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ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

E反

者日

モト？子
Eコ

良rs

最
近
米
国
に
お
け
る
南
部
史
引
先
の
分
野
で
、

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
の
奴
隷
賃
貸
制
に
対
す
る
関
心
が
昂
ま
っ
て
来
て
い
る
と
い
え
ば

誇
張
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
こ
こ
数
年
来
こ
の
制
度
を
直
接
、
間
接
に
問
題
に
し
た
幾
つ
か
の
論
文
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
引
く
。

一
九
五
九
年
五
月
叶
宮
守
口
自
己
O
同

ωoロ
チ

m
g
z
E
o弓
誌
上
に
発
表
会
れ
た
S
・

s
・
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部

の
黒
人
鉄
工
労
働
者
に
関
す
る
研
究
を
始
め
と
し
て
、
翌
六

O
年
三
月
宮
冨

5
－
3F
〈回－－

4
国
政
ぢ
江
口
弘
一
宮
三
目
当

誌
に
寄
せ
ら
れ
た
C

イ
l
ト
ン
の
同
じ
く
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
の
奴
隷
賃
貸
制
に
関
す
る
研
究
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
四
月

H
，
Z
H
E自
己
丘

Z
晶
B
出

E
o
q

誌
上
に
掲
載
の
、
こ
れ
ま
た
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
の
繊
維
工
業
に
関
す
る

N
・

w
・
プ
レ
ヤ

l
の
論
文
、

そ
の
他
昨
年
五
月
守
口
自
己

。『
ω
o
c
p
m
g
z
E
o
q
誌
所
載
の
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
パ
ー
ク
郡
に
お
け
る
奴
隷
制
度
に
関
す
る
E
・
w
・
フ
ァ
イ
ブ
ァ
の
研
究
な
ど

が
こ
れ
で
あ
る
ο

こ
れ
ら
の
論
文
は
イ

l
ト
ン
の
も
の
を
除
い
て
は
、

い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
領
域
に
つ
い
て
の
特
殊
研
究
に
関
連
し

て
、
い
わ
ば
副
次
的
に
奴
隷
賃
貸
制
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
も
の
で
、

そ
れ
だ
け
に
問
題
の
と
ら
え
方
が
局
部
的
で
あ
る
の
は
止
む
を
得
な
い

が
、
反
面
却
っ
て
そ
の
局
部
的
な
掘
り
下
げ
の
中
に
こ
れ
ま
で
の
啓
蒙
的
、

一
般
的
な
研
究
に
は
見
ら
れ
な
い
成
果
も
注
意
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ

見
逃
せ
な
い
労
作
で
あ
る
ο

し
か
し
何
と
い
っ
て
も
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
イ
l
ト
ン
の
論
文
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
論
文
が
奴
隷
賃
貸
制
の

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
郎
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

七
五



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

七
六

問
題
を
ま
と
も
に
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
企
図
し
て
い

る
点
が
重
視
さ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、

U
・
B
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
を
は
じ
め
L
・
c
－
グ
レ
イ
、

F
・
パ
ン
ク
ロ
フ
ト
、
最
近

で
は
K
・
ス
タ
ン
プ
に
至
る
ま
で
、
総
じ
て
奴
隷
賃
貸
制
を
い
わ
ゆ
る
「
特
殊
制
度
」
の
一
環
と
し
て
、

た
と
い
っ
て
よ
い
。
ゲ
ま
り
奴
隷
賃
貸
制
と
奴
隷
制
度
と
は
、

あ
る
い
は
一
部
と
し
て
な
が
め
て
来

拘
束
労
働
制
度
と
い
う
範
騰
の
な
か
で
あ
く
ま
で
も
同
質
的
な
も
の
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し
イ
l
ト
ン
は
両
者
の
異
質
性
を
強
調
す
る
。

奴
隷
賃
貸
制
は
も
と
も
と
「
特
殊
制
度
」
の
中
か
ら
生
れ
出
た

も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
に
と
っ
て
そ
の
本
質
は
む
し
ろ
奴
隷
制
に
対
す
る
そ
の
対
立
性
に
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
彼
は
奴
隷
賃
貸
制
の
中
に

奴
隷
制
そ
の
も
の
の
基
礎
を
侵
蝕
し
破
壊
す
る
分
解
力
（
仏
区
民
巾
明
白
包
括
向
。
円

ng）
を
見
出
し
、
労
働
形
態
と
し
て
の
奴
隷
賃
貸
制
を
、
こ
れ

ま
で
の
奴
隷
制
度
に
お
け
る
「
隷
属
の
幹
を
緩
和
す
る
一
形
態
」

（由同
0
2
5
0ご
o
g
g
g
m
岳
町
宮
口
仕
え

mm円
三
宮
内
日
開
）
な
い
し
は
「
拘

束
と
自
由
と
の
中
間
状
態
」

（g
z
g
H
B邑
S
5
2
a
m
ゲ四件当
O
B
r
o
E品
四
回
ロ
内
同
時
同
町
包
O
B）
と
し
て
と
ら
え
た
。

か
く
て
彼
は
奴
隷
賃
貸

制
の
発
展
の
彼
万
に
自
由
労
働
制
を
展
望
し
つ
つ
、
そ
の
論
文
の
副
題
を
「
自
由
へ
の
一
段
階

（
同

ω
R℃

844阻
止
司
H

白色－
O
B）」

と
し
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
の
よ
う
な
意
味
で
創
意
と
示
唆
に
富
む
彼
の
論
作
で
あ
る
が
、

同
時
に
そ
の
主
張
に
は
奴
隷
賃
貸
制
の
諸
局
面
に
関
す
る
個

別
的
な
解
釈
の
点
で
も
、
ま
た
そ
れ
ら
を
支
え
て
い
る
基
本
的
見
解
の
面
で
も
、

か
な
り
検
討
を
要
す
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
お
も
わ

れ
る
。
以
下
イ
1
ト
ン
の
見
解
を
中
心
に
、
最
近
の
他
の
研
究
業
績
を
も
参
照
し
つ
つ
、

奴
隷
賃
貸
制
の
実
態
と
そ
の
本
質
に
つ
い
て
若
干
の

考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、

順
序
と
し
て
ま
ず
イ
1
ト
ン
が
奴
隷
賃
貸
制
を
自
由
労
働
制
度
へ
の
展
望
を
も
っ
一
階
梯
と
見
な
し
た
幾
つ
か
の
論
拠
を
以
下
の
凹

項
目
に
絞
り
、
そ
の
お
の
お
の
に
つ
き
約
説
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
自
由
労
働
制
度
を
拘
束
労
働
制
度
か
ら
区
別
す
る
要
因
の
一
つ
が
契



約
に
お
け
る
自
由
の
有
無
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
イ
1
ト
ン
が
最
も
重
視
す
る
第
一
の
論
拠
は
奴
隷
賃
貸
制
の
下
に
於
て
、
賃
貸
奴
隷
に
自
己

の
雇
主
を
選
細
別
す
る
自
由
を
或
る
程
度
認
め
る
慣
行
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

ψ

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
ぞ
通
じ
て
一
般
に
賃

貸
奴
隷
の
契
約
期
間
は
一
月
一
日
に
始
ま
り
そ
の
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
終
る
の
が
慣
わ
し
で
あ
っ
た
の
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
休
暇
に
入
る
と
、

そ
の
あ
と
正
月
ま
で
の
一
週
間
前
後
は
雇
主
に
と
っ
て
も
奴
隷
主
に
と
っ
て
も
、
次
年
度
の
契
約
の
取
極
め
又
は
改
更
の
た
め
の
重
要
な
時
期

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
に
な
る
と
店
舗
は
店
終
い
を
す
る
し
、
工
場
も
仕
事
を
止
め
て
、
雇
主
た
ち
は
専
ら
奴
隷
労
働
力
の
新
規
採
用

一
方
新
に
雇
傭
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
奴
隷
た
ち
も
こ
の
間
版
々
ク
リ
ス
マ
ス
用
の
晴
着
な

ど
を
着
飾
っ
て
街
頭
に
現
わ
れ
、
自
ら
口
頭
で
自
分
自
身
を
宜
伝
し
乍
ら
新
し
い
雇
主
を
求
め
て
歩
き
廻
る
の
で
あ
っ
た
。
イ
1
ト
ン
は
、

の
た
め
奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

八
五
五
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
来
た
ロ
パ

l
卜
・
ラ
ッ
セ
ル
（
刻
。
ゲ
0
3
河口回田町ロ）

と
い
う
旅
行
者
が
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
町
で
、
あ

る
奴
隷
の
願
者
が
「
（
本
名
）
ア
イ
ザ
ッ
ク
（

Hgn）
、
賃
貸
奴
隷
、
賃
貸
料
年
間
一
四
O
弗
、
各
位
」
と
記
し
た
紙
片
を
手
に
し
て
雇
主
を
探

し
て
い
る
姿
を
見
か
け
た
例
針
挙
げ
て
、
こ
の
種
の
光
鼠
に
出
会
う
こ
と
が
南
部
の
町
々
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
雇
主
に
対
す
る
奴
隷
た
ち
の
選
れ
権
の
行
使
は
必
ず
し
も
こ
う
し
た
形
で
だ
け
行
わ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
例
え
ば
彼
は
、
さ
き
の

旅
行
者
ロ
パ

i
ト
が
あ
る
菜
園
農
家
を
訪
れ
た
際
、
そ
の
家
の
少
女
奴
隷
が
家
事
労
働
な
ら
い
い
が
農
閣
で
の
仕
事
は
嫌
だ
と
云
っ
て
農
業
労

働
を
拒
む
の
で
、
主
人
が
そ
の
少
女
を
頻
り
に
賃
貸
奴
隷
に
出
し
た
が
っ
て
い
る
の
を
見
て
興
味
を
感
じ
た
と
い
う
例
を
引
合
に
出
し
て
い
る

が
、
こ
の
場
合
の
よ
う
に
雇
主
に
対
す
る
選
個
別
の
自
由
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
職
業
に
対
す
る
選
択
の
白
出
と
い
う
形
で
実
質
的
に
本
人
の
意
志

の
自
由
が
貫
徹
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
だ
ο

ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、

一
旦
賃
貸
奴
隷
と
し
て
就
職
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
そ
の

雇
主
が
気
に
入
ら
ぬ
場
合
、
逃
亡
と
い
う
非
常
手
段
に
訴
え
て
主
人
の
許
へ
帰
っ
た
後
、
主
人
と
麗
主
と
の
閣
の
話
合
で
結
局
奴
隷
の
希
望
が

か
な
え
ら
れ
る
と
い
う
島
町
併
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
極
端
な
場
合
も
や
は
り
奴
隷
の
選
恕
躍
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
は
変
り
な
か
っ
た
。
な

ジ
エ
久
ヲ
ル
エ
イ
ジ
」
ン
ト

お
大
都
市
な
ど
で
賃
貸
奴
隷
の
雇
傭
取
引
が
そ
の
専
門
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
賃
貸
奴
隷
周
旋
業
者
を
通
し
て
行
わ
れ
る
場
合
（
ら

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

Fじ
七



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

F七
八

な
み
に
、
工
場
、
店
舗
な
ど
の
大
口
需
要
は
通
常
こ
の
種
の
専
門
業
者
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
た
）
に
は
予
め
奴
隷
主
か
ら
業
者
に
対
し
て

雇
傭
条
件
に
注
文
を
つ
け
る
と
い
う
形
で
、
本
人
で
あ
る
賃
貸
奴
隷
の
職
種
や
雇
主
に
関
す
る
希
望
が
一
応
尊
重
さ
れ
る
立
前
に
な
っ
て
い

た。
次
に
論
拠
の
第
二
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
は
賃
貸
奴
隷
た
ち
が
一
種
の
ボ
ー
ナ
ス
制
の
下
で
、
超
過
封
働
量
に
対
す
る
報
奨
金
を
支
給
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
報
奨
金
に
つ
い
て
は
各
自
が
自
由
に
こ
れ
を
消
費
出
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元
来
以
隷
賃
貸
制
の
下
で
は
、
胤
州
製
約

は
正
式
に
は
奴
隷
主
と
雇
主
と
の
聞
で
結
ぼ
れ
る
わ
け
で
、
従
っ
て
契
約
に
も
と
ず
い
て
賃
貸
奴
隷
に
耕
せ
ら
れ
た
所
定
の
労
働
量
に
対
す
る

報
酬
は
凡
て
賃
貸
料
と
し
て
直
接
奴
隷
主
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
υ

し
か
し
例
え
ば
タ
バ
コ
工
場
や
伐
木
場
の
よ
う
な
引
業
場
で

は
、
事
業
主
た
ち
は
賃
貸
料
の
支
払
額
を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
た
め
に
契
約
上
の
規
定
封
働
時
間
は
最
低
限
に
抑
え
て
お
い
て
、
山
犬
際
に
は

残
業
や
出
来
高
払
制
な
ど
の
方
法
で
、
労
働
者
た
ち
を
実
質
的
に
所
定
労
働
時
間
以
上
に
働
か
せ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
ら
、
治
ん
ど

ω場

合
賃
貸
奴
隷
た
ち
は
超
勤
手
当
と
か
報
奨
金
な
ど
の
形
で
な
に
が
し
か
の
現
金
を
支
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ

ナ
や
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
の
タ
バ
コ
工
場
で
は
一
日
十
時
間
労
働
制
の
下
で
四
十
五
ポ
ン
ド
の
生
産
量
が
要
求
さ
れ
て
い
た
が
、
大
部
分
の
奴
叫
が

そ
れ
以
上
の
仕
事
を
し
て
一
ヶ
月
当
り
最
低
五
弗
、
大
抵
の
場
合
二
十
弗
以
上
も
の
報
奨
金
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
タ
バ
コ
工
場

の
賃
貸
奴
隷
た
ち
は
、
そ
の
外
に
毎
週
工
場
主
か
ら
小
額
で
は
あ
る
が
宿
料
お
よ
び
食
費
と
し
て
若
干
の
特
別
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、

イ
1
ト
ン
に
よ
れ
ば
こ
の
種
の
給
与
こ
そ
こ
れ
ま
で
の
奴
隷
制
度
の
下
で
は
全
く
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
賃
貸
奴
隷
た
ち
に

と
っ
て
は
正
し
く
「
自
由
の
象
徴
」
（

g
m
g
r
r
s
t
片
足
色
。
B
）
と
も
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
こ
う
し
た
報
奨
金
制
度
は
決
し
て
タ
バ
コ
工
場
や
伐
木
場
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
製
鉄
工
場
を
は
じ
め
、
製
麻
工

場
、
製
細
工
場
、
製
袋
工
場
、
さ
て
は
炭
坑
や
採
塩
場
合
弘
同
省
冊
目
町
）
に
至
る
ま
で
幅
広
く
行
わ
れ
て
い
た

ψ

た
と
え
ば
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ

ム
南
部
随
一
の
製
鉄
工
場
で
あ
っ
た
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
ト
レ
デ
ガ
！
鉄
工
所
（
吋

B
r
m
R
r
g
巧
Rwm）
で
は
一
八
五

0
年
代
当
時
に
お
い



て
賃
貸
奴
隷
一
人
当
り
月
間
一

O
弗
な
い
し
一
五
弗
の
超
勤
手
当
を
支
給
し
て
お
り
、
ま
た
り
ッ
チ
モ
ン
ド
近
郊
の
炭
坑
で
は
年
間
一
人
当
り

一
一
一
弗
な
い
し
一
四
弗
の
超
勤
手
当
を
出
し
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
さ
ら
に
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
や
ミ
ズ
リ
l
の
製
縄
工
場
や
製
袋
工
場
で
は
生

産
能
率
の
高
い
賃
貸
奴
隷
に
対
し
て
は
週
間
ニ
弗
な
い
し
三
弗
の
超
勤
手
当
を
出
し
て
い
た
な
ど
支
給
額
は
工
場
に
よ
っ
て
色
々
で
あ
っ
た
υ

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
給
金
は
当
然
賃
貸
奴
隷
た
ち
の
完
全
な
財
産
と
し
て
認
め
ら
れ
、
彼
ら
の
白
由
な
消
費
に
ま
か
さ
れ
多

く
は
そ
の
場
限
り
の
享
楽
や
飲
食
に
浪
費
さ
れ
た
が
、
若
し
彼
等
に
貯
蓄
心
さ
え
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
給
金
の
蓄
積
に
よ
っ
て
や
が
て

は
彼
等
自
身
の
自
由
を
買
い
取
る
こ
と
も
決
し
て
単
な
る
夢
で
は
な
か
っ
た
、
と
イ

1
ト
ン
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
論
拠
は
、
奴
隷
賃
貸
制
の
下
に
多
く
の
場
合
技
術
を
身
に
つ
け
た
奴
隷
白
身
が
そ
の
主
人
か
ら
「
自
分
の
時
間
を
賃
借
す
る
」
（
件
。

E
同
o
r
t
s
a
g
o）
特
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
奴
隷
が
自
分
自
身
の
雇
主
た
る
地
位
を
も
波
ね
る

こ
と
を
特
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、

い
い
か
え
れ
ば
奴
隷
主
が
そ
の
奴
隷
を
賃
貸
す
る
場
合
、
そ
こ
か
ら
当
然
期
待
し
う
る
利
益
（
賃
貸

料
）
の
支
払
い
を
、
契
約
に
よ
っ
て
奴
隷
自
身
に
保
障
さ
せ
る
ζ

と
に
依
っ
て
、
事
実
上
彼
の
身
分
上
の
自
由
を
断
定
的
に
認
め
た
も
の
で
あ

っ
た
υ

こ
う
し
た
特
権
を
認
め
ら
れ
た
職
種
と
し
て
は
鍛
治
屋
、
靴
屋
、
煉
瓦
工
、
大
工
職
、
理
髪
職
な
ど
広
汎
に
わ
た
る
特
殊
技
能
臓
が
挙

げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
職
種
の
職
人
で
こ
の
特
権
を
え
た
奴
隷
は
、
予
め
主
人
と
の
聞
に
と
り
結
ん
だ
契
約
に
基
い
て
、
そ
の
主
人
が
本
来

収
得
す
べ
き
賃
貸
料
に
対
す
る
代
償
と
し
て
、
通
常
一
週
又
は
一
月
の
収
入
の
中
か
ら
そ
の
一
定
額
を
週
叉
は
月
い
さ
め
で
主
人
に
支
払
っ
て
ゆ

く
と
い
う
約
束
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
イ

1
ト
ン
は
一
八
二

O
年
に
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
旅
行
者
ア
ダ
ム
・
ホ
ヂ

ソ
ン
（
〉
仏
国
同
出
国
主
一
宮
O
ロ
）
が
切
曲
目
同
町
田
O

B

の
町
で
日
給
七
五
仙
（
賄
付
）
を
え
て
い
る
奴
隷
た
ち
が
そ
の
主
人
か
ら
自
分
の
時
間
を
質
的

し
て
い
る
代
償
と
し
て
毎
週
約
二
弗
ず
つ
主
人
に
支
払
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
た
例
を
挙
げ
て
い
る
。
（
ち
な
み
に
こ
の
種
の
特
権
に
つ
い
て
は

パ
ン
ク
ロ
フ
ト
も
巧
E
8
宮
内
同
盟
白
鳥
ロ
ロ
骨
同
任
命
。
E
H
U
m－S
F
（－

S
S
の
著
者
V
・
v
－
ク
レ
イ
ト
ン
夫
人
の
手
記
か
ら
「
大
柄
な
黒

人
老
女
｜
｜
エ
ヴ
ァ

（
開
司
同
）
お
ば
さ
ん

l
lの
ζ

と
を
私
は
忘
れ
る
乙
と
が
出
来
な
い
。
彼
女
は
月
ぎ
め
の
保
母
と
し
て
町
の
あ
ち
こ
ち
の

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

七
九



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

八。

奥
さ
ん
連
中
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
、
毎
月
相
当
な
額
の
お
金
を
私
の
母
親
に
支
払
っ
て
い
た
が
、
彼
女
は
そ
の
こ
と
を
「
自
分
の
時
間
の
賃

借
り
」
と
呼
ん
で
い
た
」
と
い
う
記
事
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
と
り
た
て
て
、
技
術
と
い
う
程
の
も
の
を
持
ち
合
せ
な
い
女
奴
隷
の
一

例
と
し
て
興
味
深
い
。
）

な
お
こ
の
種
の
特
権
を
認
め
る
慣
行
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
そ
れ
が
奴
隷
制
へ
及
ぼ
す
思
影
山
明
日
を
．
盈
え
た
南
部
諸
州
当
局
の
手
に
よ
っ

て
、
と
く
に
一
八
三

O
年
以
降
の
奴
隷
制
廃
止
運
動
の
も
り
上
り
の
中
で
、
法
的
に
禁
止
さ
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
き
イ

l
ト
ン
は
ア
ン
テ
ィ

－
ベ
ラ
ム
期
を
通
じ
て
こ
の
種
の
禁
止
法
の
適
用
が
実
際
に
は
騒
々
回
避
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
、
か
く
て
こ
の
種
の
慣
行
は
あ
る
程
度
の
制
約

の
下
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
事
実
上
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

最
後
に
第
四
の
論
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
奴
隷
賃
貸
制
が
基
本
的
に
人
道
主
義
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ー

ト
ン
は
と
り
わ
け
賃
貸
奴
隷
の
取
引
面
を
め
ぐ
っ
て
奴
隷
主
と
賃
貸
奴
隷
と
の
聞
に
展
開
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
関
係
を
、

い
わ
ゆ
る
レ

l
ウ
ィ
ス
・
ヒ
ル
文
書
（
戸
向
者
町
田
正
一
司
曲
一
宮
ロ
）
に
よ
っ
て
実
証
し
よ
う
と
す
る
υ

レ
l
ウ
ィ
ス
・
ヒ
ル
は
そ
の
弟
ロ
パ

l
ト
と

共
に
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
期
に
お
け
る
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
有
数
の
賃
貸
奴
隷
取
引
専
問
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
奴
隷
の
賃
貸
に
つ

い
て
彼
と
取
引
関
係
を
持
っ
た
多
く
の
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
が
彼
に
寄
せ
た
書
簡
は
、
イ

1
ト
ン
に
よ
れ
ば
「
た
し
か
に
奴
隷
を
人
間
と
し
て
認

め
、
奴
隷
た
ち
に
対
す
る
人
間
味
あ
ふ
れ
る
言
葉
に
み
ち
み
ち
た
も
の
」
で
あ
り
、
た
と
え
ば
そ
の
あ
る
も
の
は
賃
貸
す
る
奴
隷
た
ち
の
健
康

を
憂
え
て
、
そ
の
就
く
べ
き
仕
事
の
激
し
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
願
い
、
あ
る
も
の
は
そ
の
奴
隷
た
ち
が
不
健
康
な
土
地
へ
送
ら
れ
な
い
よ
う
求

め
、
あ
る
い
は
年
間
た
と
え
一
回
で
も
二
回
で
も
奴
隷
た
ち
が
そ
の
家
族
と
会
う
機
会
を
与
え
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
い
、
総
じ
て
何
よ
り
も
先
ず

雇
主
が
善
良
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
最
も
切
望
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
た
め
に
は
敢
て
賃
貸
料
の
低
販
を
さ
え
い
と
わ
ぬ
と
申

し
添
え
た
も
の
さ
え
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
県
人
の
賃
貸
奴
隷
に
対
す
る
人
間
的
態
度
は
、
決
し
て
単
に

安
易
な
思
情
主
義
一
遍
倒
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
奴
隷
主
は
援
々
怠
情
な
、
強
情
な
、
或
い
は
不
正
直
な



ー
ー
・
要
す
る
に
自
分
の
手
に
負
え
な
い
奴
隷
た
ち
を
再
教
育
す
る
た
め
の
道
場
と
し
て
賃
貸
制
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
同
じ
ヒ
ル
文
書

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
イ

1
ト
ン
と
し
て
は
、
奴
隷
賃
貸
制
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
教
育
的
側
面
を
も
含
め
て
、
こ
の

制
度
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
本
質
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
む
し
ろ
彼
と
し
て
は
そ
う
し
た
面
に
か
え
っ
て
乙
の
制
度
の
も
つ

積
極
的
な
意
義
を
も
み
と
め
て
い
る
こ
と
は
「
い
く
た
の
弊
害
は
あ
っ
た
に
し
ろ
奴
隷
賃
貸
制
は
屡
々
、
奴
隷
労
働
の
質
を
向
上
さ
せ
る
一
つ

の
（
労
働
）
形
態
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
そ
の
言
葉
の
中
に
も
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
む
ろ
ん
彼
が
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
奴
隷
再
教
育
の
場
と
し
て
賃
貸
制
の
有
効
性
を
確
信
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
》
何
と
な
れ
ば
、
奴
隷
賃
貸
制
が
そ
の
比
較
的
自
由
な
生
活
環
境
の
下
で
賃
貸
奴
隷
た
ち
に
斉
ら
し
た
も
の
は
、
む
し
ろ
黒
人
奴
隷
た
ち
の

か
つ
て
の
純
朴
さ
の
喪
失
H
都
市
的
悪
習
へ
の
感
染
で
あ
り
、
道
徳
心
の
弛
緩
で
さ
え
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
屡
々
指
摘
主
れ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
し

v
yイ
l
ト
ン
自
身
こ
の
論
文
の
中
で
認
め
て
い
る
と
乙
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
宅
し
か
し
そ
れ
に
色
拘
ら
ず
時
の
経
過
と
共

に
、
益
々
多
く
の
奴
隷
た
ち
が
よ
か
れ
あ
し
か
れ
こ
の
奴
隷
賃
貸
制
の
下
で
自
由
佑
の
道
を
辿
っ
て
い
っ
た
乙
と
自
体
は
、
そ
れ
ま
で
奴
隷
制

度
を
支
え
て
来
た
厳
し
い
紀
律
を
た
と
え
徐
々
と
で
は
あ
れ
着
実
に
緩
和
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
そ
こ
に
こ
の
奴
隷
賃
貸
制
の

自
由
へ
の
展
望
を
イ

1
ト
ン
は
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
イ

l
ト
ン
が
奴
隷
賃
貸
制
と
自
由
労
働
制
へ
の
展
望
を
も
っ
過
渡
的
労
働
形
態
と
見
倣
し
た
諸
論
拠
を
一
応
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
も
う
一
つ
彼
の
奴
隷
賃
貸
制
論
の
理
解
に
資
す
る
た
め
附
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
奴
隷
賃
貸
制
と
奴
隷
制
度
と
の
関

係
に
関
す
る
彼
の
基
本
的
見
解
に
つ
い
て
で
め
る
。
さ
き
に
わ
た
く
し
は
イ

l
ト
ン
の
奴
隷
賃
貸
制
に
対
す
る
問
題
の
取
り
上
げ
方
の
新
し
さ

を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
新
し
き
も
実
は
こ
の
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
奴
隷
賃
貸
制
は
黒
人
奴
隷
制
度
の
内
部

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

八



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

｝＼ 

矛
盾
か
ら
生
れ
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る
「
特
殊
制
度
の
経
済
状
態
は
一
八
六
O
年
現
在
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
な
く
強

気
に
見
え
た
け
れ
ど
も
・
：
実
は
そ
の
背
後
に
お
い
て
二
十
年
に
亘
り
除
々
と
、
し
か
も
微
妙
な
絶
え
間
の
な
い
こ
の
制
度
の
根
本
的
な
侵
触
作

用
が
行
わ
れ
て
い
た
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
南
部
の
土
地
は
荒
廃
し
、
経
営
は
行
詰
り
、
と
り
わ
け
「
タ
イ
ド
・
ウ
ォ
ー
タ
ー

（叶円借・

当
丘
町
同
）
地
帯
の
旧
い
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
で
は
過
剰
奴
隷
を
も
て
あ
ま
す
に
至
っ
た
」
の
で
あ
る
。

そ
乙
で
こ
の
地
帯
の
農
業
構
造
に
も
白

ら
変
ル
加
を
生
じ
、

「
そ
こ
で
は
ス
テ
イ
プ
ル
農
業
か
ら
一
般
農
業
お
よ
び
市
場
向
菜
園
農
業
へ
の
転
換
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
一
つ
の
集
結
さ
れ

た
形
で
の
奴
隷
労
働
力
の
必
要
性
を
減
殺
し
、
収
穫
期
や
播
種
期
な
ど
に
限
っ
て
奴
隷
を
短
期
間
雇
傭
す
る
傾
向
を
誘
導
す
る
に
至
っ
た
。
」

か
く
て
「
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
は
賃
貸
奴
隷
が
最
も
幅
広
く
農
業
に
使
用
主
れ
る
州
」
と
な
っ
た
が
、

一
方
都
市
で
も
工
業
の
発
達
と
共
に
そ
の
労

働
力
を
旧
い
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
の
過
剰
奴
隷
に
求
め
る
よ
う
に
な
り
、

「
都
市
と
工
業
の
発
達
に
基
因
す
る
経
済
生
活
の
変
容
は
、
こ
こ
で

も
労
働
力
供
給
上
大
き
な
融
通
性
を
も
っ
こ
の
制
度
（
奴
隷
賃
貸
）
を
拡
大
き
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
鉄
道
の
建
設
や
公
共
事
業
の

急
速
な
発
達
は
賃
貸
奴
隷
の
使
用
に
格
好
の
場
を
提
供
し
た
。
か
く
て
各
種
製
造
工
業
や
鉱
業
、
輸
送
業
｜
iζ
れ
ら
は
す
べ
て
賃
貸
奴
隷
労

働
力
を
使
用
し
て
い
た
｜
｜
は
当
時
極
く
僅
か
な
収
益
し
か
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
着
実
伝
発
達
の
道
を
辿
っ
た
」
の
で
あ
る
ο

さ
て
こ
の
よ

う
に
し
て
賃
貸
奴
隷
制
が
一
旦
南
部
の
奴
隷
制
経
済
機
構
の
中
に
そ
の
地
歩
を
確
立
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
翻
っ
て
奴
隷
制
度
そ
の
も
の
に
も
大

き
な
影
響
巻
与
え
な
い
で
は
お
か
ず
、
而
も
そ
の
影
響
は
そ
れ
自
身
の
拡
大
発
展
と
と
も
に
益
々
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
ο

奴
隷
制
皮

つ
ま
り
賃
貸
奴
隷
制
は
「
賃
貸
奴
隷
に
、
よ
り
大
き
な
自
由
と
よ
り
高
い

社
会
的
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
結
果
（
す
な
わ
ち
、
紀
律
の
緩
和
と
そ
の
発
展
）
に
貢
献
し
た
」
の
で
あ
匂
～
之
を
要
す
る

を
支
え
る
紀
律
の
緩
和
と
そ
の
発
展
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
っ
た
。

に
黒
人
奴
隷
制
度
は
み
ず
か
ら
の
い
わ
ば
落
し
子
で
あ
っ
た
奴
隷
賃
貸
制
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
崩
解
の
途
を
辿
る
こ
と
を
余
儀
な
く
せ
し
め

ら
れ
た
と
い
う
の
が
、
イ

1
ト
ン
の
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
奴
隷
制
史
観
の
根
本
理
念
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
彼
の
奴
隷
制
史
観
は
、
こ
れ
ま
で
の
南
部
史
家
、
特
に
奴
隷
制
史
の
専
問
家
た
ち
の
そ
れ
と
は
全
く
対
照
的
な
史
場



に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
志
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
彼
等
の
殆
ん
ど
は
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
に
お
け
る
南
部
奴
隷
制
度
に
閲

す
る
限
り
、

い
か
な
る
質
的
変
佑
の
発
生
を
も
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
K
・
ス
タ
ン
プ
は
そ
の
若
司
2
ロロミ

ω宮
古
自
の
巾
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
一
八
三

O
年
ま
で
に
奴
隷
制
度
は
盤
塁
で
固
め
ら
れ
た
制
度
の
硬
直
さ
を
帯
び
る
に
至
っ
て
い
た
u

そ
れ
は
か

っ
て
拙
民
地
時
代
に
も
っ
て
い
た
よ
う
な
柔
軟
性
｜
｜
自
ら
そ
の
形
を
変
え
る
能
力
ー
ー
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

v

奴
隷
制
度
は
い
桁
品
作
川

を
起
し
、
そ
の
形
態
は
固
定
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
特
殊
制
度
は
一
八
六

O
年
に
な
っ
て
も
三
十
年
前
の
そ
れ
と
始
ん
ど
全
く
同
じ
で

－F

，・ド
a’
vし
、

v
d
F
j
v

、，
J
4

か’
J
に
若
し
何
か
変
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
期
に
お
い
て
抑
束

ωく
さ
り
が
強
め
、
ら
れ
こ

門
担
）

決
し
て
弱
め
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
イ

1
ト
ン
は
か
か
る
奴
隷
制
史
’
叫
を
批
判
し
て
「
川
rrω

〉

〉

：

J

J
U－
て
争
し
い

研
究
者
た
ち
に
と
っ

τは
南
部
の
奴
隷
制
度
は
一
八
三

O
年
か
ら
一
八
六

O
年
に
至
る
聞
は
変
化
の
な
か
っ
た
制
度
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

だ
。
然
し
そ
の
よ
う
な
見
解
は
奴
隷
賃
貸
制
が
己
苫
2
ω
c
E
Y
や
都
市
に
与
え
た
重
大
な
る
変
化
そ
無
視
す
る
も

ω
で
あ
る
」
と
・
五
い
、

奴
隷
制
度
を
あ
く
ま
で
も
変
化
と
発
展
の
相
に
於
て
と
ら
え
る
基
本
的
立
場
を
明
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

ム
U

て
以
上

ωよ
う
な
イ

l
ト
ン
の
主
張
は
、
奴
隷
賃
貸
制
を
南
部
黒
人
奴
隷
制
解
体
へ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
何
訓
価
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
南
部
の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
の
積
極
的
な
役
割
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
興
味
深
く
山
立
3
れ
る

d

し
か
し
そ

ω反
而
彼
の
見
解
に
は
、
問
題
の
取
り
上
げ
方
に
も
、
叉
挙
げ
ら
れ
た
論
拠
そ
の
も
の
に
も
決
し
て
疑
問
い
か
な
い
わ
け
で
は
な

以
下
そ
れ
ら
の
疑
問
の
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
併
せ
て
い
さ
さ
か
の
私
見
を
加
え
た
い
と
お
も
う
。

ま
ず
そ
の
第
一
は
、

一
体
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
に
於
て
、
た
と
え
ば
賃
貸
奴
隷
制
の
最
盛
期
と
見
ら
れ
る
南
北
戦
争
前
佼

ω時
別
に
於

て
、
賃
貸
奴
隷
は
一
般
奴
隷
に
対
し
て
ど
れ
程
の
人
口
比
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
）
こ
の
点
に
つ
い
て
い
似
し

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

八



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

八
四

う
る
数
字
が
え
ら
れ
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
仮
り
に
パ
ン
ク
ロ
フ
ト
が
全
南
部
に
つ
い
て
一
八
五
0
年
代
に
お
け
る
賃
貸
奴
隷
の
年
間
平

均
雇
傭
総
数
と
し
て
推
定
し
た
最
低
六
O
、

0
0
0
と
い
う
数
字
を
と
り
あ
げ
と
と
し
て
、
之
を
一
八
六
O
年
の
セ
ン
サ
ス
が
示
す
全
南
部
の

黒
人
奴
隷
人
口
三
、
九
五
三
、
七
六

o
u
y比
し
て
見
る
と
そ
の
比
率
は
僅
か
一
・
五
%
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
勿
論
こ
の
数
字
か
ら
直

ち
に
賃
貸
奴
隷
制
の
鼎
の
軽
重
を
問
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
賃
貸
奴
隷
制
の
展
開
は
地
域
的
に
と
く
に

C
3同
ω
o
c
p
し
」
都
市
に
偏

向
し
て
現
わ
れ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
奴
隷
賃
貸
制
が
最
も
発
達
し
た
地
域
と
見
ら
れ
る
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
に
つ
い

て
、
同
じ
く
、
ハ
ン
ク
ロ
フ
ト
に
よ
る
賃
貸
奴
隷
推
定
人
口
一
五
、

0
0
0
と
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
奴
隷
人
口
四
九
O
、
八
六
五
と
を
対
比
す
る
と

ゴ
一
%
と
い
う
数
字
が
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で

4
1
ト
ン
は
一
八
六
O
年
の
セ
ン
サ
ス
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た
記
録
や
報
告
か
ら
、

一
一
脳
限
定
さ

れ
た
若
干
の
地
域
社
会
に
つ
い
て
、
賃
貸
奴
隷
と
奴
隷
と
の
人
日
比
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
で
は
、
〉
口
8
5
2
r
郡
の
約
一

O
%
〉

5
2
H
a
r
郡
の
五
Mm
弱
。
（

UCHHHZ同－
g島
郡
の
約
六
%
、

ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
で
は
司
巾
守
口
一
吉
田
5
郡
の
約
七
%
、
同
門
町
仏
巾
ロ
郡
の

約
0
・
一
%
、
メ
リ
l
ラ
ン
ド
で
は
〉
ロ
日
〉

E
ロ
門
芭
郡
の
約
一
・
五
%
、

一
方
都
市
に
つ
い
て
は
、
テ
ネ
シ
ー
の

zari－－∞
で
は
全
八

区
の
う
ち
そ
の
四
区
に
於
て
二
五
%
（
他
の
四
区
は
不
詳
）
、

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の

F
O巳
団
司
王
町
で
は
全
八
区
の
う
ち
そ
の
七
区
で
二
八
%
（
他

の
一
区
は
不
詳
）
、
ま
た

F
E
m
Bロ
で
は
七
%
、
さ
ら
に
∞
同
E
B
O
B
で
は
全
二
O
区
の
う
ち
半
分
の
一
O
区
で
八
拍
（
他
一
O
区
不
詳
）
、

の同

B
Zロ
郡
の
戸
百
円
『
σ口
々
で
五
O
%
と
い
う
数
字
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

C
旨
宰
己
弓
が
と
び
抜
け
て
肖

ヴ
ァ

i
ジ
ニ
ア
で
は

本
な
の
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
南
部
で
も
有
名
な
タ
バ
コ
工
業
の
栄
え
た
町
で
、
そ
こ
に
は
賃
貸
奴
隷
が
タ
バ
コ
工
と
し
て
集
中
し

て
い
た
と
い
う
特
殊
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
都
市
に
つ
い
て
は

ω同司田口口問
Y
Y
向。zrwzm君
。
同
町
田
口
P
Z
2ロゲミィ

nr同ユ巾∞・

件。ロ
w

冨
O
Eぬ
O
B
R
U刊

な
ど
当
時
有
数
な
主
要
都
市
に
関
す
る
資
料
が
全
く
欠
け
て
い
る
こ
と
が
残
念
で
あ
る
が
、

何
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら

の
比
率
を
通
覧
し
て
、
さ
き
の
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
や
全
南
部
に
つ
い
て
の
比
率
と
比
較
検
討
す
る
と
き
、
少
く
と
も
こ
れ
ら
の
数
字
の
上
か
ら

は
、
賃
貸
奴
隷
の
南
部
奴
隷
制
社
会
に
対
す
る
影
響
力
が
極
め
て
局
限
さ
れ
た
範
囲
内
の
も
の
で
め
っ
た
点
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
所
で
あ
ろ



柏
町
ノ
。

ま
た
同
じ
考
え
方
か
ら
賃
貸
奴
隷
の
雇
主
に
対
す
る
撰
れ
権
ゃ
、
自
己
時
間
の
賃
借
権
な
ど
の
特
権
に
つ
い
て
も
、

一
体
こ
の
種
の
特
権
を

行
使
出
来
た
も
の
が
、
賃
貸
奴
隷
の
う
ち
果
し
て
ど
れ
程
の
大
き
さ
を
占
め
て
い
た
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
パ
ン
ク
ロ
フ
ト
に
よ
る
と
、
実
は
、
こ
の
種
の
選
杭
権
の
自
由
を
認
め
ら
れ
た
奴
隷
に
は
、
そ
の
持
主
で
あ
る
奴
隷
主
が
、
付
概
ね
都
市
の

何
人
で
、

ωせ
い
ぜ
い
二
、
三
人
以
下
の
過
剰
奴
隷
を
所
有
し
、
臼
し
か
も
雇
主
を
見
付
け
る
の
に
広
告
や
周
旋
業
者
な
ど
に
頼
ら
な
い
奴
隷

主
で
あ
っ
た
な
ど
の
条
件
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
岡
そ
う
い
う
主
人
か
ら
賃
貸
奴
隷
た
る
本
人
が
ま
ず
信
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
も
う
一
つ
の
要
件
で
あ
つ
が
」
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
実
際
に
右
の
よ
う
な
特
権
を
行
使
し
え
た
志
の
は
全
体
の
賃
貸
奴
隷
の
中
で
、
非

常
に
限
定
さ
れ
た
数
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
雇
主
に
対
す
る
、
選
訳
の
自
由
と
い
う
特
権
が
、
奴

隷
賃
貸
制
を
性
格
づ
け
る
要
因
と
し
て
、
果
し
て
ど
れ
程
の
意
味
を
も
ち
え
た
か
と
い
う
疑
問
に
も
当
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
あ
ろ
う
。
叉
自
己

時
間
の
賃
借
権
に
し
て
る
、
例
え
ば
イ
l
ト
ン
自
身
が
例
示
し
て
い
る
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
旅
行
者
ホ
ヂ
ソ
ン
が

F
S
B島
の
町
を
訪
れ
た

と
き
、
多
数
の
賃
貸
奴
隷
た
ち
が
、
そ
の
賃
銀
を
規
程
額
通
り
に
支
払
う
こ
と
が
出
来
な
く
て
、
町
の
牢
獄
に
ぶ
ら
乙
ま
れ
て
い
た
と
記
し
て

い
る

ωぶ
見
て
も
、
こ
う
し
た
特
権
が
決
し
て
安
易
に
個
々
の
奴
隷
に
許
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
厳
し
い
法
的
監
視
の

中
で
認
め
ら
れ
て
い
た
権
利
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
種
の
疑
問
は
イ
1
ト
ン
の
見
解
に
と
っ
て

必
ず
し
も
致
命
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

然
し
、
各
種
の
特
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
賃
貸
奴
隷
隷
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
特
権
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
務
、
り
し
て
い
た
か
、

L、

い
換
え
れ
ば
賃
貸
奴
隷
の
特
権
が
果
し
て
ど
の
程
度
に
実
現
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
奴
隷
賃
貸
制
の
本
質
に
も
か
か

わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
S
・

s
・
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
、

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
に
於
け
る
鉄
工
賃
貸

奴
隷
の
労
働
状
態
に
関
す
る
最
近
の
研
究
は
、
特
に
注
目
さ
れ
る
業
績
と
い
え
よ
う
。
も
と
も
と
鉄
工
業
は
賃
貸
奴
隷
の
職
域
と
し
て
は
、
南

ア
ン
テ
ィ
・
ペ
ラ
ム
・
市
郎
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

八
五



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
山
郎
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

八
六

部
の
消
産
業
の
中
で
も
非
常
に
重
要
な
部
円
で
あ
っ
た
が
、
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
賃
貸
奴
隷
の
大
部
分
は
専
ら
採
鉱
作
業

（
g
Eロ
ぬ
）
と
製
炭
用
材
の
切
出
作
業
（
4
4
0
a
i
F
0
3
5
m）
に
、

つ
ま
り
非
熟
練
工
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
ο

い
う
ま
で
も
な
く
当
時
の

製
鉄
所
は
、
凡
て
鉱
産
地
に
即
し
て
建
設
さ
れ
、
小
規
棋
な
が
ら
も
鉱
業
を
も
兼
ね
た
い
わ
ば
一
貫
作
業
を
行
う
の
が
普
通
で
、
多
く
の
製
鉄

所
は
多
数
の
竪
坑
を
掘
っ
て
直
接
採
鉱
し
乍
ら
製
鉄
作
業
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
採
鉱
方
法
た
る
や
全
く
原
始
的
な
も

の
で
、
例
え
ば
数
十
呪
る
の
侠
く
深
い
一
つ
の
竪
穴
か
ら
一
日
当
り
僅
か
数
人
の
労
働
力
で
十
数
貨
車
も
の
鉱
石
を
掘
り
上
げ
る
作
業
は
、
賃

代
以
奴
隷
た
ち
に
と
っ
て
は
仲
々
容
易
な
ら
ぬ
重
労
働
で
あ
っ
た
。

一
方
こ
の
鉱
石
を
治
解
す
る
た
め
に
消
費
さ
れ
る
木
炭
の
量
は
実
に
慈
大
な
も
の
で
、
例
え
ば
六

0
0
ト
ン
の
銑
鉄
を
生
産
し
て
い
た
コ
ト

パ
ク
シ

1
（（
U20官
三
）
製
鉄
所
（
一
八
五
四
年
廃
業
）
で
は
、
銑
鉄
一
ト
ン
当
り
の
生
産
に
二

O
O
ブ
ッ
シ
ェ
ル
も
の
木
炭
を
消
費
し
た
。

従
っ
て
工
場
主
は
木
炭
用
材
の
切
出
作
業
に
は
、
特
に
ベ
テ
ラ
ン
の
白
人
監
督
を
つ
け
、
各
労
働
者
に
は
過
酷
な
告
に
よ
る
威
嚇
の
下
で
ノ
ル

マ
を
強
制
し
た
の
で
之
亦
恐
る
べ
き
苦
役
で
め
っ
た
。
も
っ
と
も
若
－
十
の
有
能
な
賃
貸
奴
隷
は
技
能
部
門
で
の
労
働
を
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
彼
等
と
て
そ

ω部
門
の
附
暇
な
時
は
民
々
非
熟
練
部
門
に
因
さ
れ
た
し
、
ま
し
て
や
彼
等
が
一
人
前
の
熟
練
工
に
ま
で
昇
格
す
る
の
は

容
幼
で
な
く
、
た
と
え
ば
鍛
治
工
の
助
宇
と
し
て
五
年
間
働
い
た
有
能
な
賃
貸
奴
隷
で
も
、

一
人
前
の
熟
練
工
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
案

配
で
あ
っ
た

J

い
う
ま
で
も
な
く
そ
こ
に
は
人
種
的
差
別
か
ら
来
る
重
圧
が
強
く
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
鉄
工
業
部
門
で

は
、
他
の
職
域
で
熟
仙
刷
工
た
る
賃
貸
奴
隷
に
本
来
認
め
ら
れ
て
い
た
各
種
の
特
権
に
浴
す
る
こ
と
も
実
際
に
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
るそ

の
上
鉄
工
業
部
門
で
の
賃
貸
奴
隷
に
対
す
る
待
遇
も
劣
悪
を
極
め
、
普
通
の
場
合
契
約
の
上
で
は
雇
主
は
年
間
賃
貸
奴
隷
一
人
当
り
夏
服

二
山
口
行
、
冬
服
一
科
、
短
靴
お
よ
び
ソ
ッ
ク
ス
各
一
足
、
附
子
一
ケ
お
よ
び
毛
布
一
枚
を
支
給
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
規

定
は
多
く
の
場
合
無
視
ぷ
れ
た
よ
う
で
あ
る

J

例
え
ば
一
八
三
二
年
あ
る
鉄
工
場
で
は
、

そ
の
賃
貸
奴
隷
た
ち
は
帳
簿
の
上
で
は
シ
ャ
ツ



枚
、
ズ
ボ
ン
三
枚
、
上
有
一
行
、
短
靴
四
足
、
毛
布
一
枚
、
帽
子
一
ケ
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
実
際
に
は
僅
か
に

夏
服
お
よ
び
冬
服
一
者
、
短
靴
三
足
、
帽
子
一
ヶ
、
毛
布
一
枚
し
か
支
給
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
一
般
の
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
奴
隷
が
受
け

る
給
与
に
も
劣
る
も
の
で
あ
っ
た
り
従
っ
て
ひ
ど
い
工
場
で
は
賃
貸
奴
隷
が
夏
の
真
盛
り
に
、
靴
も
履
か
な
い
で
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
さ
え

版
々
で
、
そ
の
た
め
工
場
内
で
は
賃
貸
奴
隷
た
ち
に
よ
る
衣
類
の
窃
盗
事
件
が
類
発
す
る
有
様
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
悪
事
を
し
な
い
も
の

は
結
局
衣
類
を
入
手
す
る
た
め
に
折
角
貰
っ
た
ボ
ー
ナ
ス
を
つ
ぎ
こ
む
よ
り
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
う
し
た
賃
貸
奴
隷
の
窮
状
は
給

食
の
面
で
も
概
ね
同
断
で
あ
っ
た
。

ま
た
鉄
工
業
で
は
、
賃
貸
奴
隷
が
病
気
や
負
傷
を
し
た
場
合
、
契
約
の
上
で
は
そ
の
治
療
の
た
め
に
生
じ
る
一
切
の
損
失
は
凡
て
之
を
雇
主

が
負
担
す
る
立
前
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
契
約
通
り
履
行
主
れ
た
た
め
し
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
損
料
は
結
局
奴
隷
主
へ
支
払
わ
れ
る
賃

貸
料
か
ら
差
引
か
れ
る
と
い
う
慣
行
が
出
来
上
っ
て
い
た
の
で
、
自
然
雇
主
は
賃
貸
奴
隷
に
対
す
る
健
康
管
理
に
対
し
て
も
無
責
任
と
な
り
、

そ
う
し
た
面
か
ら
も
一
雇
一
主
の
賃
貸
奴
隷
に
対
す
る
酷
使
は
一
段
と
激
佑
き
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

イ
l
ト
ン
は
パ
ッ
ク
ナ
l
家
文
書
（
回
ロ
ロ
｝
自
由
門
司
自
己
司

P
必
R
印）

（
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
大
学
図
書
館
所
蔵
）

に
出
て
来
る
レ
ッ
ド
・
リ
ヴ
ァ

鉄
工
場
（
刻
印
仏
列

2
町

Hgロ
当
日
官
）
（
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
）
の
多
数
の
奴
隷
賃
貸
契
約
書
の
中
か
ら
そ
の
典
型
的
な
一
つ
を
挙
げ
て
、
鉄
工
業

主
が
賃
貸
奴
隷
を
人
道
的
立
場
か
ら
所
遇
す
る
旨
明
記
し
て
い
る
の
を
例
示
し
て
い
る
が
、

鉄
工
賃
貸
奴
隷
た
ち
が
屡
々
酷
使
に
携
え
か
ね

て
、
殆
ん
ど
成
功
の
見
込
み
の
な
い
、

た
一
事
実
は
や
は
り
そ
う
し
た
契
約
が
必
ず
し
も
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
見
つ
か
っ
た
時
は
恐
る
べ
き
体
罰
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
逃
亡
を
企
て

鉄
工
賃
貸
奴
隷
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
労
働
状
態
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
無
論
危
険
で
あ
る
が
、
就
中
炭
坑
や
鉄
道
工
事
、
運
河
工
事
等

で

ω労
働
状
態
色
、

M
段
々
右
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
苛
酷
さ
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
と
く
に
炭
坑
賃
貸
奴
隷
の
み
じ
め
さ
は
黒
人
奴
隷
の
仲
間
か
ら

さ
え
も
「
炭
坑
ク
ロ
」
（
円
。
同
ザ
広
三
mmm円
）
な
ど
と
い
う
料
名
で
さ
げ
す
ま
れ
、

奴
隷
の
中
で
も
最
も
下
積
み
の
も
の
と
見
な
会
れ
て
い
た
程

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

八
七



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

で
あ
っ
た
。

/¥ 
/¥ 

之
を
要
す
る
に
奴
隷
主
と
雇
主
と
の
聞
に
と
り
結
ば
れ
た
契
約
書
が
、
如
何
に
人
道
主
義
的
な
美
辞
麗
句
に
充
ち
て
い
よ
う
と
も
、
叉
幾
つ

か
の
特
楢
と
自
由
を
賃
貸
奴
隷
た
ち
に
約
束
し
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
等
の
直
面
し
た
労
働
の
現
実
が
、
屡
々
そ
れ
ら
の
一
切
を
全
く
無
意
味

な
ら
し
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
イ

l
ト
ン
の
論
拠
そ
の
も
の
に
か
な
り
の
疑
惑
を
な
げ
か
け
る
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

五

さ
て
最
後
に
い
ま
一
つ
の
疑
問
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
は
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
期
を
通
じ
て
奴
隷
賃
貸
制
の
一
般
的
発
展
が
見
ら
れ
た
な

か
で
、
と
く
に
綿
工
業
部
門
の
賃
貸
奴
隷
た
ち
が
、
お
お
む
ね
一
八
三

0
年
代
の
末
以
降
次
第
に
そ
の
職
域
か
ら
追
わ
れ
て
、
終
に
南
北
戦
争

年
代
の
後
半
期
と
く
に
二
七
、

の
前
佼
ま
で
に
殆
ん
ど
そ
の
姿
を
消
す
に
至
っ
た
と
い
う
顕
著
な
事
実
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
み
る
。
す
な
わ
ち
南
部
で
は
一
八
二

O

f
l
L
ト
・
4
ウ
ス

い
わ
ゆ
る
旧
南
部
を
中
心
に
ま
き
起
っ
た
綿
製
品
工
場
の
建
設
ブ
l
ム
の
中
で
、
多
く
の
黒
人
奴
’

八
年
以
後
、

隷
た
ち
を
工
場
労
働
力
と
し
て
こ
れ
ら
の
工
場
に
導
入
し
、
以
て
南
部
綿
工
業
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
が
、
そ
の
後
三

0
年
代
の
末
頃
か
ら
次

第
に
白
人
労
働
力
を
以
て
賃
貸
奴
隷
に
代
替
す
る
傾
向
が
現
わ
れ
始
め
、
し
か
も
そ
の
傾
向
は
時
の
経
過
と
共
に
愈
々
顕
著
と
な
り
、
結
局
五

0
年
代
の
末
ま
で
に
始
ん
ど
の
賃
貸
奴
隷
た
ち
が
棉
工
業
部
門
の
職
域
か
ら
没
し
去
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
奴
隷
賃
貸
制
の
一
般
的
拡
大
の

趨
勢
の
な
か
で
特
に
注
意
を
引
く
こ
の
よ
う
な
現
象
が
一
体
ど
う
し
て
起
っ
た
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

N
・
プ
レ
ャ
ー
は
そ
の
原
因
を
、
当

時
南
部
が
経
験
し
つ
つ
あ
っ
た
政
治
的
、
社
会
的
緊
張
、
な
か
ん
ず
く
人
種
関
係
に
お
け
る
心
理
的
不
安
の
う
ち
に
見
出
し
て
、
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
一
八
三

0
年
代
の
初
頭
以
来
両
部
社
会
で
は
W
・
L
・
ギ
ャ
リ
ソ
ン
（
巧
巳
広
旨
巴
o
E
C
白邑
m
O
ロ
）
を
先
頭
と
す
る

ア
ポ
リ
シ
ョ
ニ
ス
ト
た
ち
の
活
動
が
、
直
接
・
間
接
奴
隷
制
度
に
依
存
す
る
南
部
人
た
ち
を
ひ
ど
く
刺
戟
し
つ
つ
め
っ
た
が
、
と
り
わ
け
一
八



三
一
年
ナ
ッ
ト
・
タ

I
ナ
l
（Z
巳
叶
口
百
四
円
）
に
よ
る
奴
隷
暴
動
が
与
え
た
社
会
的
衝
撃
は
大
き
く
、
南
部
人
た
ち
は
か
つ
て
な
い
不
安
と
緊

張
の
渦
中
に
投
げ
込
ま
れ
た

v

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
社
会
不
安
は
や
が
て
南
部
社
会
に
い
わ
ゆ
る
「
綿
花
の
カ
ー
テ
ン
」
を
降
し
、
奴
隷
制
的

秩
序
を
お
び
や
か
す
一
切
の

6
の
を
そ
の
内
部
か
ら
支
除
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
．
政
治
的
勢
力
と
し
て
凝
集
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
棉
工
業
部
門

に
お
け
る
賃
貸
奴
隷
か
ら
白
人
労
働
者
へ
の
労
働
力
の
代
替
現
象
も
、
そ
う
し
た
南
部
社
会
の
一
般
的
動
向
を
背
景
と
し
て
実
現
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
、
と
υ

（
な
お
彼
は
賃
貸
奴
隷
に
代
っ
て
棉
工
業
部
門
の
職
域
に
進
出
し
た
白
人
労
働
者
の
大
部
分
が
南
部
の
い
わ
ゆ
る
プ
ア

l
・
ホ

ワ
イ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
か
か
る
労
働
力
交
討
の
も
う
一
つ
の
要
因
を
、

会
的
、
政
治
的
勢
力
の
増
大
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
）

ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
於
け
る
彼
等
の
社

さ
て
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
イ
ア
の
見
解
に
対
し
て
わ
た
く
し
は
こ
と
さ

ら
異
論
を
さ
し
は
さ
む
積
り
は
な
い
が
、
少
く
と
も
よ
り
基
本
的
な
要
因
と
し
て
は
、
む
し
ろ
三

0
年
代
前
半
期
に
お
け
る
南
部
プ
ラ
ン
テ
ィ

シ
ョ
ン
経
済
の
好
況
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
南
部
農
業
は
二

0
年
代
を
通
じ
て
不
況
に
あ
え
ぎ
、
と
く
に
二
六
年
以
降
棉
花
は
封
度
当
り

僅
か
に
八
セ
ン
ト
乃
至
九
セ
ン
ト
の
安
値
を
上
下
、
そ
れ
に
伴
っ
て
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
奴
隷
の
市
場
価
格
も
せ
い
ぜ
い
六

O
O弗
か
ら
九
O

O
弗
を
低
迷
す
る
有
様
で
あ
っ
た
が
、
三
一
年
漸
く
綿
花
の
価
格
が
は
じ
め
て
本
格
的
に
一

0
セ
ン
ト
の
壁
を
破
る
と
、
以
後
急
騰
を
つ
づ
け

て
三
四
年
に
は
つ
い
に
十
五
セ
ン
ト
を
突
破
、
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
経
済
は
俄
然
活
況
を
と
り
戻
す
に
至
っ
た
ο

そ
の
結
果
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ

ン
に
お
け
る
奴
隷
労
働
力
に
対
す
る
需
要
も
急
テ
ン
ポ
で
上
昇
、
奴
隷
の
市
場
価
格
は
三
四
年
に
は
一
、

0
0
0弗
を
越
え
、
さ
ら
に
三
六
年

に
は
一
、
二
五

O
弗
の
高
値
を
呼
ぶ
に
至
っ
た

Q

こ
う
し
た
好
景
気
の
中
で
、
都
市
や
工
場
へ
年
期
契
約
の
賃
貸
奴
隷
を
派
出
し
て
い
た
プ
ラ

ン
タ
ー
た
ち
が
、
競
っ
て
そ
れ
ら
の
労
働
力
を
今
や
一
層
有
利
な
自
家
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
で
活
用
す
べ
く
回
収
に
努
め
た
こ
と
は
自

然
の
経
済
法
別
で
あ
り
、
私
見
を
以
て
す
れ
ば
、
む
し
ろ
綿
工
場
に
お
け
る
プ
ア

1
・
ホ
ワ
イ
ト
の
進
出
も
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン

テ
イ
シ
ョ
ン
経
済
の
動
き
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
経
営
と

綿
工
業
部
門
に
お
け
る
賃
貸
奴
隷
と
の
関
係
は
、
も
と
も
と
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
期
の
こ
の
時
期
に
限
っ
て
現
わ
れ
た
現
象
で
は
な
く
、
そ
も

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

八
九



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
市
川
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

九
0 

そ
ち
綿
工
業
部
門
に
多
く
の
黒
人
奴
隷
が
賃
貸
奴
隷
と
し
て
入
り
こ
ん
だ
時
期
に
も
、
ま
た
後
に
綿
工
業
部
門
か
ら
黒
人
奴
隷
が
殆
ん
ど
そ
の

次
ー
を
消
す
に
至
っ
た
五

0
年
代
の
時
期
に
色
ひ
と
し
く
同
様
な
相
関
々
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
に
も

触
れ
た
よ
う
に
南
部
で
は
二

0
年
代
の
後
半
、
と
く
に
二
七
、
八
年
の
頃
に
な
る
と
、
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
を
始
め
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
日
ン
ョ

ー
ジ
ア
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
な
ど
旧
南
部
大
西
洋
沿
岸
諸
州
で
は
、
工
業
労
働
力
と
し
て
の
黒
人
奴
隷
の
有
効
性
に
関
す
る
論
議
を
州
議

会
の
問
題
と
し
て
正
式
に
と
り
上
げ
、
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
余
剰
奴
隷
労
働
力
を
綿
工
業
に
利
用
す
る
方
策
を
州
と
し
て
考
え
始
め

た
の
を
は
じ
め
、
当
時
有
力
な
各
地
方
新
聞
が
挙
っ
て
、
綿
工
業
部
門
に
お
け
る
奴
隷
労
働
力
使
用
の
有
利
性
や
有
効
性
を
、
各
種
の
実
験
例

を
挙
げ
て
実
証
、
院
伝
し
た
結
果
U
Vれ
ら
の
諸
州
に
は
奴
隷
労
働
力
に
依
存
す
る
綿
製
品
工
場
建
設
の
気
運
が
も
り
上
り
、
例
え
ば
ヴ
ァ

l
ジ

ニ
ア
で
は
一
八
二
八
年
か
ら
三
二
年
の
聞
に
一
七
の
綿
工
場
が
新
設
さ
れ
、
ま
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
は
一
八
四
O
年
ま
で
に
一
九
の
綿
工
場
が
建

設・
δ
れ
た
外
、
南
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ
や
テ
ネ
シ
ー
は
も
と
よ
り
、
ア
ラ
パ
マ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
な
ど
い
わ
ゆ
る
深
南
部
諸
州
に
至
る
ま
で
幾
多
の

綿
工
場
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
に
黒
人
奴
隷
が
賃
貸
労
働
者
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
山
実
は
そ
の
よ
う
な
動
き
の
背

後
に
は
す
で
に
見
た
よ
う
な
当
時
の
プ
ラ
ン
テ
ィ
シ
ョ
ン
経
済
の
深
刻
な
不
況
が
ひ
か
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
五

0
年
代
に
は
外
国
棉
花
市
出
の
活
発
化
と
そ
れ
に
伴
う
棉
花
価
格
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
経
済
は
三
七
年
以
来
の

久
し
い
不
況
か
ら
漸
く
脱
出
、
と
く
に
こ
の
時
期
に
お
け
る
対
英
棉
花
輸
出
量
の
飛
躍
的
増
大
は
、
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
の
棉
花
生
産
を
大
い

に
刺
戟
し
た
の
で
、
一
一
一
七
年
以
降
四
九
年
ま
で
の
平
均
年
間
生
産
量
一
七
六
万
ベ
イ
ル
に
対
し
、
五
十
年
代
の
そ
れ
は
優
に
一
二

O
O
万
ベ
イ
ル

を
突
破
す
る
に
至
っ
た
ο

か
く
て
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
が
争
っ
て
棉
花
栽
培
の
た
め
の
労
働
力
確
保
の
た
め
に
賃
貸
奴
隷
の
引
き
あ
げ
に
の
り
出

し
た
の
は
当
然
で
、
例
え
ば
一
八
一
七
年
以
来
の
長
い
臆
史
を
誇
る
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
ロ
ッ
キ
ー
－
マ
ウ
ン
ト

（
同

Non

－q
Z
2
2）

 

仁
場
を
始
め
、

三
0
年
代
前
半
の
好
況
期
に
相
次
い
で
創
業
し
た
同
じ
く
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
マ
ウ
ン
ト
・
へ
ク
ラ

（冨件・

出向

ng）

工
場
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
サ
リ
ュ

l
ダ
（

ω己
ロ
仏
印
）
工
場
、

同
じ
く
マ

l
ボ
ロ
（
自
由
同
ぴ

O
B）
工
場
な
ど
、
こ
れ
ま
で
専
ら
賃
貸
奴
隷



労
働
力
に
よ
っ
て
賄
い
通
し
て
来
た
先
駆
的
縮
工
場
b
、
つ
い
に
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
の
奴
隷
労
働
力
供
給
の
道
を
断
た
れ
て
、
お
お
む

ね
五
十
年
を
堺
に
相
前
後
し
て
そ

ω労
働
力
を
山
人
労
働
者
に
切
り
縫
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
時
期
に
は
原
料
た
る
棉
花
の
値

上
り
と
北
部
の
綿
工
業
と
の
競
争
の
た
め
に
、
南
部
の
綿
工
場
の
中
に
は
ひ
ど
い
傷
手
を
こ
う
む
っ
て
倒
産
す
る
も
の
が
相
次
い
だ
が
、
こ
の

十
聞
か
ら
も
綿
工
場
は
そ
の
手
持
ち
の
賃
貸
奴
隷
を
手
放
す
－
」
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
期
を
通
じ
て
、
プ
ラ
ン
テ
ィ
シ
ョ
ン
経
営
の
消
畏
と
綿
工
業
部
門
で
使
用
さ
れ
た
賃
貸
奴
隷
と
の
聞
に
認

め
ら
れ
る
一
種
の
相
関
々
係
に
注
意
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
の
本
質
の
理
解
に
と
っ
て
基
本
的
に
重
要
で
あ
る
と
お

も
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
賃
貸
奴
隷
た
ち
は
、
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
経
営
が
不
振
の
と
き
は
そ
の
経
営
の
外
ヘ
出
て
外
部
か
ら
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ

ン
経
営
を
助
け
、
プ
ラ
ン
テ
イ
、
ν
ョ
ン
経
営
が
活
発
佑
す
る
と
再
び
経
営
内
に
戻
っ
て
経
営
を
内
部
か
ら
支
え
る
、
そ
う
い
う
類
い
の
労
働
力

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
正
に
そ
こ
に
こ
そ
奴
隷
制
度
の
も
と
で
賃
貸
奴
隷
が
負
わ
さ
れ
て
い
た
経
済
的
役
割
の
本
質
が
め
っ
た
と
認
め
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る

J

そ
し
て
そ
う
い
う
奴
隷
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
た
経
済
的
相
関
々
係
乙
そ
、
外
な
ら
ぬ
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
奴
隷
制
度
と

奴
隷
賃
貸
制
と
結
ぶ
基
本
的
な
関
係
で
あ
っ
た

v

と
す
れ
ば
ア
ン
テ
イ
・
ベ
ラ
ム
末
期
の
綿
工
業
以
外
の
職
域
に
於
て
、
綿
工
業
部
門
に
認
め

ら
れ
た
よ
う
な
著
し
い
奴
隷
賃
貸
制
の
後
退
が
必
ず
し
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
恐
ら
く
綿
工
業
以
外
の
職
域
、
た

と
え
ば
鉄
工
業
、
鉄
道
工
事
、
伐
木
場
な
ど
の
職
場
に
あ
っ
て
は
、

付
労
働
そ
の
も
の
が
非
常
に
過
重
で
あ
っ
た
う
え
、
当
該
職
業
に
対
す

る
社
会
の
一
般
的
評
価
も
低
か
っ
た
た
め
、
白
人
労
働
者
に
よ
る
代
替
が
事
実
上
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
、

の
雇
主
か
ら
奴
隷
主
へ
支
払
わ
れ
る
賃
貸
料
も
制
高
で
あ
っ
凶
ご
と
な
ど
が
、
そ
の
主
た
る
要
因
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

口
そ
れ
だ
け
に
ま
た
賃
貸
奴
隷

ムノ、

さ
て
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
奴
隷
賃
貸
制
は
、
ィ

l
ト
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
奴
隷
制
度

と
対
立
し
、
そ
れ
を
う
ち
く
ず
す
よ
う
な
関
係
に
立
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
奴
隷
制
度
と
基
本
的
に
同
じ
一

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
市
郎
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

九



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
・
南
部
に
お
け
る
奴
隷
賃
貸
制
に
つ
い
て

JL 

つ
の
経
済
的
基
盤
の
上
に
立
ち
、
同
じ
経
済
機
構
の
う
ち
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
奴
隷
制
度
を
機
能
的
に
補
完
す
る
役
割
を
果
し
て
い
た
と
見

る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
つ
ま
り
イ

l
ト
ン
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
奴
隷
賃
貸
の
慣
行
に
は
、
た
し
か
に
奴
隷
制
度
の
紀
律
の
厳
し
さ
を
う
ち

破
る
よ
う
な
自
由
佑
の
傾
向
を
苧
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
ま
た
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
程
度
の
発
展
を
さ
え
見
せ
た
と
し
て
も
、
所
詮
そ
う
し
た

傾
向
は
あ
く
ま
で
も
奴
隷
制
経
済
機
構
の
枠
内
の
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
ゐ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
さ
き
の
綿
工
業
部
門
に
お
け
る
奴
隷
賃

貸
制
の
衰
退
現
象
の
中
に
も
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
経
営
内
部
の
奴
隷
た
ち
に
も
実
は
賃
貸

奴
隷
が
享
受
し
た
よ
う
な
自
由
や
権
利
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
期
な
ど
に
奴
隷
が
報
奨
の
意
味
で
金

品
を
支
給
さ
れ
た
り
、
非
常
に
ま
れ
に
し
か
実
現
主
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
奴
隷
が
自
分
で
自
分
で
自
分
の
自
由
を
買
い
と
る
こ
と
さ
え
全

（
叫
）

く
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
奴
隷
賃
貸
制
の
下
で
認
め
ら
れ
た
自
由
と
権
利
は
、

た
し
か
に
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ

ン
奴
隷
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
拡
大
さ
れ
、
高
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、

い
づ
れ
の
場
合
も
そ
れ
ら
の
自
由
や
権
利

に
法
の
裏
付
け
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
勿
論
、
究
局
に
於
て
奴
隷
主
の
恋
意
に
与
奪
の
権
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
も
、
両
者
の
間

に
本
質
的
な
差
違
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
c

そ
の
意
味
で
イ

1
ト
ン
が
奴
隷
賃
貸
制
に
お
け
る
自
由
と
権
利
の
中
に
奴
隷
制
度
を

解
体
へ
導
く
分
解
力
を
見
出
し
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
賃
貸
奴
隷
制
を
近
代
的
自
由
へ
の
一
階
梯
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
も
俄

か
に
賛
同
し
難
い
も
の
を
感
じ
る
ο

た
だ
併
し
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
加
を
通
じ
て
、
黒
人
奴
隷
が
賃
貸
制
と
い
う
回
廊
ぞ
通
っ
て
都
市
や
工
場

へ
踊
り
出
て
、
由
郎
工
業
化
の
作
業
に
参
加
し
た
事
実
は
そ
れ
な
り
に
評
価
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ア
ン
テ
イ
・
ベ
ラ
ム
期
に
お
け
る

賃
貸
奴
隷
制
の
展
開
と
い
う
一
つ
の
著
し
い
歴
史
現
象
を
と
ら
え
て
、
こ
の
時
期
の
奴
隷
制
度
そ
の
も
の
の
発
展
過
程
を
再
検
討
し
よ
う
と
す

る
イ

1
ト
ン
の
意
図
は
注
目
き
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
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On the Hiring System in the Ante-Bellum South 

Tetsuro. HATTORI 

\lost students of the southern historv has accepted for a long time 

the \' ie11· that southern slavery was a static institution during the Ante

Be 11 um period and i 11 1860 the peculiar i 11stitution was almost precise Iv 

11·hat it had been thirty years before. Dr. Clement Eaton, however, refuted 

this view in his recent article, saving that it didn't take into account 

the Sltbstantial changes of slaven that the hiring system was effecting 

in the lipper South. Tht> slave hiring system has seemed to him to 

have been a disintegrating foree which eroded ceaselessh the base of 

the "peculiar institution" in the decadent stage. Because the hiring 

svstem gave greater freedom and a higher status to the hired slave and 

so tencle,l to hrcak dow11 the rigid disciplines of the institution. Thus 

he emphasized the antithetical side of the hiring system to the slavery. 

It seems to me, however, that Dr. Eaton's view makes too little of 

the fundamental economic relations between the hiring system and 

slavery. Originally, the practice of slave hiring was born from necess

ities of helping support plantations and the hired slaves were often 

called back to their plautations in case of need. For example, there was 

a rernarkahle decline during the last decade before the Civil war 

in the hiring of slaves in the textile factories of the south. Dr. Eaton's 
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view seems to he rather contran to these faet.s. 111 m,, opi11io11, tlw 

prnctice of hiring system w:18 not the fundamental antithesis to t!1C, 

pceu]iar inRlitution and didn't give any significant chaugeH on it. 




