
「
国
家
的
奴
隷
制
ピ
に
つ
い
て

石

本

成

暉

 
 
 
は
 
じ
 
め
 
に

 
日
本
中
世
社
会
の
構
造
と
そ
の
特
質
の
究
明
と
い
う
問
題
は
、
一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
、
そ
れ
を
封
建
社
会
の
ア
ジ
ア
的
特
質
の
中

で
』
ら
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
動
向
が
あ
ら
わ
れ
、
現
在
で
は
そ
の
視
角
が
必
須
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
研
究
が
西
欧

封
建
社
会
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
、
日
本
封
建
制
の
達
成
度
を
検
証
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
化
論
」
へ
の
反
論
を
契
機
に
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
必
然
的
に
、
前
近
代

に
お
け
る
ア
ジ
ア
的
社
会
構
成
の
究
明
と
い
う
、
よ
り
包
括
的
な
問
題
を
も
前
進
さ
せ
て
き
た
。
そ
れ
に
は
、
世
界
史
発
展
の
法
則
に

関
す
る
史
的
唯
物
論
そ
の
も
の
の
再
検
討
、
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
を
法
則
の
中
で
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
、
中
世
社
会
の
史
的
前
提
た

る
古
代
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
1
1
社
会
の
基
本
的
性
格
・
構
造
を
い
か
に
規
定
す
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
こ
れ
ら
の
到
達
点
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ
た
、
二
つ
の
「
国
家
的
奴
隷
制
」
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
奴
隷
そ
の

も
の
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

 
日
本
中
世
社
会
構
造
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
に
と
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
前
提
で
あ
る
古
代
律
令
制
社
会
が
、
い
か
な
る
社
会
構

成
に
も
と
ず
く
社
会
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
さ
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
律
令
制
社
会
の
研
究
は
ア
ジ
ア
的
古
代
専
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二

制
国
家
の
社
会
構
成
の
特
質
の
究
明
と
の
関
連
の
中
で
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
は
、

連
の
手
続
的
作
業
の
一
部
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一

徳山大学論叢

 
律
令
制
社
会
は
い
か
な
る
生
産
様
式
に
も
と
つ
く
社
会
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
草
稿
『
資
本
主
義
的
生

産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
が
邦
訳
さ
れ
て
以
来
、
 
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
と
し
て
の
「
総
体
的
奴
隷
制
」
と
規
定
す
る
見
解
が
主
流

を
占
め
て
き
た
。
石
母
田
正
氏
は
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
家
父
長
制
的
奴
隷
制
へ
の
分
解
を
基
礎
と
し
て
、
家
父
長
と
奴
碑
・
家
人
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 

の
私
的
奴
隷
制
と
人
民
一
般
を
奴
隷
制
的
に
支
配
す
る
政
治
的
奴
隷
制
の
二
重
支
配
と
し
た
。
ま
た
安
良
城
盛
昭
氏
は
、
天
皇
・
貴
族
・

官
僚
等
の
支
配
階
級
と
奴
碑
の
間
の
奴
隷
制
的
生
産
関
係
と
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
成
員
と
し
て
の
班
田
農
民
と
国
家
の
間
の
生
産
関
係

と
の
二
つ
の
生
産
関
係
が
相
互
規
定
す
る
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
前
者
の
関
係
が
後
者
の
関
係
を
規
定
し
て
、
律
令
国
家
に
よ
る
班

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 

田
農
民
支
配
も
本
質
的
に
は
奴
隷
制
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
石
母
田
・
安
良
城
両
氏
が
日
本
古
代
律
令
制
社
会

を
「
総
体
的
奴
隷
制
」
の
最
後
の
段
階
と
し
て
理
解
し
た
の
に
対
し
、
原
秀
三
郎
・
芝
原
拓
自
両
氏
は
同
じ
く
『
諸
形
態
」
に
依
拠
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
コ

な
が
ら
、
 
「
国
家
的
奴
隷
制
」
な
る
範
疇
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
べ
き
と
す
る
見
解
を
提
示
し
た
。

 
そ
れ
に
よ
る
と
、
定
式
に
い
う
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
と
し
て
の
「
総
体
的
奴
隷
制
」
 
（
原
・
芝
原
は
全
般
的
奴
隷
制
と
訳
す
）

と
は
、
経
済
的
・
階
級
的
な
奴
隷
制
・
農
奴
制
と
は
範
疇
的
に
峻
別
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
本
源
的
所
有
の
ア
ジ
ア
的
形
態
と
相
即
的

な
専
制
的
構
造
と
成
員
全
般
の
「
人
格
的
奴
隷
状
態
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
無
階
級
社
会
す
な
わ
ち
原
始
共
同
体
社
会
の
ア
ジ
ア

 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ハ
 

的
形
態
そ
の
も
の
で
あ
る
 
。
そ
う
し
た
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
の
も
と
で
は
、
土
ハ
同
体
成
員
は
人
格
的
奴
隷
状
態
か
ら
解
放
さ
れ

共
同
体
か
ら
相
対
的
に
自
立
し
た
存
在
に
は
な
り
え
ず
、
唯
一
自
由
な
人
格
を
実
現
し
家
内
奴
隷
を
排
他
的
に
集
中
所
有
し
え
た
共
同

   1
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「国家的奴隷制」について1983年12月 石本成暉

体
の
首
長
の
奴
隷
的
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
共
同
体
が
さ
ら
に
上
級
の
最
高
の
統
一
体
の
も
と
に
結
集
し
国
家
を
成

立
さ
せ
、
首
長
と
共
同
体
成
員
と
の
家
内
奴
隷
制
的
な
支
配
関
係
が
国
家
的
規
模
で
拡
大
し
た
と
こ
ろ
に
最
初
の
階
級
社
会
と
し
て
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ま
り

「
国
家
的
奴
隷
制
」
が
成
立
す
る
。

 
ア
ジ
ア
的
古
代
専
制
国
家
と
し
て
の
律
令
制
社
会
は
こ
の
「
国
家
的
奴
隷
制
」
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
の
班
田
農

民
は
経
済
的
に
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
、
国
家
1
1
専
制
君
主
に
た
い
し
て
相
対
的
に
独
立
し
た
「
自
分
の
も
の
」
を
も
ち
え
ず
、
土

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
ご

地
も
人
格
も
い
わ
ば
全
的
に
専
制
君
主
に
領
有
さ
れ
た
共
同
体
成
員
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
奴
隷
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
す
る
，

さ
ら
に
、
前
述
し
た
石
母
田
お
よ
び
安
良
城
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
公
的
奴
隷
制
1
1
公
民
制
と
私
的
家
内
奴
至
上
と
は
、
本
来
は

段
階
を
異
に
す
る
二
つ
の
奴
隷
制
で
あ
る
と
し
、
公
的
奴
隷
制
こ
そ
が
総
体
的
奴
隷
制
の
純
粋
形
態
と
み
、
そ
の
あ
と
で
私
的
家
内
奴

隷
制
が
発
展
す
る
と
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
二
重
の
支
配
」
・
「
最
後
の
段
階
」
論
が
で
て
く
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
奴
碑
制
を
論

理
的
・
歴
史
的
基
盤
と
し
た
公
民
制
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
併
存
と
専
制
君
主
に
よ
る
統
一
こ
そ
、
国
家
的
奴
隷
制
-
一
専
制
国
家
の
本

来
的
な
、
そ
の
か
ぎ
り
で
純
粋
な
形
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
律
令
体
制
を
異
質
な
生
産
関
係
の
複
合
し
た
社
会
、
ま
た
は
専
制
国
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
セ
 

の
解
体
の
段
階
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。

 
以
上
の
原
・
芝
原
両
氏
の
見
解
に
対
し
て
、
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
批
判
を
述
べ
て
お
く
。
前
述
し
た
内
容
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、

こ
の
見
解
の
最
大
の
難
点
は
、
原
始
社
会
か
ら
階
級
社
会
へ
の
移
行
の
過
程
で
、
共
同
体
の
生
産
関
係
を
は
じ
め
一
切
の
諸
関
係
が

「
人
格
的
奴
隷
状
態
」
の
中
に
溶
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
人
格
的
奴
隷
状
態
」
1
1
政
治
的
関
係
と
、
首

長
と
そ
の
も
と
に
排
他
的
に
集
中
所
有
さ
れ
る
奴
碑
と
の
家
内
奴
隷
制
-
一
生
産
関
係
の
二
つ
が
、
国
家
的
規
模
で
拡
大
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
成
立
す
る
階
級
社
会
が
、
公
民
を
奴
隷
制
的
に
支
配
す
る
「
国
家
的
奴
隷
制
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
は
公
民
は
も
は
や
相
対
的

独
立
し
た
自
分
の
も
の
を
持
ち
え
ず
、
土
地
も
人
格
も
再
生
産
条
件
を
も
直
接
に
国
家
に
掌
握
さ
れ
た
存
在
に
な
る
と
い
う
。
国
家
の

公
民
に
対
す
る
か
よ
う
な
直
接
的
な
支
配
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
在
地
に
お
け
る
共
同
体
的
諸
関
係
の
一
定
度
の
破
壊
を
意
味
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
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四

の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
「
国
家
的
奴
隷
制
」
は
、
そ
の
歴
史
的
基
礎
と
な
っ
た
「
本
源
的
所
有
の
ア
ジ
ア
的
形
態
の
も
と
で
の
共
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ム
ス
 

体
の
く
労
働
過
程
の
技
術
的
・
社
会
的
諸
条
件
V
1
1
生
産
様
式
自
体
を
、
基
本
的
に
は
変
革
し
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
成
員
の
非

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ん
ソ

自
立
、
生
産
の
自
給
自
足
的
圏
域
、
低
位
の
農
工
一
体
性
は
変
革
さ
れ
ず
、
も
っ
と
も
頑
強
に
ま
た
も
っ
と
も
長
く
維
持
さ
れ
る
」
そ

れ
ゆ
え
に
「
国
家
的
奴
隷
制
の
解
体
過
程
は
数
世
紀
あ
る
い
は
十
世
紀
以
上
も
要
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
し
て
、
日
本
中
世
社
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
ロ
 

を
国
家
的
奴
隷
制
の
長
い
解
体
過
程
と
し
て
の
家
父
長
制
的
奴
隷
制
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
に
つ
な
が
る
。

 
生
産
様
式
を
か
く
の
ご
と
く
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
同
一
の
生
産
様
式
を
基
盤
と
し
て
、
無
階
級
社
会
と
階
級
社

会
の
両
方
が
存
立
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
あ
え
て
そ
れ
を
不
変
と
す
る
に
は
、
生
産
様
式
論
か
ら
い
え
ば
、

階
級
社
会
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
在
地
の
共
同
体
関
係
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
生
産
関
係
が
登
場
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
共
同
体
成
員
以
外
の
被
支
配
階
級
の
広
汎
な
存
在
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
歴
史
的

実
態
に
は
ほ
ど
遠
く
な
る
。
原
・
芝
原
両
氏
も
、
当
然
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
理
論
で
は
総
体
的
奴

隷
制
を
原
始
社
会
に
お
し
こ
め
、
そ
こ
に
お
け
る
共
同
体
諸
関
係
を
「
人
格
的
奴
隷
状
態
」
と
い
う
生
産
関
係
と
は
別
の
政
治
的
関
係

の
中
に
溶
解
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
時
は
共
同
体
を
抹
殺
し
、
ま
た
あ
る
時
は
そ
の
強
靱
な
生
命
力
を
強
調
す
る
と
い
う
矛
盾

を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
た
し
か
に
、
マ
ル
ク
ス
は
本
源
的
所
有
の
ア
ジ
ア
的
形
態
に
つ
い
て

 
「
こ
の
所
有
は
多
く
の
ば
あ
い
、
小
さ
な
共
同
体
内
部
の
工
業
と
農
業
と
の
結
合
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
、
こ
う
し
て
こ
の
小
さ

 
な
共
同
体
は
ま
っ
た
く
自
給
自
足
的
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
再
生
産
と
剰
余
生
産
の
い
っ
さ
い
の
諸
条
件
を
そ
れ
自
身
の
な
か
に
も

 
っ
て
い
る
。
」
 
（
『
諸
形
態
』
国
民
文
庫
版
、
 
一
一
ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

 
「
大
多
数
の
ア
ジ
ア
的
基
本
形
態
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
総
括
的
統
一
体
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
小
共
同
体
の
う
え
に
立
ち
、
上
位
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の
所
有
者
（
大
地
に
対
す
る
i
筆
者
）
、
あ
る
い
は
唯
一
の
所
有
者
と
し
て
現
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
現
実
の
共
同
体
が
世
襲
的

 
な
占
有
者
と
し
て
の
み
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
の
形
態
と
な
ん
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
 
（
同
、
一
〇
ペ
ー
ジ
）

「
ア
ジ
ア
的
な
形
態
に
あ
っ
て
は
、
個
々
人
の
所
有
（
住
居
に
対
す
る
1
筆
者
）
で
は
な
く
、
占
有
だ
け
が
あ
る
、
共
同
体
が
本
来
の

 
現
実
的
所
有
者
で
あ
り
一
1
し
た
が
っ
て
所
有
は
土
地
の
共
同
的
所
有
と
し
て
の
み
現
れ
る
。
」
 
（
同
、
二
四
ペ
ー
ジ
）

と
も
述
べ
て
お
り
、
住
居
H
敷
地
は
も
ち
ろ
ん
耕
地
に
対
し
て
も
、
共
同
体
成
員
が
占
有
者
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

た
と
え
専
制
国
家
に
よ
り
共
同
体
的
所
有
の
部
分
が
横
奪
さ
れ
た
と
し
て
も
、
共
同
体
成
員
の
占
有
ま
で
も
否
定
さ
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
な
共
同
所
有
と
共
同
労
働
・
分
配
の
中
へ
の
埋
没
の
み
を
強
調
す
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
る
。
古
典

古
代
的
形
態
と
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
で
は
、
一
定
の
私
的
所
有
が
実
現
さ
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
で
は
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
的
形
態
に
お

け
る
私
的
所
有
の
萌
芽
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
原
・
芝
原
両
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
関
係
の
強
靱
な
生
命
力
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
「
共
同
体
が
旧
来
の
様
式
そ
の
ま
ま
で
存
続
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
成
員
を
、
ま
え
も
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
客
観
的
条
件
の
も
と
で

 
再
生
産
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
生
産
そ
の
も
の
と
人
口
の
増
進
（
こ
⑳
増
進
も
生
産
の
う
ち
に
は
い
る
）
は
、
必
然
的
に
つ
ぎ

 
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
諸
条
件
を
止
揚
す
る
。
そ
れ
ら
の
諸
条
件
を
再
生
産
す
る
か
わ
り
に
、
破
壊
す
る
、
等
々
。
ま
た
こ
う
し
た
共
同

 
団
体
は
、
そ
の
存
立
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
所
有
諸
関
係
と
と
も
に
、
消
滅
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
的
形
態
は
、
必
然
的
に

 
も
っ
と
も
頑
強
に
、
ま
た
も
っ
と
も
長
く
維
持
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
わ
け
は
、
個
々
人
が
共
同
体
に
た
い
し
て
自
立
し
て
い
な
い
こ

 
と
、
生
産
の
自
給
自
足
的
圏
域
、
農
業
と
手
工
業
と
の
一
体
性
と
い
う
そ
の
前
提
に
あ
る
の
だ
。
個
々
人
が
共
同
体
に
た
い
す
る
そ

 
の
関
係
を
変
化
ざ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
と
と
も
に
共
同
体
を
変
化
さ
せ
、
ま
た
共
同
体
に
た
い
し
、
ま
た
経
済
的
前
提
に
た
い

 
し
破
壊
的
に
作
用
す
る
。
」
 
（
同
、
二
、
八
～
九
ペ
ー
ジ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 

だ
が
、
こ
の
部
分
で
の
マ
ル
ク
ス
の
主
旨
は
、
生
産
力
の
発
展
が
古
い
生
産
様
式
を
破
壊
し
て
い
く
と
い
う
「
定
式
」
の
原
則
を
、
原

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
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六

始
的
共
同
体
社
会
か
ら
階
級
社
会
へ
の
移
行
の
過
程
に
摘
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
生
命
力
の
強
さ
の
み
が
主
題

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
ロ
じ

で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
ロ
シ
ア
や
イ
ン
ド
で
は
古
い
共
同
体
関
係
が
残
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
も
と
ず
き
、
ア
ジ
ア
的
共
同

体
に
お
い
て
は
、
ま
え
も
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
客
観
的
諸
条
件
で
あ
る
個
々
人
の
非
自
立
・
生
産
の
自
給
自
足
的
圏
域
等
が
、
そ
の
性

格
ゆ
え
に
長
期
に
わ
た
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
長
く
存
続
す
る
原
因
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

生
産
そ
の
も
の
と
人
口
の
増
産
、
す
な
わ
ち
生
産
力
の
発
展
が
必
然
的
に
こ
れ
ら
諸
条
件
を
止
揚
し
、
所
有
諸
関
係
を
変
革
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
や
が
て
は
共
同
体
自
体
を
破
壊
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
決
し
て
、
共
同
体
関
係
が
完
全
に
旧
来
の
ま
ま
存
続
す
る
と
述
べ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
当
然
、
ア
ジ
ア
的
形
態
で
も
こ
の
原
則
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
強
烈
な
専
制
君
主
の
奴
隷
制
的
な
支
配
下

に
あ
ろ
う
と
も
、
生
産
力
の
発
展
は
直
接
生
産
者
と
彼
ら
の
構
成
す
る
共
同
体
の
生
産
関
係
・
生
産
様
式
を
変
革
さ
せ
ず
に
は
お
か
な

い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
生
産
力
の
発
展
が
西
欧
諸
国
と
比
較
し
て
緩
慢
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
関
係
が
長
く
維
持

さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
で
も
同
じ
よ
う
に
、
無
階
級
社
会
に
継
起
す
る
社
会
を
奴
隷
制
の
一
種
と
す
る
単
系
発
展
説

に
固
執
し
、
そ
の
奴
隷
制
の
性
格
が
封
建
社
会
へ
の
発
展
を
阻
害
す
る
と
い
う
見
解
は
、
か
つ
て
大
き
な
論
争
を
よ
ん
だ
「
ア
ジ
ア
的

停
滞
性
論
」
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

 
私
的
所
有
の
萌
芽
は
、
 
「
農
業
共
同
体
」
の
段
階
で
は
い
つ
そ
う
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
マ
ル
ク
ス
は
「
農
業
共
同
体
」
を
原
始
的

構
成
か
ら
第
二
次
的
構
成
へ
の
過
渡
的
段
階
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
共
同
所
有
に
も
と
つ
く
社
会
か
ら
私
的
所
有

に
も
と
つ
く
社
会
へ
の
過
渡
段
階
で
も
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
特
質
と
し
て
以
下
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

 
①
 
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
、
最
初
の
、
自
由
人
の
社
会
的
集
団
で
あ
る
。

 
②
 
家
屋
と
そ
の
付
属
物
た
る
菜
園
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
耕
作
者
に
属
す
る
。

 
③
 
譲
渡
し
え
な
い
共
有
財
産
と
し
て
の
耕
地
が
、
、
定
期
的
に
、
構
成
員
の
あ
い
だ
に
割
替
え
さ
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

 
 
 
自
分
に
あ
て
が
わ
れ
た
耕
地
を
各
人
が
自
分
の
計
算
で
経
営
し
、
そ
の
成
果
を
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
も
の
に
す
る
。
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「国家的奴隷制」について1983年12月 石本成暉

 
 
 
（
『
ヴ
ェ
ラ
・
ザ
ス
ー
リ
ッ
チ
へ
の
手
紙
、
草
稿
三
』
、
国
民
文
庫
版
『
諸
形
態
』
付
録
、
 
一
二
＝
＝
四
ペ
ー
ジ
）

 
原
・
芝
原
両
氏
の
学
説
で
は
、
共
同
所
有
に
も
と
つ
く
社
会
か
ら
私
的
所
有
に
も
と
つ
く
社
会
へ
の
移
行
を
、
「
農
業
共
同
体
」
を

媒
介
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
所
有
論
と
は
視
座
を
異
に
す
る
政
治
的
関
係
と
し
て
の
「
人
格
的
奴
隷
状
態
」
と
「
家
内
奴
隷
制
」
に
よ
っ

て
そ
れ
を
代
位
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
が
成
立
す
る
過
程
で
、
本
源
的
ア
ジ
ア
的
共
同
体
お
よ
び
そ
の
性
格
を
色
濃
く
残
し
た

農
業
共
同
体
は
、
成
立
す
る
国
家
に
い
か
な
る
性
格
を
与
え
る
の
か
、
ま
た
共
同
体
自
体
そ
の
過
程
で
い
か
に
変
形
さ
せ
ら
れ
る
の
か

を
旦
ハ
体
的
に
究
明
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
律
令
国
家
は
、
在
地
に
お
け
る
共
同
体
的
関
係
を
媒
介
と
せ
ず
に
は
支
配
を
貫
徹

し
え
な
い
し
、
ま
た
そ
の
個
別
人
身
的
支
配
は
共
同
体
関
係
を
破
壊
せ
ね
ば
貫
徹
し
え
な
い
。
こ
の
生
産
力
段
階
に
不
適
合
な
上
部
構

造
こ
そ
が
、
律
令
体
制
の
根
本
的
な
矛
盾
で
あ
り
崩
壊
に
導
く
原
因
で
あ
っ
た
。

 
マ
ル
ク
ス
は
「
農
業
共
同
体
」
の
特
徴
を
述
べ
た
あ
と
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

 
、
二
次
的
な
構
成
体
の
な
か
に
も
、
も
ち
ろ
ん
、
奴
隷
制
と
農
奴
制
と
の
う
え
に
立
て
ら
れ
た
社
会
の
一
系
列
が
あ
る
。
し
か
し
、

 
農
業
共
同
体
の
歴
史
的
生
涯
は
、
こ
う
い
う
結
果
に
宿
命
的
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
？
 
け
っ
し
て

 
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
共
同
体
に
本
来
あ
る
二
重
性
に
よ
っ
て
、
次
の
二
つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
を
え
ら
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
す

 
な
わ
ち
、
私
有
の
要
素
が
集
団
的
要
素
に
う
ち
か
つ
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
後
者
が
前
者
に
う
ち
か
つ
か
。
す
べ
て
は
、
そ
れ
が

 
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
環
境
に
よ
る
の
で
あ
る
。
 
」
 
（
同
、
一
二
四
～
五
ペ
ー
ジ
）

 
原
・
芝
原
両
氏
の
見
解
で
は
、
前
半
の
部
分
を
、
原
始
的
社
会
構
成
か
ら
は
必
然
的
に
二
次
的
社
会
構
成
と
し
て
の
奴
隷
制
・
農
奴

制
に
移
行
す
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
あ
く
ま
で
も
、
二

次
的
社
会
構
成
の
中
に
は
奴
隷
制
と
農
奴
制
と
に
も
と
つ
く
社
会
が
入
る
と
の
み
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
旦
ハ
体
的
に
規
定
し
て
は
い

な
い
が
、
奴
隷
制
・
農
奴
制
と
は
別
の
二
次
的
社
会
構
成
の
形
態
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

は
後
半
の
部
分
が
裏
付
け
し
て
い
る
。
奴
隷
制
・
農
奴
制
に
到
達
す
る
の
は
宿
命
で
は
な
く
、
集
団
的
要
素
が
私
有
の
要
素
に
う
ち
か
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
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八

た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
と
は
別
の
道
を
え
ら
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
そ
の
例
に
前
述
し
た
ロ
シ
ア
と
イ
ン
ド
の
場
合
を
、
こ
の
す

ぐ
あ
と
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
ロ
シ
ア
と
イ
ン
ド
の
状
況
は
、
「
い
ま
な
お
」
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
原
始
的
社

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
づ
 
 

会
構
成
に
お
け
る
そ
れ
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
の
状
況
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
日
本
に
お
け
る
最
初
の
二
次
的
社
会
構
成
（
具
体
的
に
は
律
令
制
社
会
）
の
奴
隷
制
的
性
格
を
主
張
す
る
論
者
は
、
概
し
て
、
マ
ル

ク
ス
の
著
作
の
中
か
ら
「
国
家
的
土
地
所
有
」
・
「
集
団
的
要
素
の
私
的
な
要
素
に
対
す
る
勝
利
」
に
つ
い
て
述
べ
た
個
所
を
好
ん
で

と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
合
体
さ
せ
る
。
一
方
、
農
奴
制
の
早
期
成
立
を
主
張
す
る
論
者
は
、
 
「
個
別
労
働
と
耕
地
の
占
有
」
・
「
小
経
営

（
生
産
様
式
）
の
発
展
」
に
照
明
を
あ
て
て
立
論
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
片
方
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
で
は
歴
史

的
実
態
と
し
て
不
十
分
で
あ
り
、
両
者
の
併
存
と
相
関
の
中
に
こ
そ
、
日
本
と
し
て
の
特
質
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
け
っ
き
ょ
く
、
原
・
芝
原
両
氏
の
「
国
家
的
奴
隷
制
」
説
は
、
そ
の
成
立
過
程
の
理
論
に
無
理
が
多
く
、
支
配
形
態
に
お
い
て
も
、

安
良
城
氏
の
「
二
つ
の
生
産
関
係
の
相
互
規
定
」
を
「
直
接
的
な
国
家
-
公
民
の
生
産
関
係
」
に
置
き
か
え
た
だ
け
で
、
 
「
総
体
的
奴

隷
制
」
説
と
は
大
差
な
い
と
い
え
よ
う
。

一193一

二

 
も
う
一
つ
、
原
・
芝
原
両
氏
と
は
別
に
「
国
家
的
奴
隷
制
」
範
疇
を
、
古
代
ア
ジ
ア
お
よ
び
日
本
古
代
律
令
制
社
会
に
摘
用
す
る
見

解
が
、
中
村
哲
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

 
中
村
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
前
資
本
制
社
会
に
関
す
る
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
断
片
的
な
論
述
を
恣
意
的
に
つ
な
が
ぎ

あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
無
縁
の
理
論
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ

を
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
理
論
体
系
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
不
明
確
で
あ
っ
た
ア
ジ
ア
に
お
け



1983年12月 石本成暉：「国家的奴隷制」について

る
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
形
態
を
確
定
し
、
し
い
て
は
世
界
史
の
発
展
理
論
を
精
致
化
し
よ
う
と
の
意
図
の
も
と
に
、
小
経
営
生
産
様
式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
の
 

の
発
展
を
軸
に
独
自
の
見
解
を
発
表
し
た
。
そ
の
主
要
な
論
点
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

 
人
類
史
の
全
発
展
過
程
は
生
産
手
段
の
所
有
関
係
の
視
点
か
ら
は
、
左
記
の
二
つ
の
と
ら
え
方
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

相
互
関
連
に
よ
り
所
有
形
態
は
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。

 
①
 
労
働
者
と
生
産
手
段
の
本
源
常
業
一
一
↓
労
働
者
と
生
産
手
段
の
分
離
・
切
断
一
↓
本
源
的
統
一
の
よ
り
高
次
で
の
復
活
。
す

 
な
わ
ち
、
前
資
本
制
的
所
有
↓
資
本
主
義
的
所
有
一
共
産
主
義
高
所
有
。

 
②
 
社
会
的
・
集
団
的
所
有
（
共
同
所
有
）
一
私
的
所
有
（
奴
隷
制
・
農
奴
制
は
所
有
対
象
と
所
有
主
体
と
の
二
重
構
造
）
一
↓

 
 
社
会
的
・
集
団
的
所
有
の
よ
り
高
次
な
段
階
で
の
再
興
。

 
さ
ら
に
、
奴
隷
制
の
諸
形
態
を
整
理
し
規
定
し
な
お
し
て
、
そ
の
基
本
形
態
を
小
経
営
生
産
様
式
と
結
合
し
た
二
形
態
と
す
る
。
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト

つ
は
奴
隷
主
が
小
経
営
者
で
あ
る
家
父
長
老
奴
隷
制
、
も
う
一
つ
は
奴
隷
が
小
経
営
者
で
あ
る
土
地
占
有
奴
隷
制
で
あ
る
、
こ
の
土
地
 
 
・
1
9

占
有
奴
隷
制
の
う
ち
ア
ジ
ア
的
古
代
専
制
国
家
の
よ
う
に
奴
隷
主
が
国
家
の
場
合
が
「
国
家
的
奴
隷
制
」
と
規
定
さ
れ
、
我
が
国
の
古

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
さ

代
律
令
制
社
会
も
こ
の
「
国
家
的
奴
隷
制
」
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
す
る
。

 
以
上
の
中
村
氏
の
説
に
対
し
批
判
点
を
述
べ
よ
う
。
ま
ず
第
一
点
は
、
第
二
の
と
ら
え
方
の
中
で
の
「
私
的
所
有
」
に
奴
隷
・
農
奴

の
私
有
が
含
ま
れ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
こ
の
所
有
と
は
奴
隷
主
や
農
奴
主
の
他
人
の
労
働
に
も
と
ず
く
私
有
を
さ
し

て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
中
村
氏
は
「
奴
隷
・
農
奴
は
小
経
営
を
行
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
少
な
く
と
も
土
地
そ

の
他
の
生
産
手
段
を
占
有
し
生
活
手
段
を
所
有
し
て
い
た
。
そ
の
点
で
奴
隷
・
農
奴
も
自
由
な
所
有
者
で
な
い
が
、
従
属
的
形
態
に
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
ど

い
て
で
あ
る
が
自
分
の
労
働
に
も
と
つ
く
個
人
的
私
有
者
で
あ
る
」
と
し
て
、
一
般
的
理
解
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
奴

隷
制
・
農
奴
制
が
資
本
主
義
と
異
っ
て
、
自
分
の
労
働
に
も
と
つ
く
私
有
を
内
包
し
て
い
る
基
礎
は
生
産
に
お
い
て
労
働
者
が
独
立
し

て
労
働
す
る
点
に
あ
る
」
と
し
そ
の
論
拠
と
し
て
マ
ル
ク
ス
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九



第20号徳山大学論叢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇

 
「
支
配
・
隷
属
関
係
が
奴
隷
制
や
家
臣
制
や
家
父
長
制
的
な
ど
の
隷
属
形
態
に
代
わ
っ
て
現
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
だ
だ
こ
の

 
関
係
の
形
態
の
変
化
が
生
ず
る
だ
け
で
あ
る
。
形
態
は
よ
り
自
由
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
形
態
は
た
だ
物
的
な
性
質
の
も
の
で
あ

 
り
、
形
式
的
に
は
自
発
的
で
あ
り
、
純
粋
に
経
済
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
あ
る
い
は
ま
た
、
生
産
過
程
に
お
け
る
支
配
・
隷

 
属
関
係
が
、
以
前
の
生
産
過
程
の
独
立
制
に
代
わ
っ
て
現
れ
る
。
こ
の
独
立
心
は
、
た
と
え
ば
す
べ
て
の
自
立
農
民
や
、
国
家
な
り

 
地
主
な
り
に
生
産
物
地
代
を
支
払
う
だ
け
で
よ
か
っ
た
借
地
農
や
、
農
村
家
庭
的
副
業
や
、
独
立
手
工
業
の
場
合
に
存
在
し
た
も
の

 
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
生
産
過
程
に
お
け
る
以
前
の
独
立
性
の
喪
失
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
支
配
・
隷
属
関
係
は
、

 
そ
れ
自
体
、
資
本
資
義
的
生
産
様
式
の
導
入
の
所
産
な
の
で
あ
る
。
」
 
（
『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
国
民
文
庫
版
、
九
三
～

四
ペ
ー
ジ
）

 
中
村
氏
は
こ
の
引
用
文
か
ら
、
資
本
主
義
に
お
け
る
支
配
・
隷
属
関
係
は
奴
隷
や
農
奴
の
生
産
過
程
に
お
け
る
独
立
性
に
代
わ
っ
て

現
わ
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
独
立
性
を
も
っ
て
い
る
の
は
自
立
農
民
・
借
地
農
等
で
あ
り
、
こ

れ
ら
を
奴
隷
・
農
奴
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
中
村
氏
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
。
奴
隷
制
等
の
支
配
・
隷
属
関
係
の
内
部
で
自
立
農
民
・

借
地
農
等
が
独
立
し
て
労
働
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。

 
で
は
、
こ
こ
に
登
場
し
た
自
立
農
民
・
借
地
農
・
独
立
手
工
業
を
マ
ル
ク
ス
は
い
か
に
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
詳

し
く
な
が
め
て
み
よ
う
。

 
「
こ
の
よ
う
な
、
自
立
農
民
の
分
割
地
所
有
と
い
う
形
態
は
、
支
配
的
な
正
常
な
形
態
と
し
て
は
、
一
本
目
は
古
典
古
代
の
最
良
の

 
時
代
の
社
会
の
経
済
的
基
礎
を
な
し
て
お
り
、
他
方
で
は
、
近
代
諸
国
民
の
も
と
で
、
封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
か
ら
生
ま
れ
て
く

 
る
諸
形
態
の
一
つ
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
マ
ン
リ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
農
民
身
分
、
フ
ラ
ン
ス
や
西
ド
イ
ツ
の

 
農
民
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
植
民
地
は
問
題
に
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
独
立
農
民
は
植
民
地
で
は
別
の
条
件
の
も
と
で
発
展

 
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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自
営
農
民
の
自
由
な
所
有
は
、
明
ら
か
に
、
小
経
営
の
た
め
の
土
地
所
有
の
最
も
正
常
な
形
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
小
経

 
営
と
い
う
生
産
様
式
に
あ
っ
て
は
、
土
地
の
占
有
は
労
働
者
が
自
分
自
・
身
の
労
働
の
生
産
物
の
所
有
者
で
あ
る
た
め
の
一
つ
の
条
件

 
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
耕
作
者
は
、
自
由
な
所
有
者
で
あ
ろ
う
と
隷
属
民
で
あ
ろ
う
と
、
つ
ね
に
自
分
の
生
活
手
段
を
自
分
自
身
で
、

 
独
立
に
、
独
立
し
た
労
働
者
と
し
て
、
自
分
の
家
族
と
い
っ
し
ょ
に
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
」
 
（
『
資
本
論
』

 
第
三
巻
、
全
集
版
二
三
巻
 
、
一
〇
三
三
～
四
ペ
ー
ジ
）

 
こ
の
部
分
は
、
第
六
篇
「
超
過
利
潤
の
地
代
へ
の
転
化
」
の
中
の
「
資
本
主
義
的
地
代
の
生
成
」
の
章
の
、
最
終
節
の
「
分
層
農
制

と
農
民
的
分
割
地
所
有
」
の
一
部
門
あ
る
。
こ
の
引
用
文
の
冒
頭
の
「
こ
の
よ
う
な
、
自
営
農
民
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
前
の
部
分

で
自
営
農
民
と
し
て
の
分
割
地
農
民
と
分
早
馬
制
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
分
母
農
制
と
は
借
地
農
業
者

で
あ
り
、
自
営
農
民
よ
り
は
冷
細
な
貨
幣
地
代
負
担
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
が
「
小
経
営
生
産
様
式
」
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
引
用
文
中
の
、
近
代
諸
国
の
農
民
と
の
関
連
を
整
理
す
る
と
左
記
の
よ
う
に
る
。

 
小
経
営
生
産
様
式
と
し
て
の
直
接
生
産
者

 
 
分
益
農
制
1
1
借
地
農
業
者

 
○
イ
ギ
リ
ス
の
借
地
農
業
者
（
二
三
、
九
四
七
）

 
○
フ
ラ
ン
ス
の
農
民
（
二
五
、
八
一
二
）

 
○
西
ド
イ
ツ
の
農
民
（
二
三
、
九
四
九
～
五
〇
）

 
○
世
襲
占
有
者
（
二
五
、
一
〇
一
＝
～
三
）

 
分
割
地
所
有
農
民
1
1
自
営
農
民

 
○
ヨ
ー
マ
ン
リ
（
二
三
、
九
四
四
）

 
○
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
農
民
（
二
三
、
九
四
五
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
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一
二

 
○
独
立
手
工
業
者
（
二
三
、
四
三
九
）

 
 
※
（
 
）
内
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
つ
い
て
『
資
本
論
』
が
説
明
し
て
い
る
個
所
を
示
す
、
全
集
版
で
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
で

 
 
 
あ
る
。

 
こ
こ
で
分
益
農
制
に
入
る
も
の
は
、
占
有
者
・
隷
属
者
で
あ
り
引
用
文
中
の
「
隷
属
民
」
・
「
占
有
主
体
」
に
対
応
し
、
 
「
小
経
営

生
産
様
式
」
と
し
て
は
準
典
型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

 
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
借
地
農
業
者
の
最
初
の
形
態
は
自
分
自
身
も
農
奴
だ
っ
た
ベ
リ
ー
フ
（
領
主
の
土
地
管
理
人
）
で
あ
る
。
」

 
（
同
、
二
三
、
九
七
〇
ペ
ー
ジ
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
奴
は
こ
こ
で
は
占
有
者
に
含
ま
れ
ず
「
小
経
営
生
産
様
式
」
に
入
ら
な
い
。

 
マ
ル
ク
ス
が
明
ら
か
に
「
小
経
営
生
産
様
式
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
個
所
は
、
本
源
的
蓄
積
と
資
本
主
義
地
代
の
生
成
に

関
す
る
個
所
に
集
中
し
て
お
り
、
 
『
資
本
論
』
で
は
あ
と
一
個
所
、
資
本
主
義
的
生
産
過
程
に
お
け
る
協
業
に
関
す
る
項
の
補
注
だ
け

ハ 

､で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
「
小
経
営
生
産
様
式
」
概
念
が
、
封
建
的
生
産
様
式
が
崩
壊
し
た
後
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
本
格
的
に

展
開
す
る
ま
で
の
過
渡
期
の
社
会
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
、

 
「
あ
る
程
度
の
高
さ
に
達
す
れ
ば
、
こ
の
生
産
様
式
は
、
自
分
自
身
を
破
壊
す
る
物
質
的
手
段
を
生
み
だ
す
。
こ
の
瞬
間
か
ら
、
社

 
会
の
胎
内
で
は
、
こ
の
生
産
様
式
を
栓
桔
と
感
ず
る
力
と
熱
情
と
が
動
き
だ
す
。
こ
の
生
産
様
式
は
滅
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
し
、
そ
れ
は
滅
ぼ
さ
れ
る
。
」
 
（
同
、
九
九
四
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
記
述
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
 
「
定
式
」
に
述
べ
ら
れ
た
内
容
と
同
主
旨
の
こ
と
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 
 
り
 
 
り

な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
的
・
古
代
的
・
封
建
的
・
小
経
営
・
お
よ
び
近
代
ブ
ル
ジ
ア
的
と
並
ら
べ
ら
れ
る
ほ
ど
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
封
建
社
会
か
ら
資
本
主
義
社
会
へ
の
移
行
の
過
程
に
お
い
て
、
い
か
に
重
要
な
範
疇
で
あ
る
か
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

 
こ
の
「
生
産
様
式
」
は
、
労
働
過
程
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
「
生
産
者
の
独
立
し
た
労
働
に
も
と
つ
く
小
規
模
生
産
」
で
あ
り
、
生
産
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関
係
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
「
自
由
な
所
有
」
と
な
る
。
農
奴
や
一
般
的
な
隷
農
は
「
小
経
営
」
で
は
あ
る
が
、
自
由
な
所
有
者
で
は
な

い
か
ら
「
小
経
営
生
産
様
式
」
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
奴
隷
は
労
働
過
程
・
生
産
関
係
の
ど
ち
ら
か
ら
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
「
小

経
営
生
産
様
式
」
で
は
な
く
、
 
「
小
経
営
」
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
こ
れ
ら
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
 
「
小
経
営

生
産
様
式
」
な
る
言
葉
は
限
ら
れ
た
個
所
だ
け
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
占
有
主
体
と
し
て
の
奴
隷
の
存
在
を
主
張
す
る
中
村
氏
は
、
古
代
ス
パ
ル
タ
の
ヘ
イ
ロ
タ
イ
と
近
代
イ
ン
ド
の
ラ
イ
オ
ッ
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
む

地
代
負
担
農
民
を
、
マ
ル
ク
ス
が
奴
隷
と
と
ら
え
て
い
る
ご
と
く
述
べ
て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
ど
こ
に
も
両
者
が
奴
隷
だ
と
は
述
べ

て
い
な
い
。
ヘ
イ
ロ
タ
イ
・
ラ
イ
オ
ッ
ト
地
代
負
担
農
民
は
と
も
に
、
今
日
で
も
そ
の
本
質
を
め
ぐ
る
論
争
が
た
え
な
い
の
で
あ
り
、

先
見
的
に
奴
隷
と
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
家
族
・
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源
』
に
お
い
て
、
ヘ
イ
ロ
タ
イ
を
農
奴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
ロ
 

的
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
奴
隷
が
土
地
を
占
有
す
る
と
す
れ
ば
、
進
化
の
途
上
に
あ
る
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
身
分
的
な
呼
称
は
、
階
級
的
・
実
質
的
な
変
化
よ
り
遅
れ
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。

 
も
う
一
つ
中
村
氏
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
第
一
の
と
ら
え
方
の
「
労
働
者
と
生
産
手
段
の
本
源
心
身
＝
の

中
に
、
奴
隷
制
・
農
奴
制
が
と
も
に
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
る
点
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
中
か
ら
次
の
文

 
 
 
 
 
 
ニ
こ

を
引
用
し
て
い
る
。

 
「
労
働
者
と
労
働
条
件
と
の
本
源
的
統
一
に
は
｛
労
働
者
自
身
が
客
体
的
な
労
働
条
件
に
属
し
て
い
る
奴
隷
関
係
を
別
と
す
れ
ば
｝

 
二
つ
の
主
要
形
態
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
（
自
然
発
生
的
共
産
主
義
）
と
、
あ
れ
こ
れ
の
形
態
で
の
小
さ
な
家
族

 
農
業
（
そ
れ
に
は
家
庭
工
業
が
結
び
つ
い
て
い
る
）
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
」
（
全
集
版
二
六
巻
、
五
四
七
ペ
ー
ジ
）

 
中
村
氏
は
引
用
文
中
｛
 
｝
の
部
分
を
「
奴
隷
関
係
の
他
に
」
と
解
釈
し
、
奴
隷
制
も
労
働
者
と
生
産
手
段
の
本
源
的
統
一
の
別
の

形
態
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
熊
野
聡
氏
の
批
判
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
全
集
版
の
翻
訳
に
も
一
因
が

あ
り
、
本
来
は
「
奴
隷
関
係
は
除
外
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
労
働
者
自
身
が
対
象
的
労
働
条
件
だ
か
ら
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＝
二
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一
四

熊
野
氏
の
批
判
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
個
所
を
中
村
氏
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

 
中
村
氏
は
さ
ら
に
、
労
働
者
と
生
産
手
段
の
本
源
的
統
一
に
は
「
本
源
的
所
有
」
と
「
二
次
的
所
有
」
が
あ
り
、
奴
隷
・
農
奴
は
労

働
者
が
生
産
手
段
を
所
有
せ
ず
生
産
手
段
の
一
部
と
し
て
土
地
に
付
属
す
る
「
二
次
的
所
有
」
の
形
態
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
論
拠

と
し
て
引
用
し
た
の
が
、
次
の
二
個
所
で
あ
る
。

 
「
奴
隷
関
係
や
農
奴
関
係
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
分
離
（
労
働
主
体
と
し
て
の
人
間
と
、
そ
の
定
在
の
非
有
機
的
諸
条
件
と
の
一

 
筆
者
）
は
生
じ
な
い
で
、
む
し
ろ
社
会
の
一
部
分
は
、
社
会
の
他
の
部
分
自
体
か
ら
、
他
の
部
分
に
固
有
の
た
ん
に
非
有
機
的
か
つ

 
自
然
的
な
諸
条
件
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
奴
隷
は
、
自
己
の
労
働
の
客
観
的
諸
条
件
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
も
も
っ
て
い

 
な
い
。
む
し
ろ
労
働
自
体
は
、
奴
隷
の
形
態
に
お
い
て
も
農
奴
の
形
態
に
お
い
て
も
、
家
畜
と
な
ら
ん
で
、
ま
た
は
土
地
の
付
属
物

 
と
し
て
、
ひ
と
し
く
生
産
の
非
有
機
的
条
件
と
し
て
そ
の
他
の
自
然
物
の
列
中
に
お
か
れ
る
。
」
 
（
『
諸
形
態
』
三
四
ペ
ー
ジ
）

「
も
し
人
間
自
身
が
、
土
地
の
有
機
的
付
属
物
と
し
て
、
土
地
と
い
っ
し
ょ
に
征
服
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
生
産
諸
条
件
の
一

つ
と
し
て
一
括
征
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
て
奴
隷
制
や
農
奴
制
が
発
生
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
あ
ら
ゆ
る
共
同
団
体
の
本
源

的
形
態
を
や
が
て
ゆ
が
め
、
ま
た
変
形
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
自
体
こ
れ
ら
の
共
同
団
体
の
基
礎
に
な
る
。
単
純
な
構
成
は
、
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
否
定
的
に
規
定
さ
れ
る
。
」
 
（
同
、
三
七
ペ
ー
ジ
）

 
前
の
文
章
に
つ
い
て
、
中
村
氏
は
「
奴
隷
も
農
奴
も
家
畜
と
な
ら
ん
で
、
土
地
の
付
属
物
と
し
て
…
…
」
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、

同
じ
『
諸
形
態
』
 
（
三
二
ペ
ー
ジ
）
に

 
「
彼
の
労
働
の
第
一
の
客
観
的
条
件
は
、
自
然
と
し
て
、
土
地
と
し
て
、
彼
の
非
有
機
的
肉
体
と
し
て
現
れ
る
」
と
あ
る
の
と
合
せ

て
解
釈
す
れ
ば
「
奴
隷
は
自
分
の
労
働
の
客
観
的
諸
条
件
で
あ
る
土
地
お
よ
び
自
分
自
身
の
肉
体
す
ら
所
有
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の

労
働
は
家
畜
と
な
ら
ん
で
、
農
奴
は
土
地
の
付
属
物
と
し
て
…
…
」
と
す
べ
き
で
あ
り
、
中
村
氏
は
読
み
込
み
不
足
で
あ
る
。
あ
と
の

文
章
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
奴
隷
制
・
農
奴
制
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
る
共
同
団
体
の
本
源
的
形
態
こ
そ
が
、
土
地
の
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有
機
的
付
属
物
と
し
て
人
間
が
定
在
す
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
り
、
征
服
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
と
同
様
に
生
産
諸
条
件
の
一
つ
と
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
土
地
の
付
属
物
た
る
を
必
然
と
は
し
な
い
。
 
「
土
地
プ
ラ
ス
人
間
」
で
は
な
く
、
 
「
土
地
」
も
「
人
間
」

も
そ
れ
ぞ
れ
、
生
産
諸
条
件
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
農
奴
は
土
地
に
付
属
す
る
が
奴
隷
は
不
可
で
あ
る
。

 
第
一
の
批
判
と
し
て
、
奴
隷
は
所
有
主
体
は
お
ろ
か
、
占
有
主
体
に
も
な
り
え
な
い
こ
と
は
先
述
し
た
と
う
り
で
あ
る
。
こ
の
事
実

は
、
土
地
に
付
属
す
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
徹
底
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
中
村
氏
の

述
べ
る
ご
と
く
、
奴
隷
の
生
活
手
段
に
対
す
る
所
有
を
認
め
た
と
し
て
も
、
土
地
そ
の
他
の
生
産
手
段
に
対
す
る
無
所
有
と
い
う
状
態

の
中
で
な
に
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
的
に
も
歴
史
的
に
も
何
の
意
味
を
も
持
た
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。

 
以
上
、
中
村
氏
の
前
近
代
ア
ジ
ア
の
社
会
構
成
の
研
究
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
視
角
で
あ
る
所
有
形
態
の
規
定
方
法
と
奴
隷
範
疇

を
中
心
と
し
て
批
判
し
て
き
た
。
結
果
と
し
て
、
土
地
占
有
奴
隷
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
「
国
家
的
奴
隷
制
」
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
有

効
な
範
疇
た
り
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。

お
 
わ
 
り
 
に

 
以
上
、
二
つ
の
「
国
家
的
奴
隷
制
」
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
は
、
奴
隷
お
よ
び
奴
隷
制
の
拡
大
解
釈
で

あ
っ
た
。
奴
隷
と
は
あ
く
ま
で
も
「
物
を
い
う
道
具
」
こ
そ
が
本
質
で
あ
り
、
土
地
・
家
畜
・
用
旦
ハ
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
第
三
者
に
所

有
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
規
定
に
合
致
し
な
い
も
の
は
奴
隷
で
は
な
い
。
ま
た
奴
隷
制
と
は
、
前
近
代
に
お
い
て
広
汎
に
み
と
め

ら
れ
る
経
済
的
制
度
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
を
も
っ
て
、
そ
の
社
会
を
奴
隷
制
社
会
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
太
田
秀
通
氏
が
明
言

す
る
ご
と
く
「
奴
隷
制
社
会
と
い
う
の
は
、
経
済
的
社
会
構
成
体
の
質
を
表
示
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
直
接
的
生
産
関
係
と
し
て
の
奴

隷
制
が
全
生
産
の
基
本
的
な
、
あ
る
い
は
支
配
的
な
生
産
の
支
配
的
な
関
係
で
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
け
を
表
わ
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
五
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一
六

 
 
 
 
ニ
 
 

を
指
さ
な
い
」
 
と
す
る
立
場
は
堅
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
原
・
芝
原
両
氏
の
説
は
生
産
関
係
と
は
別
の
「
人
格
的
奴
隷
状
態
」

と
「
家
内
奴
隷
制
」
の
国
家
的
規
模
で
の
拡
大
と
い
う
理
論
で
あ
る
が
、
成
立
し
た
国
家
に
お
け
る
国
家
と
公
民
の
関
係
が
純
粋
な
生

産
関
係
と
し
て
の
奴
隷
制
と
い
え
な
い
と
こ
ろ
に
最
大
の
欠
陥
が
あ
っ
た
。
中
村
氏
は
こ
の
点
を
、
耕
地
を
占
有
し
個
別
労
働
を
行
な

う
公
民
な
ど
を
「
土
地
占
有
奴
隷
」
な
る
新
た
な
範
疇
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
克
服
し
え
た
に
み
え
る
が
、
こ
う
し
て
奴
隷
そ
の

も
の
の
拡
大
解
釈
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
以
上
、
こ
れ
も
成
り
立
た
な
い
。
占
有
主
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち
生
産
物
に
対
す
る
先
主
的
な

所
有
権
を
持
ち
、
そ
の
中
か
ら
支
配
者
に
対
し
て
一
定
の
貢
租
を
さ
し
だ
す
よ
う
な
農
民
は
、
決
し
て
奴
隷
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
、
前
近
代
ア
ジ
ア
の
社
会
構
成
体
の
質
を
規
定
す
る
生
産
様
式
と
は
喜
ん
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
が
第
二
次
社
会
構
成
の
一

つ
と
し
て
、
奴
隷
制
・
農
奴
制
と
は
別
の
第
三
範
疇
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ
れ
を
『
資
本
論
』
の
言
葉
か

 ニ

@
 

ら
「
隷
農
制
」
と
規
定
し
、
前
近
代
ア
ジ
ア
は
も
ち
ろ
ん
、
奴
隷
制
・
農
奴
制
以
外
の
広
汎
な
隷
属
農
民
を
と
ら
え
る
範
疇
と
し
て
採

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
さ

用
す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
基
本
的
に
こ
の
見
解
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
摘
用
と
概
念
に
つ
い
て

の
整
理
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

 
従
来
、
古
代
ア
ジ
ア
の
社
会
構
成
の
特
質
は
奴
隷
制
一
般
で
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
古
代
史
の
中
で
も
巾
を
利
か
せ
て
い
た
。

し
か
し
、
『
諸
形
態
』
の
邦
訳
、
ア
ジ
ア
的
停
滞
性
論
争
・
近
代
化
論
争
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
「
総
体
的
奴
隷
制
」
範
疇
で
と
ら
え

る
べ
き
と
の
見
解
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
な
お
奴
隷
制
的
性
格
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
何
か

釈
然
と
し
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
新
た
に
提
起
さ
れ
た
「
国
家
的
奴
隷
制
」
説
は
、
い
ず
れ
も
、
「
総
体
的

奴
隷
制
」
説
よ
り
も
、
さ
ら
に
奴
隷
制
的
性
格
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

．
本
稿
の
最
大
の
目
的
は
、
す
べ
て
の
奴
隷
制
説
を
克
服
す
る
た
め
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
最
新
の
そ
れ
で
あ
る
「
国
家
的
奴
隷
制
」

説
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
の
成
果
は
、
 
「
国
家
的
奴
隷
制
」
が
「
総
体
的
奴
隷
制
」
説
を
凌
ぐ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
奴
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話
範
疇
の
精
密
化
と
農
奴
と
の
差
異
を
明
確
に
し
た
こ
と
。
お
よ
び
、
 
「
小
経
営
生
産
様
式
」
の
本
質
の
究
明
と
摘
用
範
囲
の
確
定
し

た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
当
初
の
目
的
に
向
っ
て
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
を
誓
っ
て
筆
を
置
く

こ
と
に
す
る
。

 
 
〈
注
〉

 
（
一
）
 
「
古
代
末
期
の
政
治
過
程
お
よ
び
政
治
形
態
」
 
（
『
社
会
史
成
史
大
系
』
日
本
評
論
社
、
一
九
五
〇
年
、
の
ち
増
補
し
て
『
古
代
末
期
政
治

 
 
 
史
序
説
』
未
来
社
、
一
九
五
六
年
）
、
五
四
六
ペ
ー
ジ
。

 
（
二
）
 
「
律
令
制
の
本
質
と
解
体
」
 
（
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集
『
時
代
区
分
上
の
理
論
的
諸
問
題
』
、
歴
史
学
研
究
会
編
、
青
木
書
店
、
一
九
五
六

 
 
 
年
）
 
『
歴
史
学
に
お
け
る
理
論
と
実
証
』
第
1
部
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
九
年
）
所
収
論
文

 
（
三
）
原
秀
三
郎
『
日
本
古
代
国
家
史
研
究
』
 
（
東
京
大
学
出
版
会
、
「
九
八
○
年
）

 
 
 
芝
原
拓
自
『
所
有
と
生
産
様
式
の
歴
史
理
論
』
 
（
青
木
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
両
者
の
見
解
は
細
部
に
わ
た
る
ま
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る

 
 
 
の
で
、
本
稿
で
は
芝
原
氏
の
著
書
を
と
お
し
て
批
判
を
行
な
う
。

 
（
四
）
芝
原
前
掲
書
、
四
四
～
五
ニ
ペ
ー
ジ
。

 
（
五
）
同
、
六
二
～
六
ペ
ー
ジ
。

 
（
六
）
同
、
八
六
～
七
ペ
ー
ジ
。

 
（
七
）
、
（
八
）
、
（
九
）
同
、
八
六
ペ
ー
ジ
。

 
（
一
〇
）
同
、
一
四
六
～
九
ペ
ー
ジ
。

 
（
一
一
）
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
』
序
言
（
全
集
版
第
＝
二
巻
、
六
～
七
ペ
ー
ジ
）

 
（
三
）
マ
ル
ク
ス
『
ヴ
エ
ラ
・
ザ
ス
ー
リ
ッ
チ
へ
の
手
紙
、
草
稿
三
』
 
（
国
民
文
庫
版
『
資
本
主
義
手
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
付
録
、
一
一
九

 
 
 
～
二
七
ペ
ー
ジ
）
。

 
（
三
）
同
、
一
二
五
ペ
ー
ジ
。

 
（
一
四
）
 
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
 
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）

 
（
一
五
）
中
村
前
掲
書
、
三
～
四
ペ
ー
ジ
。

 
（
一
六
）
同
、
二
二
五
ペ
ー
ジ
。

 
（
一
七
）
同
、
五
五
ペ
ー
ジ
。

 
（
天
）
第
一
巻
、
全
集
版
第
二
三
巻
、
九
九
三
ペ
ー
ジ
。
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一
八

（一

縺j

?
ｺ
前
掲
書
、
八
一
～
三
ペ
ー
ジ
、
二
八
五
～
八
ペ
ー
ジ
。

（二

Z）

S
集
版
第
二
一
巻
、
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
三
）
中
村
前
掲
書
、
八
ペ
ー
ジ
。

（一

O
）
 
「
奴
隷
制
と
小
経
営
に
つ
い
て
」
 
（
『
日
本
史
研
究
』
一
五
五
号
、
↓
九
七
五
年
）

（二

O）

?
ｺ
前
掲
書
、
二
六
～
七
ペ
ー
ジ
。

（二

l
）
 
『
奴
隷
と
隷
属
農
民
』
 
（
青
木
書
店
、
一
九
七
八
年
）
四
丁
ペ
ー
ジ
。

（二

ﾜ）

謗
O
巻
、
全
集
版
第
二
五
巻
、
一
〇
一
四
ペ
ー
ジ
。

（二

Z）

g
村
武
彦
「
『
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
』
と
そ
の
社
会
構
成
」
 
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
九
〇
号
、
一
九
七
二
年
）
、
 
「
古
代
ア
ジ
ア
社
会
と

 
 
日
本
」
 
（
講
座
『
史
的
唯
物
論
と
現
代
』
3
世
界
史
認
識
、
青
木
書
店
、
一
九
七
八
年
）

 
 
峰
岸
純
夫
「
日
本
中
世
社
会
構
造
と
国
家
」
 
（
大
系
『
日
本
国
家
史
』
2
中
世
、
東
京
大
学
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）

〔
附
記
〕
小
稿
は
徳
山
大
学
総
合
経
済
研
究
所
個
人
研
究
助
成
費
に
よ
る
個
人
研
究
「
日
本
中
世
社
会
構
造
の
研
究
」
の
中
間
報
告
で
あ
る
。
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