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犬
塚
昭
治
著

『

日
本
に
お
け
る
農
民
分
解
の
機
構

』

.

.

高

山

降

三

本
書
を
書
く
動
機
を
著
者
は
は
し
が
き
で
次
の
よ
う
に
述
べ
.て

い

る

。「

も 

と
よ
り
日
本
農
業
は
重
大
な
変
化
を
う
け
な
が
ら
も
戦
前
戦
後
を
つ
う
じ
て
日 

本
資
本
主
義
の
重
要
な
る
一
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
。
戦
後
の
日
本
農
業
を 

科
学
：

§

に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
戦
前
の
そ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
前
提
と 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
一
九
ニ
〇
年
代
の
農
民
層
分
解
を
分 

析
対
象
と
す
る
本
論
文
を
か
い
，た
動
機
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
そ
れ 

は
、
中
農
標
準
化
傾
向
と
よ
ば
れ
る
事
実
と
、
結
局
に
お
い
て
そ
れ
を
規
定
す 

る
帝
国
主
義
段
階
と
を
媒
介
す
る
論
理
を
さ
が
そ
う
と
す
る
占1

に
あ

っ
た
。」 

d第
三
の
動
機
は
、
そ
の
媒
介
環
と
し
て
農
産
物
価
格
水
準
の
分
析
を
え
ら
ぶ 

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
お
し
て
農
民
分
解
の
機 

搆
が
莲
本
的
に
叨
ら
か
に
さ
れ
ぅ
る
.の
で
は
な
.ぃ
か
、

と
思
っ
た
点J

「

さ
い

1
1

八

(

六1
1

四)

ご
に
第
四
の
動
機
は
こ
の
論
夂
を
つ
‘ぅ
じ
て
、
日
本
に
お
け
る
古
典
的
帝
国
主 

義
段
階
の
農
民
分
解
の
機
構
を
解
明
し
た
か
っ
た
点
に
あ
る
。」

こ
の
ょ
ぅ
な
動
機
を
以
て
著
わ
さ
れ
た
本
書
は
次
の
ご
と
く
構
成
さ
れ
て
い 

る
。
 

•

は
し
が
き

序

章

農

民

層

©
分

解

形

態

.

第

一

節

課

琿
 

第

二

節

分

解

形

態

：
..

第

三

節

方

法 

第
一
章
農
業
労
働
力
の
価
格
構
造
：

■
第

一

節

農

産

物

価

格

'の
変
動
と
需
給
関
係 

第
二
節
農
業
労
働
力
の
価
格
水
準 

第
三
節
農
業
雇
用
労
働
力
の
価
格
水
準 

第
二
章
価
格
構
造
の
規
定
要
因 

第

t

節農業生産物構成 

し

第

二

節

：
農
業
生
産
諸
力
の
階
層
性 

第
兰
節
+
価
格
構
造
の
論
理 

第
三
章 

'価
格
構
造
，の
展
開
形
態 

■
第

一

節

賃

労

働

兼

業

化

の

構

造

'

第

二
節
.
農
民
労
働
力
の
再
生
産
構
造 

■
第
兰
節
土
地
所

^
:者
化
の
構
造
：

.

む

す

び

一

1
0年
代
農
民
分
解
の
歴
史
的
意
義

こ
の
構
成
は
著
者
の
動
機
の
展
開
.
論
理
を
示
す
も
の
に
ほ
.か
な
ら
な
い
。

以
下
こ
め
構
成
に
そ
0
て
著
者
の
論
理
を
先
ず
明
ら
か
に
し
.て
み
た
い
。

.

序
章
に
.お
い

て

、

罾
罾
は

、

石
渡
貞
雄
氏r

農
民
分
解
論」

'、綿
谷
赳
夫
氏
.

「

資 

本
主
義
の
，発
展
と
農
民
の
階
層
分
化」

(

菜
畑
精
一
•
宇
野
弘
蔵
編『

日
本
資
本 

主
義
と
農
業』

所
収)

、
栗
原
自
寿
氏「

日
本
農
業
の
基
礎
構
造」

「

現
代
0
本
農
業 

論」

を
検
討
し
て
次
の
ょ
う
に
い
う
。
：「

農
民
分
解
論
の
課
題
は
い
ま
や
.明
ら 

か
.で
あ
る
。
そ
れ
は
農
民
層
が
上
向
す
る
か
下
向
す
る
か
、
い
い
か
え
れ
ば
両
. 

極
分
解
す
る
か
ど
う
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
け
っ
し
て
な
/'
'
。
を
う 

し
た
分
解
論
の
原
理
論
.は
す
で
に
解
明
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
い
い
.。
.問
題 

は
上
向
の
：形
態
、
下
向
の
形
態
に
あ
る
の
.で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
分
解
形
態
の 

分
析
と
そ
の
根
拠
の
解
明
こ
そ
分
解
論
.の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
(

三
. 

〇
頁)

と
し
て
、

一
：九
ニ
〇
年
代
の
分
解
形
態
が
分
析
さ
れ
、
こ
の
時
期
の
分 

解
が
、「

農
家
諸
階
層
が
そ
れ
ぞ
れ
上
下
に
分
解
し
て
おC

V
」

「

農
民
層
の
ブ
ル 

ジ
ョ
ヮ
化
.
プ

ロ
レ
タ
リ
ア

化
が
と
も
に
農
業
生
産
外
に
出
る
と
い
う
形
で
お 

こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
い
み
し
て
い
る
。」

(

四
ニ
頁)

.
そ
の
場
合
、
農
村
に
お
け
' 

る
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
化
の
主
流
は「

土
地
所
有
者
化」

で
あ
り
、
そ
れ
は
，

「

農
業
経
営 

の
資
本
家
的
発
展
が
消
え
た
た
■め
.に
、
ま
え
か
ら
あ
っ
.た
土
地
1̂
有
匕
.

^
前
1 1 

に
あ
ら
わ
也
た
、
と
い
う
と
と
を
基
本
的
に
い
み」

(

四
三
頁)

し

、
：
農

民

の

.
プ 

P
レ
タ
リ
ア

化

.
の

特

質

は

「

举

プ
ロ
レ
タ
リ
ア

化
と
'し
て
固
定
的
に
な
っ
て
し 

ま
う」

(

六
六
頁)

.こ
と
で
あ
.る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
各
階
層
の
分
解
運
動
の 

結
梁
と
し
て
増
加
す
る
一〜

ニ
ー
町
層
農
民
は
；「

治
己
の
農
業
経
営
を
維
持
す
る 

も
の
と
し
て
の
農
民
と
、
自
作
地
の
地
代
部
分
を
取
得
す
る
も
の
と
し
て
の
土 

地
所
有
渚
と
、
さ
い
ご
に
非
恒
常
的
賀
労
働
兼
業
に
で
る
も
の
と
し
て
の
賃
労 

做
者
と
の
三
つ
の
た
が
い
に
異
な
る
性
格
を
同
時
に
、

し
た
が
っ
て
不
完
全 

書

評

に
具
有
す
る
、
い
わ
ぱ
兰
位
.体
の
存
在
と
な
る
。」

(

六
七
頁)

か
か
る
分
解 

形
態
を
規
定
す
.る
.も
の
は
な
に
か
を
著
者
は
.-
»地
代
を
ふ
く
ま
ざ
る
限
界
農
産 

物
の
価
格
水
準
、
農
業
雇
用
労
賃
水
準
、
お
よ
び
農
業
労
働
生
産
力
水
準」

の 

三
要
因
に
求
め
、：■相
互
に
有
機
的
連
関
の
も
と
に
あ
る
三
要
因
の
う
ち
菡
本
的 

要
因
と
し
て
農
産
物
め
価
格
水
準
と
し
、「

小
農
制
の
も
と
で
の
農
産
物
価
格 

の
水
準
と
は
結
局
、
そ
の
.農
産
物
価
格
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
農
業
労
働
力
の 

価
格
水
準
を
い
み
す
る
も
の」

〈

七 

一

と

し

、
こ
れ
を
基
軸
と
し
て
第
一
章 

以
下
の
分
析
が
.す
す
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ 

‘

.
 

.
 

..
 

'
 

.
 

.

第
一
章
第
一
節
で
は
、
自
家
農
業
労
働
に
従
?|
¥
す
る
農
民
労
働
カ
の
価
格
の 

社
会
的
水
準
と
の
対
比
、
位
置
づ
け
、
そ
の
関
係
の
変
化
、
，| ;
|

小
作
別
お
よ
び 

経
営
規
模
別
階
層
差
と
価
格
水
準
格
差
と
そ
の
変
化
を「

農
家
経
済
調
杏
報 

告」

、帝
国
農
会
刊
の「

自
大
疋
十
三
.年
至
昭
和
八
年
農
業
経
営
調
迩
概

要

」

を 

基
本
資
料
ど
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、

一
九
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
初 

頭
に
お
け
る
米
価
、
農
家
購
入
品
価
格
、
そ
の
他
農
産
物
価
格
の
変
動
関
係
お 

よ
び
農
産
物
需
給
関
係
よ
り
、
価
格
低
下
を
規
定
す
る
総
需
要
量
は
決
し
て
減 

少
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「

こ
の
時
代
に
特
有
の
過
剰
人
口
の
新
た
な
る 

堆
積
が
農
業
内
部
に
ま
で
波
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
格
低
落
に
さ
い
し
て 

も
農
，業
生
産
を
容
易
に
減
少
せ
し
め
ず
、
供
給
総
量
が
し
ば
し
ば
現
実
的
に
も 

需
要
量
を
.オ
ゥ
ヴ
ァ
す
る
こ
と
'に
.な
る」

2

ーー1:)

と

い

う

.こ
と
が
指
^
さ 

れ
、.
長
期
価
格
低
落
を
基
本
的
に
さ
さ
え
る
の
が
.「

農
業
内
部
の
過
剰
人
口
、
 

す
な
わ
ち
農
産
物
価
格
の
う

ち

に

実
現
さ
れ
る
農
業
労
働
力
の
価
格
水
準
-

.

ニ

九

(

六
ニ
五)



.
(

九
七
頁)

で
あ
る
と
し
、
第
二
節
で
そ
の
農
業
免
働
力
の
価
格
水
準
が
検
財
さ 

.

れ
る
。
こ
こ
で
は
、初
め
に
農
業
労
働
力
.の
価
格
水
準
が
，い
か
'な
。る
も
の
で
あ
る 

か
を
大
内
力
氏(

「

農
，業
問
題」

)

、
暉

峻

衆

三

氏(
「

農
産
物
価
格
論
に
お
け
る
若 

千
の
問
題
点」
.〈
宇
野
弘
蔵
先
生
還
暦
記
念
論
文
集『

マ
ル
ク
ス
経
済
学
体
系』

下 

巻
所
収〉

)

'の
説
に
依
っ
て
.「

農
家
の
全
労
働
所
得
が
農
業
外
の
一
定
の
労
働
者 

の
全
労
働
所
得
に
均
衡
す
る
傾
向
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
を
'と
お
し
て
、

一
般 

的
に
は
農
業
外
部
の
一
定
の
具
体
的
な
労
働
力
価
格
.の
一
日
分
に
規
制
さ
れ
る 

と
い
う
法
則
性
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。」

(
一

〇
三
頁)

と
結
論
し
て
い
'る
。
 

続
い
て
、
個
別
農
産
物
価
格
に
お
け
る
農
業
労
働
力
の
価
格
水
準
、
自
小
^
:
別 

価
格
水
準
、
経
営
規
模
別
価
格
水
準
を
先
の
資
料
に
ょ
り
詳
細
に
検
討
し
、
.他 

作
物
に
対
し
て
稲
作
の
労
働
力
価
格
水
準
が
高
く
、

ニ
〇
年
代
で
，は
が
い
し 

て
m
作
、
自
小
作
■'
?■'
;小

作
序
列
の
労
働
力
価
格
が
み
ら
れ
る
が
、
三
0 .
年
代
に
な 

る
と
泡
小
作
が
最
高
と
な
り
、
ま
た
経
営
規
模
別
で
は
ニ
〇
年
代
で
は
〇

..
五 

〜

.一
町
層
を
基
準
に
し
て
階
層
差
は
：二
割
内
外
で
あ
り
’
明
瞭
な
傾
向
を
示
し 

て
い
な
い
が
、
三
一
年
以
降
は
上
層
ほ
ど
高
い
と
い
う
形
が
あ
ら
わ
れ
：る
こ
と 

を
検
出
す
る
。
ま
た
農
業
雇
川
労
賃
と
家
族
農
業
労
働
力
の
価
格
水
準
と
の
比 

較
に
ょ
れ
ば
、
自

家

「

労
賃」

は
雇
用
労
賃
を
大
き
く
オ
ゥ
ヴ
ァ
す
る
こ
と
は 

な
く
、

「

労
働
力
を
雇
う
の
は
経
済
的
に
は
い
み
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ 

は
も
っ
ぱ
ら
技
術
的
な
必
耍
惡
で
し
か
な
い
。」

(

一
八
八
頁)

全
体
と
し
て
下 

層
の
農
業
労
働
力
の
価
格
の
水
準
は
.不
況
期
に
は
相
対
的
に
い
ち
じ
る
し
く
低 

下
し
、
そ
の
結
果
三
〇
年
代
初
頭
で
は
中
層
に
た
い
す
る
格
差
を
拡
大
す
る
。

第
一一

章
で
は
前
章
の
家
族
農
業
労
働
力
の
価
格
水
準
の
変
化
と
階
層
盼
構
造 

の
根
拠
の
解
明
に
あ
て
ら
れ
る
。
.そ
の
根
拠
と
し
て
、
そ
こ
で
は
農
業
労
働
生

1

ニ
〇

(

六
ニ
六)

産
力
水
準
が
対
象
に
お
如
れ

、

そ
の
#

段
に
一
一
〇
年
代
よ
り

一」

一

〇
年
代
初
頭
の 

農
業
生
産
物
構
成
が
自
小
作
抓
、_
階
層
別
農
業
.收
入
構
成
を
軸
に「

農
家
経
済 

調
査」

に
よ
り
検
討
さ
れ「

商
業
的
農
業
の
ゥ
ェ
ィ
ト
が
亩
作
な
い
し
茚
小
作 

.で

.高
く
、
小
作
に
お
い
'て
.低
い」

(

一
二
.
ー
頁)

ン
ご
と
、
お
よ
び「

下
層
丨
養
赉
、
 

.養
畜
、‘
上
層
丨
作
物
と
い
う
分
化
は
、
不
明
確
な
が
ら
中
間
景
気
に
鈍
化
し
、
 

不
況
期
に
尖
鋭
化
し
て
'い
る」

こ
と
を
確
定
す
る
。
.
経
営
而
稹
の
規
模
，の
相
違 

に
.よ
る
農
産
物
構
成
の
差
異
は
、
外
部
労
働
市
場
の
梗
塞
す
る
不
況
期
に
土
地 

面
積
の
制
約
の
低
い
商
品
農
産
物
.を
.、
現
金
収
入
を
高
'め
る
た
め
に
投
下
さ
れ 

る
■こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
.り
、

「

そ
の
背
後
に
い
わ
ば
真
犯
人
と
し
て
慢
性 

的
な
過
剰
人
'ロ
の
農
業
内
部
に
お
'け
る
堆
積
と
い
.う
事
実
が
か
く
さ
れ
て
い
る 

の
.で
あ
る
。J.(l 
ニ
七
頁)

.

第
.ニ
節
の
農
業
生
産
諸
力
の
階
層
性
で
は
、
土
地
生
産
力
の
階
層
性
か
ら
検 

1
1
&
が
.行

な

わ

れ

る

こ

こ

で

は

_

「

さ
ま
さ
ま
な
|£
類
の
農
産
物
を
こ
み
に
し
た 

総
価
額
の
単
位
而
稹
当
り」

(一

一一一一一
頁)

と
い
う
形
で
土
地
生
産
性
が
つ
か
ま 

れ
.る
。
土
地
生
産
性
は
総
じ
て
経
営
規
模
階
層
が
低
い
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る 

こ
と
は

一般
的
に
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、'「

土
地
生
産 

力
の
階
層
間
格
差
は
一

一

〇
年
代
初
頭
と
が 
一一一o
年
代
と
の
交
わ
り
の
時
期
と
か 

の
恐
慌
期
に
は
や
や
ひ
ら
く
と
い
う
傾
向
を
み
せ
な
が
ら
、
し
か
し
一
般
に
ニ 

〇
年
代
後
半
と
か

三〇
年
代
初
頭
と
か
の
不
況
期
に
は
む
し
ろ
せ
ば
ま
っ
て
く 

る
傾
向
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
さ
.そ
う
で
あ
る
。」

「

不
況
の
過
程
は

一

般
的
に
は 

一〜
ニ
町
層
に
.お
け
る
土
地
利
用
の
集
約
性
の
増
大
を
も
づ
て
特
徴
づ
け
ら
れ 

る
の
.で
.あ
り
、恐
慌
期
は
〇
.五〜

ー
町
層
と
い
っ
た
よ
り
下
層
に
お
け
る
土
地 

利
用
の
集
約
性
の
増
大
を
も
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。」

ハ
ー
一
一
一
七

5

こ
の
土
地
生
産
力
を
規
定
す
る
直
接
的
耍
因
は
労
働
生
産
力
と「

資

本

，
 

の
土
地
集
約
度
で
あ
る
。
労
働
生
産
力
は「

一
ー
〇
年
代
初
頭
と
か
三

0
年
代
に 

は
い
っ
て
か
ら
は
、
自
小
作
が
最
大
で
あ
る
が
、
そ
の
中
間
の
時
切
ひ
は
や
呔 

り
自
作
が
最
大
で
、
自
小
作
、
小
作
の
願」

(

ニ
三
五
頁)

を
と
り
、
規
模
階
層 

で
は
上
層
ほ
ど
労
働
生
産
力
が
高
く
、
下
層
ほ
ど
低
い
集
約
的
経
営
が
営
ま
れ 

る
が
こ
れ
も
景
気
に
よ
っ
て
作
用
を
ぅ
け
農
外
に
労
働
カ
を
消
化
で
き
る
条 

件
に
規
定
さ
れ
て
変
動
す
る
。
ま
た
上
層
ほ
ど
労
働
生
産
力
が
高

い
と
し
て 

も
、
地
代
部
分
を
除
く
と
き
に
は
、

一
〜

ニ
.町
層
.で
最
高
と
な
る
傾
向
が
あ 

り
階
層
差
は
総
じ
て
小
さ
い
が
、
そ
の
差
は
、

「

資
本」

構
成
に
よ
っ
て
も 

た
ら
さ
れ
る
。
し

か

しr

資
本」

構
成
の
差
が
生
産
力
を
直
接
的
に
高
め
る
農 

具
や
動
物
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「

労
働
手
段
上
層
優
位
«_
が
出
現
す 

る
の
は
、
三
〇
年
代
後
半
か
ら
で
あ
る
。

三

第
二
章
第
三
節
価
格
構
造
の
論
理
、
第
三
章
価
格
構
造
の
展
開
形
態
に
お
い 

て
著
者
は
、
そ
れ
ま
で
の
分
析
を
菡
礎
と
し
つ
つ
、
次
の
如
く
総
括
す
る
。
第 

一
に
ニ
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
農
産
物
価
格
の
下
落
は
よ
り
劣 

等
な
る
条
件
の
も
と
で
の
生
産
に
よ
る
供
給
増

大

に

基
く
も
の
で
あ
り
、
，本
来 

的〕

に
は
農
産
物
価
格
騰
貴
が
生
ず
ベ
き
で
あ
り
な
が
ら
、「

こ
の
と
き
恐
慌
• 

不
況
に
よ
る
価
値
革
命
が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
？
て
、
労
働
力
価
格
が
一
投 

に
過
菊
人
口
と
し
て
低
落
し
て
い
っ
た
。」

「

こ
の
過
剰
人
口
の
形
成•

労
働
力 

fi
r
格
の
下
落
は
農
民
労
働
力
を
も
と
り
こ
ん
だ
の
で
あ

り

、

い
な
む
し
ろ
そ
こ 

に
お
い
て
も
っ
と
も
深
刻
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
農
産 

書

■
評

物
価
格
を
規
制
す
る
最
劣
等
条
件
の
単
位
生
産
物
の
生
産
に
よ
り
多

く

の

労

働
 

量
が
投
下
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
価
格
は
下
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
農
民
労
働
力 

の
価
格
の
下
落
を
と
お
し
て
、

一
定
量
の
労
働
が
形
成
す
る
础
値
が
ま
す
ま
す 

す
く
な
い
価
格
と
し
て
実
現
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。」

(

一
ニ
ハ 

一〜

ニ
頁)

そ
れ
が
経
営
規
模
の
低
い
層
ほ
ど
家
族
農
業
労
働
力
の
価
格
を
低 

下
さ
せ
る
。

従
っ
て
地
代
水
準
が
相
対
的
に
増
大
す
る
の
も
、

「
不
況
の
展
開 

に
よ
る
過
剰
人
口
の
一
般
的
存
在
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
層
の
農
民
労
働
力 

を
し
て
自
己
の
零
細
経
営
に
重
投
せ
し
め
て
そ
の
価
格
水
準
を
低
下
せ
し
め」 

(

ニ
六
四
頁)

る
結
果
で
あ
る
。

第
二
に
、

一〜

ニ
町
層
の
自
作
農
は
自
小
作
お
よ
び
小
作
に
た
い
し
土
地
生 

産
力
、
労
働
生
産
力
が
高
く
、
そ
の
結
果
、
労
働
力
の
価
格
水
準
も
高
い
も
の 

と
な
り
え
、
こ
の
時
期
に
一〜

ニ
町
層
に
集
中
す
る
根
拠
は
、

「

一
方
で
は
扉 

傭
労
賃
の
相
対
的
騰
貴
傾
向
に
よ
り
経
営
維
持
が
困
難
と
な
り
、
他
方
で
は
さ 

き
に
み
た
下
層
農
に
お
け
る
大
き
な
地
代
貞
担
力
に
よ
っ
て
自
作
地
の
一
部
を 

小
作
に
だ
し
た
ほ
う
が
は
る
.か
に
多
大
な
地
代
所
得
を
う
る
こ
と
が
で
き」 

(

ニ
六
六
頁)

下

層
農
で
は「

家
族
労
働
力
を
も
っ
て
技
術
的
に
経
営
し
う
る
最

高
の
規
模
、
す
な
わ
ち
一〜

ニ
町
層
へ
上
向
す
，る
動
力
が
生」

(

ニ
六
七
頁)

る 

0 

.

第
三
に
家
族
農
業
另
働
カ
の
値
格
水
準
を
規
制
す
る
も
の
が
賃
労
働
兼
業 

所
得
水
準
で
あ
り
、

「

日
本
の
資
本
主
義
が
不
況
の
深
化
に
よ
っ
て
形
成
し
た 

過
剰
人
ロ
が
農
家
の
賃
労
働
兼
業
を
媒
介
に
し
て
農
民
の
労
働
力
.の
価
格
水
準 

を
規
制」

へ
ニ
七
八
頁)

す
る
。
す
な
わ
ち「

兼
業
労
働
市
場(

過
剰
人
口
の
形
成) 

丨
兼
業
労
働
所
得
水
準—

農
業
労
働
所
得
水
準
と
い
う
論
理
が
形
成
さ
れ
た
こ

1

ニ

ー

(

六
ニ
七)



と
に」

な

り

「

農
業
労
働
力
の
価
格
構
造
、
そ
れ
に
よ
0
て
規
定
さ
れ
た
農
業 

の
正
常
な
ブ
ル
ジ
Iョ
ア
化
の
不
可
能
性
は
、
農
民
の
プ
口
レ
タ
リ
ア
化
の
ゆ
が 

み
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
レ 

タ
リ
ア
化
の
ゆ
が
み
は
独
占
段
階
に
達
し
た
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
の
構
造
に 

よ
つ
て
基
本
的
に
は
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。」

(

一
一
八
〇
頁)

氺

氺

*
.氺
*

氺
氺
*

以
上
の
如
く
著
者
は1 
一.0
年

代

の

農

民

層

分

解

を

、

先

ず

{£
'

« '
« '
妒

勝

か

象
 

を
外
部
的
知
件
と
し
て
措
定
し
、
慢
性
不
況
に
よ
る
過
剰
人
口
の
増
大
が
労
働 

力
を
農
民
層
と
し
て
堆
積
せ
し
め
農
業
労
働
力
の
価
格
水
準
を
低
位
の
も
の
と 

し
、
そ
れ
が
地
代
水
準
の
相
対
的
高
位
を
も
た
ら
し「

部
分
的
寄
生
地
主
化」

を 

進
行
さ
せ
る
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
か
か
る
論
理
が
ニ
〇
年
代
の
農
民
層 

分
解
過
程
を
贯
い
て
い
た
と
し
て
も
、
低
賃
銀
労
働
市
場
の
形
究
を
日
本
資
本 

主
義
の
成
-'
*

•
展
開
過
程
よ
り
全
機
構
的
に
把
握
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
論
理
の 

正
当
性
が
は
じ
め
て
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
ぅ
。

け
ビ
し
、

問
題 

は
、
著
者
の
い
ぅ
ご
と
く「

こ
の
農
，業
に
お
け
る
人
口
の
過
剰
化
じ
た
い
の
根 

拠
は
、
'こ
の
時
期
の
日
本
の
資
本
主
義
が
み
ま
わ
れ
た
慢
性
不
況
の
展
開
に
あ 

る」
(
一

六
九
頁)

と
す
る
と
き
、
農
業
に
お
け
る
人
口
過
剰
化
が
著
者
の
い
う

こ
の
時
期
す
な
わ
ち
日
本
に
お
け
る「

古
典
的
帝
国
主
義
段
階」

以

前

に

は

、
 

景
気
変
動
に
お
ぅ
じ
て「

形
成
さ
れ
消
失」

(
一

七
〇
頁)

す
る
も
の
と
な
る
点 

に
あ
る
。
同
様
に
ニ
〇
年
代
に
お
け
るr

部
分
的
寄
生
地
主
化」

の
進
行
を
、
 

'慢
性
的
不
況
に
基
く
過
剰
人
口
に
求
め
る
と
き
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
確
立
を 

み
た
.「

寄
生
地
主
制」

が
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
以
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
形 

成

メ

カ

_
ズ

ム

が「

部
分
的
寄
生
地
主」

形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
か
な
る
差
異 

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
が
問
わ
れ
る
ベ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
前
提
で
あ
る
低
賃
銀
労
働
市
場
と
、
農
産
物
価
格
、
農
業
労
働
力
価
格
水
. 

準
と
の
内
的
連
関
の

ニ〇
年
代
に
お
け
る
特
質
が
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
、
農
家 

生
活
水
準
が
.

一

九
ニ
六
年
頃
ま
で「

農
村
の
上
層
部
で
さ
え
都
市
勤
労
者
の 

中

•

下
層
の
生
活
水
準
で
し
か
な
く」

(一
1

九
五
頁)

ニ
〇
年
代
後
半
以
降
は
も 

っ
と
み
じ
め
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
情
も
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
•え
た
で
あ
ろ 

ぅ
。
そ
の
こ
と
は
、

ニ〇
年
代
農
業
の
詳
細
な
検
討
に
よ
り
、
対
象
時
期
の
景 

気
変
動
が
い
か
な
る
程
度
と
形
^
^
を
以
て
農
業
内
部
に
作
用
し
た
か
の
具
体
的 

分
析
を
果
し
て
い
る
本
労
作
の
意
義
を
高
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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