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農
民
層
分
解
の
分
析
方
法

|
|
わ
が
グ
ル
ー
プ
の
提
言

ミ
ノ(

 

堀

江

英

わ
た
し
た
ち
幕
末
維
新
経
済
史
を
研
究
し
て
い
る
同
好
者
は
通
称
「
地
主
制
グ
ル
ー
プ
」
を
組
織
し
、
こ
こ
数
年
に
わ
た
っ
て
幕
末

か
b
明
治
に
か
け
て
の
農
業
史
に
つ
い
て
討
論
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
の
ク
ル
ー
プ
は
、
組
織
的
に
は
、
徳
川
初
期
を
研
究
す
る
一
六

「
日
本
史
研
究
会
」
の
「
近
世
史
部
会
」
を
構
成
し

τ

世
紀
グ
ル
ー
プ
、
幕
末
維
新
政
治
史
に
関
す
る
政
治
史
グ
ル
ー
プ
と
と
も
に
、

h
J

り
、
わ
れ
わ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
意
見
も
こ
う
し
た
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
む
た
え
ま
な
い
相
互
交
捗
白
な
か
か
ら
つ
ち
か
わ
れ

τき
た
共

通
財
産
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
提
起
す
る
わ
た
し
の
分
析
方
法
は
わ
た
し
個
人
の
も
の
で
た
く
、

「
近
世
史
部
会
」
の
な
か
の
相
互

交
渉
の
な
か
で
育
っ
て
き
た
わ
た
し
た
ち
り

d

グ
ル
ー
プ
の
共
通
意
見
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
わ
が
グ
ル
l
フ
の
提
言
」
左
の
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
の
方
法

徳
川
時
代
か
b
明
治
時
代
に
か
け
て
の
最
村
経
済
史
の
研
究
は
、

こ
ん
ど
の
戦
争
を
な
か
に
は
さ
ん
で
、
戦
前
と
は
比
較
に
た
ら
な

い
ほ
ど
の
進
歩
を
と
げ
た
。
そ
の
進
歩
に
は
い
く
つ
か
の
側
同
が
あ
る
が
、
モ
の
う
ち
の
重
要
た
一
つ
白
側
聞
は
、
戦
前
に
は
公
刊
さ

ヂ
カ
タ
そ

γ
ク

ヨ

ム

一

プ

れ
た
地
方
文
書
を
利
用
し
た
長
村
の
い
わ
ば
一
般
的
変
化
の
研
究
が
主
流
で
あ
っ
た
の
に
、
戦
後
に
在
っ
て
庄
屋
に
の
己
っ
て
い
る
村

農
民
国
間
分
解
の
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

第
一
号



農

民

周

分

解

の

分

析

方

単

第

八

十

七

巻

カ

タ

モ

ン

ジ

ヨ

ヲ

方

タ

ヤ

タ

ニ

ン

方
文
書
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
た
づ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
地
方
文
書
が
地
方
役
人
の
観
察
と
い
う
問
擁
史
料
で
あ
る
の
に
対
し
、
村
方

第
一
号

文
書
は
幕
藩
体
制
白
最
下
級
白
行
政
機
関
で
あ
る
圧
屋
・
名
主
白
日
常
行
政
の
一
記
録
と
い
う
直
接
史
料
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
に
よ
ヲ

τ個
々
の
村
々
の
具
体
的
実
情
が
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
戦
前
の
一
般
的
抽
象
的
な
農
村
研
究
は
戦
後

ω具
体
的
左
個

別
農
村
研
究
へ
と
発
展
し
た
。

こ
う
し
た
新
し
い
研
究
段
階
に
と
も
な
っ
て
、
何
々
の
農
村
白
階
級
構
成
を
分
析
で
き
る
史
料
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
ヲ
た
。
庄

屋
・
名
主
の
日
常
桁
政
の
中
心
は
い
う
ま
で
も
な
く
村
民
か

b
の
貢
租
徴
収
で
あ

p
、
モ
の
↑
貝
租
は
個
々
の
村
民
白
土
地
保
有
を
基
準

と
し
て
徴
収
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
毎
年
個
々
的
村
民
白
土
地
保
有
が
確
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
志
b
志
い
。
こ
う
し
て

ナ
ヨ

b
R
T
H
ワ

土
地
保
有
を
し
め
す
検
地
帳
・
名
寄
帳
な
ど
が
村
方
文
書
の
な
か
に
豊
富
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
明
治
時
代
に
去
っ
て
も
、
地
租
は
土

地
所
有
に
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
か

b
、
事
態
は
同
様
で
あ
も
。
土
地
保
有
H

所
有
を
基
準
と
し
た
農
村
の
階
級
構
成
山
研
究
が
戦
後

の
あ
た
ら
し
い
一
づ
の
研
究
動
向
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

註
こ
の
こ
と
は
ョ
l

ロ
ザ
‘
経
詩
史
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
モ
こ
で
も
土
地
保
有
H

H

所
有
心
研
究
が
主
流
で
あ
る
。
土
地

保
有
M
H
所
有
が
社
会
榊
成
の
恭
酷
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
史
料
が
畳
富
に
残
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

土
地
保
有
u

所
有
を
基
準
と
し
た
階
級
構
成
は
現
実

ω
農
村
を
衣
現
し
て
は
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
現
実
の
農
村
の
一
部
し
か
表
現

し
て
い
な
い
し
、
ま
た
時
代
と
と
も
に
現
実

ω
農
村
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
土
地
保
有
A

所
有
主
基
準
と
す
る
階
級
構
成
が
現
実
の

農
村
を
表
現
で
き
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
前
提
が
必
要
で
あ
る
ー
ー
ー
一
つ
に
は
全
村
氏
が
土
地
主
保
有
ま
た
は
所
布
す
る
己
と
、
一
一
つ

に
は
土
地
保
有

L所
有
が
そ
り
ま
ま
耕
作
で
あ
り
、
両
者
の
聞
に
く
い
ち
が
い
の
な
い
こ
と
、
ゴ
つ
に
は
土
地
を
川
制
作
す
る
農
業
以
外

に
商
工
業
な
と
の
阿
部
呆
が
存
布
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
一
日
前
提
は
最
初
か
ら
存
在
し
な
い
し
、
時
代
と
と
も
に
無
作
者
と
土
地
心



た
い
者
が
増
加
し
て
ゆ
く
I
|
乙
D
く
い
ち
が
い
は
名
寄
帳
ま
た
は
土
地
台
帳
と
宗
門
改
帳
ま
た
は
戸
籍
簿
と
の
比
較
に
よ
っ
て
た
し

か
め
ら
れ
る
。
第
二
の
前
提
も
時
代
と
と
も
に
急
速
に
〈
れ
ず
さ
ヲ
て
ゆ
く
|
|
寄
生
地
主
制
の
発
展
と
と
も
に
、
土
地
保
有

n
所
有

と
農
業
経
営
と
は
別
個
の
概
念
に
な
っ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
前
提
で
あ
る
「
農
耕
専
ご
と
い
う
伝
統
も
く
ず
れ
、
農
村
の

友
か
に
非
農
業
的
問
業
が
発
展
し
て
ゆ
く
。
こ
、
つ
し
て
近
世
初
期
に
は
か
な
り
の
真
実
性
を
も
っ
て
い
た
土
地
保
有
日
所
有
を
基
準
と

し
た
階
級
構
成
は
、
徳
川
山
町
期
か
ら
、
と
く
に
幕
末
明
治
則
に
在
る
と
、
農
村
の
現
実
の
姿
を
ほ
と
ん
ど
表
現
し
た
い
と
と
と
な
っ
た
。

徳
川
中
期
以
降
山
地
方
役
人
は
す
で
に
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
|
|
寄
生
地
主
制
に
対
す
る
認
識
が
地
方
文
書
む
た
か
に
沢
山
で

τ
く
る
。
土
地
保
有
を
基
準
と
す
る
階
級
構
成
が
農
村
の
現
実
の
階
級
構
成
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
幕

務
体
制
は
、
か
れ
ら
な
り
に
、
農
村
山
現
実
を
調
査
す
る
方
法
を
き
が
し
だ
し
た
。
モ
の
一
つ
は
村
落
の
個
々
の
農
民
心
耕
作
同
積
を

調
査
し
、
モ
の
耕
作
凶
杭
を
白
作
地
と
小
作
地
と
に
区
分
す
る
方
法
で
あ
る
o

こ
う
し
た
調
査
は
案
外
に
多
い
の
で
あ
っ
て
、
幕
末
維

新
期
だ
け
で
わ
れ
わ
れ
の
グ
ル
ー
プ
が
さ
が
し
だ
し
た
史
料
だ
け
で
六
十
ケ
村
を
こ
え
て
い
る
1
ー
そ
の
い
く
つ
か
を
の
ち
に
紹
介
す

る
こ
と
と
す
る
。
貢
租
の
生
産
源
泉
と
し
て
の
現
実
の
良
業
経
営
が
か
れ

b
の
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
時
代

に
な
り
寄
生
地
主
制
を
公
然
と
是
認
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
こ
う
し
た
関
心
は
う
す
れ
る
が
、
小
作
争
議
が
問
題
と
た
る
明
治
末

か
b
大
正
頃
に
ま
た
こ
う
し
た
調
査
が
は
じ
ま
る
n

も
う
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
「
余
業
」
調
査
で
、
農
耕
を
粗
略
に
さ
せ
る
非
農
業
的
営

業
白
調
査
が
は
じ
ま
る
l

己
れ
は
の
ち
一
心
官
業
税
徴
収
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
幕
末
の
村
方
文
書
の
な
か
に
は
、

農
民
の
階
級
構
成
の
分
析
に
利
用
で
き
る
二
つ
一
の
系
統
の
史
料
|
|
土
地
保
有
を
し
め
す
史
料
と
耕
作
間
積
を
し
め
す
史
料
と
が
で
て

く
る
。
前
者
は
武
租
ま
た
は
地
租
を
徴
収
す
る
た
め
の
土
地
台
帳
で
あ
り
、
後
者
は
は
じ
め
か
ら
現
実
の
農
村
の
階
級
構
成
を
と
ら
え

る
と
い
う
目
的
を
も
っ
た
調
査
で
あ
る
。
前
者
の
史
料
が
ど
こ
に
で
も
あ
り
、
後
者
心
史
料
が
少
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

農
民
周
分
相
此
の
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

第



農
民
層
分
解
り
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

阿

第
一
号

四

さ
を
に
も
述
へ
た
よ
う
に
、
戦
後
白
あ
た
b
し
い
農
業
史
研
究
で
は
、
い
ま
い
っ
た
貢
租
ま
た
は
地
租
徴
収
の
た
め
白
土
地
台
帳
を

史
料
と
し

τ、
土
地
保
有
H

所
有
を
基
準
と
ナ
る
階
級
構
成
表
が
つ
一
く
ら
れ
て
き
た
。
河
川
」
う
L
た
史
料
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
か
ら
、
多

く
白
村
落
で
時
代
を
追
っ
て
そ
う
し
た
階
級
構
成
表
を
つ
く
れ
る
と
い
う
便
利
が
あ
る
。
そ
う
し
た
便
利
さ
が
こ
の
階
級
構
成
表
の
限

界
u
非
現
実
性
へ
の
反
省
を
わ
す
れ
古
せ
る
と
い
う
安
易
さ
を
う
み
だ
し
た
。
こ
り
階
級
構
成
表
の
時
期
別
変
化
が
し
め
し
て
く
れ
る

も
白
は
土
地
集
積
と
hv
う
事
実
だ
け
で
あ
り
、
厳
慣
に
い
う
と
寄
生
地
主
制
の
成
立
・
発
展
さ
え
し
め
し
て
く
れ
な
い

1
l寄
生
地
主

制
は
所
有
耕
地
が
自
作
さ
れ
た
い
で
小
作
に
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
モ
れ
は
上
地
保
有
u

所
有
と
耕
作
同
積
と
が
対
比
さ
れ

現
実
、

て
は
じ
め
亡
立
証
さ
れ
る
こ

ιが
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
め
ノ
で
な
く
、
こ
の
階
級
構
成
表
は
新
し
〈
変
化
し
つ
つ
農
村
の

f

」
〈
に
そ
り
中
心
で
め
る
良
業
生
産
心
階
級
構
成
セ
ほ
乙
ん
ど
表
現
し
て
い
な
い
。

階
級
構
成
表
を
つ
く
る
と
い
う
分
析
方
法
を
採
用
す
る
己
と
に
し
た
。

モ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
こ
れ
ま
で
の
分
析
方
法
を
す
て
て
、
耕
作
出
積
調
査
を
史
料
と
し
同
制
作
両
積
を
基
準
と
す
る

こ
の
方
法
は
と
れ
ま
で
全
く
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
た
い
も
白
で

あ
づ
た
し
、

ま
た
と
れ
だ
け
の
史
料
が
発
掘
さ
れ
る
か
あ
ぼ
づ
か
な
い
と
い
う
危
険
感
も
あ
っ
た
が
、

わ
た
し
は
わ
か
い
メ
ン
バ
ー

の
冒
険
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
ず
か
数
年
間
に
六
十
ケ
村
を
こ
え
る
村
々
の
史
料
を
発
掘

し
、
こ
臼
ぷ
ん
た
ら
こ
れ
か
ら
ま
だ
ま
だ
沢
山
の
史
料
を
蒐
集
で
き
る
と
い
う
目
信
を
え
た
。
だ
が
、
こ
の
精
の
史
料
K
も
欠
陥
が
あ

る
|
|
そ
れ
が
か
な
り
蒐
集
で
き
る
に
し
て
も
、
お
な
じ
村
に
つ
い
て
時
期
を
お
っ
て
モ
う
し
た
史
料
が
い
く
つ
も
発
掘
で
き
る
と
い

う
保
一
証
は
い
ま
の
と
己
ろ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
長
所
は
い
ま
い
っ
た
矩
所
を
補
っ
て
あ
ま
り
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、

そ
れ
は
現
実
り
農
業
生
産
経
営
の
規
模
を
耕
作
面
積
と
い
う
形
で
し
め
し
て
い
る
が
、
地
域
的
特
徴
主
考
慮
し
た
耕
作
出
積
は
わ
が
国

で
は
ほ
ぼ
真
実
に
ち
か
い
農
業
生
産
規
模
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
史
料
と
宗
門
改
帳
ま
た
は
戸
籍
簿
と
を
対
比
し
て
無
作
者
を
検
出
で



吉

「
余
業
」
調
査
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
か

b
無
作
者
さ
ら
に
は
農
民
心
職
業
ま
た
は
余
業
も
検
出
で
き
る
。
第
二
げ
、

と
の
史
料
は
耕

作
面
積
を
形
成
す
る
所
有
構
成

1
l自
作
地
と
小
作
地
、
さ
ら
に
は
貸
出
地
を
し
め
し
て
お

p
、
わ
た
し
た
ち
は
耕
作
規
模
を
異
げ
す

る
個
別
農
民
、

h
d

な
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
経
営
を
具
に
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
の
経
常
か
ら
土
地
所
有
の
態
機
と
土
地
所
有
の
重
み
を

は
か
る
こ
と
が
で
さ
る
。
前
者
の
史
料
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
の
史
料
は
具
体
的
た
農
民
経
営
の
な
か
に
お
か
れ
た
土
地
所
有
を
し
め
し

て
い
る
白
で
あ
っ
て
、

己
的
史
料
が
も
っ
こ
の
側
耐
を
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
フ
ル
に
利
用
す
る
と
と
に
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
い
ま
ま
で
の
分
析
方
法
が
拠
っ
て
い
る
史
料
と
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
そ
り
分
析
方
法
を
た
て
よ
う
と
す
る
史
料
と

を
比
較
し
、
史
料
の
点
か
ら
い
ま
ま
で
の
分
析
均
法
の
非
現
実
性
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
非
現
実
性
を
固
執
す
れ
ば
誤
り
に
な
る
。
だ

が
、
わ
た
し
た
ち
の
史
料
が
現
実
の
長
村
の
姿
を
あ
b
わ
す
性
質
の
も
白
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
が
モ
れ
を
た
だ
し
く
利

用
し
左
い
こ
と
に
は
現
実
の
姿
を
え
が
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
い

1
l史
料
の
た
だ
し
い
利
崩
手
続
、
た
だ
し
い
分
析
方
法
が
必
要
に

た
フ
て
く
る
。
わ
た
し
た
ち
の

J

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、

の
ち
に
述
ベ
る
よ
う
に
、
こ
の
史
料
を
利
用
し
て
第
一
次
作
業
の
成
果
を

い
く
つ
か
発
表
し
て
空
た

1
lそ
れ
は
あ
く
ま
で
わ
た
し
た
ち
の
作
業
の
第
一
段
階
で
あ
っ
て
、
最
終
段
階
で
は
な
い
。
こ
の
分
析
段

階
を
指
示
し
在
い
で
第
一
次
作
業
の
成
果
を
発
表
し
た
た
め
に
、
モ
れ
は
多
く
の
誤
解
士
、
つ
け
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
誤
解
を
さ

け
る
た
め
に
は
、
作
業
の
進
行
か
ら
い
っ
て
時
期
尚
早
で
は
あ
る
が
、

h
ま
分
析
方
法
の
全
貌

1
i作
業
全
体
の
見
透
し
を
書
く
ほ
か

た
い
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

農
民
屑
分
齢
の
分
析
方
法

第
入
十
七
巻

主

第

号

互ζ



股
叫
ん
肘
分
解
の
分
析
方
法

第
八
十
じ
巻

/、

第
一
川
乃

ノ、

第

次

作

業

ー
ー
耕
作
規
模
別
階
級
表
の
作
成
|
|

さ

τ、
農
民
層
分
解
に
つ
い

τ
り
わ
た
し
た
ち
の
分
析
は
厳
密
に
理
論
的
に
規
定
さ
れ
た
三
段
階
の
作
業
か
ら
怠
る
。
厳
帽
に
理
論

的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
モ
れ
ぞ
れ
の
作
業
の
性
指
|
|
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
結
果
が
現
実
主
反
映
す
る
度
合
は
わ
た
し
た
ち
の
グ

ル
ー
プ
の
全
員
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
て
W
る。

第
一
次
作
業
ー

l
耕
作
規
模
別
階
級
友
の
作
成

さ
さ
心
史
料
を
整
理
し
て
、
耕
作
規
模
別
階
級
表
士
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級

の
糾
作
間
積
心
土
地
所
有
構
成
を
あ
き
b
か
に
す
る
。
モ
れ
ぞ
れ
の
階
級
の
け
作
面
積
は

司
4
4
r
国
津
1
M岬
E
ヨ
諦
十
茸
L
f
副
湖

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
無
作
者
は
こ
む
史
料
と
宗
門
改
帳
士
た
は
戸
籍
簿
と
の
対
比
か
ら
検
出
で
き
る
。
こ
う
し
た
耕
作

規
模
別
附
級
表
は
働
く
農
民
の
現
実
の
生
産
経
営
の
立
場
か
ら
す
る
士
地
所
有
関
係
を
表
現
し
て
む
担
、
こ
れ
か

b
白
ち
の
作
業
む
た 古コ

め
心
基
礎
に
た
る
。

第
二
次
作
業
1

1
現
実
心
経
営
分
析
表
と
自
作
仮
定
の
経
営
分
析
表
と
の
作
成

第
一
次
作
業
で
決
定
さ
れ
た
耕
作
面
積
別
階
級
構

成
は
、
そ
の
う
え
に
農
業
生
席
が
展
開
さ
れ
る
手
段
た
る
土
地
関
係
を
表
現
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
農
業
生
産
ま
た
は
農
民
経
営
そ
の

も
の
を
表
具
す
る
も
の
で
は
左
い
。
両
者
は
符
接
、
在
関
係
を
も
っ

τ
い
る
が
、
し
か
も
別
個
白
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
古
さ
に
決
定

さ
れ
た
耕
地
岡
山
相
と
七
地
所
有
関
係
の
う
え
で
展
開
さ
れ
て
い
る
各
階
級
の
現
実
の
農
業
経
営
が
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
史
料
は
大
王
中
期
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
も
断
片
的
史
料
で
そ
う
し
た
近
似
的
分
析
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
経
営
分
析
で
は
、
寄
生
地
主
制
の
も
つ
圧
力
と
影
響
と
は
ば
か
り
ょ
う
が
な
い

l
lそ
れ
を
は
か
る
尺



度
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
で
、
そ
の
尺
度
は
寄
生
地
主
制
を
拾
象
し
耕
作
面
積
が
す
べ
て
自
作
地
で
あ
る
場
令
を
想
定
し
、
現
実
の
経

営
か
析
哀
を
操
作
し
て
自
作
仮
定
の
経
常
分
析
表
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
r凶
作
仮
定
の
こ
の
経
営
分
析
表
は
、
い
ま
い
っ
た
よ
う

に
、
寄
生
地
主
制
が
農
業
経
併
に
あ
た
え
る
圧
力
を
測
定
す
る
尺
度
で
あ
る
と
と
も
に
、
寄
生
地
主
制
り
も
と
に
あ
え
く
農
民
の
解
決

要
求
の
科
学
的
内
容
を
あ
さ
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
寄
生
地
主
制
が
撤
廃
さ
れ
た
と
き
の
農
民
各
階
級
の
現
実
の
あ
や
ま
り
な
さ
姿
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
の

第
三
次
作
業

1
l寄
生
地
主
制
の
重
み
の
測
定

わ
た
し
た
ち
は
、
第
一
次
作
業
で
土
地
関
係
の
観
点
か
ら
階
級
構
成
主
規
定
し
、

第
二
次
作
業
で
い
ま
規
定
し
た
附
級
椛
成
心
経
営
内
容
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
モ
う
し
た
経
営
に
お
け
る
寄
生
地
主
制
の
圧
力
士
は

そ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
が
い
ま
い
っ
た
二
つ
白
経
間
分
析
表
1
1
l
現
実
臼
経
営
分
析
表
と
自
作
仮
定
の
経
営

分
析
表
と
を
比
較
検
討
す
れ
ば
、
寄
生
地
主
制
が
農
業
経
常
に
ど
白
ょ
う
た
影
響
士
あ
た
え
て
い
る
か
、
階
級
こ
と
に
正
確
に
一
許
価
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
第
一
次
作
業
で
確
定
さ
れ
た
耕
作
同
積
別
階
級
構
成
は
単
に
土
地
関
係
と
し
て
で
な
く
、
農
業
生
産
ま

か
る
尺
度
を
則
志

L
K。

た
は
農
業
経
営
白
階
級
構
成
に
ま
で
具
体
化
さ
れ
、
寄
生
地
主
制
は
単
に
土
地
所
有
と
し
て
で
な
く
農
業
生
産
ま
た
は
農
業
経
営

ω観

点
か
ら
評
価
で
き
る
よ
う
に
在
る

い
ま
ま
で
の
土
地
所
有
基
準
の
階
級
分
析
は
肝
心
の
農
業
生
産
ま
た
は
農
業
経
営
の
観
点
を
か
い
で
治
り
、
モ
己
か

b
当
然
に
寄
生

地
主
制
を
モ
の
観
点
か
ら
評
価
で
き
な
か
っ
た
。
寄
生
地
主
制
の
罪
悪
が
い
わ
れ
‘
そ
れ
が
資
本
主
義
の
発
民
主
阻
害
す
る
と
い
わ
れ

て
き
た
が
、
モ
れ

b
は
一
般
的
・
抽
象
的
発
言
だ
け
で
あ
ヲ

τ、
ど
の
よ
う
に
ど
れ
だ
け
閉
害
し
て
き
た
か
は
測
定
し
ょ
う
が
な
か
っ

た
。
こ
れ
で
は
農
民
の
立
場
か
ら
寄
生
地
主
制
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
研
究
目
標
は
空
言
と
な
り
、
空
転
し
て
い
た
と
h

っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
主
た
農
業
生
産
ま
た
は
農
業
経
営
を
観
点
白
中
心
に
す
え
た
と
き
、
農
業
は
資
本
主
義
の
発
展
と
関
連
づ
け
ら
れ

哉
氏
周
分
解
心
分
析
万
法

第
八
十
七
巻

一じ

第

可

U 



最
民
屑
分
解
の
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

ノ¥

第

号

;， 

資
本
主
義
社
会
の
一
環
と
な
り
、
土
地
所
有
は
モ
己
か

b
評
価
さ
れ
る
。
土
地
所
有
基
準
は
資
本
主
義
と
農
業
と
白
関
連
主
切
断
し
て

し
ま
う
|
|
土
地
所
有
は
そ
れ
自
身
農
業
生
産
の
形
態
を
も
発
展
段
階
も
規
定
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
農
民
層
分
解
の

分
析
方
法
の
転
換
を
提
言
す
る
理
由
で
あ
る
内
こ
れ
か

b
一
二
段
階
の
作
業
主
多
少
と
も
具
体
的
に
説
明
す
る
己
と
と
し
よ
う
。

註
こ
う
L
た
升
析
の
方
法
論
を
提
供
し
た
り
は
わ
た
し
の
「
経
済
学
か
ら
歴
史
学
へ
』
、
と
〈
に
そ
の
改
訂
版
『
産
業
資
本
主
義
の
構
造
理
論
』
で

あ
る
。
わ
た
し
は
そ
ζ

マ
具
体
的
現
実
を
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
と
い
う
順
序
で
精
神
的
に
構
成
す
る
方
法
を
説
明
し
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
捨
象
」

方
法
に
つ
い
て
は
、
安
比
城
県
昭
氏
の
『
日
本
経
済
史
研
究
心
当
而
す
る
課
題
』
(
思
想
目
。
四
回

O
七
・
四
二
七
号
)
お
よ
び
「
独
得
の
量
租

と
放
言
L

〔
読
需
人
昭
和
三
五
年
五
月
三
口
日
号
)
む
批
判
が
あ
り
、
わ
た
し
は
マ
的
意
的
な
「
レ
l

一
一
ン
理
解
」
』
(
思
想
四
二
七
苛
)
・
『
「
歴
史

的
現
実
」
心
分
析
と
「
捨
象
」
的
方
法
に
つ
い
て
』
〔
読
苦
人
昭
和
=
一
五
年
六
月
一
三
日
号
)
で
こ
た
え
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
安
良
城
氏
も
わ

た
し
も
と
も
に
U

日
本
の
農
民
層
分
解
の
分
析
方
法
を
醐
に
お
い
て
発
言
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
方
法
的
対
立
は
日
本
の
農
民
用
分
解

の
分
析
方
法
と
し
て
ど
も
ら
が
有
効
か
と
い
う
現
実
問
題
心
な
か
で
し
か
解
決
し
ょ
う
が
な
い
。
本
稿
は
そ
う
L
た
意
図
を
も
っ
て
い
る
。

い
ま
の
と
こ
ろ
、
第
一
次
作
業
白
耕
作
面
積
別
階
級
表
の
作
成
ま
で
し
か
進
行

し
て
い
な
い
。
さ
さ
に
も
述
へ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
幕
末
維
新
期
だ
け
で
六
十
士
己
え
る
村
々
の
史
料
を
蒐
集
し
た
が
、
己
れ

長
民
層
分
解
に
つ
い
て
の
わ
た
し
た
ち
の
研
究
は
、

か
ら
も
採
集
を
つ
づ
け
な
が
ら
も
こ
れ
ら
を
整
理
し
て
つ
ぎ
の
段
階
の
作
業
に
う
つ
る
計
画
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
で
説
明
し
て
い
る
分

析
方
法
も
、
と
う
し
た
作
業
転
換
の
方
拡
的
怠
味
を
確
定
す
る
た
め
の
討
論
。
な
か
で
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
い
く
つ
か

り
耕
作
荷
積
別
階
級
表
を
か
か
げ
よ
う
。

註
わ
た
し
た
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
成
果
は
つ
ぎ
の
諸
前
女
話
報
告
で
発
表
さ
れ
て
い
る

l
!

歴
虫
学
研
兜
A
Z

一
九
五
七
年
大
会
報
告
1
1巾
村
析
・
川
浦
康
治
寸
幕
末
経
済
段
階
の
諸
問
題
』
(
歴
史
学
研
究
二
二

T
E
Z

中
村
哲
『
幕
末
泉
州

に
お
け
る
投
氏
周
の
分
解
』
(
摩
史
学
研
究
一
二
二
六
・
じ
サ
)
-
巾
村
哲
『
幕
末
・
明
治
初
年
に
お
け
る
最
民
層
分
解
と
地
主
制
』
(
史
林
一
九
五
九

年
三
号
)
・
中
村
哲
『
明
治
中
期
の
農
民
屑
分
解
』
ハ
人
文
字
報
二
一
円
三
。



有
泉
貞
夫
一
幕
末
期
の
傾
主
支
配
と
良
民
諸
階
層
L

(

史
林
に
発
表
予
定
〕
。

日
木
史
研
究
会
一
九
五
九
年
度
大
会
報
告

l
l而
択
裕
一
『
農
民
層
分
解
と
地
主
制
』
(
日
本
史
研
究
四
七
三
。
こ
の
大
会
報
告
は
わ
た
し
た

ち
の
グ
ル
ー
プ
の
た
び
か
さ
な
る
討
論
を
基
礎
に

L
C
つ
く
ら
れ
、
「
近
世
此
部
会
」
で
さ
ら
に
討
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

r
k
い
ま
の
と
こ
ろ
わ

た
し
た
ち
の
成
民
の
う
ち
で
は
一
時
ま
と
主
っ
た
も
心
で
あ
る
。
わ
た
し
は
ミ
れ
か
ら
こ
の
報
告
に
も
と
，
つ
い
て
説
明
す
る
が
、
い
ま
ま
び
か
か
げ

士
諸
成
果
は
全
体
と
1
て
わ
た
し
ム
ち
の
分
析
方
法
的
最
終
酌
砕
ホ
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
欠
陥
は
ま
と
ま
っ
た
形
で
成
呆
を
公
表
す
る
と
き
に
、
訂
正
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
明
治
一
七
=
四
・
四
一
年
ー
の
ニ
回
に
わ
た
っ
て
耕
作
規
快
別
階
級
衰
を
叩
く
れ
る
奈
良
県
引
戸
村
の
貴
重
な
調
査
が
ち
か
く
荒
木
幹
夫
に

よ
っ
て
発
表
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る

n

わ
た
し
た
ち
の
調
査
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
治
こ
な
わ
れ
た

l
l中
村
哲
(
人
文
科
学
研
究
所
則
手
)
が
綿
作
地
域
の
泉
州
を
、
↓
一
品
択
裕
一

(
文
学
部
大
学
院
)
が
米
作
単
作
地
域
の
一
新
潟
県
を
、
有
泉
貞
夫
(
主
学
部
大
学
院
)
が
養
蚕
地
域
白
山
梨
県
を
調
査
し
、
の
ち
に
荒
木
幹

夫
(
農
学
部
助
手
)
が
加
っ
て
綿
作
地
域
の
奈
良
県
井
一
戸
村
を
調
査
し
た
。

代
表
的
在
耕
作
面
積
別
階
級
表
を
一
つ
ず
つ
か
か
げ
る
こ
と
に
す
る
(
陣
表
は
前
掲
高
れ
裕
一

こ
こ
で
は
、

棉
作
・
養
蚕
・
米
作
単
作
の
三
つ
の
地
域
の

「
哉
氏
周
分
解
と
地
主
制
』
一
二
心
|
ゴ
二
頁
か

ら
ー
と
っ
た
)
。

い
ま
耕
作
地
(
耕
作
間
積
)
の
比
率
と
所
持
地
〔
所
有
面
積
)
の
比
率
を
比
較
す
る
と
、

そ
の
聞
に
大
き
な
ひ

b
主
が
み
ら
れ
る
。

そ

の
間
の
ひ

b
さ
だ
け
貸
山
地
-
借
受
地
の
小
作
関
係
が
は
い
り
こ
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
土
地
所
有
面
積
別
階
級
表
が
現
実
の
農
民

経
営
ま
た
は
農
業
生
産
主
表
現
せ
ず
、
小
作
関
係
を
い
れ
た
耕
作
面
積
別
階
級
表
が
現
実
の
農
業
生
産
を
あ
ら
一
わ
し
て
い
る
己
と
を
理

解
し
て
い
た
ど
け
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
に
で
て
く
る
面
積
は
地
租
以
前
の
面
積
で
あ
っ
て
、
い
ま
白
土
地
台
帳
同
積
に
な
お
す
た
め
に

は
一
・
三

1
一
・
六
倍
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
筋
に
は
い
る
こ
と
と
し
よ
う
。

米
作
単
作
地
域
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、

ま
ず
第
一
に
、

四
反

i
一
町
層
の
農
民
に
経
営
数
(
六
九
・
三
%
)
も
耕
地
問
積
八
七
六
・

0

農
民
国
分
鮮
の
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

九

第

号

九



農
民
府
分
解
り
介
析
方
法
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生 豆UJt 宅一立ー至上に主!Jニt~σ?~三日一!七
倒%!矧 %1 %1 矧%

8.5 I 3<.2 • 52.7 I 81.9 ! U I 77.8 I 
3.6 1 8目。 7.41 5.7 ， 8.2 1 11.1 !一

旬 11 4<.7 1 30.9 1 7.3 i 65.9 1 11.1 15.4 
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耕作画 1在

米作単作地域の場合 新悶県中頚城郡牡千村(明治 3年〉一高沢神調査-

I!J昨日何竺|サ虻|耳ptutJlf竺JhlZJ人
1-- F三下 町畝歩 1'-耐久市l 町散歩! 町両立歩| 人

10反以上- ， -1 ー| ー| ー|
8 I! 4 I 3.~~.24川 49.07 1 - 1 2.84.17 1 3 
4 " 14 1 8.40.28 1 10犯-1 8.30.00 I 18 
4反未満 31 92.21 1 1¥1 23 : - 1 20.00 I 6 

無 fFI _ _  21 ーイ 二上 一| ー 6
副 231 12.67.13 1 1.21.28! ー 111.34.17 1 沼

地主 l 引 2.77.151 24.70.02 1 21.92.17 1 - 1 

至二王仁二三日二15.:<14.281三翌日i豆EE口1.34.17I 33 

註 l 史料は、明治 3年「越後岡町t城郡岩手村戸銘」、ただし「寄留 11¥稼
2 反別を示す数字は、すべて土地台帳に主主記された形式上の数千であ
え械多 2戸、社人 1戸を除く。また、入作高、 111山、支配同も除いてあ

養蚕地域自場合 山梨県東山梨郡 t栗原村(明治 7年〉 有弘貞夫調査

|甘空竺曾叩T作刊叫吋F晴岬吋吋規時吋平判吋|性liI'空型竺竺竺 I-，，~一?可竺型!干也 恒哩竺空F空叩地削平L喧竺竺竺出りi「?Rh明itt鵡世量註世2台ナiヰ慌届時zを詮f 
戸|町畝歩: 町町JI畝融 Jふ't三町j凱歩樹|町畝歩剥| 人| 人

|1H(臥上l; ::三士1リ四8幻311Dj| 山9 "i  3 1 2.79.1川0削1 2.4叫ι叫口札ω.ユ101 31.221 7町0.2矧剖 1 1 一
4 /1 2!'i I 1目74.091 9.98.20 1 40.241 5.65.131 1 1 2 

I 4反未満 281 4.52.171 2.85.01 I 22目241 2.12.011 - I 10 
|無作 2川斗 5.19I 5.191 ー

l-.g-' ti， I 83 1 34.62.16i 3空亙|主司喧雪工三士二E
註 史料は、明治 7年「地所収穫帳」、明治 5年「戸籍」ロ

2.寺社、村有、入作白、耕作地、所持地、貸出地、借入地は、セれぞれ
3 奉公人は、雇傭、世間之も村外とり関係だけが示され Cいる。村内の
4 明治 7年の児料に匡敷地を持って登録されているが、明治 5年の戸籍

棉作地域白場合 大阪府大鳥郡大島村(安政元年〉 中村哲調査

tilff!ll.lil晒fJi1'fJil!IH "， r9Tll~司豆官EELF雪亘
| 戸1 町融| 石合|町畝|町州 人l 人

10反以上 121 16.84 1 168.549 I 2.22 1 3.77 I 18 I 
8"  8 I 6.90 l' 85.87D i 2.67! 2目561 4 1 5 
4"  22 1 12.12 1 58.837 1 - 1 6.94 1 4 1 6 
1"  35 1 8.75 1 31.853 1 .21 I 目761 - 1 28 
1反未満 2I 目18I -I -i .18 I -I 3 
無 作 43I - I 8四日| ー| 一|ー 84

仁王土コ22L44.79i亡豆電工一色巴E亡可亡二E
j 地主 11 .47 1 20.555 1 1.凶 -1 1 I 

己三 il'1 竺よゴ空空! 373.型J. 6.13J 竺主 _2_7_1 _. 126 

註 1 史料は「作付反別其他調書上帳」。
2. 反別および石高を示ヂ数字は、ず...亡 l地台帳にE宣言止された形式とり
3 ほかに、家出 1戸がある。
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決
民
府
分
解
心
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

第
一
号

%
)
も
集
中
し
、

四
反
米
満
の
農
民
が
す
く
た
く
、
と
く
に
無
作
者
が
皆
無
で
あ
り
、
ま
た
一
町
以
上
白
農
民
層
が
存
在
し
た
い
こ
と

で
あ
る
。
農
業
生
産
白
中
農
層
へ
の
極
度
の
集
中
1

|
こ
れ
が
米
作
単
作
地
域
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
中
農
層
に
集
中

し
た
排
地
が
ほ
と
ん
ど
小
作
地
で
あ
り
、
し
た
が
っ
℃
中
農
闘
は
小
作
農
で
あ
っ
て
、
一
一
一
軒
白
地
主
が
己
れ
を
貸
し
だ
し

τ
い
る
。
こ

こ
に
は
米
作
単
作
地
域
の
特
徴
が
実
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

楠
作
地
域
は
、

こ
れ
と
ち
が
ゥ
て
、

四
反

l
一
町
周
心
中
農
の
経
常
数
(
二
四
四
%
)
・
耕
地
面
積
(
凹
二

一
%
)
心
集
中
度
が
ひ

く
く

今
町
以
上
の
大
農
(
経
常
数
九
・
八
%
耕
地
面
積
三
己
・
二
%
)
、
と
え
に
四
反
以
-
下
の
貧
農
(
経
営
数
三
0
・
0
%
耕
作
面
積
一
九

七
N
W
)

さ
ら
に
無
作
者
(
戸
数
実
に
三
五
O
%
)
が
さ
わ
め

τ多
い
。

こ
こ
で
は
耕
作
面
積
か
ら
み
た
階
級
構
成
は
中
農
層
が
か
な
り

分
解
し
て
、
大
農
と
く
に
貧
農
・
無
咋
者
に
傾
W
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
う
し
た
階
殻
構
成
に
応
じ
て
、
小
作
地
心
集
中
度
も
大
農
一

八
・
六
弘
中
農
四
八
・

一
%
賛
農
三
五
・
二
%
で
あ
り
、
中
農
・
貧
農
が
寄
生
地
主
制
心
中
心
的
主
生
産
的
基
礎
に
た
っ
て
い
る
。

養
蚕
地
域
は
米
作
単
作
地
域
と
棉
作
地
域
と
の
中
問
、
ど
ち

b
か
と
い
え
ば
棉
作
地
域
に
ち
か
W
杭
微
を
し
め
し
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
そ
の
後
に
発
見
さ
れ
た
史
料
で
は
、
養
蚕
地
域
の
階
級
構
成
は
村
に
よ
っ
て
か
な
り
ち
い
か
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
の
耕
作
出
積
別
階
級
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
各
地
域
の
農
業
経
営
白
陪
級
構
成
と
そ
れ
ぞ
れ
の

階
級
に
ゐ
け
る
小
作
凶
積
の
比
重
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
あ
る
地
域
に
つ
い

τ時
期
的
な
順
序
に
し
た
が
っ
て
こ
う

し
た
附
級
去
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
農
業
経
営
の
規
棟
の
変
化
と
寄
生
地
主
制
の
比
重
変
化
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
さ
る

だ
ろ
う
。
ち
か
く
発
表
設
定
の
荒
木
幹
夫
の
前
掲
論
文
は
モ
う
し
た
方
向
へ
の
先
鞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
心
作
業
は
い
ま
り
と
こ
ろ
こ
こ
ま
で
し
か
進
ん
で
い
な
い
。
第
一
次
作
業
の
う
え
に
第
二
次
・
第

一
二
次
作
業
を
積
み
あ
げ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
第
一
次
作
業
が
目
標
と
し
た
面
積
概
念
ば
か
り
で
な
〈
、
そ
の
広
さ
の
う
え
で
営
ま
れ
る



経
営
内
容
そ
の
も
白
を
あ
き
ら
か
に
す
る
史
料
採
集
と
史
料
操
作
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

L
か
も
こ
こ
に
要
求
さ
れ
る
経
営
分
析
は

各
階
級
に
わ
た
ら
在
け
れ
ば
な
ら
中
な
い
か

b
、
い
ま
ま
で
の
地
主
文
書
の
分
析
だ
け
で
は
ま
こ
と
に
不
充
分
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の

作
業
は
モ
こ
ま
で
進
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
次
作
業
を
第
二
次
・
第
三
次
作
業
に
具
体
化
で
き
る
よ
う
な
史
料
と
し

τ、
と
こ

で
は
島
根
県
農
会
が
大
正
六
年
十
月
J
七
年
九
月
の
八
束
郡
大
庭
村
里
山
田
畦
部
落
主
調
査
し
た
『
黒
田
畦
部
落
調
査
書
』
を
利
用
す
る

こ
と
と
す
る
。
木
稿
の
課
題
は
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
分
析
方
法
を
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
モ
り
た
め
に
は
こ
の

史
料
を
操
作
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。

黒
田
監
部
落
は
モ
の
耕
地
の
七
六
%
が
水
田
、
モ
白
水
田
心
八
三
%
が
二
百
作
田
と
い
う
水
田
単
作
地
域
で
、
商
品
作
物
と
し

τは

ツ
ケ
ギ

松
江
市
内
沿
よ
び
松
江
聯
隊
に
う
ら
れ
る
少
量
の
鵡
菜
と
特
産
朝
鮮
人
参
、
刷
業
と
し
て
葉
細
工
・
付
木
製
造
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

部
落
は
二
八
判
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
モ
の
う
ち
白
二
軒
は
神
社
・
寺
院
で
あ
り
、
こ
れ
を
除
い
た
二
六
軒
の
耕
作
面
積
別
階
級

構
成
は
明
治
一
一
年
白
新
潟
県
岩
手
村
と
よ
く
似
た
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
表
。
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
九
反
グ
ラ
ス
以
上
白
農
民
が
二
六
刺

ω
う
ち
二

O
軒
缶
六
%
を
し
め
、
全
耕
作
面
積
の
一
八
二
%
を
耕
作
し
て
い
る
に
反

し
、
六
反
以
下
の
農
民
は
わ
ず
か
五
軒
一
八
%
で
、
耕
地
問
積
の
八
%
し
か
耕
し
て
い
た
い
。

一
軒
の
無
作
者
は
老
婆
だ
け
の
一
人
家

族
で
あ
る
。
こ
う
し
た
米
作
単
作
地
域
で
副
業
そ
の
他
の
兼
業
が
少
い
と
こ
ろ
で
は
、
五

I
六
反
以
下
の
農
民
は
生
前
で
き
な
何
日
で

あ
っ
て
、
こ
己
で
も
丁
稚
奉
公
人
・
労
力
請
負
業
・
一
五

O
目
白
日
雇
を
と
も
な
り
て
漸
く
存
在
し
て
い
る
。
新
潟
県
と
治
な
じ
く
、

耕
作
面
積
別
階
級
構
成
は
ひ
ど
く
大
・
中
長
に
偏
し
て
い
る
。
モ
の
た
め
に
、

一
O

A
四
反
ク
ラ
ス
の
農
民
は
か
な

p
m白
作
地
を

耕
し
て
い
る
に
か
か
わ
b
ず、

借
入
所
積
八
小
作
地
)
は
一
五
一
七
反
グ
ラ
ス
正
一

0
1ー
一
四
反
グ
ラ
マ
ハ
に
六
八
%
、

九
反
グ
ヲ
ス

を
い
れ
る
と
八
七
%
ま
で
集
中
し
て
、
六
反
以
下
白
農
民
に
は
わ
ず
か
二
一
%
し
か
分
配
さ
れ
て
い
な
い
。
通
常
の
常
識
と
は
反
対
に
、

農
民
同
分
解
泊
分
析
方
法

第
八
」
l

じ
昏

第
一
ワ
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呆回 世 部 落詞査 lrJ耕地Ili'係

同両面示訂王両吋~ I_FJT面下瓦市戸工1元!l1:1' 11時一一二型竺空!
1 1地 主 !T33| 品2253|品開品 2品29〔518 - |1l d tz十mll

E引115ι~品ラス|同6 叫 肝W叩 7河附6訂7 3出4.1川|却町7叫 2明 2.273(σ問目.0の) 5dF払2勾1叩ち |同81い同1珂印肌山5訂町7.日.5ト一171.0ト= 臼

E叫1 1叩0~14クラス |川9 3但4.6到， 11臼3.刊叩3 却 7叶|川伯〔必ω.3め) 2却0.49訓9拍9町〔伊必仏ω.9町) 5臼4別209(位削』均) 1叫 83幻.5 一2お捌ρ~-1叫 主釘Tγt仁二電制盤工
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置 13以下クラス 12 7目7

1
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唖|無作者 11 3.9j 一| ー -1 不明

古 126 100.0! 2回.081100.0 1165.377(100.0)剖 70(lC刈 1前川(1叫.0)1241584.0-1岨 O~2削同沿に 3 名
一一一一一 一

註 1 地主」は、耕作面積から ρ う之、クラスEにはいるが、貸出画新が耕作面積より大きいので、別何の扱いを L
た。その他小作地を貸出している者もいるが、そ才もらは耕作面積の方ポ貸出耐砧より大きい。

2 所有而積 貸出面積+借入商積」は耕作函積の所有関係をあらわしている。耕作面積は自作地(所有岡積 貸
出面積)と借入面積之の合計からなる。

3. r雇傭日数」はその農家が年雇または日雇をつかった日数、 「被傭日数jはその農家の家族員が賃銀な他人にや

とわれた日数である。
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土
地
所
有
基
準
の
分
析
方
法
に
た
っ
て
い
た
に
め
に
、
解
放
農
地
が
農
民
の
ど
の
階
級
に
分
配
さ
れ
た
の
か
、

一
行
も
書
く
こ
と
が
で

さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第

次

作

業

ー
ー
現
実
の
経
営
分
析
表
と
白
作
仮
定
の
経
営
分
析
と
の
作
成
|
|

わ
た
し
た
ち
の
分
析
方
法
は
最
初
か

b
確
f
M
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
次
作
業
の
見
透
し
が
つ
き
「
日
本
史
刷
究
会
」
に
お

け
る
高
沢
裕
一
の
報
告
原
案
が
「
近
世
史
部
会
」
で
討
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
第
一
次
作
業
の
成
果
に
対
す

る
疑
問
が
提
出
さ
れ
、
大
会
で
も
討
論
さ
れ
た
。
モ
の
疑
問
は
主
と
し
て
わ
た
し
た
ち
白
グ
ル
ー
プ
の
協
力
者
で
あ
る
鈴
木
良
・
芝
原

拓
二
の
両
君
(
文
学
部
大
学
院
)
か

b
さ
き
の
『
里
山
回
世
部
落
調
査
書
い
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
提
山
さ
れ
た
。
そ
の
疑
問
は
、
さ
き
の

耕
作
面
積
を
基
準
と
し
た
階
級
分
析
は
か
な

b
ず
し
も
「
寓
裕
度
」
と
い
う
意
味
白
階
級
構
成
を
表
現
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か

b
、

富
裕
度
を
基
準
と
し
て
階
級
構
成
表
を
つ
く
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

一
町
歩
の
小
作
地
士
耕

作
ず
る
農
民
は
、
モ
れ
が
純
粋
な
米
作
単
作
で
あ
り
小
作
料
が
生
産
米
の
半
分
で
あ
る
と
き
に
は
、
五
反
歩
白
農
民
と
し
て
計
算
す
ベ

こ
れ
は
も
ヮ
と
も
な
疑
問
で
あ
り
、
わ
た
し
が
こ
こ
で
説
明
す
る
分
析
方
法
も
実
は
こ
の
も
っ
と
も

な
疑
問
に
こ
た
え
る
た
め
に
つ
く

b
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

き
で
な
い
か
と
い
う
白
で
あ
る
。

註
わ
た
し
た
ち
の
第
一
次
作
業
の
方
法
的
限
界
は
高
沢
給
一
級
告
の
あ
っ
た
「
日
本
史
研
究
会
」
大
会
へ
の
「
近
世
史
部
会
討
論
の
な
か
で
す
で

に
み
、
と
め
ら
れ
て
い
た
(
近
世
史
部
会
委
員
一
討
論
之
反
省
」
日
本
史
断
究
四
七
号
)
。
土
地
制
度
史
学
会
一
九
六
心
年
度
大
会
で
の
安
良
城
盛

昭
氏
の
『
7
石
津
村
に
お
け
る
農
民
屑
分
解
一
!
な
る
報
告
は
わ
た
し
た
ち
内
部
の
疑
問
を
反
対
論
と
し
て
展
開
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
こ
乙
で

説
明
す
る
よ
フ
に
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
り
限
界
を
克
服
し
前
進
し
て
い
る
。

世
氏
眉
分
解
心
分
析
力
訟

第
入
十
七
巻

五

第

A
U

五



農
民
層
舟
解
の
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

堅二盟主ヰ阻止王当;321111旦lrl
133::5111lh司法品一
|主型戸戸F司王7と:F示円

1:叫刈百匝雨j1l!t詑恕矧昨:2認制叶;:司す;11叫1Ei司1i問ii記主吋:i2判Ji司i司1ι二二孟孟13孟瓦孟孟両32瓦示孟詞2.孟二礼.221一lイ円イ9

寸百[引i玩玩瓦云副山i礼訓11古rτii55司;?E司::司:1l: :叫;司出信叩剖1取担担附附:2詑矧叫;2判叫:1t1ti司:苛:己2記土矧ii己記羽;:E司ii司:1[i耳3可評;到耳4耳二州斗斗可一斗1一止2.
I~I凶f玩玩副i孟函山雇雨副11司子i同叩(:;記羽叶出肝叩[『日ι直1日弓土:i記ji町}山目;叩叩i可訂r代1引ππi!玄:ii;;而 3:1ト; 

l市;;副[目告一竺干!伊午古北;1円円iTT1 | 

/、

第

号

アて

己
の
方
法
は
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
D
耕

作
両
績
を
基
準
と
す
る
計
算
を
前
提
と

す
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
所
有

面
積
基
準
か
ら
の
転
換
で
あ
り
、
大
き

な
進
歩
で
あ
る
。
モ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
わ
た
し
は
こ
の
方
法
に
絶
対
反
対

せ
ざ
る
を
え
在
か
っ
た
。

一
町
歩
の
小

作
農
を
五
反
百
姓
と
格
づ
け
す
る
こ
と

一
町
歩
む
小
作
農
を
五
反
歩
の
自

は作
農
と
み
る
己
と
で
あ
り
、
モ
う
み
た

瞬
間
に
小
作
制
度
と
い
う
も
の
は
わ
れ

わ
れ
の
目
か
ら
消
失
し
て
い
る
こ
と
と

な
る
。
寓
裕
度
は
測
定
で
き
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
わ
た
し
た
ち
が
な
が
い
問

研
究
円
標
と
し
て
き
た
農
業
生
産
と
土

地
所
有
と
の
矛
盾

i
1寄
生
地
主
制
の

矛
盾
と
い
う
問
題
は
な
く
な
フ
て
し
ま



農
民
層
分
解
の
分
析
方
法

唖

1m 

第
八
十
七
巻

う

一
町
歩
の
耕
作
農
民
は
一
町
歩
相

当
の
農
業
生
産
を
い
と
な
ん
で
い
る
と

い
う
現
実
白
事
実
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

b
ず
そ
白
農
業
生
産
の
成
果
の
半
分
を

収
奪
さ
れ
る
と
い
う
も
う
一
つ
↑
の
現
実

の
事
実
、
こ
の
二
ヲ
の
現
実
を
対
立
さ

せ
た
と
き
、
寄
生
地
主
制
は
農
業
生
産

の
阻
害
要
因
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
小
作

争
議
の
攻
撃
目
標
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

〈
る
。
わ
れ
わ
れ
の
分
析
方
法
は
現
実

の
矛
盾
H

対
立
を
正
篠
に
表
現
で
き
る

も
の
で
怠
け
れ
ば
た
ら
一
な
い
が
、
そ
の

方
法
は
わ
れ
わ
れ
の
分
析
方
法
し
か
た

い
は
ず
で
あ
る

1
i
一
方
で
は
き
舎
に

あ
き
ら
か

rさ
れ
た
耕
作
面
積
の
う
え

で
展
開
さ
れ
る
農
業
生
産
(
第
二
次
作

業
)
、
他
方
で
は
耕
作
面
積
の
う
ち
で

七

第

イ三



農
民
回
分
解
の
分
析
方
弘

し
め
る
小
作
地
の
た
め
に
歪
め
ら
れ
る
農
業
経
営
(
第
二
次
作
業
)
、

第
八
寸
七
巻

ノl、

ノに

第
一
日

は
も
っ
と
も
在
疑
問
を
提
示
し
た
が
、
そ
の
疑
問
を
論
理
的
に
た
だ
し
く
処
埋
で
き
な
か
ヮ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
解
答
は
鈴
木
・

こ
の
二
側
面
全
対
置
す
る
乙
と
で
あ
る
(
第
三
次
作
業
可

反
対
者

芝
原
両
君
を
も
納
得
さ
せ
、
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
方
針
と
し

τう
け
い
れ
ら
れ
た
。

さ
て
、
い
ま
い
っ
た
一
町
歩
の
耕
地
を
耕
作
し
て
い
る
と
い
う
現
実
ー
ー
そ
の
す
べ
て
の
成
果
を
わ
が
も
の
と
す
る
と
仮
定
し
た
の

が
自
作
仮
定
の
経
営
分
析
で
あ
り
、
小
作
地
五
反
に
対
L
現
物
小
作
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
を
あ
き
ら
か
に
し
た
の
が
現
実

の
経
営
分
析
で
あ
る
。
さ
き
の
黒
田
畦
部
落
に
つ
い
て
、
現
実
の
経
営
分
析
か
b
自
作
仮
定
の
経
営
分
析
を
誘
導
し
て
み
よ
う
。

]

〕

〕

[
 

表
刊
を
表
叫
に
誘
導
す
る
方
法
は
下
欄
の
註
を
よ
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
が
、
表
E
が
小
作
料
の
収
支
を
考
慮
K
い
れ
た
現
実

〕

]

の
収
入
分
析
で
あ
る
白
に
対
し
、
表

E
は
小
作
料
の
受
払
が
な
い
と
仮
定
し
て
表
E
か
b
誘
導
し
た
収
入
分
析
で
あ
る
u

耕
作
面
積
の

た
か
に
し
め
る
小
作
面
積
は
農
業
経
営
む
な
か
で
は
小
作
料
受
払
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
黒
田
畦
部
落
で
は
、
聞
の
小
作
地
一
四

三
・
九
反
小
作
料
二
一
四
・
一
一
七
石
一
反
歩
あ
た
り
小
作
料
一
・
四
八
石
、
畑
白
小
作
地
二

0
・
0
五
反
小
作
料
一
二
・

O
三
石
一
反
歩
あ

た
り
小
作
料

0
・
六
石
、
小
作
地
は
田
が
日
倒
的

r多
く
、
そ
の
小
作
料
は
米
生
産
額
に
対
し
き
わ
め
て
た
か
い
比
重
を
し
め
て
い
る

U

上

米
生
産
両

一
一
石
五

0
0

小
作
料

一
石
五
五

O

田

中

二・

0
0
0

-二

0
0

回

下

一
・
五

0
0

0
・
八

0
0

そ
う
し
た
小
作
料
り
ほ
と
ん
ど
全
額
が
小
作
米
で
受
払
さ
れ
、
わ
ず
か
八
円
一
一
七
銭
だ
け
が
金
納
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、

一
石
二
立
円
と
い
っ
建
他
が
つ
か
わ
れ
て
い
Q
D

回

れ
も
代
余
納
で
あ
ろ
う
υ

な
治
小
作
米
の
金
納
換
算
に
つ
い
亡
は
、

地
主
取
前

六
割
二

O

小
作
人
取
前

二
一
関
八

O

六
・

0
0

四
・

0
0

五
・
三
三

四
・
六
七

そ



こ
こ
に
計
山
川
し
た
表

E
1
l円
作
仮
定
の
収
入
分
析
は
あ
く
ま
で
仮
定
で
あ
っ
て
、
現
実
白
白
作
農
白
場
合
に
は
生
産
価
額
し
た
が

っ
て
販
売
価
組
が
増
加
す
る
か
も
し
れ
た
い
し
、
モ
れ
に
と
も
な
ヮ
て
副
業
・
賃
金
収
入
が
減
少
す
る
か
も
し
れ
た
い
。
と
の
仮
定
の

数
値
セ
現
実
に
近
似
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
は
、
耕
作
面
積
が
ち
か
〈
土
地
所
有
関
係
で
完
全
な
同
作
由
民
の
現
実
の
収
入
分
析
を

と
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
れ
も
む
つ
か
し
〈
、
わ
た
し
た
ち
の
仮
定
の
数
値
で
が
ま
ん
す
る
よ

U
仕
方
が
な
か
ろ
う
。
だ
が
、

こ
の
仮
定
の
数
値
は
、
く
り
か
え
し
述
へ
た
よ
う
に
現
実
性
を
も
ワ
て
い
る
|

1
農
民

ω
自
作
農
化
要
求
が
貫
徹
し
た
と
き
の
「
現

実
」
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
モ
の
意
味
で
各
階
級
の
農
民
の
要
求
の
「
現
実
」
的
内
容
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第

次

作

業

1
l寄
生
地
主
制
の
重
み
の
測
定

1
l

わ
た
し
た
ち
に
出
向
さ
れ
た
長
後
の
作
業
は
、
い
ま
作
成
し
た

E
と
置
の
二
フ
の
収
入
分
析
を
比
較
対
照
し
て
、
寄
生
地
主
制
が
農
業

経
営
に
お
よ
ぼ
し
亡
い
る
影
響
日
重
み
を
測
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
い
ま
ま
で
取
扱
わ
れ
て
き
た
h

ろ
い
ろ
の
問
闘
に

こ
れ
ま
で
と
ち
が
っ
た
解
体
を
あ
た
え
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
計
数
で
確
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
亡
く
れ
る
。
早
川
田
陸
部
落
に
つ
い
て
、

い
ま
ま
で
の
三
つ
白
表
主
整
県
し
℃
、
表

N
1
l収
入
山
比
較
分
析
を
か
か
げ
よ
う
。

小
作
料
の
経
営
全
体
へ
重
み

〕

表
町
ー
に
み
b
れ
る
耕
作
面
積
の
う
ち
の
小
作
而
鞍
比
率
と
表
ー
の
借
入
面
積
集
積
比
率
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

〔
E
 

二
九
・
六
%

一一一一一・六

借小
人 fF
l両雨1
結 枯 ク
集比
積率ラ

ー手穴マロZ司 f

〕H 

~ ~ 

H 

) 

=五
五八 E

4二九
% 

町

内
、
代
、
・
一
一
%

ノ
j

p

一
九
・
阿

百

八
九
・
七
%

九
・
七

置
0
0
・
0
%

一一・ムハ

WI 

農
民
層
分
解
の
分
析
方
法

第
八
1
1
七
巻

プL

第
一
分

;fL 
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農
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法
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平均 l 
反

11.36 

円

837.91 

162.73 

6.56 

i'l N 

837.91 

675.18 

162.73 

432.07 - 110801.93(100.0) 

- 1 5499.13(50.90) 

-51.43 

108.86 

240.85(100.0) 

100.30(41.66) 

-153.37 

460.11 

255.60(100.0) 

168.36(74.62) 

-117.40 

469.60 

362.46(100.0) 

117.40(32.39) 219.96 

-87.24 -245.06 

4 3 12 但し 1 戸不一吐 ~I 空 己二J

るのはこれをさすのであって、ともに「その他共計」欄からとったものである D

第
八
十
七
巻

。
第

O 

小
作
面
積
比
率
は
ク
ヲ
ス
置
を
除
い
て
耕
作
間

積
が
大
き
い
ほ
ど
小
さ
〈
、
前
者
が
小
さ
N
ほ

ど
小
作
比
率
は
大
き
い

l
l耕
作
規
模
が
大
き

い
ほ
ど
自
作
り
比
重
が
大
き
〈
、
耕
作
規
模
が

小
さ
い
ほ
ど
小
作
化
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
旧
来

か
ら
み
と
め
ら
れ
た
通
説
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か

ら
暗
黙
の
う
ち
に
自
作
上
属

n
宮
農
・
小
作
日

貧
農
と
い
っ
た
土
地
所
有
基
準
方
法
が
レ
む
び

己
ん
で
さ
た
。
だ
が
、
借
入
面
積
集
税
率
を
み

る
と
、
さ
き
に
述
へ
士
よ
う
に
、
小
作
而
積
比

率
と
ま
っ
た
く
逆
に
、
耕
作
同
執
心
大
き
い
ク

ヲ
ス
か
ら
小
古
い
ク
ラ
ス
へ
と
さ
が
っ
て
い

る
。
モ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
わ
が
国

む
寄
生
地
主
制
D
重
み
は
全
体
と
し
て
小
・
貧

農
で
な
く
て
わ
が
国
農
業
生
産
の
根
幹
た
る
大

中
農
に
か
か
っ
て
い
た

1
!と
く
に
米
作
単

作
地
域
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
論
は
旧
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農
民
層
分
解
の
分
析
方
法

来
む
通
説
に
反
す
る
真
理
で
あ
る
が
、
小
作
品
ず

議
の
指
導
の
問
題
・
解
放
農
地
の
再
分
配
心
開

町
田
を
た
だ
し
く
と
く
鍵
を
提
供
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
寄
生
地
主
制
が
農
民
経
、
営
に
あ

た
え
る
圧
力
は
、
耕
作
面
積
む
な
か
に
し
め
る

て C1V]力も小
い l は耕作
る[][1 {Jj;作間

|立ド面積
治し積の

前なてが比
者じゅ小率
はこくさよ
生と a くり
産を表たは
価 道 CIVJるる
額 の i に か
の万[IJつ K
う向のれ低
ちで下℃く
の表段モ
小現とのよと
作し表圧れ

料
の
比
率
で
あ
り
、
後
者
は
小
作
料
分
だ
け
収

入
が
減
少
す
る
こ
と
を
あ
b
わ
し
て
い
る

こ

れ

b
の
二
去
か

b
測
定
さ
れ
た
き
さ
の
結
論

は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

生
産
価
額
の
た
か
に
し
め
る
小
作
料
の
比
率
が

制
作
回
顧
中
心
小
作
而
積
比
率
よ
り
は
る
か
に

低
い
の
は
、
小
作
料
が
小
作
地
の
表
作
を
基
準

第
八
斗
七
巻

第
一
胃



農
民
層
分
解
の
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

第

十

と
す
る
の
に
、

そ
の
小
作
地
は
裏
作
そ
の
他
で
数
凶
っ
か
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
商
品
化
作
物
で
米
作
よ
り
有
利
な
収
入
を
あ
げ
、
さ

ら
に
は
副
業
・
賃
金
収
入
な
ど
土
地
士
づ
か
わ
な
い
収
入
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
耕
作
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
小
作
料
が
収
入
に
あ

た
え
る
圧
力
が
低
下
す
る
白
も
お
念
じ
児
由
か

b
で
あ
っ
て
、
土
地
を
つ
か
わ
な
い
副
業
・
賃
金
収
入
の
割
合
が
増
加
す
る
た
め
で
あ

る
。
黒
田
畦
部
落
の
よ
う
な
米
作
単
作
型
に
ち
か
い
地
域
で
こ
う
で
あ
る
か

b
、
商
品
経
済
が
発
展
し
農
民
層
分
解
が
進
む
に
つ
れ
、

ま
た
進
ん
だ
地
域
で
は
、
こ
う
し
た
二
づ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
あ
ら
わ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
商
品
経
済
・
資
本
主
義
が
農

村
白
内
部
で
進
展
す
れ
ば
、
寄
生
地
主
制
の
重
圧
は
小
作
地
半
よ
り
は
も
か
に
低
く
な
り
、
全
俳
作
而
積
が
小
作
弛
か
ら
た
る
小
・
貧

農
で
最
も
低
「
し
、
無
作
者
自
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
[
ト
で
は
零
に
な
る
。
寄
生
地
主
制
D
重
圧
が
も
っ
ぱ
り
小
・
貧
農
に
か
か
る
よ
う
な

印
象
を
あ
た
え
る
泊
米
の
通
説
は
ま
フ
た
く
ま

b
が
ヲ
て
い
る
。

小
作
料
の
現
金
収
入
へ
の
重
み

そ
れ
に
し
℃
も
、
寄
生
地
主
制
が
小
作
料
を
、
且
じ
て
農
民
日
経
営
に
重
大
な
-
注
力
を
あ
た
え
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
W
が
、
モ

れ
は
比
較
に
な
ら
在
い
強
古
で
農
民
の
現
金
収
入
に
重
圧
を
く
わ
え
て
い
た
。
表
N

E

の
販
売
価
額
と
現
金
収
入
と
白
パ
ー
セ
ン
ト

〔

〔

〕

〕

差
額
が
現
金
収
入
に
あ
た
え
た
小
作
料
の
重
圧
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
を
小
作
地
率
・
生
産
価
額
中
心
小
作
料
率
(
表
N
l
I
)
と
対

比
し
よ
う
。

グ
一
フ
ス

E 

E 

百

八
八
・
二
%

百

八
九
・
七
%

四

四

、I
 
ノ

作

地

半

五
八
・
九
%

三
九
・
六
%

一0
0
・
0
%

i乍

料

ヰミ

一二

0
・
二

一
二
・
五

三
也
・
五

ノi¥

O 

刑
判
命
収
入
減
少
率

五
二
・
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八

ハ
七
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六

五

五
八
・
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み
ら
れ
る
通
り
、
小
作
料
が
農
民
心
現
金
収
入
に
あ
た
え
る
重
庄
は
、
生
産
価
額
巾
心
小
作
料
率
よ
り
は
る
か
に
た
か
い
ば
か
り
か
、

耕
作
面
積
中
に
し
め
る
小
作
地
の
比
率
に
ち
か
ず
い
亡
い
る
む
こ
れ
も
当
然
で
あ
る
1

1
一
般
に
生
産
価
額
の
一
う
ち
日
給
部
分
が
多
く

現
金
収
入
が
少
い
の
で
、
小
作
料
金
現
金
収
入
に
対
置
す
る
と
、
モ
の
比
率
は
た
か
く
た
る
が
、
副
業
・
賃
A
ー
な
ど
の
い
わ
ば
農
業
外

現
金
収
入
が
増
加
す
る
の
で
、
そ
の
重
圧
は
低
下
し
て
ゆ
〈
。
寄
生
地
主
制
の
重
圧
が
商
品
経
済
の
発
展
に
比
例
し
て
草
要
度
を
ま
す

現
金
収
入
に
つ
よ
く
か
か
ら
せ
て
く
る
こ
と
l
1
己
れ
は
商
品
経
済
が
急
激
に
発
展
し
た
大
正
中
期
以
降
に
小
作
争
議
が
瀕
発
す
る
事

情
を
説
明
し
亡
く
れ
る
。
寄
生
地
主
制
の
重
圧
が
小
作
地
率

ι比
較
し
て
と
く
に
ク
ラ
ス

E
-
E
-
W
C
大
-
中
農
に
か
か
っ
て
い
る

こ
と
は
、

こ
れ
ら
大
農
が
積
極
的
に
小
作
争
議
に
参
加
し
て
ゆ
く
事
情
を
説
明
し
て
く
れ
る
。

現
物
小
作
料
は
、
小
作
農
か
ら
米
を
す
い
あ
げ
か
れ
ら
の
販
売
米

u
羽
金
収
入
を
さ
り
と
り
、
こ
の
小
作
米
か

b
地
主
の
飯
米
を
差

引
い
た
だ
け
地
主
白
販
売
米
企
増
加
さ
せ
、
そ
れ
で
飯
米
に
不
足
す
る
下
層
長
に
飯
米
を
か
わ
せ
る
。

b 

同
区

g
a十
園
口
∞
喧
喧
∞
l
「
H

司
忌
認
さ
十
詞

N
2
4
N
十
語

N
2
5
u
色
ミ
耳
目
白

一
般
農
民
か

の
現
金
収
入
が
さ
り
と

b
れ
亡
、
ク
ラ

こ
の
部
落
で
は
、

司
〈
正
白
地
主
に
八
五

O
円

O
五
銭
が
移
さ
れ
る
。
両
者
白
差
額
は
他
部
落
と
く
に
松
江
市
内
心
地
主
に
移
さ
れ
る
の
飯
米
の
買
入
れ
は

寄
生
地
主
制
の
も
と
で
一
一
一
九
円
六
六
銭
増
加
し
(
表
司
と
司
を
比
較
せ
よ
〕
、
モ
れ
だ
け
下
層
農
は
副
業
・
賃
金
な
ど
の
非
農
業
的
現

金
収
入
を
増
加
せ
ざ
る
を
え
在
く
な
る
1
I
1寄
生
抽
主
制
は
農
村
内
部
に
己
う
し
た
市
場
を
つ
く
り
だ
し
て
ゆ
く
側
同
も
あ
る
。
そ
れ

は
と
に
か
く
と
し
て
、
寄
生
地
主
制
は
一
般
農
民
正
く
に
大
・
中
農
か

b
購
買
力
を
き
り
と
り
、
モ
れ
を
地
主
に
移
す
働
ふ
さ
を
し
た
。

農
地
改
革
は
こ
う
し
た
市
場
構
造
を
破
壊
し
、

一
般
農
民
と
く
に
大
・
中
農
に
庖
大
友
購
買
力
を
か
え
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
分
析
方

法
は
こ
う
し
た
農
村
変
貌
を
測
定
す
る
己
と
が
で
き
る

小
作
料
の
階
級
構
成
へ
の
重
み

由
民
層
分
解
の
分
析
方
法

第
八
!
「
七
巻

第
一
号



寄
生
地
主
制
は
、
い
ま
ま
で
た
び
た
び
述
べ
た
よ
う
に
、
耕
作
田
積
む
う
え
に
展
開
さ
れ
る
現
実
心
農
業
生
産
と
そ
れ
か
ら
の
現
実

]

〕

〕

の
収
入
と
の
間
に
ひ

b
さ
を
も
た
ら
し
た
。
阪
を
い
と
わ
ず
、
表

W
H
I
-
-
E
か
b
摘
記
し
て
み
よ
う
。

〔

〔

〔

町
六
八
一
一
百

決
民
屑
分
解
の
骨
折
方
法

ク
ラ
ス

生
産
価
額

総

収

入

販
売
価
額

況
金
収
入

E 一
五
一
円

ノi¥
O 

ハ
六
上
〕O 

E
 

一
O
五
七
円

九

五

川
六
八

第
八
十
七
巻

五
五
五
日

四
二
六

問。

四

第

四

ノ、

Tt.. 
五

唖
二
回

O
円

1m 

ノ、

〆じ

/、
八

7L 
♂七

阿

O 
O 
O 

総
収
入
ιケ
り
い
う
と
、
ク
ラ
マ
ハ

I
-
E
は
生
産
価
額
置
と
百
と
の
問
に
、
ク
ラ
ス

w
-
Mは
生
産
価
額
百
と
wu
と
の
聞
に
格
下
げ
さ
れ

る
。
現
金
収
入
か

b
い
う
と
、
格
下
げ
は
も
ョ
と
は
げ
し
〈
な
り
、
ク
ラ
ス

E
・
置
は
販
売
価
額
白
百
以
干
に
、
ク
ラ
ヌ

N
-
w
u
は
販

売
価
額
心
理
以
下
に
相
当
す
る
。
大
農
は
日
作
法
と
し
て
の
中
農
に
、
中
農
は
白
作
農
と
し
亡
の
貧
農
に
相
当
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
ほ
ぼ
お
な
じ
傾
向
が
刷
業
・
賃
金
収
入
に
つ
い

t
も
い
え
る
よ
う
で
あ
る

l
l訓
業
・
賃
令
一
収
入
は
階
級
が
下
る
ほ
ど
現
金
収
入

白
う
ち
に
し
め
る
比
重
が
あ
が
っ
て
く
る
。
副
業
・
賃
余
収
入
が
、
自
作
仮
定
白
現
金
収
入
に
し
め
る
比
率
を
右
に
し
め
し
、
現
実
の

現
金
収
入
に
対
す
る
比
率
を
左
に
し
め
す
こ
と
と
す
る
(
去
閣

1
1よ
り
転
記
〉
。

wu 

E 。

E 
七
・
七
%

。
j¥ 

1V 

五
% 

L

一、、

コ
ム
・
」
ノ

五
回
・
一
%

八
二
・
山

ハ
九
・
九

E 

唖

九
%

右
欄
Q
数
他
は
左
棚
よ

U
も
は
る
か
に
た
か
〈
な
り
、
九
以
グ
ラ
ス

ω
N
は
訓
金
収
入
の
一
三
分
の
一
を
川
業
・
賃
金
収
入
江
依
存
す
r

日



と
と
と
な
り
、

w
u
-
U
グ
ラ
ス
は
事
実
上
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
様
相
を
呈
す
る
。
こ
と
か

b
小
作
農
の
大
農
を
白
作
中
農
に
、
小
作

中
農
を
自
作
貧
農
に
格
下
げ
す
ベ
さ
だ
と
い
う
前
述
り
階
級
区
分
論
が
う
ま
れ
て
く
る
。

い
ま
い
づ
た
事
実
は
真
実
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
小
作
大
農
を
自
作
中
長
に
格
付
し
、
小
作
中
長
を
自
作
貧
農
と
と

も
に
自
什
貧
農
の
う
ち
に
医
分
し
た
ら
、
と
う
い
う
己
と
に
な
る
か
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
忙
、
小
作
と
W
う

特
析
た
土
地
所
有
制
度
は
自
作
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
小
作
争
議
と
W
う
特
種
た
危
機
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、

小
作
大
農
は
白
作
大
農
に
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
て
、
山
作
中
農
に
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
な
く
、
小
作
中
農
は
自
作

貧
剛
院
に
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
な
く
て
自
作
中
長
に
な
る
た
め
に
た
た
か
っ
た
の
で
な
い
の
か
。

い
ま
い
っ
た
階
級
区
分
論
は
土
地
所
有
と
農
業
生
産
と
の
矛
盾
と
い
う
寄
生
地
主
制
の
論
理
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

い
ま
い

っ
た
階
級
区
分
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
の
土
地
要
求
り
客
観
的
内
容
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
小
作
中
農
を
貧
農
に
区

分
し
た
と
き
は
、
わ
な
じ
貧
農
階
級
が
、
土
地
解
放
の
暁
に
は
自
作
中
農
と
救
わ
れ
た
い
貧
農
に
わ
か
れ
る

1
l小
作
巾
農
は
土
地
主

分
与
さ
れ
て
救
わ
れ
る
が
、
わ
た
し
た
ち
の
さ
き
の
日
・
明
白
グ
ラ
ス
は
土
地
を
分
与
さ
れ
て
も
な
治
五
四
%
治
よ
び
三
二
%
ま
で
副

業
・
賃
金
収
入
に
依
存
し
怠
け
れ
ば
た
ら
た
い
貧
農
と
し

τ残
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
土
地
闘
争
は
己
う
し
た
も
の
で
あ
ヲ

て
、
所
有
を
経
営
に
順
応
さ
せ
る
の
が
モ
の
客
観
的
内
容
で
あ
り
、
農
民
間
同
分
解
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
。

v
l
ニ

γ
が
土
地
問

争
む
た
め
に
農
民
委
員
会
を
、
そ
し
て
固
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
た
め
に
貧
農
委
員
会
を
組
織
し
た
の
は
、
土
地
闘
争
の
客
観
的
内
容
を
、

モ
の
成
果
の
客
観
的
限
界
を
知
り
つ
く
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
農
民
周
分
解
の
分
析
方
法
は
こ
う
し
た
内
容
を
考
慮
し
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
反
対
者
の
方
法
は
こ
う
し
た
内
経
を
表
現
で
き
な
い
。
反
対
者
白
方
法
は
、
わ
た
し
が
か
つ
て
安
良
城
氏
に
い
づ
た

よ
う
に
、
現
実
の
な
か
の
矛
盾
H

変
革
性
を
捨
象
し
た
安
定
。
固
定
の
諭
理
を
も
と
め
亡
い
る
(
日
惣
回
二
七
ガ
九
九
頁
〉
。

農
民
層
分
解
の
分
析
方
訟

第
八
七
七
巻

五

都

庁

五



農
民
屑
分
解
む
分
析
方
法

第
八
十
七
巻

ー」〆、

第

号

プて

わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
白
分
析
方
法
は
寄
生
地
主
制
が
内
包
ず
る
所
布
と
経
営
と
心
矛
盾
を
論
理
化
し
方
法
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

変
革
の
要
求
と
変
革
の
成
果
ま
で
も
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

追
記

本
日
う
け
と
っ
た
寸
経
済
評
論
』
一
九
六
ひ
年
二
一
苛
に
は
、
二
一
月
臨
時
噌
刊
号
に
安
良
城
氏
の
『
幕
末
期
農
民
層
分
僻
の
方
法
論
=
掲
載
が

予
告
さ
れ
て
い
る
。
相
そ
ら
く
わ
た
く
し
た
b
の
分
析
方
法
へ
の
批
判
で
あ
ろ
う
が
、
安
良
城
氏
の
批
判
に
は
お
そ
ら
く
本
首
相
が
充
分
こ
た
え
た
こ

と
に
な
ろ
う
c

わ
た
し
は
こ
こ
で
意
識
的
に
「
農
民
屑
分
解
と
資
本
主
義
」
り
問
閣
を
芦
け
て
通
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
り
グ
ル
ー
プ
心
分
析
方
法
を
理
解
し
て
い

た
に
く
た
め
に
は
、
分
析
成
果
の
歴
史
的
意
味
づ
け
に
ふ
れ
な
い
方
が
よ
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
は
本
稿
で
、
わ
た
し
た
ち
の
分
析
方

法
が
農
業
引
産
を
資
本
主
義
の
発
展
の
な
か
で
理
解
さ
せ
る
方
怯
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
そ
う
し
た
「
愚
氏
周
分
解
と
資
本
主
義
の
問
題
に
つ
い

て
は
本
稿
に
つ
ず
い
℃
「
わ
が
グ
ル
ー
プ
り
提
言
伺
」
と
し
て
執
筆
十
る
耳
一
定
で
あ
る
。

な
お
木
稿
は
、
き
き
に
か
か
げ
た
わ
た
し
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
併
究
成
果
と
と
も
に
、
文
部
肯
試
験
研
究
費
を
う
け
て
行
っ
て
い
る
研
究
の
一
部

で
あ
る
。
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