
増
加
に
伴
う
新
た
な
放
牧
場
所
の
需
要
か
ら
、
一
三
世
紀
に
は
領
主
ら
は
私
有
の
フ
ォ
レ
ス
ト
、
あ
る
い
は
猟
場

を
牧
畜
に
利
用
す
る
こ
と
で
収
入
を
増
や
そ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
方
法
は
マ
ナ
や
領
主
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
が
、
ウ
ィ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
一
つ
は
彼
が
「
閉
じ
た
フ
ォ
レ
ス
ト
」
と
呼
ぶ
も
の
で
、
領
主
直
営
の
放
牧
場vaccary

が
作
ら
れ
、
領
主
主
導
で
牧
畜
が
行
わ
れ
た
。
も
う
一
つ
が
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
が
「
開
い
た
フ
ォ
レ
ス
ト
」
と
呼
ぶ
も
の
で
、
フ
ォ
レ
ス
ト

内
に
農
民
の
定
住
を
認
め
、
彼
ら
な
ど
に
有
償
で
フ
ォ
レ
ス
ト
内
で
の
放
牧
の
権
利
を
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
五
世
紀
ま
で
に
は

直
営
の
放
牧
場
も
貸
し
出
さ
れ
た
り
、
分
割
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
二
タ
イ
プ
に
は
以
前
ほ
ど
差
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
「
開
い
た
」

あ
る
い
は
「
閉
じ
た
」
フ
ォ
レ
ス
ト
の
違
い
は
、
後
々
ま
で
景
観
に
違
い
を
も
た
ら
し
た
。
一
六
世
紀
以
降
、
北
西
高
地
で
も
緩
や
か
な
傾
斜

の
丘
陵
地
域
に
お
け
る
囲
い
込
み
が
進
み
、「
閉
じ
た
フ
ォ
レ
ス
ト
」
で
は
大
規
模
で
各
村
落
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
に
利
用
さ
れ
る
牛
用
の
囲

い
込
み
が
、
一
方
「
開
か
れ
た
フ
ォ
レ
ス
ト
」
で
は
個
人
や
少
人
数
に
よ
る
、
細
長
く
狭
い
範
囲
で
の
囲
い
込
み
が
行
わ
れ
た
。
特
に
湖
水
地
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方
に
よ
く
見
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
囲
い
荒
蕪
地intake

で
あ
る
（
（1
（

。

　

し
か
し
傾
斜
の
き
つ
い
丘
陵
地
は
開
い
た
ま
ま
残
り
、
こ
う
し
た
荒
地rough ground

は
夏
季
の
放
牧
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は

傾
斜
の
き
つ
い
場
所
に
設
け
ら
れ
た
夏
季
放
牧
場shieling

を
利
用
し
た
り
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
周
辺
住
民
の
家
畜
だ
け
で
な
く
、
遠
方

の
家
畜
も
持
ち
込
ま
れ
た
。
遠
方
の
家
畜
は
こ
の
夏
季
放
牧
場
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
周
辺
住
民
に
金
銭
を
支
払
い
放
牧
し
て
も
ら

う
有
償
飼
育
に
よ
り
放
牧
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
移
牧
の
証
拠
は
一
六
世
紀
以
降
に
し
か
な
い
が
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
地
名
な
ど
か

ら
、
お
そ
ら
く
中
世
後
期
に
は
周
辺
か
ら
の
移
牧
が
一
六
世
紀
に
近
い
形
態
で
行
わ
れ
て
い
た
と
推
察
し
て
い
る
（
（1
（

。
こ
の
よ
う
な
「
移
牧
」

が
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
他
に
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー

ル
や
ダ
ー
ト
ム
ー
ア
で
移
牧 

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
近
年
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
る
（
11
（

。

　

ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
「
狩
猟
地
」
か
ら
「
放
牧
地
」
へ
と
移
行
し
た
結
果
、
一
六
世
紀
に
は
私
有
の
フ
ォ
レ
ス
ト

の
フ
ォ
レ
ス
ト
た
る
地
位
は
忘
れ
去
ら
れ
、
マ
ナ
の
荒
蕪
地
と
同
じ
扱
い
と
な
り
、
ま
た
そ
の
一
部
の
土
地
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
ヨ
ー
マ
ン
に
貸

し
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
1（
（

。

　
（
二
）

　

一
六
世
紀
に
は
北
西
高
地
の
多
く
の
村
落
共
同
体
は
、
フ
ォ
レ
ス
ト
以
外
の
荒
蕪
地
で
も
入
会
権
と
し
て
放
牧
権
を
行
使
し
て
い
た
。
一
二

三
六
年
の
マ
ー
ト
ン
法
に
よ
り
、
半
自
然
状
態
の
ま
ま
、
私
的
保
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
河
川
や
林
地
、
丘
陵
地
な
ど
の
土
地
も
マ
ナ
の
荒
蕪

地
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
土
地
の
権
利
は
マ
ナ
領
主
が
有
し
た
。
一
方
で
地
域
住
民
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
、「
マ
ナ
の
荒
蕪
地
」
で
の
放
牧
や
燃

料
の
採
取
な
ど
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
マ
ナ
内
の
家
屋
や
土
地
に
付
随
す
る
権
利
と
し
て
こ
れ
ら
の
利
用
権
（
入
会
権
）
が
認
め
ら
れ
た
。

北
西
高
地
で
は
入
会
権
を
持
つ
テ
ナ
ン
ト
と
領
主
と
の
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
、
こ
う
し
た
荒
蕪
地
が
開
か
れ
た
ま
ま
で
保
た
れ
た
の
が
特

徴
だ
と
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
指
摘
す
る
（
11
（

。
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さ
て
、
日
々
の
入
会
権
の
行
使
を
円
滑
に
行
う
為
に
は
、
領
主
の
特
権
を
保
持
し
つ
つ
、
入
会
権
者
間
の
利
害
も
調
整
す
る
よ
う
な
ル
ー
ル

や
、
そ
れ
を
維
持
す
る
為
の
制
度
が
必
要
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
耕
地
制
（
11
（

で
は
、
住
民
共
同
で
行
う
農
作
業
や
放
牧
を
円
滑
に
運

営
す
る
為
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ナ
、
な
い
し
集
落
で
必
然
的
に
規
範
が
発
生
し
た
。
そ
こ
で
オ
ー
ル
ト
は
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
の
マ
ナ
法
廷
の
記
録

の
中
か
ら
村
法
を
収
集
し
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
で
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
制
の
農
作
業
の
実
態
を
解
明
し
た
（
11
（

。
同
様
に
、
北
西
高
地
で
は
自
然
資

源
の
利
用
と
管
理
の
ル
ー
ル
が
村
法
に
現
れ
、
ま
た
領
主
の
特
権
の
保
持
と
共
同
体
の
よ
き
隣
人
関
係
の
維
持
を
目
的
と
す
る
マ
ナ
法
廷
が
、

北
西
高
地
に
お
い
て
は
入
会
権
の
行
使
に
関
わ
る
問
題
を
調
整
す
る
機
能
も
有
し
て
い
た
。

　

北
西
高
地
の
マ
ナ
は
複
数
の
村
区
か
ら
成
っ
て
い
る
も
の
や
、
領
域
も
広
い
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
北
西
高
地
の
特
徴
と
し
て
、
マ
ナ
法
廷

の
下
に
地
域
共
同
体
の
集
会byrlaw

 court

が
存
在
し
て
お
り
、
同
様
の
も
の
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
一
部
で
も
見

ら
れ
た
。
村
法
な
ど
の
規
範
は
こ
の
地
域
共
同
体
の
集
会
で
、
住
民
、
領
主
側
双
方
に
よ
る
再
確
認
が
行
わ
れ
た
上
で
、
上
位
の
マ
ナ
法
廷
に

お
い
て
公
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
北
西
高
地
に
お
け
る
マ
ナ
法
廷
を
用
い
た
、
入
会
権
の
行
使
の
管
理
と
、
資
源

へ
の
公
平
な
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
一
六
～
一
七
世
紀
に
全
盛
を
迎
え
た
。
そ
こ
で
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
こ
の
時
期
に
多
く

残
る
村
法
や
マ
ナ
法
廷
の
記
録
を
主
な
史
料
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
マ
ナ
の
荒
蕪
地
（
入
会
地
）
で
の
放
牧
権
の
管
理
に
お
い
て
最
も
重
要
な
問
題
は
、
家
畜
の
頭
数
の
制
限
で
あ
る
。
北
西
高
地
で
は

二
つ
の
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
は
保
有
家
畜
限
度
数levancy and couchancy

と
呼
ば
れ
、
そ
の
テ
ナ
ン
ト
が
保
有
す
る
土
地
に
よ

り
冬
を
越
さ
せ
ら
れ
る
頭
数
ま
で
し
か
放
牧
で
き
な
い
。
こ
の
ル
ー
ル
は
か
つ
て
「
開
か
れ
た
フ
ォ
レ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
湖
水
地
方
や
北
部
ペ

ナ
イ
ン
に
多
く
見
ら
れ
た
。
放
牧
権
が
「
頭
数
制
限
な
し
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
具
体
的
な
頭
数
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
実
際

に
制
限
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
ル
ー
ル
に
準
じ
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
家
畜
頭
数
制
限stint

で
、
個
々
人
ご
と
に
そ
の
入
会
地
で
放

牧
で
き
る
家
畜
の
種
類
と
数
が
決
ま
っ
て
お
り
、
中
央
ペ
ナ
イ
ン
や
か
つ
て
「
閉
じ
ら
れ
た
フ
ォ
レ
ス
ト
」
の
直
営
放
牧
場
が
あ
っ
た
地
域
に

多
く
見
ら
れ
た
（
11
（

。
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（
三
）

　

入
会
地
を
中
心
に
成
り
立
つ
北
西
高
地
に
お
い
て
、
放
牧
権
は
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
北
西
高
地
に
は
他
に
も
ヒ
ー
ス
、
ピ
ー

ト
や
林
地
な
ど
の
自
然
資
源
が
存
在
し
、
入
会
権
は
こ
れ
ら
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
認
め
て
い
た
。
ム
ー
ア
が
広
が
る
北
西
高
地
で
は
林
地
は
少
な

く
、
ほ
ぼ
ウ
ェ
ス
ト
モ
ー
ラ
ン
ド
州
南
部
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
、
こ
の
ウ
ェ
ス
ト
モ
ー
ラ
ン
ド
南
部
に
あ
る

ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
か
ら
、
北
西
高
地
に
お
け
る
林
地
の
利
用
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
11
（

。

　

林
地
に
つ
い
て
は
、
従
来
御
料
林royal forest

の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
地
形
学
、
植
物
学
、
生
態
学
、
考
古
学
な
ど
を

駆
使
し
た
オ
リ
バ
ー
・
ラ
ッ
カ
ム
の
研
究
に
よ
り
、
樹
木
の
採
取
、
放
牧
、
そ
の
他
様
々
な
形
で
林
地
が
中
世
の
人
々
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
暮

ら
し
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
共
に
、
林
地
の
慎
重
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
11
（

。
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の

村
法
史
料
に
お
い
て
、
林
地
で
入
会
権
と
し
て
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
も
、
放
牧
、
牧
豚
、
樹
木
や
燃
料
の
採
取
と
言
っ
た
権
利
で
あ
る
。

　

特
に
樹
木
の
採
取
に
つ
い
て
は
、
材
木tim

ber

と
な
る
よ
う
な
オ
ー
ク
や
ト
ネ
リ
コ
な
ど
の
価
値
の
高
い
樹
木
は
、'w

ood of w
arrant'

と
呼
ば
れ
、
領
主
の
許
可
が
な
け
れ
ば
伐
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
木
材
の
供
給
は
一
般
的
に
領
主
に
と
っ
て
重
要
な
林
地
の
利
用
法
と
し
て

挙
げ
ら
れ
、
例
え
ば
一
四
世
紀
末
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
北
部
の
あ
る
所
領
で
は
年
貢
収
入
が
五
リ
ー
ブ
ル
の
と
こ
ろ
木
材
の
売
却
益
だ
け
で
二

六
リ
ー
ブ
ル
に
上
る
年
も
あ
り
、
林
地
か
ら
出
る
木
材
は
領
主
に
と
っ
て
重
要
な
財
産
で
あ
っ
た
（
11
（

。
一
方
そ
れ
以
外
の
樹
木
や
下
ば
え

underw
ood

は
金
銭
を
支
払
え
ば
採
取
可
能
で
あ
り
、
パ
ー
ク
（
狩
猟
園
）park

な
ど
を
除
け
ば
、
燃
料
な
ど
と
す
る
た
め
の
下
ば
え
の
採

取
は
住
民
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
か
ら
は
、
ハ
ン
ノ
キ
と
カ
バ
ノ
キ
は
燃
料
用
に
採
取
で
き
る
（
11
（

、
農
具
用
に
樹
木

を
採
取
で
き
る
な
ど
（
1（
（

、
具
体
的
に
切
る
こ
と
の
で
き
る
樹
木
の
種
類
と
使
用
用
途
な
ど
が
ル
ー
ル
と
し
て
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
ま
で
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
北
西
高
地
の
農
業
、
農
村
を
概
観
し
て
き
た
が
、
次
章
か
ら
は
「
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の

村
法
史
料
」
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
う
。
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二
．
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
と
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
に
つ
い
て

　

ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
こ
と
「
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
法
廷
の
査
問
項
目T

he Charge of the Court of W
ynderm

ere

」
は
、
カ

ン
ブ
リ
ア
州
立
公
文
書
館
所
蔵
の
史
料
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
一
七
〇
五
年
以
降
に
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
を
含
む
一
連
の
所
領
を
国
王
よ

り
賃
借
し
て
い
た
ラ
ウ
ザ
ーLow

ther

家
の
文
書
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
、
文
書
の
末
尾
に
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
のA

nthony Garnett

が

転
写
し
た
旨
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
調
査
に
よ
れ
ばA

nthony Garnett

は
一
六
世
紀
の
人
物
と
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
史
料
は
お
そ
ら
く
一
六
世
紀
に
複
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
や
他
の
複
写
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
（
11
（

。

　

こ
の
史
料
は
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
の
マ
ナ
法
廷
に
関
連
す
る
史
料
で
あ
る
。
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
は
ウ
ェ

ス
ト
モ
ー
ラ
ン
ド
州
の
南
部
、
中
世
に
は
ケ
ン
ダ
ル
・
バ
ロ
ニ
ー
と
呼
ば
れ
た
地
域
に
位
置
し
、
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
トA

pplethw
aite

、

ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
クU

nderm
illbeck

、
ア
ン
ブ
ル
サ
イ
ドA

m
bleside

、
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
クT

routbeck

の
四
つ
の
村
区
か
ら
な
り
、

ほ
ぼ
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
教
区
と
一
致
し
て
い
る
。
中
世
後
期
に
は
隣
接
す
る
グ
ラ
ス
ミ
ア
・
マ
ナ
な
ど
他
の
い
く
つ
か
の
ケ
ン
ダ
ル
・
バ
ロ
ニ
ー

の
所
領
と
共
に
、
単
一
の
領
主
に
所
有
さ
れ
、
そ
の
領
主
の
多
く
は
国
王
や
王
族
で
あ
り
、
不
在
領
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
北
部
と
言
え

ば
、
パ
ー
シ
ー
、
ネ
ヴ
ィ
ル
家
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
在
地
の
有
力
貴
族
が
領
主
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
を
含
め
ケ
ン
ダ

ル
・
バ
ロ
ニ
ー
は
、
そ
う
し
た
在
地
大
貴
族
の
領
主
と
は
無
縁
で
あ
っ
（
11
（

た
。

　

ま
た
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
周
辺
に
は
領
主
直
営
の
放
牧
場
は
な
く
（
11
（

、
こ
の
地
域
は
個
人
や
少
人
数
の
テ
ナ
ン
ト
で
牧
畜
が
行
わ
れ
て
い
た
、
ウ
ィ

ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
開
い
た
フ
ォ
レ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
の
特
徴
と
し
て
以
下
の

二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
前
述
し
た
よ
う
に
北
西
高
地
で
は
ま
れ
な
こ
と
に
、
林
地
が
多
く
広
が
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
は
北
西
高
地
の
農
村
の
暮
ら
し
を
放
牧
に
か
な
り
重
心
を
置
い
て
考
察
し
て
い
る
が
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
で
は
林
地
の
活
用
も
重
要
性
が

高
か
っ
た
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
に
は
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
（
11
（

に
含
ま
れ
る
地
域
と
、
非
フ
ォ
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レ
ス
ト
地
域
の
両
方
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
中
世
後
期
の
放
牧
は
、
私
有
の
フ
ォ
レ
ス
ト
に
お
け
る
放
牧

と
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
側
の
荒
蕪
地
で
の
入
会
権
に
よ
る
放
牧
の
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
方
法
が
ど
の
よ
う
に

一
つ
の
マ
ナ
の
中
で
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

　

村
法
史
料
は
表
一
に
ま
と
め
た
よ
う
に
七
一
の
項
目
か
ら
な
る
が
、
そ
の
形
式
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
一
に
示
し
た
よ
う

に
、
主
に
文
書
前
半
に
集
中
す
る
計
四
二
項
目
は
、
史
料
冒
頭
の
「
汝
〔
領
主
の
命
令
に
よ
り
裁
判
所
を
開
催
す
る
も
の
〕
は
審
問
す
べ
し
」

に
続
き
、
マ
ナ
の
住
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
宣
誓
証
言
者
団jury

に
対
し
て
、
審
問
す
る
べ
き
項
目
を
記
し
た
「
宣
誓
証
言
者
団
へ
の
査
問

項
目jury charge

」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
各
審
問
項
目
に
は
、
前
提
と
し
て
規
範
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
規
範
は
こ
こ
で
審
問

項
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
マ
ナ
に
お
い
て
法
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
村
法
と
類
似
の
も
の

で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
主
に
文
書
の
後
半
に
現
れ
る
計
二
九
項
目
は
、
村
法
と
み
な
さ
れ
る
規
範
と
そ
の
違
反
に
対
し
て

の
標
準
的
な
処
罰
を
、
お
そ
ら
く
マ
ナ
法
廷
の
記
録
な
ど
か
ら
記
述
し
た
「
罰
則
リ
ス
トpain list

」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
村
法

史
料
は
二
つ
の
異
な
る
形
式
の
文
書
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
形
式
の
文
書
か
ら
も
、
村
法
と
類
似
す
る
規
範
（
以
下
村
法
と
記

述
す
る
）
を
取
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
規
範
（
慣
習
法
）
の
一
部
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
と

言
え
よ
う
。

　

次
に
こ
の
史
料
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
村
法
は
、
い
つ
有
効
で
あ
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
表
一
の
「
年
代
」
欄
に
示
し
た
よ
う
に
、
史
料

中
に
い
く
つ
か
含
ま
れ
る
年
代
や
、
年
代
を
推
察
で
き
る
記
述
は
い
ず
れ
も
一
五
世
紀
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
史
料
か
ら
取
り
出
さ
れ

る
村
法
は
、
一
五
世
紀
か
ら
同
史
料
が
複
写
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
一
六
世
紀
に
か
け
て
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
に
は
こ
の
史
料
に
現
れ
な
い
、
膨
大
な
文
書
化
さ
れ
な
か
っ
た
規
範
（
慣
習
法
）
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
オ
ー
ル
ト
が
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
の
マ
ナ
法
廷
の
記
録
か
ら
集
め
た
村
法
と
は
異
な
り
、
こ
の
村
法
史
料
に
現
れ
る
規
範
は
、
何
ら
か
の
意
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表 1　　村法条項の分類
*1 jury charge pain list 放牧 フォレスト*2 特定村区 *3 林地*4 年　　　　　　代
1 ●
2 ●
3 ●
4 ●
5 ●
6 ●
7 ● ▲
8 ●
9 ● ▲

10 ● ●
11 ●
12 ●
13 ●
14 ●
15 ● ●
16 ● ●
17 ● ●
18 ● ●
19 ● ●
20 ● ●
21 ●
22 ●
23 ●
24 ● ● ●
25 ● Ap ●
26 ● Ap & U ●
27 ●
28 ●
29 ● ● ● ●
30 ● ● ●
31 ● ● ● ●
32 ● ● ● ●
33 ● ● ● ●
34 ●
35 ● ●
36 ●
37 ● ●
38 ● ● Ap & U
39 ● ● Ap & U
40 ● ● ● ●
41 ● ● ● 私たちの領主ベドフォード公の時代にあったもの以外で…
42 ●
43 ●
44 ● ● ●
45 ● ● ● ●
46 ● ● ● ●
47 ● ● ● ● エドワード 4 世治世 17 年（1477 年）3 月 12 日に言い渡された……
48 ● ● ●
49 ● ● Ap & U ●
50 ● ● Ap & U ●
51 ● ● T
52 ● ● Am
53 ● ● T
54 ● エドワード 4 世治世 17 年洗礼者ヨハネの祝日の次の水曜日

（1477 年 6 月 18 日）に言い渡された……
55 ● ● T
56 ● ● T
57 ● Ap & U 1477 年のミカエル祭後に開拓された……
58 ● T ●
59 ●
60 ●
61 ●
62 ●
63 ● ● ●
64 ●
65 ●
66 ●
67 ●
68 ● ヘンリ 7 世治世 13 年（1497 年）の 10 月 13 日に言い渡された……
69 ●
70 ● ● Am & T
71 ●

42 29 17 18 26
　*1 番号は Winchester, Harvest of the Hills, pp.155-159 の番号と同じ
　*2 バロニーのフォレストに関する条項
　*3 Ａｐはアップルスウェイト，Ｕはアンダーミルベック，Ｔはトラウトベック，Ａｍはアンブルサイド
　*4 放牧，樹木の伐採，木の実の採取，蜂，炭焼きなど一般的に林地に関連していると考えられる内容の条項
　参照：カール・ハーゼル（山縣光晶訳）『森が語るドイツの歴史』築地書館，1996 年，
　池上俊一『森と川－歴史を潤す自然の恵み－』刀水書房，2010 年。
　出典：Cumbria Record Office, D/Lons/L5/2/22/291
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図
を
持
っ
て
選
択
さ
れ
、
こ
の
史
料
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
マ
ナ
慣
習
法
、
そ
し
て
村
法
に

は
、
領
主
の
特
権
を
維
持
す
る
側
面
と
、
住
民
相
互
の
関
係
を
良
好
に
持
続
さ
せ
る
為
の
共
同
体
の
申
し
合
わ
せ
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
が
存

在
す
る
。
し
か
し
こ
の
村
法
史
料
全
体
を
眺
め
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
領
主
の
特
権
を
維
持
す
る
側
面
が
強
い
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
こ
の
史
料
の
タ
イ
ト
ル
も
、「
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
法
廷
の
査
問
項
目
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
村
法
史
料
は
領
主

側
の
立
場
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

こ
れ
以
上
こ
の
史
料
の
作
成
意
図
は
不
明
で
あ
る
が
、
筆
者
は
前
半
の
「
宣
誓
証
言
者
団
へ
の
査
問
項
目
」
が
比
較
的
似
た
内
容
の
条
項
が

固
ま
っ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
後
半
の
「
罰
則
リ
ス
ト
」
が
ほ
ぼ
年
代
順
に
並
ん
で
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
「
宣

誓
証
言
者
団
へ
の
査
問
項
目
」
が
何
ら
か
の
文
書
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
村
法
史
料
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
、
あ
る
い
は
こ
の
複
写
が
作
成
さ
れ
た

時
点
で
、
そ
れ
に
「
罰
則
リ
ス
ト
」
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
村
法
史
料
が
領
主
側
の
立
場
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
以
上
、
こ
こ
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
可
能

で
あ
る
村
法
は
、
領
主
側
が
守
ら
せ
た
い
と
考
え
る
内
容
が
よ
り
多
く
抽
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
考
慮
し
た
上
で

村
法
史
料
全
体
を
再
検
討
し
た
結
果
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
三
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

三
．
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
に
お
け
る
農
業
と
農
村
の
暮
ら
し

　
（
一
）

　

表
一
に
示
し
た
よ
う
に
、
村
法
史
料
に
は
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
に
関
す
る
条
項
が
多
い
。
こ
の
フ
ォ
レ
ス
ト
に
関
す
る
条
項
に
は
、
木

材
・
燃
料
の
採
取
に
関
す
る
も
の
と
共
に
放
牧
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
に
は
、
同
じ
土
地
が
樹
木

の
採
取
と
放
牧
の
為
に
同
時
に
利
用
さ
れ
る
林
間
放
牧
地w

ood-pasture

が
広
が
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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次
に
、
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
に
お
け
る
放
牧
に
関
す
る
条
項
か
ら
は
、
ま
ず
条
項
二
九
、
三
一
、
三
二
、
七
〇
か
ら
フ
ォ
レ
ス
ト
の
内

の
住
民
に
は
一
定
頭
数
フ
ォ
レ
ス
ト
で
の
放
牧
が
認
め
ら
れ
て
い
た
一
方
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
の
住
民
は
三
週
間
以
内
な
ら
一
時
的
に
置
く
こ

と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
は
許
可
な
く
フ
ォ
レ
ス
ト
で
家
畜
を
放
牧
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
条
項
四
四
―
四
六
か
ら
、
フ
ォ
レ
ス
ト

の
内
の
住
民
に
は
自
分
の
豚
で
あ
れ
ば
条
件
付
で
フ
ォ
レ
ス
ト
に
豚
を
保
有
す
る
こ
と
、
自
分
の
豚
の
飼
料
と
す
る
為
に
木
の
実
を
採
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
条
項
三
八
─
四
〇
か
ら
豚
に
つ
い
て
と
ヤ
ギ
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
条
項
が
、
フ
ォ
レ
ス
ト
に
お
い
て
と
ア
ッ
プ

ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
の
共
同
放
牧
地
に
お
い
て
で
そ
れ
ぞ
れ
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
で
は
フ
ォ
レ
ス
ト

の
内
の
住
民
（
ア
ン
ブ
ル
サ
イ
ド
，
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
）
と
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
の
住
民
と
い
う
区
分
が
あ
り
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
内
の
住
民
に
の

み
認
め
ら
れ
た
フ
ォ
レ
ス
ト
で
の
権
利
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
表
一
に
示
し
た
よ
う
に
、
フ
ォ
レ
ス
ト
に
関
す
る
も
の
も
含
め
て
、
林
地
に
関
す
る
条
項
（
11
（

が
非
常
に
多
い
。
北
西
高
地
の
中
で
は
林
地

が
多
か
っ
た
ウ
ェ
ス
ト
モ
ー
ラ
ン
ド
州
南
部
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
に
も
ま
た
、
林
地
が
あ
る
程
度
広
が
っ
て
い
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
村
法
史
料
の
林
地
に
関
す
る
条
項
四
九
か
ら
は
ハ
ン
ノ
キ
な
ど
の
入
会
権
が
、
お
そ
ら
く
は
フ
ォ
レ
ス
ト
の
内
の
住
民

で
は
な
い
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
の
土
地
保
有
権
者
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
条
項
四
七
、
五

〇
か
ら
燃
料
用
の
木
材
に
つ
い
て
も
樹
木
の
種
類
や
場
所
、
量
な
ど
を
制
限
し
つ
つ
も
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
内
の
住
人
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
の
住

人
そ
れ
ぞ
れ
に
入
会
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
前
述
の
よ
う
に
フ
ォ
レ
ス
ト
内
で
の
放
牧
や
豚
の
飼
料
の
採
取
な
ど
は
、
フ
ォ

レ
ス
ト
の
外
の
住
民
に
対
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
一
方
で
、
木
材
の
採
取
の
権
利
は
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
の
住
民
に
も
認
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　
（
二
）

　

ま
た
村
法
史
料
に
は
囲
い
荒
蕪
地intake

に
つ
い
て
四
つ
の
条
項
（
三
、
四
二
、
四
三
、
五
七
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
同
一
事
項
と
し
て
は
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表 2　　14 世紀末の地代帳にみる有料の放牧地

村区名 項目数 有料 内容 *（ （地代） 村区内総計
*（ 放牧地 *（ *（

アンブルサイド （6 （ ￡（（
（a  囲い地

トラウトベック （（ 0 ￡（（ （（s （d　*（

アンダーミルベック （6 （6 ￡（ （0s （d
囲い荒蕪地

囲い荒蕪地　他 （d
囲い荒蕪地　他 （d
囲い荒蕪地　他 （s
囲い荒蕪地　他 （d

（a  囲い地
囲い荒蕪地 （s
（a　囲い地
（a　囲い地

囲い地（二人で）
（a　荒蕪地

放牧地
（a　囲い地
囲い荒蕪地 （d
囲い荒蕪地 （d

アップルスウェイト （0 （ ￡（（ 0s （（ （/（d
囲い地 6s

（a  囲い地 （s 6d
6a　囲い荒蕪地 （s （d

名前のついた放牧地 （s
名前のついた囲い地 （s

　（（a

*（　各村区の地代の内訳項目数
*（  内訳において，close 囲い地，intake 囲い荒蕪地，waste 荒蕪地，pasture 放牧地の記
載のあった項目数
*（  面積の記載のあったものは付記，a はエーカー
*（　他のものと合算で地代が示されているものは記載せず。有料の放牧地のみが項目とし
て示されているもののみ。金額については，ポンド￡，シリング s，ペンス d で記載
*（ 　この内 ￡（6 （（s （d がトラウトベック・パーク (Dall Head を含む）の地代。

出典：Records of Kendale vol.（, pp.（（-（（, 6（-（0
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と
て
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
条
項
は
直
接
放
牧
に
関
し
て
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
囲
い
荒
蕪
地
は
一
五
世
紀
半
ば
か
ら

一
六
世
紀
に
増
加
し
た
放
牧
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
一
四
世
紀
末
の
地
代
帳
か
ら
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
に
お
け
る
囲
い
荒
蕪
地
そ
の
他
の
有
料
の

放
牧
地
を
あ
げ
た
表
二
を
見
る
と
、
こ
の
時
点
で
地
代
帳
に
あ
ら
わ
れ
る
有
料
の
放
牧
地
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
囲
い
荒
蕪
地
は
地

代
も
安
く
、
記
載
が
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
条
項
五
七
は
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル

ベ
ッ
ク
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
を
放
牧
場
所
と
し
て
利
用
で
き
な
か
っ
た
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ

ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
の
住
人
が
、
囲
い
荒
蕪
地
を
フ
ォ
レ
ス
ト
に
代
わ
る
放
牧
場
所
と
し
て
利
用
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
の
史
料
に
領
主
側
が
守
ら
せ
た
い
と
考
え
る
内
容
が
、
色
濃
く
出
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
囲
い
荒
蕪

地
に
関
す
る
条
項
も
領
主
の
権
利
を
守
る
為
の
条
項
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
史
料
に
囲
い
荒
蕪
地
に
つ
い
て
の
条
項
が
多
い
理
由
と
し
て
、
こ

の
時
期
領
主
に
地
代
が
支
払
わ
れ
な
い
、
不
法
な
囲
い
荒
蕪
地
が
相
当
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
一
五

世
紀
後
半
以
降
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
、
グ
ラ
ス
ミ
ア
の
縮
絨
機
の
数
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
で
の
毛

織
物
生
産
の
拡
大
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
11
（

。

　
（
三
）

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
村
法
史
料
に
は
林
地
に
関
す
る
条
項
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
フ
ォ
レ
ス
ト
で
の
木
材
、
燃
料
の
採
取
に
関

す
る
も
の
以
外
に
も
、
木
の
実
の
採
取
、
養
蜂
、
炭
焼
き
、
樹
木
の
樹
皮
を
剥
ぐ
こ
と
な
ど
多
岐
に
渡
り
、
住
民
に
よ
る
林
地
の
多
角
的
な
利

用
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
条
項
の
多
く
は
領
主
の
特
権
を
維
持
す
る
側
面
が
強
い
も
の
で
あ
る
。

　

一
四
世
紀
末
の
地
代
帳
の
中
で
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
内
に
あ
っ
た
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
・
パ
ー
ク
とD

all H
ead

（
パ
ー
ク
）
の
地
代
は
、
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
全
体
の
地
代
の
半
分
近
く
を
占
め
て
い
る
（
11
（

。
ま
た
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
隣
、
グ
ラ
ス
ミ
ア
・
マ
ナ
の

地
代
帳
で
は
全
三
村
区
す
べ
て
に
お
い
て
、
各
村
区
の
全
土
地
保
有
権
者
の
共
同
に
よ
る
フ
ォ
レ
ス
ト
で
の
放
牧
権
の
代
金
、
フ
ォ
レ
ス
ト
シ
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ル
バ
ー
の
記
載
が
あ
る
。
一
四
世
紀
末
の
地
代
帳
で
は
こ
の
フ
ォ
レ
ス
ト
シ
ル
バ
ー
の
各
村
区
の
総
計
に
占
め
る
割
合
が
、
グ
ラ
ス
ミ
ア
約
三

〇
％
、
ラ
フ
リ
グ
は
当
時
代
金
な
し
、
ラ
ン
グ
デ
イ
ル
約
三
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
一
五
世
紀
半
ば
で
も
グ
ラ
ス
ミ
ア
約
二
〇
％
、
ラ
ン

グ
デ
イ
ル
約
二
四
％
で
あ
り
、
グ
ラ
ス
ミ
ア
・
マ
ナ
で
は
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
は
、
住
民
に
と
っ
て
重
要
な
放
牧
場
所
の
一
つ
で
あ
り
、

ま
た
領
主
に
と
っ
て
も
村
落
で
の
主
要
な
収
入
源
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
、
林
地
も
領
主
に

と
っ
て
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
で
の
重
要
な
収
入
源
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
11
（

。

　

よ
っ
て
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
に
お
け
る
、
多
岐
に
渡
る
林
地
に
関
す
る
条
項
か
ら
は
、
住
民
が
古
く
か
ら
あ
る
「
慣
習
」
に
よ
っ
て

林
地
を
多
角
的
に
利
用
し
て
生
活
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
重
要
な
収
入
源
で
あ
る
林
地
の
特
権
を
包
括
的
に
確
保
し
た
い
と
い

う
領
主
側
の
意
図
も
う
か
が
え
る
。
し
か
し
こ
の
史
料
は
領
主
側
の
立
場
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
為
、
村
法
史
料
に
現
れ

る
林
地
の
利
用
に
関
す
る
細
か
な
ル
ー
ル
が
、
実
際
に
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
の
か
は
疑
問
が
残
る
。

結
び
に

　

こ
こ
ま
で
「
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
」
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
に
つ
い
て
そ
の
暮
ら
し
や
農
業
を
考
察
し
て

き
た
。
そ
の
結
果
以
下
の
四
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
ず
こ
の
史
料
は
領
主
側
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
史
料
で
あ
げ

ら
れ
て
い
る
村
法
に
は
領
主
側
が
守
ら
せ
た
い
と
考
え
る
内
容
が
よ
り
多
く
抽
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
に
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
に
は
バ
ロ
ニ
ー
の
フ
ォ
レ
ス
ト
が
含
ま
れ
た
が
、
そ
の
資
源
の
利
用
に
は
フ
ォ
レ
ス
ト
内
の
住
民
か
ど
う
か
と
言
う
線

引
き
が
存
在
し
て
い
た
と
共
に
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
使
用
用
途
に
よ
り
、
利
用
対
象
と
な
る
住
民
の
線
引
き
が
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
ウ
ィ
ン

ダ
ミ
ア
の
村
落
共
同
体
に
お
い
て
、
土
地
や
自
然
資
源
の
共
同
利
用
対
象
者
の
枠
組
み
が
、
マ
ナ
、
村
区
以
外
に
も
存
在
し
て
お
り
、
住
民
達

は
様
々
な
枠
組
み
の
中
で
土
地
や
自
然
資
源
を
利
用
し
て
い
た
事
を
示
唆
す
る
。
北
西
高
地
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
具
体
例
が
示
さ
れ
た
こ
と
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は
な
く
、
こ
の
点
は
非
常
に
興
味
深
い
。

　

三
点
目
に
、
囲
い
荒
蕪
地
に
関
す
る
条
項
が
多
い
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
領
主
に
無
断
の
囲
い
荒
蕪
地
が
増
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
林
地
に
関
す
る
条
項
の
内
容
は
多
岐
に
渡
る
が
、
そ
れ
は
住
民
に
よ
る
林
地
の
多
角
的
利
用
と
、
林
地
に
お
け
る
特
権

を
包
括
的
に
確
保
し
た
い
と
い
う
領
主
の
意
向
の
表
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
は
一
つ
の
史
料
か
ら
の
考
察
に
と
ど
ま
る
為
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
事
例
研
究
と
す
る
に
は
、
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
出
来
る
こ

と
に
は
限
り
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
北
西
高
地
で
は
、
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
な
ど
で
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
マ
ナ
法
廷
の
記
録
や
村
法
な
ど
の
規

範
以
外
の
所
領
に
関
す
る
史
料
や
地
域
史
研
究
が
十
分
に
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
の
為
特
に
中
世
後
期
の
事
例
研
究
を
行
う
に
は
難
し
さ
が

あ
る
。
ま
た
北
西
高
地
に
お
い
て
は
私
有
の
フ
ォ
レ
ス
ト
が
多
く
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
住
民
に
よ
る
共
同
利
用
に
つ
い
て
の
事
例
検

討
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
に
お
い
て
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
利
用
に
際
し
、
フ
ォ
レ
ス
ト
内
の
住
民
に
の
み
認
め
ら
れ
た

権
利
が
あ
る
一
方
で
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
の
住
民
に
も
認
め
ら
れ
た
権
利
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
実
際
の
管
理
は
ど
の
よ
う

な
立
場
の
人
物
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
マ
ナ
、
村
区
ご
と
、
あ
る
い
は
フ
ォ
レ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
か

ど
う
か
以
外
に
も
、
土
地
や
自
然
資
源
の
利
用
を
め
ぐ
る
枠
組
み
が
村
落
共
同
体
に
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
に
関
し

て
言
え
ば
、
領
主
の
収
入
に
も
大
き
く
関
わ
る
、
住
民
に
よ
る
林
地
の
利
用
を
領
主
は
実
際
に
は
ど
こ
ま
で
制
限
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
点
を
本
稿
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　

ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
が
利
用
し
た
史
料
の
一
覧
で
は
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
に
つ
い
て
、
一
五
世
紀
の
マ
ナ
法
廷
の
二
回
分
の
記
録
も
含
ま
れ
て

い
る
（
11
（

。
今
回
利
用
し
た
村
法
史
料
と
は
同
時
代
の
史
料
で
あ
り
、
関
連
性
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
他
の
論
考
も
含
め
て
、
ウ
ィ

ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
こ
の
マ
ナ
法
廷
の
史
料
に
つ
い
て
は
本
文
で
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
法
廷
の
記
録
で
は
、
四
つ
の
区
域
分
け
が
存
在
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
マ
ナ
の
四
つ
の
村
区
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
後
は
今
回
浮
か
び
上
が
っ
た
疑
問
点
な
ど
に
つ
い
て
、
ウ
ィ

ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
に
加
え
、
こ
の
一
五
世
紀
の
マ
ナ
法
廷
の
記
録
、
あ
る
い
は
文
字
史
料
以
外
の
地
理
的
条
件
や
景
観
な
ど
を
用
い
て
総
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合
的
に
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
史
料
が
少
な
い
中
世
後
期
北
西
高
地
の
農
村
に
つ
い
て
、
四
つ
の
地
域
の
一
つ
で
あ
る
湖
水
地
方
の
ウ
ィ
ン

ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
を
対
象
に
し
た
事
例
研
究
を
試
み
る
事
と
す
る
。

附
録（1（
（三

：
領
主
に
無
断
で
取
得
さ
れ
た
囲
い
荒
蕪
地
、
あ
る
い
は
領
主
の
権
利
が
不
法
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
〔
審
問
せ
よ
（
11
（

〕。

二
九
：
届
け
出
が
な
く
フ
ォ
レ
ス
ト
内
に
置
か
れ
た
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
に
住
む
者
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
家
畜
に
つ
い
て
〔
審
問
せ
よ
（
11
（

〕。

三
一
：
届
け
出
が
な
く
フ
ォ
レ
ス
ト
に
三
週
間
以
上
置
か
れ
た
〔
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
に
住
む
者
の
〕
家
畜
に
つ
い
て
〔
審
問
せ
よ
（
11
（

〕。

三
二
：
一
年
中
い
つ
の
時
期
で
も
、
土
地
保
有
権
者tenant

に
よ
り
そ
の
保
有
条
件
で
取
り
決
め
ら
れ
た
数
を
超
え
て
フ
ォ
レ
ス
ト
で
保
有

さ
れ
る
家
畜
に
つ
い
て
〔
審
問
せ
よ
（
11
（

〕。

三
四
：
罰
則
に
逆
ら
っ
て
、〔
丘
陵
地
ま
で
の
〕
誤
っ
た
経
路
に
、
あ
る
い
は
許
可
な
く
隣
人
の
〔
丘
陵
地
ま
で
の
〕
経
路
に
家
畜
を
追
い
立

て
る
土
地
保
有
権
者
が
い
る
か
ど
う
か
〔
と
審
問
せ
よ
（
11
（

〕。

（
こ
こ
ま
で
査
問
項
目
。
以
下
罰
則
リ
ス
ト
）

三
八
：
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
の
土
地
保
有
権
者
は
、
共
同
放
牧
地
に
お
い
て
、
地
面
を
掘
り
返
さ
な
い
よ
う
に
鼻

に
適
切
に
輪
を
つ
け
た
豚
を
二
頭
ま
で
し
か
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
反
し
た
場
合
は
他
の
豚
も
領
主
が
没
収
（
11
（

。

三
九
：〔
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
の
土
地
保
有
権
者
は
〕
共
同
放
牧
地
で
ヤ
ギ
を
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
反
し
た

場
合
ヤ
ギ
は
領
主
が
没
収
（
11
（

。

四
〇
：
フ
ォ
レ
ス
ト
で
ヤ
ギ
を
保
有
す
る
者
は
、
罰
と
し
て
一
二
ペ
ン
ス
を
失
う
（
11
（

。

四
二
：
領
主
に
無
断
で
囲
い
荒
蕪
地
を
作
っ
た
者
、
あ
る
い
は
領
主
の
土
地
で
そ
の
権
利
を
不
法
に
侵
害
し
た
者
は
罰
金
二
〇
シ
リ
ン
グ
（
11
（

。

四
三
：
地
代
が
支
払
わ
れ
て
い
る
囲
い
荒
蕪
地
を
、
領
主
の
許
可
な
く
破
壊
す
る
者
は
罰
金
六
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
（
1（
（

。
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四
四
：
フ
ォ
レ
ス
ト
で
は
土
地
保
有
権
者
一
人
に
つ
き
、
一
頭
の
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
の
祝
日
用
の
豚
と
、
結
婚
持
参
金
と
し
て
得
た
豚
し
か
保

有
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
豚
は
地
面
を
掘
り
返
さ
な
い
よ
う
に
鼻
に
適
切
に
輪
を
つ
け
た
豚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
し
た
者
は
罰
金
一
二

ペ
ン
ス
（
11
（

。

四
五
：
上
記
以
上
の
豚
を
保
有
し
て
い
る
者
は
豚
一
頭
ご
と
に
罰
金
四
〇
ペ
ン
ス
（
11
（

。

四
六
：
フ
ォ
レ
ス
ト
の
外
に
住
み
な
が
ら
フ
ォ
レ
ス
ト
に
豚
を
置
く
者
、
あ
る
い
は
フ
ォ
レ
ス
ト
で
〔
カ
シ
ワ
な
ど
の
〕
豚
の
飼
料
と
な
る
実

以
外
を
採
っ
た
り
他
人
に
譲
渡
し
た
り
す
る
者
、
豚
を
有
償
で
預
か
っ
て
フ
ォ
レ
ス
ト
で
飼
育
す
る
者
は
罰
金
四
〇
ペ
ン
ス
（
11
（

。

四
七
：
フ
ォ
レ
ス
ト
に
住
む
男
女
は
、
ハ
ン
ノ
キ
と
カ
バ
ノ
キ
を
除
き
、
飼
料
用
枝
切
りcroppyng

の
た
め
に
隣
人
に
割
り
当
て
ら
れ
た

フ
ォ
レ
ス
ト
の
樹
木
を
燃
料
と
す
る
た
め
に
採
っ
て
は
な
ら
な
い
（
11
（

。

四
九
：bleach

の
為
の
ハ
ン
ノ
キ
、
あ
る
い
は
耕
作
農
具
か
砕
土
用
農
具
の
為
の
木
材
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
代
官
か
ら
下
さ
れ
た
木
材
以
外
で
、

フ
ォ
レ
ス
ト
の
青
々
と
葉
の
茂
っ
た
樹
木
を
伐
採
す
る
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
の
男
女
は
領
主
に
罰
金
四
〇
ペ
ン
ス
（
11
（

。

五
〇
：（
＊
以
下
の
項
目
は
上
か
ら
線
を
引
い
て
消
さ
れ
て
い
る
）　

ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
の
土
地
保
有
権
者
は
、

フ
ォ
レ
ス
ト
な
い
し
は
カ
ル
ガ
ー
ス
・
パ
ー
ク
（
フ
ォ
レ
ス
ト
内
に
あ
っ
た
パ
ー
ク
）
で
、
枯
れ
た
切
り
株
あ
る
い
は
飼
料
用
枝
切
り
を
終
え

た
大
枝
を
除
い
て
、
燃
料
と
す
る
た
め
に
樹
木
を
採
っ
て
は
な
ら
な
い
（
11
（

。

五
一
：
以
下
は
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
の
土
地
保
有
権
者
と
代
官bailiff
の
同
意
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ
た
。
毎
年
四
月
の
最
初
の
日
ま
で
に
、
代
官

の
見
る
と
こ
ろcloister of H

ayfettyng

（
お
そ
ら
く
干
し
草
用
の
牧
草
を
と
る
た
め
の
囲
い
地
と
思
わ
れ
る
）
で
の
自
ら
の
役
目
を
果
た

さ
な
か
っ
た
者
は
罰
金
四
ペ
ン
ス
（
11
（

。

五
二
：
同
じ
罰
則
を
ア
ン
ブ
ル
サ
イ
ド
の
古
い
ほ
う
の
耕
作
地
に
も
適
用
す
る
（
11
（

。

五
三
：
前
述
の
囲
い
地
に
四
月
最
初
の
日
以
降
、
そ
の
年
の
開
放
日
ま
で
に
家
畜
を
置
い
た
者
は
各
違
反
に
付
き
罰
金
四
ペ
ン
ス
（
11
（

。

五
四
：
以
下
は
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
の
土
地
保
有
権
者
の
同
意
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ
た
。
毎
年
四
月
の
半
ば
ま
で
に
、
代
官
の
見
る
と
こ
ろ
ト
ラ
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ウ
ト
ベ
ッ
ク
の
囲
い
耕
作
地
で
の
自
ら
の
役
目
を
果
た
さ
な
か
っ
た
者
は
不
足
分
ご
と
に
罰
金
四
ペ
ン
ス
（
1（
（

。

五
七
：
一
四
七
七
年
の
ミ
カ
エ
ル
祭
後
に
開
拓
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
賃
借
さ
れ
て
い
な
い
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
と
ア
ン
ダ
ー
ミ
ル
ベ
ッ
ク
の

全
て
の
囲
い
荒
蕪
地
は
各
一
二
ペ
ン
ス
（
11
（

。

七
〇
：
ア
ン
ブ
ル
サ
イ
ド
と
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
の
土
地
保
有
権
者
は
、
そ
の
保
有
条
件
で
取
り
決
め
ら
れ
た
フ
ォ
レ
ス
ト
で
の
家
畜
の
放
牧
数

を
超
え
て
家
畜
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
（
11
（

。

注（
１
）　

本
稿
は
第
六
二
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
で
の
部
会
報
告
を
基

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
部
会
報
告
の
司
会
で
あ
る
駒
澤
大
学
の
北

野
か
ほ
る
教
授
に
は
、
史
料
と
し
て
用
い
た
村
法
の
解
釈
に
あ
た
っ

て
多
く
の
貴
重
な
指
摘
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ

る
。
と
は
い
え
、
本
稿
の
内
容
に
つ
い
て
の
一
切
の
責
任
が
筆
者
に

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
２
） 

近
年
の
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
業
、
農
村
史
の
動
向
に
つ
い
て

は
以
下
を
参
照
。Christopher D

yer and Philipp Schofield, ‘R
ecent 

W
ork on the A

grarian H
istory of B

ritain’, in Isabel A
lfonso (ed.), 

The Rural H
istory of M

edieval Societies, Turnhourt: B
repols, 

2007, pp.21-55.

（
３
） A
ngus J. L. W

inchester, The H
arvest of the H

ills: Rural 
Life in N

orthern England and Scottish Border, 1400-1700, 
Edinburgh: Edinburgh U

niversity Press, 2000, pp.1-4.

（
４
） C

hristopher D
yer, Standards of Living in the Later M

iddle 
Ages: Social C

hange in England c. 1200-1520, C
am

bridge: 
C

am
bridge U

niversity Press, 1989, p.291.

（
５
） 

ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
主
な
研
究
は
以
下
の
通
り
。A

ngus J. 
L. W

inchester, Landscape and Society in M
edieval C

um
bria, 

Edinburgh: John D
onald, 1987; D

o, The H
arvest of the H

ills; 
D

o, ‘Statute and L
ocal C

ustom
: V

illage byelaw
s and the 

G
overnance of C

om
m

on Land in M
edieval and Early-m

odern 
England’, A

H
R

C
 C

ontested C
om

m
on Land project’s w

orking 
paper, 2008.

（
６
） 

北
西
部
の
地
域
史
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
お
ら
ず
、
ウ
ェ
ス
ト

モ
ー
ラ
ン
ド
は
地
域
史
研
究
の
基
本
書
と
も
い
う
べ
きV

ictoria 
County H

istory (V
CH

)

も
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
ウ
ィ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
ら
を
中
心
にV

CH

カ
ン
ブ
リ
ア
版
の
刊
行
の
準
備
が

始
ま
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
以
下
を
参
照V

CH
 Cum

bria 
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http://w
w

w
.cum

briacountyhistory.org.uk/victoria-
county-history-project （

十
月
二
十
日
確
認
）　

（
７
） http://w

w
w

.cum
briacom

m
oners.org.uk/files/cum

bria_
com

m
ons_council_report_m

ay_14.pdf （
十
月
二
十
日
確
認
）
入

会
地
は
カ
ン
ブ
リ
ア
州
の
土
地
全
体
の
一
六
％
を
超
え
る
。

（
８
） D

avid H
ey, ‘R

eview
:A

ngus J. L. W
inchester, The H

arvest 
of the H

ills: Rural Life in N
orthern England and Scottish Border, 

1400-1700’,Rural H
istory, vol.13-1(2002), p.121.

（
９
） 

物
理
的
に
木
が
茂
っ
て
い
る
土
地
がw

oodland

で
あ
る
が
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
日
本
の
森
林
ほ
ど
木
が
生
い
茂
る
こ
と
は
な
い

の
で
、
本
稿
で
は
「
林
地
」
と
訳
す
る
。

（
（0
） 

近
年
の
林
地
に
関
す
る
研
究
と
し
て
はM

ick A
ston w

ith 
M

artin Ecclestone, M
aria Forbes and Teresa H

all, ‘M
edieval 

W
oodland in W

inscom
e Parish in N

orth Som
erset’, Som

erset 
Archeology and N

atural H
istory, 154(2010), pp.71-118; A

ndrew
 

W
atkins, ‘The W

oodland Econom
y of the Forest of A

rden in the 
Later M

iddle A
ges’, M

idland H
istory, 18(1993), pp.19-32.

な

ど
。
ダ
ー
ト
ム
ー
ア
に
つ
い
て
はH

arold Fox, D
artm

oor’s 
Alluring U

plands -Transhum
ance and Pastoral M

anagem
ent in 

the M
iddle Ages-, Exter: Exter U

niversity Press, 2012.

（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.1-4. 

ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス

タ
ー
は
中
央
ペ
ナ
イ
ン
、
北
部
ペ
ナ
イ
ン
、
湖
水
地
方
、
国
境
の
丘

陵
地
帯
の
四
つ
の
地
域
を
挙
げ
て
い
る
。

（
（（
） 

本
稿
が
扱
う
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
が
含
ま
れ
る
湖
水
地
方

は
、
他
の
地
域
に
比
べ
乳
牛
が
少
な
い
代
わ
り
に
羊
の
割
合
が
高

い
。W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.18-21.

（
（（
） 

今
ま
で
の
所
、
村
法
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
は
共
有
さ
れ
て
い

な
い
が
、
必
要
に
応
じ
て
マ
ナ
の
成
員
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
為
に
、

マ
ナ
法
廷
に
お
い
て
確
認
、
文
書
化
さ
れ
た
マ
ナ
慣
習
法
を
本
稿
で

は
村
法
と
定
義
す
る
。
加
藤
哲
実
『
宗
教
的
心
性
と
法
─
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
中
世
の
農
村
と
歳
市
─
』
国
際
書
院
、
二
〇
一
三
年
、pp.39-

41,59-83.

（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.155-159.

（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp. 52-57.

（16

） 

ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
の
村
法
史
料
に
も
、
放
牧
の
終
了
日
に
関
す
る

条
項
が
存
在
し
、
終
了
日
が
四
月
頭
か
半
ば
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
附
録
の
条
項
五
一
～
五
四
参
照
。

（
（（
） A

ngus J. L. W
inchester, ‘M

oorland Forest of M
edieval 

England’, in Ian D
. W

hyte, A
ngus J. L. W

inchester (eds.), 
Society, Landscape and Environm

ent in U
pland Britain, Society 

for Landscape Studies, 2004, pp.21-27.forest

は
「
森
林
」
と
誤
っ

て
解
釈
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
本
来
狩
猟
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た

領
域
で
、
必
ず
し
も
林
地
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。forest

に
は

royal forest

（
御
料
林
）
と
国
王
以
外
の
貴
族
な
ど
が
有
し
て
い
た

私
有
の
フ
ォ
レ
ス
トprivate forest

が
あ
る
が
、
私
有
の
フ
ォ
レ
ス

ト
とchase

（
猟
場
）
の
線
引
き
、
明
確
な
定
義
は
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
共
有
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
も
両
者
を
ひ
と
く

く
り
に
し
て
扱
っ
て
い
る
。



　　お茶の水史学　58号　　172

（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.10-14.
（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.84-98.

（
（0
） Fox, D

artm
oor’s Alluring U

plands; Peter H
erring, ‘Early 

M
edieval Transhum

ance in C
ornw

all, G
reat B

ritain’ in Jan 
K

lapste and Peter Som
m

er (eds.), M
edieval Rural Settlem

ent in 
M

arginal Landscape, London:B
repols, 2009, pp.47-56.

（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.68-69.

（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.26-32.

（
（（
） 

ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
制
で
は
二
、
三
の
大
き
な
耕
圃
か
ら
成
る
集
落

の
耕
作
地
は
、
細
長
い
地
条
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
耕

区
に
分
か
れ
、
個
々
の
住
民
は
各
耕
圃
に
地
条
を
保
有
し
て
い
た
。

住
民
は
共
同
で
穀
物
や
豆
類
な
ど
の
耕
作
に
関
わ
る
農
作
業
を
行
う

と
共
に
、
毎
年
交
替
で
一
つ
の
耕
圃
が
休
閑
地
と
な
り
、
休
閑
地
と

収
穫
後
の
刈
株
地
、
刈
り
取
り
後
の
採
草
地
な
ど
に
お
い
て
共
同
で

放
牧
を
行
っ
た
。
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
制
は
開
放
耕
地
制open-field 

farm
ing

や
共
同
耕
地com

m
on field system

s

と
い
う
名
称
で
も
知

ら
れ
て
い
る
が
、
開
放
耕
地
は
囲
い
耕
地close-field

に
対
し
て
の

耕
地
の
景
観
形
態
で
あ
り
、
共
同
耕
地
は
共
同
で
利
用
、
運
営
さ
れ

る
シ
ス
テ
ム
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
開
放
耕
地
は
ほ
と
ん
ど
が
共
同

耕
地
制
で
あ
る
も
の
の
絶
対
で
は
な
く
、
ま
た
共
同
耕
地
制
に
は
多

く
の
種
類
が
あ
り
、
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
制
と
は
大
き
く
異
な
る
方
法
で

運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
呼
び

方
は
意
味
を
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
か
ね
な
い
為
、
本
稿
で
は
「
ミ
ッ
ド

ラ
ン
ド
制
」
と
表
現
す
る
。M

ark B
ailey, 'B

eyond the M
idland 

Field System
: the D

eterm
inants of C

om
m

on R
ights over the 

A
rable in M

edieval England', Agricultural H
istory Review

, 58 
(2010 ), p.156.

（
（（
） 

特
にW

. O
. A

ult, O
pen-Field H

usbandry and the Village 
C

om
m

unity, Philadelphia: A
m

erican Philosophical Society, 
1965; D

o, O
pen-Field Farm

ing in M
edieval England, London: 

G
eorge A

llen and U
nw

in, 1972.

（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.42-48; http://w
w

w
.

lancaster.ac.uk/fass/projects/m
anorialrecords （

十
月
二
十
日
確
認
）

（
（6
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.78-84.

（
（（
） W

inchester, Landscape and Society, pp100-107; 
W

inchester, H
arvest of the H

ills, pp.123-126

（
（（
） O

liver R
ackham

, Trees and W
oodland in the B

ritish 
Landscape, London: J. M

. D
ent, 1976; D

o, The H
istory of the 

C
ountryside, London: J. M

. D
ent, 1986

（
オ
リ
バ
ー
・
ラ
ッ
カ
ム

著
、
奥
敬
一
他
監
訳
『
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
─
人
と
自

然
の
景
観
形
成
史
─
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
二
年
）; D

o, W
oodlands, 

London: C
ollins, 2006. 

（
（（
） 

堀
越
宏
一
『
も
の
と
技
術
の
弁
証
法
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九

年
、p.93

。 
（30

） 

附
録
の
条
項
四
七
を
参
照
。

（31
） 
附
録
の
条
項
四
九
を
参
照
。

（
（（
） C

um
bria R

ecord O
ffice, D

/Lons/L5/2/22/291　

本
稿
で
は

注
14
の
転
写
で
は
な
く
史
料
を
直
接
利
用
し
た
が
、
そ
の
解
釈
に
あ
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た
っ
て
は
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
註
を
参
照
し
た
。W

inchester, 
H

arvest of the H
ills, pp.155-159.

（
33
） 
一
五
世
紀
の
領
主
は
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
姪
フ
ィ
リ
ッ
パ
、
ベ

ド
フ
ォ
ー
ド
公
ジ
ョ
ン
（
そ
の
寡
婦
ジ
ャ
ク
エ
ッ
タ
）、
ヘ
ン
リ
六

世
、
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
公
ジ
ョ
ン
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
伯
エ
ド
マ
ン
ド

（
そ
の
寡
婦
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
）、
ケ
ン
ダ
ル
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
パ
ー
。

（
（（
） W

inchester, H
arvest of the H

ills, p.14.

ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ

ナ
の
地
図
は
図
一
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
） 

グ
ラ
ス
ミ
ア
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
・
マ
ナ
の
広
範
囲
な
部
分
を
占

め
て
お
り
、
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
で
は
お
そ
ら
く
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
と
ア

ン
ブ
ル
サ
イ
ド
の
地
域
に
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

範
囲
は
明
確
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
ア
ン
ブ
ル
サ
イ
ド

と
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
を
フ
ォ
レ
ス
ト
の
領
域
と
み
な
し
て
い
る
が
そ

の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（
図
一
参
照
）。
し
か
し
バ
ロ
ニ
ー
の

領
主
で
あ
っ
た
ベ
ド
フ
ォ
ー
ド
公
ジ
ョ
ン
の
死
後
審
問
に
よ
れ
ば
、

彼
の
保
有
し
て
い
た
「
ト
ラ
ウ
ト
ベ
ッ
ク
・
フ
ォ
レ
ス
ト
」
に
は
ア

ン
ブ
ル
サ
イ
ド
と
フ
ォ
レ
ス
ト
内
の
三
つ
の
パ
ー
ク
が
含
ま
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内calgarth park

の
位
置
か
ら
、
筆
者
は

フ
ォ
レ
ス
ト
が
ア
ッ
プ
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
の
一
部
に
も
掛
か
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。( Records of K

endale vol.2, John 
F

. C
urw

en(ed.), K
endal: C

um
berland &

 W
estm

orland 
A

ntiquarian and A
rchaeological Society, 1999 (reprint), 

pp.44-45.)

（
（6
） 

樹
木
の
伐
採
に
関
す
る
条
項
を
始
め
、
一
般
的
に
林
地
の
使
用

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
内
容
の
も
の
を
林
地
に
関
す
る
条
項
と
し

て
い
る
。

（
（（
） 

一
三
二
四
年
に
ウ
ィ
ン
ダ
ミ
ア
と
グ
ラ
ス
ミ
ア
に
あ
っ
た
縮
絨

機
は
三
基
、
一
三
九
〇
年
に
は
一
二
基
、
一
四
五
三
年
に
は
一
六
基

（
う
ち
グ
ラ
ス
ミ
ア
が
六
基
）
で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
の
ウ
ィ
ン
ダ

ミ
ア
の
縮
絨
機
の
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
グ
ラ
ス
ミ
ア
で
は
一
六
基

ま
で
増
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。Records of K

endale vol.2, 
passsim

; M
ary L. A

rm
itt, 'A

m
bleside T

ow
n and Chapel', 

Transactions of the C
um

berland &
 W

estm
orland Antiquarian &

 
Archaeological Society, 6(1906), pp.18-19.　

ケ
ン
ダ
ル
の
毛
織

物
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
は
以
下
を
参
照
。
加
藤
は
る
か
「
十
五

世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
地
域
社
会
の
あ
り
方
─
湖
水
地
方
・

ケ
ン
ダ
ル
諸
侯
領
を
例
に
─
」『
上
智
史
学
』
五
四
（
二
〇
〇
九

年
）、pp.77-98

。

（
（（
） 

表
二
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
） Records of K

endale vol.2,pp. 7,8,10,22,24,32-33.

（
（0
） N

ational A
rchives, SC

2/207/120-121.

（
（（
） 

以
下
は
本
文
で
そ
の
内
容
に
言
及
し
て
い
る
村
法
史
料
の
条
項

の
和
訳
で
あ
る
。
頭
の
番
号
は
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
転
写
、
表
一

の
番
号
と
符
合
し
て
い
る
。
な
お
〔　

〕
内
は
、
補
足
の
為
に
筆
者

が
加
筆
し
た
部
分
で
あ
る
。

（
（（
） Cum

bria Record O
ffi

ce, D
/Lons/L5/2/22/291

（
以
下

Charge of W
inderm

ere), l.5.

（
史
料
の
行
番
号
）「
領
主
の
権
利
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が
不
法
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
土
地
」
と
は
土
壌
が
勝
手
に
掘
り
起
こ

さ
れ
た
土
地
の
こ
と
で
、
泥
炭
採
掘
権
に
関
係
し
た
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
条
項
四
二
も
同
じ
。

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, l.33.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, l.35.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, ll.36-3.7　

条
項
二
九
、
三
一
、

七
〇
か
ら
こ
の
「
土
地
保
有
権
者
」
と
は
フ
ォ
レ
ス
ト
の
内
に
住
む

者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（6
） Charge of W

inderm
ere, ll.39-40.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, ll.44-45.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, l.46.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, l.47.

（
（0
） Charge of W

inderm
ere, ll.50-51.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, ll.52-53.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, ll.54-55.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, l.56.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, ll.57-59.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, ll.60-63.　

飼
料
用
枝
切
りcroppyng 

と
は
家
畜
の
冬
の
飼
料
と
し
て
若
い
枝
を
採
る
事
で
、
樹
木
に
は
有

害
な
行
為
で
あ
っ
た
。（W

inchester, Landscape and Society, p.103.

）

（
（6
） Charge of W

inderm
ere, ll.66-69.　

ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は

bleach

を
石
鹸
を
作
る
た
め
の
灰
汁
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
ハ
ン

ノ
キ
を
焼
き
尽
く
す
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。(W

inchester, 
H

arvest of the H
ills, p.158.)　

灰
汁
は
石
鹸
の
原
料
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
、
古
く
か
ら
漂
白
、
洗
浄
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ウ
ィ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
は
こ
の
石
鹸
を
何
に
用
い
る
の
か
、bleach

と
は
何

か
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
毛
織
物
生
産
の
過
程

で
は
最
初
に
羊
毛
を
洗
浄
し
、
ま
た
縮
絨
の
際
に
石
鹸
液
に
浸
す
た

め
、bleach

と
は
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
（
ど
ち
ら
か
あ
る
い
は
両

方
な
の
か
は
不
明
）
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, l.70.

（
（（
） Charge of W

inderm
ere ll.71-74.

「
自
ら
の
役
目
」
と
は
自

ら
の
家
畜
を
定
め
ら
れ
た
日
ま
で
に
囲
い
地
な
り
耕
作
地
の
外
に
出

す
事
と
、
そ
の
他
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
の
村
法
で
も
た
び
た
び
義
務
と
し

て
見
受
け
ら
れ
る
柵
の
修
繕
な
ど
で
あ
ろ
う
。
条
項
五
四
も
同
じ
。

（
（（
） Charge of W

inderm
ere, l.75.

（
60
） Charge of W

inderm
ere, ll.76-77.

（
6（
） Charge of W

inderm
ere, ll.81-85.

（
6（
） Charge of W

inderm
ere, ll.88-90.

（
6（
） C

harge of W
inderm

ere, ll.119-120.

（
お
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