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漠
代
大
私
有
地
に
於
け
る
小
作
者
と
奴
隷
の
問
題

宇

都

宮

清

音

農
業
は
支
部
に
於
け
る
生
産
部
門
の
決
定
的
部
分
で
あ
っ
た

こ
と
は
古
今
を
通
じ
て
か
は
る
虞
で
な
い
｡
漢
代
に
於
い
て
も

農
業
は
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
｡
従
っ
て
人
民
の
大
多
数
を
形
成

し
て
ゐ
る
農
民
の
安
危
と
そ
の
生
薬
で
あ
る
農
業
の
盛
衰
は
国

家
に
と
っ
て
も
配
合
に
と
っ
て
も
常
に
重
大
な
る
問
題
で
あ
っ

た
｡
例

へ
ば
漢
書
食
貸
志
は
漠
代
経
済
史
の
書
で
あ
る
が
'
そ

れ
に
盛
ら
れ
た
事
茸
と
思
想
は
悉
-
農
業
と
農
民
の
保
護
に
甜

す
る
も
の
と
言
ふ
も
過
言
で
は
な
い
.

而
し
て
漠
代
何
が
故
に
斯
の
如
-
農
業
農
民
の
問
題
が
や
か

ま
し
-
論
議
さ
れ
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
｡
そ
れ
は
仝
-
此

の
昔
時
大
私
有
地
の
発
展
に
伴
っ
て
土
地
を
失
っ
た
農
民
が
或

は
大
地
主
た
る
乗
併
者
の
下
に
小
作
農
化
し
'
更
に
叉
'
奴
隷

化
し
或
る
者
は
洗
民
と
な
っ
て
遠
-
そ
の
本
貫
の
地
を
去
ら
ぬ

ば
な
ら
ぬ
様
な
大
動
拓
が
農
村
配
合
に
蓉
生
し
っ
1
あ
づ
た
が

篤
め
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
.

童
仲
野
は
湊
の
初
め
の
大
私
有
地
の
牽
展
と
農
民
間
宙
に
就

い
て

〔秦
〕
用
商
執
之
法
｡
改
帝
王
之
制
｡
除
井
田
｡
民
得
賓
買
｡

富
者
田
連
作
伯
｡
貧
者
亡
立
錐
之
地
｡
-
-
或
耕
豪
民
之

田
｡
見
税
什
瓦
｡
故
貧
民
常
衣
牛
馬
之
衣
｡
而
食
犬
歳
之

食

云

工

謂

紅
q吉

I)

と
言
っ
て
ゐ
る
｡
大
私
有
地
が
牽
展
す
れ
ば
'
義
民
は
勢
と
し

て
董
仲
野
の
述
べ
て
ゐ
る
様
な
方
向
を
た
ど
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
こ

と
は
雷
然
で
あ
ら
う
｡
か
1

る
形
勢
は
漠
の
何
れ
の
時
代
に
於

い
て
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
後
藻
末
の
伸
長
銃
と
冨
ふ
尊

者
の
言
ふ
虚
･SJ左
に
引
い
て
見
や
う
｡

漠
嘩
以
釆
相
輿
馬
編
戸
奔
民
｡
而
以
財
力
相
君
長
者
.
世

＼

無
数
鳶
｡
中
略
豪
人
之
崇
連
棟
数
百
密
田
浦
野
9
枚
妙
子

1‡一･
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群
徒
附
寓
計
｡
鱒
柑
船
舶
衆
胎
革
叢

周
於
四
方
｡
巌
屑
積

貯
0
滴
於
都
城
.

叉
そ
の
緯
き
に

豪
人
貨
殖
館
舎
布
於
州
郡
｡
田
畝
連
於
方
図
｡
中
略
不
馬

編
戸

一
伍
之
長
｡
而
有
千
桑
名
邑
之
役
｡
中
略
蓋
分
田
無

限
｡
使
之
雷

｡
(
㈹
震

讐

九
)

と
言
っ
て
ゐ
る
｡
此
の
文
に
よ
る
と
'
大
私
有
地
所
有
者
は
革

に
地
主
で
あ
る
許
-
で
な
く
'
叉
天
下
を
周
る
舟
草
を
倶
へ
た

大
商
人
で
も
あ
っ
た
｡
そ
の
所
有
の
大
土
地
は
万
国
に
連
な
-

奴
碑
は
千
を
以
っ
て
数

へ
'
小
作
者
の
類
は
寓
を
以
っ
て
敬

へ

た
｡
徒
附
と
は
李
資
は
た
ゞ

徒
は
衆
'
附
は
親
と
し
て
ゐ
る
け

れ
ど
も
'
庶
民
の
身
分
を
以
っ
て
相
君
長
と
な
-
云
々
に
続
い

て
菅
臼
浦
野
奴
碑
千
群
徒
附
寓
計
と
連
冒
し
て
あ
る
所
か
ら
考

へ
れ
ば
､
党
づ
徒
附
と
は
奴
碑
に
封
し
て
小
作
者
の
群
を
最
も

多
-
指
し
た
と
見
る
の
が

一
番
安
雷
で
あ
ら
う
｡

商
人
が
土
地
を
乗
井
す
る
こ
と
は
漢
和
に
も
あ
っ
た
｡
竜
錆

は
常
時

一
般
に
農
民
が
窮
乏
に
陥
り
文
官
の
賦
税
課
求
も
劇
し

-
且

一
定
し
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
'
農
民
は
物
を
年
分
値
で
手

放
し
叉
高
利
を
倍
-
る
結
果
次
第
に
此
種
商
人
が
田
土
を
乗
井

す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
次
の
枝
に
述
べ
て
ゐ
る
｡

今
農
夫
中
略
共
有
者
年
賢
而
蜜
｡
亡
者
取
倍
柄
之
息
｡
於

是
有
貸
田
宅
｡
驚
子
孫
｡
以
償
茸
実
｡
而
商
貫
大
著
積
貯

倍
息
中
略
此
商
人
所
以
乗
井
農
人
｡
農
人
所
以
流
亡
者
也

(
謂

出
銭

)

斯
る
こ
と
は
武
帝
の
時
に
7
時
禁
断
と
な
っ
た
.
食
貨
窓
下
に

要
人
有
市
籍
及
豪
農
皆
無
待
名
田
以
便
農

と
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
｡

而
L
t
こ
れ
は
決
し
て
何
時
ま
で
も
数
力
が
あ
っ
た
こ
と
で

は
な
く
て
'
伸
長
銃
も
言
っ
て
ゐ
る
棟
に
商
人
の
魚
井
行
馬
は

漠
興
っ
て
以
来
連
続
し
た
こ
と
で
あ
-
､
菅
田
浦
野
の
家
人
は

同
時
に
敗
軍
雷
放
し
て
四
方
に
聞
流
す
る
大
商
人
で
あ
り
斯
る

宮
人
が
財
力

(
主
と
し
て
高
利
貸
行
馬
を
指
す
と
思
ふ
)
を
以

っ
て
農
村
の
貧
窮
者
を
塵
迫
し
､
そ
の
田
土
を
乗
井
す
る
こ

と

は
漢
の
世
を
経
る
ま
で
常
に
か
わ
ら
ぬ
配
合
状
勢
で
あ
っ
た
｡

後
漠
の
初
め
の
頃
の
人
で
桓
評
は
商
人
の
乗
非
行
馬
を
難
じ
て

矢
理
固
之
造
｡
畢
本
葉
而
抑
末
利
｡
是
先
帝
禁
人
二
葉
｡

0
0

銅
商
雷
不
待
馬
官
吏
｡
此
所
以
抑
井
乗
長
廉
恥
也
｡
今
富

0
0
0

0
O
O
O

商

大

貫

｡
多

改

鋳

貨

｡
中
家
子
弟
番
之
保
役
｡
趨
竜
輿
臣

僕
等
勤
(離
離
鯛
芋

八
)

と
.777fE
つ
で
ゐ
る
.
斯
る
商
人
の
高
利
貸
行
為
が
農
村
に
働
き
か

1…4
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け
た
時
'
債
務
を
負
っ
た
農
民
は
首
然
田
宅
を
奪
は
れ
､
叉
そ

の
小
作
者
と
し
て
臣
僕
(
奴
蘇
)
と
勤
を
等
し
-
す
る
労
働
に
従

事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
而
し
て
高
利
貸
行

馬
は
決
し
て
革
に
此
の
稜
商
人
に
限
ら
ず
'
本
来
農
薬
に
従
事

し
た
大
地
主
も
又
之
を
為
し
て
ゐ
る
｡
後
漢
書
の
焚
宏
の
侍
を

見
る
と
'
そ
の
父
重
は
死
に
臨
ん
で
他
人
に
貸
興
し
た
債
権
の

謹
書
で
あ
る
文
契
を
焚
別
せ
し
め
た
こ
と
が
載
っ
て
ゐ
る
｡

重
字
君
等
｡
世
青
畳
稼
｡
好
貨
殖
｡
中
略
共
営
理
産
業
｡

物
無
断
乗
.
課
綬
童
奪
.
各
得
其
宜
O
故
能
上
下
勢
力
｡

財
利
歳
倍
｡
至
乃
開
床
田
土
三
百
頃
中
略
其
素
研
暇
貸
人

間
警

寓
｡

慧

焚
創
芸

云
久

離
諾

六
十
二
)

と
､
焚
重
は
元
釆
農
薬
が
そ
の
仲
業
で
あ
っ
た
｡
そ
し

てや
は

-
此
の
枝
に
金
貸
し
行
為
を
営
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
.
契
宏
は

元
釆
後
漢
和
の
名
臣
で
あ
る
か
ら
'
此
の
記
事
も
む
し
ろ
契
氏

一
家
を
讃
美
す
る
様
な
調
子
で
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
焚
重
の

竃
藷
を
使
役
し
た
-
t
H
土
三
百
頃
を
開
床
し
た
-
'
貧
民
に

高
利
を
貸
し
た
-
す
る
こ
と
が
桓
評
や
伸
長
銃
の
指
摘
し
て
ゐ

る
富
商
大
貫
乃
至
は
豪
人
の
所
業
と
ど
れ
だ
け
異
っ
て
ゐ
る
で

あ
ら
う
か
.
落
噂
は
此
人
の
侍
の
論
に
奨
重
の
折
契
行
為
は
君

子
の
富
に
近
か
ら
ん
か
と
感
嘆
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
'
私
の
見

る
所
を
以
て
す
れ
ば
'
輿
重
の
行
鶴
こ
そ
漢
代
の
為
政
家
や
轡

者
が
盛
ん
に
攻
撃
し
て
ゐ
る
乗
井
者
の
行
馬
の
典
型
的
な
る
も

の
と
思
は
れ
る
｡
而
し
侶
-
に
焚
重
は
後
漢
書
に
書
か
れ
て
ゐ

る
棟
に
君
子
の
富
を
築
い
た
人
と
し
て
も
彼
が
農
村
に
あ
っ

て

他
人
に
数
百
寓
も
の
債
権
を
持
っ
て
ゐ
た
と
言
ふ
こ
と
は
明
ら

か
に
純
粋
な
農
村
の
地
主
で
あ
つ
て
も
亦
高
利
貸
行
馬
を
営
ん

だ
琵
嬢
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
封
照
た
る
債
務

者
は
言
ふ
ま
で
も
な
-
'
磯
煙
や
官
吏
の
諌
求
等
に
依
っ
て
貧

困
勝
ち
な
る
農
民
で
あ
っ
た
に
蓬
仏
な
か
ら
う
｡

｢

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
言
は
れ
る
で
あ
ら
う
｡

漠
代
で
は
土
地
の
大
量
な
る
私
有
が
豪
展
す
る
と
共
に
農
民
は

次
第
に
そ
の
小
作
農
に
庫
化
し
た
が
t
か
1

る
傾
向
を
促
進
し

た
も
の
は

一
般
に
金
力
あ
る
も
の
'
即
ち
主
に
農
村
に
働
き
か

け
る
'
商
人
殊
に
其
の
高
利
貸
行
儀
'
或
は
農
村
に
於
け
る
地

昼

の
高
利
貸
行
篤
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
.

〓

さ
て
然
ら
ば
漠
代
の
大
私
有
地
に
労
働
し
た
農
業
努
働
者
は

以
上
の
様
に
し
て
主
と
し
て
金
力
を
振
ふ
大
地
主
に
依
っ
て
小

作
農
化
せ
ら
れ
た
農
民
の
み
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
｡
奴

15
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薄
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
｡
私
は
前
後
繭
漢
書
を
通
講
し
て
見
て

取
索
が
農
業
に
従
事
し
た
こ
と
の
相
営
多
か
つ
た
こ
と
を
結
諭

せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

後
漠
の
奨
重
は
兜
に
引
い
た
文
に
よ
っ
て
も
判
る
椋
に
'
童

隷
に
課
役
す
る
こ
と
､
各
其
の
宜
を
待
'
速
に
田
土
三
百
頃
を

開
床
し
た
の
で
あ
る
｡
此
の
他
に
漠
代
で
は
田
土
と
共
に
奴
隷

が
必
ず
附
隠
し
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
ゐ
る
の
む
見
る
O

前
漠
の
名
将
雀
去
病
は
其
の
旬
奴
征
伐
の
途
中
'
故
郷
の
河
東

平
陽
を
訪
れ
､
絶
え
て
久
し
い
父
看
中
箱
と
偉
合
に
面
合
し
た

が
'
そ
の
時
位
醇
騎
将
軍
だ
っ
た
去
病
は
中
将
の
篤
め
に
大
に

田
宅
奴
婦
を
買
っ
て
之
に
讐

た
.
(
欄
票

讐

)

と
あ
る
.

ま
た
武
帝
は
そ
の
民
間
に
在
っ
た
異
父
姉
の
嘗
め
に
奴
婦
三
百

人
･
公
田
百
頃
を
以
っ
て
之
に
賜
は
つ
た
(
諾

加
計
批
鮎
)

と

め
-
.
後
漢
書
の
許
荊
侍
に
は
許
荊
の
父
武
が
そ
の
二
弟
と
家

産
を
分
析
し
た
こ
と
を
記
し
て

共
割
財
産
｡
以
寄
与
分
.
武
日
放
肥
田
贋
宅
奴
婦
密
着
.

二
弟
所
得
並
悉
劣
少
(網
棚
讐

六
)

と
言
っ
て
ゐ
る
｡
彊
な
る
奴
碑
を
肥
田
と
共
に
分
取
す
る
こ
と

は
奴
婦
と
田
土
の
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
後
此
の

武
と
言
ふ
人
は
そ
の
肥
出
と
贋
宅
'
奴
埠
の
資
財
を
三
倍
に
噂

殖
せ
し
め
た
こ
と
が
揖
き
に
書
い
て
あ
る
が
'
斯
る
こ
と
は
肥

由
と
そ
れ
に
耕
作
し
た
彊
き
奴
蝉
の
賜
で
あ
っ
た
ら
う
と
息
は

れ
る
0
叉
司
馬
相
知
の
侍
を
見
る
と

.

卓
王
孫
不
得
巳
｡
分
輿
文
君
偉
百
人
｡
鑓
百
寓
｡
及
其
妹

噂
衣
被
財
物
｡
文
君
乃
輿
相
加
蹄
成
都
｡
買
田
宅
篤
富
人

(
覗
蛸
枇
肘
警

)

と
あ
る
｡
革
ま
孫
は
萄
の
富
豪
で
文
君
は
そ
の
娘
で
あ
-
､
司

馬
相
如
と
結
婚
し
た
者
で
あ
る
が
'
元
来
父
は
こ
れ
を
許
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
｡
さ
て
此
の
文
に
よ
る
と
相
如
は
そ
の
妻
に

輿

へ
ら
れ
た
奴
隷
百
人
と
頓
首
寓
を
以
っ
て
成
都
に
田
土
を
買

っ
て
宮
人
と
な
っ
た
と
あ
る
が
'
此
慶
に
於
い
て
も
'
叉
奴
隷

と
田
地
は
探
き
関
係
に
あ
-
､
恐
ら
-
此
の
百
人
の
奴
隷
は
新

し
-
買
は
れ
た
田
土
の
生
産
労
働
力
と
し
て
活
用
せ
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
O

+

文
藻
代
の
地
主
が
奴
隷
を
貿
ふ
時
に
は
自
分
の
所
有
地
の
一

部
を
耕
作
せ
し
め
や
う
と
す
る
こ
と
が
目
的
の
一
つ
に
な
っ
て

ゐ
た
棟
で
あ
る
｡
有
名
な
僅
約
と
言
ふ
滑
稽
文
を
書
き
穣
し
て

ゐ
る
王
嚢
は
そ
の
購
買
し
た
便
了
と
言
ふ
奴
に

二
月
春
分
阪
随
杜
定
｡
落
桑
披
稜
｡
種
瓜
作
歌
o
別
茄
故

意
焚
模
畿
噂
聾
集
破
封
-
･四
月
常
披
五
月
雷
榛
.
十
月
牧

一一16-
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豆
｡
多
取
茅
芋
｡
-
-
栢
種
桃
李
梨
柿
柘
桑
｡
三
文

一
樹

八
蛮

行
｡
果
慧

従
｡
縦
横
相
罵

云
こ

棚
僻
諾

帥
九
)

と
言
っ
て
そ
の
日
分
所
有
の
園
の
農
耕
を
命
じ
て
ゐ
る
｡
叉
後

漠
末
の
鷹
勅
の
著
し
た
風
俗
通
義
に
は
攻
の
様
な
話
が
載
っ
て

ゐ
た
棟
で
あ
る
｡

廃
除
中
略
磐
井
待
機
千
飴
寓
中
略
窮
親
家
事
O
行
求
老
倉

頭
｡
謹
信
屠
住
着
｡
年
六
十
飴
直
二
寓
鏡
｡
使
主
牛
馬
排

種
云
～
(佃
軒
御
題

開
音
七
十
二)

聖

龍
険
の
蒼
頚
管

奴
蘇
(欝

題

絹
,BI鮎
酢

馳
覗

訳

朗
一
)

蔓

っ
た
晶

も
量

牛
馬
及
び
耕
種
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
｡

山
方
叉
'
前
述
の
棟
に
農
村
に
働
き
か
け
る
金
力
の
作
用
に

よ
っ
て
田
土
を
喪
失
し
た
農
民
は
小
作
農
化
す
る
と
共
に
更
に

甚
だ
し
-
貧
窮
な
る
者
は
奴
浄
化
を
除
儀
な
-
さ
れ
た
が
'
斯

る
奴
隷
も
亦
主
と
し
て
農
耕
に
従
事
し
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ

も
.

1
腰
漠
代
で
は
人
身
資
質
の
内
で
略
更
と
言
ふ
方
法
は
法

律
上
兎
も
角
禁
止
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
｡
後
漠
の
光
武
帝

の
建
武
七
年
の
詔
に

吏
人
遭
磯
風
及
爵

徐
賊
所
略
啓
放
線
下
妻
欲
去
留
者
泰

蛭
之
.
敢
拘
制
不
達
以
要
人
法
従
事

と
あ
る
｡
こ
の
質
入
法
は
他
人
を
略
賓
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も

の
に
達
ひ
な
S
｡
何
と
な
れ
ば
同
じ
-
十
三
年
の
詔
に
は

釜
州
民
首
八
年
以
来
被
略
馬
奴
婦
者
皆

一
切
発
馬
庶
民
.

-
-
敢
拘
留
者
比
青
徐
二
州
以
略
人
法
従
事

)

と
あ
り
､
此
の
略
人
法
は
前
の
要
人
法
と
正
に
同

7
の
法
律
で

あ
る
可
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
此
の
桂
に
他
人
を
略
賓
す
る

こ
と
は
兎
も
角
法
律
上
は
厳
禁
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
が
､

貧
窮
や
債
務
の
馬
め
に
或
は
自
賛
し
た
-
子
供
を
賓
る
こ
と
は

公
認
さ
れ
て
ゐ
た
｡
後
漠
の
時
代
に
樺
を
壇
に
し
た
発
寒
に
は

次
の
様
な
事
塔
が
樽
へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

起
別
第
於
城
西
以
約
姦
亡
.
或
取
良
人
悉
馬
奴
碑
至
数
千

人
名
目
か
荒

(諸

宗

断
)

こ
-の

｢
自
費
人
｣
は
巽
が
自
分
の
不
法
を

1
慮
萩
は
ん
為
め
の

･口
茸
と
し
て
意
味
が
あ
る
と
思
ふ
.
故
に
他
人
を
自
費
人
と
す

る
こ
と
は
決
し
て
法
律
上
禁
令
に
は
属
し
て
ゐ
な
か
つ
た
と
推

測
し
て
よ
い
｡
文
子
を
費
る
こ
と
は
こ
れ
も
許
さ
れ
て
ゐ
た
O

藻
の
高
組
は
秦
漠
の
際
に
安
子
す
る
こ
と
を
許
る
し

て
ゐ

る

(鯛
舶
畑
)
が
そ
の
後
葦

と
飢
磯
の
場
合
に
於
い
て
は
賛
言

常
に
行
は
れ
た
こ
と
数
に
限
-
な
い
｡
而
し
平
時
に
於
い
て
も

餐
因
に
陥
っ
て
ゐ
る
農
民
が
安
子
に
よ
.つ
て
}
時
を
逃
れ
る
と

-lit.-



｣惨

と
は
茶
飯
事
で
あ
っ
た
棟
で
あ
る
ご
剛
に
挙
げ
た
竜
錆
の
文
に

も
そ
の
こ
と
は
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
｡
而
し
て
斯
様
な
自
賛
と

rId
子
の
途
こ
そ
高
利
貸
行
為
の
塵
迫
に
よ
っ
て
農
民
が
農
村
奴

/
赤
と
化
す
る
大
道
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
｡
さ
れ
ば
農
村
に
封

し
て
金
力
の
働
卦
か
け
が
増
大
す
る
程
此
の
種
の
奴
隷
も
亦
埠

大
し
た
で
あ
ら
う
｡
さ
う
し
て
是
等
の
自
費
人
及
び
安
子
の
奴

隷
は
常
然
そ
の
買
主
の
田
土
を
耕
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
で
あ
ら
う
｡
こ
れ
に
就
い
て
は
明
ら
か
な
史
料
が
存
す
る
わ

け
で
は
な
い
が
､
要
子
に
就
い
て
漢
書
'
厳
助
の
鰭
に

間
者
数
年
歳
比
不
等

民
待
膏
欝
警

以
接
衣
食
(
紺
相
場

5
)

と
あ
-
'
漢
を
去
る
達
-
な
い
曹
魂
の
如
淳
は
之
に
註
し
て

港
南
俗
章
子
興
人
作
奴
碑
D
名
篤
聖
子
.
三
年
不
能
頃
｡

連
環
奴
婦

と
言
っ
て
あ
31
'
是
に
よ
る
と
安
子
は
債
務
償
却
の
篤
め
で
あ

る
か
ら
'
そ
の
労
働
は
雷
然
主
人
の
薦
め
に
捧
げ
ら
れ
る
の
で

め
-
'
両
も
債
樺
者
た
る
主
人
は
前
に
も
言
っ
た
枝
に
大
地
主

と
し
て
生
産
労
働
力
を
大
い
に
必
要
と
す
る
者
で
あ
る
故
'
此

の
種
の
奴
希
が
主
と
し
て
農
耕
に
従
っ
た
事
は
明
瞭
で
あ
ら
う

と
思
ふ
｡
仁
井
田
陸
民
は
如
淳
が
こ
れ
を
里
に
准
南
の
俗
と
し

で
ゐ
る
の
む
押
薦
め
て
安
野
各
地
に
.行
蹴
れ
虹
も
6
4と
し
て
臥

る
が
(
娼

謂

虻
針
㌫

傾
禁

鯛
)

こ
れ
笠

L
s
と
思
は
れ

る
.
叉
如
淳
は
三
国
魂
の
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
斯
る
風
習
は

決
し
て

1
朝

1
夕
で
出
来
上
る
も
の
で
な
い
か
ら
怒
ら
-
漢
代

か
ら
づ
土
と
引
つ
ゞ
い
て
大
同
小
異
に
支
部
の
各
地
方
に
行
は

れ
た
も
の
と
考

へ
て
よ
い
｡
自
賛
人
も
前
引
仁
井
田
氏
の
論
文

に
よ
れ
ば
'
本
来
債
務
奴
奪
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
農
村
に
於
け

る
労
働
が
主
と
し
て
真
跡
に
向
け
ら
れ
た
こ

と
曝
首
は
す
も
が

な
で
あ
ら
う
｡

借
て
'
漠
代
で
は
田
土
は
必
ず
奴
隷
を
伴
っ
て
記
述
さ
れ
て

ゐ
る
が
'
こ
れ
は
前
漠
の
時
代
に
盛
ん
に
単
音
や
馬
政
家
が
粂

井
者
を
攻
撃
し
た
場
合
に
田
土
間
題
に
附
随
し
て
'
毎
に
奴
碑

問
題
が
叉
論
及
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
ゐ
る
｡
蔑
仲
野

の
詮
は
次
の
通
-
で
あ
る
.

盲
井
田
法
.
錐
難
卒
行
.
宜
少
近
古
｡
限
民
名
田
以
浄
不

足
o
塞
井
乗
之
路
o
中
略
去
奴
婦
除
専
殺
之
威

(慧

53)

叉
哀
帝
の
頃
に
師
丹
と
言
ふ
人
は
次
の
様
な
こ
と
を
言
っ
て
ゐ

る

0
孝
文
皇
帝
承
亡
周
乳
秦
兵
事
之
後
｡
天
下
基
虚
｡
故
務
勧

兵
桑
｡
帥
以
節
倹
｡
民
始
充
茸
｡
未
有
井
乗
之
害
｡
故
不

I-78
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馬
民
田
及
奴
碑
鶏
眼
云
々
(同
前
)

此
の
言
葉
に
よ
っ
て
上
奏
さ
れ
た
の
が
有
名
な
孔
光
何
武
等
の

限
田
限
奴
婦
の
具
標
案
で

諸
侯
王
列
侯
皆
得
名
田
国
中
｡
列
侯
在
長
安
公
主
名
田
願

遣
及
関
内
侯
吏
民
名
田
骨
母
過
三
十
頃
｡
諸
侯
王
奴
妙
二

百
人
列
侯
至

百
人
O
関
内
侯
吏
民
三
十
人
云
工

祁

艶

と
な
っ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
等
の
捷
案
は
何
れ
も
失
敗
に
終
っ
た
も

の
で
あ
る
が
王
葬
に
至
っ
て

今
更
名
天
下
田
望

田
｡
奴
婦
日
私
屡
｡
皆
不
得
資
質
｡
(
嗣
)

と
決
定
し
て
'
と
も
か
-
田
土
奴
碑
問
題
を

一
時
解
決
し
た
こ

と
に
な
っ

てゐ
る
｡

こ
れ
等
の
例
を
見
て
も
漠
代
(
殊
に
前
漠
)
.

で
は
円
土
と
奴
牌
の
間
轟
は
如
何
に
密
接
に
し
て
不
離
な
る
関

係
に
立
っ

て
ゐ
た
か
ゞ
理
解
さ
れ
や
う
｡
さ
う
し
て
そ
の
密
接

に
し
て
不
離
な
る
関
係
と
は
'
砂
-
と
も
前
湊
で
は
未
だ
円
土

は
奴
隷
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
る
こ
と
も
極
め

て多
か
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
ゐ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
息

ふ

の
で
あ

る
｡
前
に
述
べ
た
枝
に
小
作
農
の
発
生
は
大
私
有
地
の
費
展
と

共
に
前
漢
初
以
東
の
抱

へ
ざ
る
趨
勢
で
は
あ
っ
た
o
而
し
な
が

ら
童
仲
厨
は
什
五
の
税
を
地
主
に
納
め
る
小
作
者
の
存
在
を
指

摘
し
っ
1
も
猪
ほ
田
土
奴
婦
問
題
の
具
鰭
的
解
決
案
で
は
そ

の

者
に
つ
い
て
未
だ
少
し
も
ふ
れ
て
ゐ
な
い
｡
叉
孔
光
何
武
等
の

具
髄
案
に
も
何
等
小
作
者
の
こ
と
は
表
れ
て
ゐ
な
い
.
こ
れ
は

小
作
者
の
問
題
は
少
-
も
前
漠
に
於
い
て
は
未
だ
奴
隷
問
題
に

比
し
て
は
そ
れ
程
大
問
題
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
ふ

こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
何
武
や
孔
光
の
限
田
限
奴

隷
案
に
封
照
し
て
見
て
'
私
の
興
味
を
惹
-
の
は
晋
代
の
占
甲

.法
で
あ
る
.
晋
の
占
田
法
に
於
い
て
は
奴
林
間
題
は
姿
を
指
し

て
代
-
に
佃
客
即
ち
小
作
者
の
制
限
が
登
場
し
て
ゐ
る
｡

其
官
品
第

一
至
第
九
.
各
以
黄
塵
占
田
0
品
第

7
着
占
五

十
頃
｡
第
二
品
四
十
五
頃
｡
第
三
品
四
十
頃
｡
第
四
品
三

十
五
頃
｡
第
五
品
三
十
頃
｡
第
六
品
二
十
五
頃
｡
第
七
品

二
十
頃
｡
第
八
品
十
五
頃
｡
第
九
品
十
頃
｡
中
略
其
廠
有

佃
客
者
骨
品
第

一
第
二
者
佃
客
無
過
五
十
戸
｡
第
三
品
十

戸
｡
第
四
品
七
戸
｡
第
五
品
五
戸
｡
第
六
品
三
戸
｡
第
八

品
第
九
空

戸
云
<
(讐

詣

志
)

此
の
頃
で
も
奴
隷
が
農
耕
か
ら
全
然
退
却
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る

と
は
ど
う
し
て
も
考

へ
ら
れ
ず
'
現
に
比
の
占
田
法
に
於
い
て

も
占
田
頃
敦
と
佃
客
の
敦
は
決
し
て
相
営
る
と
は
考
へ
ら
れ
な

S
か
ら

(
占
田
法
の
記
す
る
所
に
従
っ
て
平
民
男
子

一
人
占
田

19



勿

七
十
畝
女
子
三
十
畝
を
そ
の
耕
作
能
力
と
し
て
考
察
し
て
も
)

そ
の
飴
地
は
必
ず
や
奴
隷
が
耕
作
に
常
つ
た
と
発
づ
考
ふ
可
き

で
あ
る
と
息
ふ
が
'
常
時
農
村
に
於
け
る
大
私
有
地
の
小
作
耕

作
制
が
大
い
に
聾
展
し
て
ゐ
る
の
で
な
か
っ
た
ら
此
の
占
田
法

の
様
な
現
象
は
現
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
｡
さ
う
し
て
此
の
事

は
以
っ
て
側
面
的
に
前
漠
代
の
田
土
間
題
に
佃
客
間
題
が
登
場

せ
ず
し
て
奴
婦
問
題
の
み
が
登
場
論
議
さ
れ
て
ゐ
る
所
以
を
理

解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
β

此
の
棟
に
漠
代
に
於
い
て
は
奴
隷
に
よ
る
農
耕
も
決
し
て
軽

視
す
可
き
で
な
い
様
に
息
は
せ
る
記
事
に
多
-
出
合
ふ
の
で
あ

る
が
'
然
ら
ば
前
後
爾
漠
を
通
じ
て
此
の
奴
隷
と
小
作
者
の
問

題
に
は
ど
ん
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
か
｡
こ
れ
は
決
し
て
簡
畢

な
問
題
で
は
な
い
｡
而
し
偶
に
私
が
得
た
限
-
の
史
料
か
ら
論

ず
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
な
れ
ば
攻
の
橡
に
な
る
と
思
ふ
｡

三

前
漠
の
時
代
で
は
奴
隷
制
限
に
閲
す
る
問
題
は
巳
.に
述
べ
た

棟
に
'
常
に
田
土
間
題
を
伴
っ
て
政
府
も
畢
者
も
熱
心
に
論
議

し
た
も
の
で
あ
る
｡
然
る
に
後
藻
の
時
代
に
な
る
と
､
事
茸
上

奴
婦
の
問
題
は
そ
れ
程
密
接
に
田
土
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て

ゐ
な
い
.
さ
う
し
て
7
椴
に
鳥
相
の
問
題
は
富
商
大
貫
或
は
義

人
(
前
引
軽
薄
及
び
伸
長
銃
の
言
参
考
)
と
言
ふ
様
な
金
力
を
以

っ
て
農
村
に
働
き
か
け
て
行
-
も
の
に
封
す
る
非
難
の
言
葉
と

な
っ
て
現
れ
て
ゐ
る
｡
而
し
て
此
の
金
力
を
以
っ
て
農
村
に
働

き
か
け
る
も
の
は
前
に
述
べ
た
棟
に
決
し
て
革
に
富
商
大
貫
や

豪
人
の
み
で
な
-
て
契
重
の
様
な
農
村
の
純
地
主
と
考
へ
ら
れ

る
者
も
亦
是
を
馬
し
た
と
充
分
考

へ
ら
れ
る
か
ら
'
そ
れ
等
の

非
難
の
言
葉
は
要
す
る
に
金
力
者
拓
が
農
村
に
於
い
て
田
土
を

乗
井
し
､
従
っ
て
農
民
を
自
己
の
小
作
農
化
す
る
こ
と
を
攻
撃

し
た
も
の
と
認
め
て
宜
ろ
L
か
ら
う
と
思
ふ
｡

｢′･
)

ノ

即
ち
前
漠
に
於
け
る
田
土
奴
隷
問
題
は
後
漠
に
な
る
と
自
ら

｢
金
力
着
流
の
田
土
乗
井
問
題
｣
に
韓
化
し
前
漠
の
時
代
に
あ
れ

程
や
か
ま
し
-
論
議
せ
ら
れ
た
奴
婦
の
間
商
は
此
の
金
力
着
流

の
田
土
条
井
問
題
の
中
に
止
揚
せ
ら
れ
て
最
早
や
そ
れ
自
身
だ

け
で
は
問
題
の
中
心
を
な
さ
な
-
な
っ
て
凍
て
ゐ
る
の
で
あ
る

と
思
は
れ
る
.
こ
の
こ
と
は
決
し
て
後
漠
時
代
に
於
い
て
奴
隷

が
減
少
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
-
て
'
農
村
に

於
け
る
私
有
地
の
畿
展
と
小
作
農
群
の
魅
大
化
が
奴
隷
問
題
を

か
た
隅
へ
押
し
や
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と

/
厄

ふ
.J
先
に
も
引
用
し
た
伸
長
銃
の
言
葉
に
菅
田
浦
野
奴
婦
千
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Bl

群
徒
附
寓
計
と
言
ふ
句
が
あ
る
｡
今
暇
に
徒
附
寓
計
が
総
べ
て

こ
れ
田
野
に
働
-
小
作
者
の
群
で
あ
る
と
考
へ
て
見
や
う
｡
さ

う
す
れ
ば
奴
碑
と
小
作
者
か
割
合
は

1
封
十
と
な

る
で
あ
ら

う
｡
而
し
茸
際
に
於
い
て
は
奴
牌
の
中
に
も
農
耕
以
外
の
生
産

に
従
事
し
'
叉
家
内
乃
至
容
惨
奴
帝
も
居
る
だ
ら
う
L
t
徒
附

の
中
に
は
小
作
農
民
許
-
で
な
-
'
其
の
他
の
者
も
勿
論
混
つ

て
ゐ
る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
'
奴
娘
と
徒
附
と
の
比
は

一
封
十

で
ぁ
る
と
す
る
な
れ
ば
'
砂
-
も
農
耕
奴
碑
の
数
よ
り
は
小
作

者
の
方
が
造
か
に
多
か
っ
た
ら
う
と
言
ふ
想
像
は
決
し
て
無
理

で
は
な
か
ら
う
｡
前
漠
の
董
仲
野
は
或
は
農
民
の
田
を
耕
し
て

什
五
を
税
せ
ら
れ
る
と
言
っ

て
ゐ
る
が
'
此
の
或
の
字
は
決
し

て
無
意
味
で
な
い
と
思
ふ
O
前
漢
和
に
於
い
て
は
小
作
農
の
畿

展
は
後
藻
末
に
比
し
て
恐
ら
-
逮
-
及
ば
な
か
っ
た

で
あ
ら

う
.
何
と
な
れ
ば
私
有
の
田
土
に
は
奴
隷
農
耕
が
よ
り
贋
-
行

ほ
れ
て
ゐ
た
ら
う
か
ら
で
あ
る
｡
故
に
重
民
の
用
ひ
て
ゐ
る
'

或
は
の
字
は
田
土
を
失
っ
た
農
民
が
続
々
と
し
て
什
五
を
税
せ

ら
れ
る
大
地
主
の
小
作
民
と
な
る
こ
と
を
表
現
し
て
は
ゐ
な
く

て
'
中
に
は
斯
る
者
も
相
嘗
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
の
だ
と

思
ふ
｡
是
に
此
し
て
仲
長
氏
の
言
葉
は
金
漠
四
百
年
の
間
に
富

商
大
富
豪
は
豪
人
或
は
農
村
地
主
の
金
力
の
薦
め
に
農
村
が
殆

ん
ど
大
私
有
地
化
し
'
農
民
は
其
の
小
作
農
化
し
'
田
土
に
労

働
す
る
奴
婦
の
数
を
造
か
に
-
-
～

凌
駕
し
て
了
つ
た
こ
と
を
明

瞭
に
遣
破
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
｡

注
記此

の
大
難
把
な
考
察
に
は
支
部
の
本
で
は
陶
希
望
氏
の
西
漠
経
済

史
や
食
貨
の
認
許
文
､

日
本
の
も
の
で
は
世
界
歴
史
大
系
の
志
田

不
動
麿
氏
編
の
第
四
巻
中
の
力
作
等
が

大
な
る
授
助
を
輿

へ
て
ゐ

.
る
｡

猶
は
官
僚
が
土
地
東
井
に
於
い
て
南
東
や
農
村
地
主
と
同
じ

様
な
行
盛
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
'

是
に
競
い
で
は

後
に
湊
代
の
大
姓
と
官
僚
に
関
す
る
研
究
で
静
及
す
･右
横
-
で
あ

る

O
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