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が
　
き

　
封
建
地
代
の
典
型
で
あ
る
労
働
地
代
の
生
産
物
地
代
へ
の
形
態
転
化
を
、
杜
会
の
運
動
法
則
に
準
拠
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の

が
、
こ
の
小
論
の
主
旨
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
は
じ
め
に
私
の
論
旨
を
展
開
す
る
の
に
必
要
な
限
度
で
、
マ
ル
ク
ス
に
ょ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
唯
物
史
観
　
　
ブ
ル

ク
ス
著
「
経
済
学
批
判
」
参
照
　
　
の
結
論
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
。

　
〃
物
質
的
生
産
諾
力
の
一
定
の
発
展
段
階
に
は
一
定
の
生
産
諸
関
係
が
照
応
す
る
〃
と
い
う
の
が
、
唯
物
史
観
の
根
本
命
題
で
あ

る
。
物
質
的
生
産
諸
力
は
、
生
産
Ｈ
労
働
が
人
間
生
活
の
基
本
的
必
要
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
、
人
問
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

活
と
と
も
に
，
不
断
に
運
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
か
ら
、
生
産
諸
力
の
実
在
の
か
た
ち
は
運
動
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
発
展
し
て
や
む
こ
と
の
な
い
生
産
諸
力
に
た
い
し
て
、
や
が
て
旧
く
な
り
お
く
れ
て
ゆ
く
生
産
諸
関
係
は
、
次
ぎ
次

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

ぎ
、
新
し
い
よ
り
高
級
な
生
産
諾
関
係
に
生
れ
か
わ
り
、
発
展
す
る
生
産
諸
力
に
照
応
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
生
産
力

の
主
体
は
人
問
　
　
働
ら
く
も
の
　
　
で
あ
る
か
ら
、
生
産
力
は
、
人
間
を
自
由
に
解
放
し
、
人
問
が
人
間
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
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一
）
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二
　
　
　
（
二
）

る
た
め
の
、
人
問
性
完
成
の
た
め
の
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
な
く
し
て
は
、
発
展
し
え
な
い
。
な
お
、
生
産
力
が
伸
び
る
た
め

に
は
、
直
接
に
は
、
生
産
・
労
働
の
過
程
そ
の
も
の
が
、
生
産
・
労
働
に
つ
い
て
の
働
ら
く
も
の
の
創
造
性
を
刺
戟
し
、
人
格
を
鍛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

い
あ
げ
、
人
間
と
し
て
生
き
る
よ
ろ
こ
び
と
誇
り
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
生
産
力
の
発
展
の
各
段
階
に
た
い
し
て
照
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
の
生
産
関
係
は
、
究
極
に

お
い
て
、
疎
外
さ
れ
た
働
ら
く
も
の
の
人
問
性
の
か
い
ふ
く
を
助
長
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
へ
必
然
に
変
改
さ
れ
て
ゆ
く
ほ
か
な
い

も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
人
問
の
歴
史
は
あ
か
る
い
の
で
あ
る
。

　
封
建
杜
会
に
お
け
る
生
産
諸
力
は
、
そ
の
発
展
の
各
段
階
で
直
接
の
生
産
者
の
も
つ
自
由
の
範
囲
を
逐
次
拡
ろ
げ
て
い
っ
た
。
そ

れ
は
地
主
の
搾
取
の
し
か
た
の
変
化
、
地
代
形
態
の
変
化
と
な
っ
て
現
れ
た
。
封
建
地
代
の
労
働
地
代
か
ら
生
産
物
地
代
へ
の
形
態

転
化
は
、
隷
属
農
民
・
農
奴
に
は
、
地
主
に
よ
る
直
接
的
強
制
の
幾
分
か
の
緩
和
、
身
分
的
隷
属
の
ま
ま
で
許
さ
れ
た
自
由
　
　
非

自
由
　
　
と
し
て
受
取
ら
れ
た
。
直
接
の
生
産
者
が
生
産
力
を
伸
ば
し
な
が
ら
獲
得
し
た
自
由
は
、
始
め
は
ほ
と
ん
ど
自
由
の
名
に

価
し
な
い
よ
う
な
、
さ
さ
い
な
自
由
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
の
生
産
力
の
発
展
と
と
も
に
成
長
し
て
ゆ
く
必
然
性
を
内
包

す
る
自
由
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
、
働
ら
く
も
の
に
、
そ
の
子
孫
に
、
完
全
な
自
由
　
　
あ
ら
ゆ
る
強
制
か
ら
の
解
放
　
　
を
約
束

す
る
と
こ
ろ
の
端
緒
的
自
由
と
し
て
輝
や
く
。

　
直
接
の
強
制
労
働
　
　
賦
役
　
　
か
ら
解
放
さ
れ
た
農
奴
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
自
由
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
彼
ら
は
こ
の
自

由
を
最
初
の
手
が
か
り
と
し
て
、
人
間
と
し
て
の
自
覚
を
つ
よ
め
て
ゆ
き
、
や
が
て
自
身
を
地
主
と
平
等
の
人
格
に
ま
で
高
か
め
た
。

物
質
的
生
産
諸
力
の
発
展
が
も
つ
真
の
文
化
的
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
（
註
）
　
資
本
主
義
杜
会
に
お
け
る
労
働
・
生
産
過
程
が
ど
ん
な
に
労
働
考
の
労
働
、
生
産
に
た
い
す
る
自
発
性
と
創
意
と
を
圧
殺
す
る
も
の
で
あ
る

●



か
。
そ
れ
に
っ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
…
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
選
集
・
補
巻
４
の
う
ち
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
二
九
六
頁
以
下
に
く
わ
し
い
。
労
働
者
は
・

労
働
、
労
働
の
生
産
物
か
ら
疎
外
さ
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
も
し
も
、
労
働
の
生
産
物
が
外
在
化
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
産
そ
の
も
の
は
活
動
的
な
外
在
化
、
活
動
の
外
在
化
、
外
在
化
の
活
動
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
労
働
対
象
の
疎
外
に
お
い
て
は
、
た
だ
労
働
活
動
そ
の
も
の
に
お
け
る
疎
外
、
外
在
化
が
要
約
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
同

書
三
〇
三
頁
）

労
　
働
　
地
　
代

　
労
働
地
代
は
、
封
建
地
主
が
農
奴
を
強
制
し
て
義
務
労
働
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
搾
取
し
た
と
こ
ろ
の
農
奴
の
労
働
そ
の
も

の
で
あ
る
。

　
　
　
「
労
働
地
代
の
ば
あ
い
に
は
、
直
接
的
生
産
者
が
週
の
一
部
分
で
は
、
事
実
的
ま
た
は
法
律
的
に
彼
に
属
す
る
労
働
用
具

　
　
　
（
翠
、
家
畜
な
ど
）
を
も
っ
て
、
事
実
的
に
彼
に
属
す
る
土
地
を
耕
し
、
週
の
残
り
の
日
を
地
主
の
領
地
で
地
主
の
た
め
に
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

　
　
償
で
労
働
す
る
…
：
・
」

　
直
接
的
生
産
者
．
農
奴
は
農
耕
と
ユ
、
れ
に
結
び
つ
い
た
農
村
１
１
家
庭
的
工
業
を
自
立
し
て
営
む
に
必
要
な
一
切
の
生
産
手
段
を
占

有
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
は
生
活
し
て
ゆ
く
に
つ
い
て
は
、
彼
以
外
の
だ
れ
に
も
た
よ
る
必
要
は
な
い
、
こ
う
し
た
独
立
の
生
産

老
か
ら
彼
の
剰
余
労
働
を
搾
取
す
る
に
は
経
済
的
関
係
を
通
じ
て
は
不
可
能
な
の
で
、
地
主
は
経
済
外
的
強
制
、
権
力
関
係
を
以
て

　
　
へ

「
強
奪
」
す
る
ほ
か
な
い
。
よ
っ
て
、
封
雄
地
主
の
名
目
的
土
地
所
有
権
は
、
領
民
に
た
い
す
る
支
配
権
で
も
あ
っ
た
・

　
　
　
「
直
接
的
労
働
者
が
自
分
白
身
の
生
活
維
持
手
凄
の
生
産
の
た
め
に
必
要
な
生
産
手
段
お
よ
び
労
働
条
件
の
『
占
有
者
』
た
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四
　
　
　
（
四
）

　
　
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
凡
ゆ
る
形
態
に
お
い
て
は
、
所
有
関
係
は
同
時
に
直
接
的
な
支
配
Ｈ
お
よ
び
隷
属
関
係
と
し
て
あ
ら
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
れ
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
生
産
者
は
非
自
由
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
」

　
他
人
の
労
働
を
搾
取
す
る
た
め
の
一
般
的
条
件
は
、
働
ら
く
も
の
の
「
隷
属
」
だ
が
、
労
働
地
代
の
搾
取
の
場
合
の
よ
う
な
、
地

主
の
鞭
に
よ
る
脅
迫
に
屈
す
る
農
奴
の
隷
属
は
、
き
わ
め
て
単
純
で
粗
野
な
か
た
墓
と
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
当
時

の
杜
会
的
生
産
諸
力
の
未
発
展
な
、
ご
く
低
い
水
準
と
労
働
様
式
そ
の
も
の
の
粗
雑
性
に
照
応
す
る
の
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ソ
は
い
つ

て
い
る
・
こ
の
よ
う
な
農
奴
の
隷
属
・
搾
取
を
土
台
と
す
る
経
済
制
度
　
　
賦
役
経
済
　
　
の
「
条
件
で
も
あ
り
結
果
で
も
あ
つ
た

も
の
は
、
技
術
の
き
わ
め
て
低
い
停
滞
的
な
状
態
で
あ
つ
た
。
と
い
う
の
は
、
困
難
に
よ
つ
て
う
ち
ひ
し
が
れ
、
人
格
的
隷
属
と
知
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

的
暗
愚
と
に
よ
っ
て
卑
屈
に
さ
れ
て
い
た
小
農
民
の
手
で
、
経
営
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
」
と
。

　
労
働
地
代
搾
取
の
上
に
立
つ
賦
役
経
済
に
と
つ
て
の
必
要
な
前
提
条
件
の
一
つ
は
、
農
奴
に
土
地
が
分
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
　
　
分
与
地
Ｈ
保
有
地
－
－
こ
の
保
有
地
は
地
主
に
働
き
手
を
保
証
す
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
り
、
農
奴
は
土
地
と
不
可
分

に
結
び
つ
け
ら
れ
た
土
地
の
附
属
物
と
み
な
さ
れ
、
　
か
つ
そ
う
扱
わ
れ
た
。
－
、
農
奴
付
き
で
土
地
が
譲
渡
さ
れ
た
　
　
そ
れ
で

「
法
律
上
は
保
有
地
が
農
奴
を
保
有
す
る
の
で
農
奴
が
保
有
地
を
保
有
す
る
の
で
は
な
か
つ
た
。
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
農
奴
の
土

地
・
地
主
に
た
い
す
る
隷
属
の
度
合
い
は
徹
底
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
隷
厨
状
態
に
お
い
て
、
地
主
に
と
つ
て
の
働
き

手
・
農
奴
を
維
持
す
る
た
め
に
、
彼
を
最
低
生
活
水
準
で
生
か
し
て
お
く
た
め
に
、
保
有
地
は
地
主
に
と
つ
て
必
要
だ
つ
た
。
保
有

地
に
お
け
る
農
奴
の
労
働
は
、
い
わ
ゆ
る
「
必
要
労
働
」
で
あ
り
、
保
有
地
は
「
い
わ
ば
現
物
の
賃
金
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
総
じ
て
、
農
奴
は
地
主
に
直
接
人
身
的
に
隷
属
し
、
強
制
労
働
に
服
し
た
非
自
由
な
労
働
者
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
の
労
働
は
、
地

主
の
土
地
に
お
け
る
労
働
と
保
有
地
に
お
け
る
労
働
と
に
よ
つ
て
、
い
く
ぶ
ん
の
質
的
差
異
を
示
す
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
１



た
。　

す
な
わ
ち
、
地
主
の
土
地
で
の
労
働
は
地
主
に
剰
余
生
産
物
を
与
え
る
た
め
の
強
制
さ
れ
た
剰
余
労
働
・
賦
役
で
あ
る
。
こ
の
部

分
の
労
働
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
直
接
的
生
産
者
・
農
奴
に
と
っ
て
は
全
く
の
犠
牲
で
あ
り
、
彼
は
い
や
い
や
、
や
む
を
え
な
い
で
働
ら

か
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
地
主
側
の
強
制
が
ゆ
る
め
ば
、
農
奴
は
労
働
の
緊
張
度
を
ゆ
る
め
る
と
い
う
傾
は
あ
っ
て
も
、
自
発

的
に
労
働
を
強
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
労
働
の
結
果
に
つ
い
て
関
心
を
も
つ
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　
要
す
る
に
、
働
ら
く
も
の
に
労
働
に
た
い
す
る
稜
極
性
を
も
た
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
強
制
労
働
の
生
産
性
は
、
ご
く
低
い
程
度

の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
．
そ
の
低
い
程
度
に
停
滞
し
、
固
定
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
賦
役
に
よ
る
地
主
経
営
に
発
展
的
契
機
の
乏

し
か
っ
た
こ
と
は
、
賦
役
・
労
働
地
代
の
搾
取
が
、
時
の
流
れ
に
つ
れ
て
ほ
か
の
搾
取
形
態
に
移
り
変
る
根
本
原
因
で
あ
っ
た
。

　
地
主
経
営
に
お
け
る
農
奴
の
労
働
の
生
産
力
が
伸
び
な
や
み
、
固
定
的
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
保
有
地
に
お
け
る
農
奴
の
労

働
の
生
産
力
は
、
次
第
に
発
展
し
う
る
条
件
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。

　
保
有
地
は
地
主
に
働
き
手
を
保
証
す
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
保
有
地
は
農
奴
の
労
働
力
を
再
生
産
す
る
た

め
に
必
要
不
可
欠
の
労
働
条
件
で
あ
り
、
農
奴
は
そ
の
保
有
地
に
お
け
る
労
働
　
　
必
要
労
働
　
　
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
活
資
料

　
　
現
物
の
賃
銀
　
　
を
自
給
し
て
い
た
。
保
有
地
に
お
け
る
農
奴
の
経
営
は
、
彼
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
計
画
し
、
実
行
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
自
由
な
　
　
と
い
っ
て
も
一
般
的
な
身
分
に
よ
る
隷
属
か
ら
の
白
由
で
は
な
い
が
　
　
自
主
的

な
経
営
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
経
営
で
の
労
働
は
、
地
主
の
直
接
の
強
制
か
ら
免
か
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
自
由
な
労
働

で
あ
っ
た
。
農
奴
の
白
象
経
営
で
許
さ
れ
た
こ
の
白
由
な
労
働
、
白
身
の
た
め
に
生
活
手
段
を
稼
ぎ
だ
す
自
由
な
労
働
は
、
そ
の
労

働
の
結
果
が
白
分
の
取
得
に
な
る
と
い
う
点
で
、
そ
し
て
こ
の
部
分
の
坂
得
が
少
し
で
も
増
加
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
く
ら
か

　
　
　
封
建
地
代
の
形
態
転
化
と
そ
の
合
法
則
性
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
（
五
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
（
六
）

生
活
を
豊
か
に
さ
せ
う
る
と
い
う
期
待
と
可
能
性
を
も
た
せ
る
労
働
だ
と
い
う
点
で
、
農
奴
に
労
働
と
そ
の
結
果
に
た
い
す
る
直
接

の
関
心
、
労
働
の
生
産
性
を
高
か
め
よ
う
と
す
る
労
働
に
た
い
す
る
穣
極
性
を
お
こ
さ
せ
る
に
い
た
る
こ
と
は
確
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
封
姓
杜
会
の
生
産
諾
力
は
、
保
有
地
に
お
け
る
農
奴
の
自
家
経
営
の
内
部
で
、
彼
に
許
さ
れ
た
自

、
由
に
促
さ
れ
て
、
徐
六
に
発
展
し
た
。

　
　
　
「
週
に
二
日
と
い
う
こ
の
賦
役
労
働
は
か
く
し
て
固
疋
さ
れ
て
お
り
、
噴
習
法
ま
た
は
成
文
法
に
よ
っ
て
法
律
的
に
規
制
さ

　
　
れ
た
不
変
量
で
あ
る
。
だ
が
、
直
接
的
生
産
者
自
身
が
自
由
に
す
る
残
り
の
週
日
の
生
産
虹
は
可
変
且
里
で
あ
っ
て
、
彼
の
経
験

　
　
が
進
め
ば
発
展
す
る
に
相
違
な
い
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
彼
の
お
ぽ
え
た
新
し
い
欲
望
が
、
ま
た
彼
の
生
産
物
の
た
め
の
市
場

　
　
の
拡
大
や
、
彼
が
自
分
の
労
働
力
の
こ
の
部
分
を
自
由
に
し
う
る
保
証
の
増
大
が
、
彼
を
刺
戟
し
て
自
分
の
労
働
力
の
緊
張
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
を
高
め
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
が
…
：
・
…
」

　
賦
役
制
度
の
も
と
で
、
農
奴
の
労
働
の
二
つ
の
部
分
　
　
剰
余
労
働
と
必
要
労
働
　
　
の
生
産
性
の
差
異
は
、
当
時
の
労
働
生
産

力
発
展
の
低
段
階
に
あ
っ
て
は
、
極
め
て
徐
六
に
ひ
ら
い
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
や
が
て
、
そ
れ
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
顕

著
に
な
っ
た
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
賦
役
に
よ
る
地
主
経
営
は
保
有
地
の
農
奴
経
営
に
、
必
然
に
、
そ
の
席
を
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
く

な
る
。
賦
役
、
な
ま
の
労
働
そ
の
ま
ま
の
搾
取
で
は
な
く
て
、
労
働
の
果
実
・
生
産
物
の
搾
取
が
次
に
あ
ら
わ
れ
る
。
労
働
地
代
の

生
産
物
地
代
へ
の
遭
展
で
あ
る
。

二
　
生
産
物

地
代

地
主
に
た
い
す
る
農
奴
の
人
身
的
隷
属
、
身
体
を
も
っ
て
す
る
直
接
の
奉
仕
、

こ
れ
が
労
働
地
代
の
段
階
で
の
地
主
と
農
奴
の
関



係
だ
っ
た
が
、
こ
の
じ
か
の
人
身
関
係
が
生
産
物
地
代
の
段
階
て
は
、
物
　
　
生
産
物
　
　
を
問
に
は
さ
ん
て
問
接
的
な
も
○
と
な

る
。
身
体
　
　
労
働
　
　
を
捧
げ
る
義
務
が
、
労
働
の
生
産
物
を
貢
納
す
る
だ
け
の
義
務
に
か
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
主
と
農
奴
と

の
関
係
の
変
化
が
労
働
地
代
か
ら
生
産
物
地
代
へ
の
、
地
代
形
態
の
変
化
と
な
っ
て
現
象
す
る
。
地
代
形
態
の
こ
の
変
化
は
、
直
接

に
は
労
働
生
産
力
の
向
上
増
加
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
、
生
産
性
向
上
の
利
益
を
地
主
が
横
奪
す
る
た
め
の
搾
取
の
し
か
た
の
変

化
に
過
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
不
払
の
剰
余
労
働
が
直
接
的
生
産
者
か
ら
汲
み
だ
さ
れ
る
独
自
的
な
経
済
的
形
態
は
、
支
配
い
お
よ
び
隷
属
関

　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

係
を
規
定
す
る
…
…
…
」
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
右
の
よ
う
な
搾
取
の
し
か
た
の
変
化
は
、
封
建
杜
会
の
中
心
的
秩
序
　
　
世
襲
身

分
制
に
固
定
化
さ
れ
た
直
接
の
人
身
的
支
配
隷
属
を
規
定
す
る
秩
序
　
　
に
た
い
し
ン
、
の
変
改
を
要
求
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
労
働
地
代
の
生
産
物
地
代
へ
の
転
形
の
段
階
は
、
地
主
制
の
発
展
な
い
し
安
定
期
で
あ
り
、
地
主
の
政
治
経
済
的
勢
力
が
拡
大

強
化
さ
れ
る
他
面
、
農
奴
の
賦
役
か
ら
の
解
放
が
行
わ
れ
え
た
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
生
産
力
発
展
の
一
定
段
階
ま
で
は
、
生
産

関
係
が
そ
れ
に
照
応
し
う
る
弾
力
性
　
　
生
産
関
係
が
生
産
力
の
発
展
を
た
す
け
る
よ
う
に
自
体
を
修
正
て
き
る
弾
力
性
　
　
を
も

っ
、
と
い
う
こ
と
の
事
例
で
あ
る
。

　
生
産
物
地
代
は
、
経
済
学
的
に
１
い
え
ば
、
先
行
の
地
代
　
　
労
働
地
代
　
　
と
地
代
の
本
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

れ
も
「
剰
余
価
値
ま
た
は
剰
余
生
産
物
の
唯
一
の
支
配
的
で
正
常
的
な
形
態
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
産
物
地
代
は
そ
れ
に

先
行
す
る
労
働
地
代
か
ら
区
別
さ
れ
る
諸
点
を
、
勿
論
、
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ユ
、
れ
を
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
あ
げ
て
い
る
。

　
　
　
「
剰
余
労
働
は
も
は
や
そ
の
現
物
姿
態
で
は
行
わ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
も
は
や
地
主
ま
た
は
ン
、
の
代
表
者
の
監
視
や

　
　
強
制
の
も
と
で
は
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
直
接
的
生
産
者
は
、
直
接
的
強
制
の
代
り
に
諸
関
係
の
力
に
よ
り
、
鞭

　
　
　
封
建
地
代
の
彩
態
転
化
と
そ
の
合
法
則
性
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
（
七
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
．
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
　
の
代
り
に
法
律
的
規
定
に
よ
っ
て
駆
り
た
て
ら
れ
、
白
分
自
身
の
責
任
の
も
と
で
剰
余
労
働
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
－
・
…
…
」

　
直
接
の
生
産
者
は
、
こ
の
段
階
で
も
政
治
的
・
杜
会
的
生
活
の
面
で
は
、
無
権
利
の
ま
ま
で
あ
り
、
地
主
階
級
に
隷
属
す
る
隷
農

階
級
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
今
や
、
生
産
過
程
で
は
地
主
の
直
接
の
強
制
か
ら
は
自
由
に
さ
れ
、
　
「
自
分
自
身
の
責
任
の
も
と

で
剰
余
労
働
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
農
民
は
隷
農
の
身
分
な
が
ら
も
、
自
分
の
経
営
に
つ
い
て
も
、

自
分
の
貢
納
義
務
に
つ
い
て
も
、
自
ら
責
任
を
と
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
、
独
立
の
経
営
者
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
已
責
任
に
よ
る
経
営
に
お
い
て
は
、
直
接
の
生
産
者
は
同
時
に
独
立
の
経
営
者
と
し
て
、
労
働
に
つ
い
て

だ
け
で
は
な
く
、
私
的
・
杜
会
的
経
済
関
係
全
般
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
近
代
の
企
業
家
的
精

神
の
芽
が
、
自
然
そ
こ
か
ら
繭
え
だ
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
な
お
同
時
に
「
直
接
的
生
産
者
は
自
分
の
全
労
働
時
間
を
多
か
れ
少
か
れ
自
由
に
処
分
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
、
労
働
を
緊
張

強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
剰
余
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
必
要
労
働
時
間
　
　
こ
の
部
分
の
労
働
の
生
産
物
は
農
民
の
生
活
資
料
と

な
る
　
　
を
相
対
的
に
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
　
　
「
生
産
者
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
労
働
地
代
に
く
ら
べ
れ
ば
、
自
分
の
最
も
不
可
欠
な
欲
望
を
充
た
す
自
分
の
労
働
の
生

　
　
産
物
と
同
じ
よ
う
に
自
分
自
身
に
属
す
る
生
産
物
を
生
産
す
る
超
過
労
働
の
た
め
の
時
問
を
得
る
た
め
の
、
よ
り
大
き
な
余
裕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

　
　
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
直
接
の
生
産
者
は
よ
り
多
量
の
生
活
資
料
を
獲
て
、
そ
の
生
活
程
度
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
な
お
、

不
可
欠
な
欲
望
を
充
た
し
た
う
え
に
、
い
く
ぶ
ん
の
余
剰
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
う
る
よ
う
に
な
ろ
う
。
　
　
余
剰
と
い
う
の
は
、
総

生
産
物
の
う
ち
か
ら
生
産
物
地
代
と
生
活
資
料
を
差
引
い
て
、
な
お
余
る
部
分
・
企
業
家
の
取
得
す
る
利
潤
に
あ
た
る
。



　
農
耕
と
そ
れ
に
結
び
つ
く
農
村
的
家
内
工
業
○
経
営
が
個
別
的
に
自
由
に
行
わ
れ
る
、
よ
う
「
」
な
る
と
、
経
営
者
○
資
質
．
能
力
な

ど
の
相
違
に
い
ろ
い
ろ
な
白
然
条
件
の
ち
が
い
や
偶
然
が
加
わ
っ
て
、
経
営
の
優
劣
、
し
た
が
っ
て
農
民
の
あ
い
だ
の
貧
富
の
差
が

発
生
し
、
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
生
産
物
地
代
の
段
階
で
は
、
経
済
の
進
む
に
つ
れ
て
自
然
に
「
直
接
的
生
産
者
が
み
ず
か
ら
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

び
他
人
の
労
働
を
直
接
的
に
搾
取
す
る
手
段
を
獲
得
し
た
と
い
う
可
能
性
」
が
定
在
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
生
産
物
地
代
の
搾
取

を
土
台
と
し
て
そ
の
上
に
１
た
っ
た
封
建
杜
会
の
う
ち
に
新
し
い
階
層
の
分
化
　
　
富
農
と
貧
農
層
　
　
が
、
必
然
に
お
こ
っ
て
く
る
。

農
民
階
級
の
う
ち
の
こ
の
分
化
は
、
や
が
て
富
農
は
地
主
・
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
へ
貧
農
は
雇
農
．
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
ヘ
と
一
層
の

進
展
を
と
げ
る
べ
き
運
命
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ン
、
の
伸
展
の
過
程
で
封
建
杜
会
の
生
産
諾
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

係
を
徐
六
に
変
改
し
な
が
ら
、
同
時
に
新
し
い
よ
り
高
度
な
杜
会
を
生
み
だ
す
た
め
の
物
質
的
条
件
を
、
封
建
杜
会
の
胎
内
で
つ
く

る
と
い
う
こ
と
を
実
証
す
る
。

　
杜
会
的
生
産
請
力
の
発
展
の
直
接
の
結
果
は
、
生
産
物
の
増
加
で
あ
る
。
地
主
階
級
は
生
産
物
地
代
と
し
て
最
も
多
量
の
農
工
生

産
物
を
敢
り
上
げ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
貢
納
物
の
一
部
分
を
商
品
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
経
営
を
成
功
的
に
行
い
富
農
層
へ
上

昇
す
る
農
民
も
ま
た
、
余
剰
の
生
産
物
を
売
り
だ
す
よ
う
に
１
な
る
。
以
前
は
自
家
消
費
に
あ
て
て
い
た
と
こ
ろ
の
単
な
る
労
働
の
生

産
物
は
、
い
ま
や
、
売
り
だ
さ
れ
て
商
品
と
な
る
に
い
た
れ
ば
、
生
産
も
ま
た
商
品
生
産
に
変
質
す
る
。
隷
農
が
生
産
物
地
代
を
地

主
に
搾
取
さ
れ
な
が
ら
商
品
生
産
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
生
産
物
地
代
が
剰
余
価
値
．
の
「
唯
一
」

の
「
正
常
的
な
」
形
態
で
な
く
な
っ
た
事
実
を
示
す
。
封
建
杜
会
で
は
、
利
潤
は
生
産
物
地
代
を
規
定
す
る
ま
で
に
は
い
た
り
え
な

い
が
、
そ
こ
で
商
品
生
産
が
か
な
り
一
般
的
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
利
潤
が
「
生
産
物
地
代
の
背
後
」
で
相
当
の
程
度
に
成

長
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
自
給
自
足
を
目
的
と
し
た
生
産
が
商
品
生
産
の
方
向
に
転
化
し
て
い
く
傾
向
、
そ
れ
に
つ
れ
て
隷
農

　
　
　
封
建
地
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彬
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転
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九
　
　
　
（
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
窮
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
（
一
〇
）

が
小
経
営
者
と
し
て
利
潤
に
似
た
も
の
を
収
得
し
つ
つ
富
裕
化
し
て
い
く
傾
向
　
　
階
層
分
化
の
傾
向
　
　
は
い
ず
れ
も
、
杜
会
的

生
産
諸
力
の
発
展
の
結
果
だ
が
、
こ
れ
ら
の
結
果
は
生
産
諸
力
の
一
層
の
発
展
を
さ
そ
い
だ
す
原
因
と
な
る
。
原
因
結
果
の
こ
○
よ

う
な
発
展
的
相
互
関
係
を
つ
く
り
だ
し
つ
つ
杜
会
的
生
産
諸
力
は
成
長
し
て
行
く
。

　
以
上
を
総
括
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
労
働
地
代
の
生
産
物
地
代
へ
の
転
化
は
、
農
奴
の
保
有
地
で
の
必
要
労
働
部
分
の
労
働
の
生
産
性
の
高
か
ま
り
に
よ
り
促
さ
れ
て

お
こ
っ
た
。
こ
の
転
化
の
も
つ
進
歩
的
意
義
は
、
身
体
に
加
え
る
直
接
的
強
制
に
よ
る
搾
取
を
「
事
情
の
力
」
に
よ
る
搾
取
に
か
え

る
こ
と
に
よ
り
、
隷
農
に
自
已
責
任
に
よ
る
農
業
経
営
を
許
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
す
で
に
伸
び
つ
つ
あ
っ
た
生
産
力
は
、
直
接
の
生
産
者
に
た
い
す
る
地
主
の
強
制
が
緩
和
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
一
層
の
発
展
を
と

げ
、
自
然
経
済
の
う
ち
に
商
品
生
産
を
、
隷
農
の
う
ち
に
階
層
分
化
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
杜
会
的
生
産
請
力
の
発
展
に
と
も
な
っ
て

徐
六
に
お
こ
っ
た
こ
れ
ら
の
諸
変
化
は
、
つ
い
に
は
封
建
杜
会
を
変
革
す
る
矛
盾
に
転
化
す
る
、
そ
う
し
た
窮
極
的
な
結
果
を
思
う

と
、
地
代
形
態
の
労
働
地
代
か
ら
生
産
物
地
代
へ
の
転
化
は
、
杜
会
的
生
産
の
未
発
展
の
う
ち
で
、
蒙
昧
暗
愚
の
ま
ま
粗
暴
に
虐
げ

ら
れ
た
隷
属
農
民
の
い
た
ま
し
い
姿
を
透
し
て
、
や
が
て
あ
ら
ゆ
る
隷
属
か
ら
白
己
を
解
放
し
て
ゆ
く
遅
ま
し
い
希
望
に
も
え
た
働

ら
く
も
の
の
未
来
の
人
間
像
を
、
人
び
と
に
描
か
し
め
る
一
つ
の
契
機
を
あ
た
え
る
も
の
と
し
て
塙
く
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
物
地
代
が
内
蔵
す
る
文
化
的
意
義
を
指
摘
し
て
い
う
。

　
「
生
産
物
地
代
は
、
直
接
的
生
産
者
の
よ
り
高
い
文
化
状
態
を
、
つ
ま
り
、
彼
の
労
働
・
お
よ
び
杜
会
一
般
の
よ
り
高
い
発
展
段

　
　
　
　
（
１
２
）

階
を
内
蔵
す
る
。
」
と
。

　
生
産
力
は
ン
、
の
発
展
の
特
定
段
階
に
達
す
る
と
旧
く
な
り
お
く
れ
た
生
産
関
係
を
突
破
す
る
　
　
人
類
の
進
歩
は
働
く
も
の
の
汁



で
購
わ
れ
る
。

　
（
註
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

一
九
五
九
年
四
月
記
す
。

長
谷
部
文
雄
訳
「
資
本
論
」
第
三
部
、
一
一
一
二
頁
。

　
　
同

大
月
書
店
版
・
レ
ー

岩
波
新
書
版
・
レ
オ

前
出
・
資
本
論
　
一

同
　
　
　
　
　
　
一

同
　
　
　
　
　
　
一

同
　
　
　
　
　
　
一

同
　
　
　
　
　
　
一

同
　
　
　
　
　
　
一

同
　
　
　
　
　
　
一

同
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
三
頁
。

ニ
ソ
全
集
・
第
三
巻
上
「
ロ
シ
ァ
に
お
げ
る
資
本
主
義
の
発
展
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

・
ヒ
ュ
ー
バ
ー
マ
ソ
著
「
資
本
主
義
の
歩
み
」
上
　
一
一
頁
。
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一
一
八
頁
。

一
一
五
頁
。

一
一
九
頁
。

一
二
〇
頁
。

一
二
〇
頁
。

二
二
頁
。
・

一
二
一
頁
。

一
二
〇
頁
。

八
二
頁
。

封
建
地
代
の
形
態
転
化
と
そ
の
合
法
則
性
（
阿
部
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（
二
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