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t土

じ

め

近
代
中
園
農
村
に
お
け
る
主
要
な
生
産
関
係
を
ど
う
み
る
か
に
つ
い
て
、
今
更
こ
と
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
朕
況
に
は
な
い
、
と
い
う
の
が

大
方
の
研
究
者
の
一
意
見
で
あ
ろ
う
。
中
園
に
お
い
て
四
つ
の
近
代
化
政
策
の
開
始
と
と
も
に
始
ま
っ
た
民
族
資
本
主
義
の
再
評
債
の
動
き
は
、

ま
だ
「
牢
封
建
的
地
主
制
」
と
い
う
「
聖
域
」
に
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。
こ
れ
は
中
園
に
先
ん
じ
て
始
ま
っ
た
日
本
の
研
究
動
向
の



(
1〉

場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
四

0
年
聞
の
日
本
に
お
け
る
研
究
史
を
み
た
時
、
辛
亥
革
命
以
前
は
と
も
か
く
、
民
園
期
の

一
九
二

0
1一一一
0
年
代
の
地
主
と
農
民
と
の
聞
に
封
建
的
関
係
が
あ
る
こ
と
を
、
本
格
的
に
論
誼
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
の
で

あ
る
。
封
建
制
以
前
(
奴
隷
制
〉
で
あ
る
と
す
る
よ
り
古
い
時
代
に
引
き
付
け
る
見
解
と
、

封
建
制
以
後
で
あ
る
と
す
る
逆
の
見
解
と
の
前
後

南
方
向
か
ら
の
批
判
的
研
究
の
方
が
、
少
な
い
研
究
の
中
で
は
精
彩
を
-放
っ
て
い
る
。
一
九
四
九
年
の
中
園
革
命
と
そ
の
一
環
で
あ
る
土
地
革

命
に
よ
っ
て
農
村
の
封
建
地
主
制
が
最
終
的
に
打
倒
さ
れ
た
と
す
る
中
園
現
代
史
上
の
通
設
は
、
も
つ
ば
ら
政
治
史
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
経
済
史
と
政
治
史
と
は
分
離
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
「
反
骨
・
反
封
建
L

の
新
民
主
主
義
革
命
と
い
う
四
九
年
革
命
の

規
定
の
寅
誼
的
基
礎
は
必
ず
し
も
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
近
代
の
植
民
地
・
従
属
闘
に
お
け
る
植
民
地
支
配
に

伴
う
前
近
代
的
土
地
所
有
制
の
「
近
代
的
再
編
成
」
と
い
う
世
界
史
的
・
比
較
史
的
側
面
か
ら
す
る
も
の
、
第
二
に
、
中
園
史
に
お
け
る
「
封

建
地
主
制
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
特
殊
な
性
格
と
い
う
、
前
近
代
史
と
の
つ
な
が
り
か
ら
す
る
も
の
、
第
三
に
、
賞
一
該
時
期
に
お
け
る
農

民
屠
分
解
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
農
業
生
産
関
係
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
と
い
う
、
個
別
的
な
農

業
構
造
の
覗
角
か
ら
す
る
も
の
、
な
ど
で
あ
る
。

- 39ー

本
稿
は
近
代
封
建
制
論
を
再
検
討
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
第
三
の
覗
貼
か
ら
地
主
制
が
瞳
制
と
し
て
は
未
形
成
と
思
わ
れ
る
華
北

の
農
民
層
分
解
の
動
向
を
、
農
業
構
造
と
の
関
連
の
も
と
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

華
北
農
村
の
原
基
形
態

第
一
節

地
主
制
の
未
形
成

39 

近
代
に
お
け
る
華
北
の
農
民
層
分
解
を
考
え
る
時
、

そ
の
歴
史
的
前
提
と
し
て
、

華
北
農
村
は
い
か
な
る
護
展
段
階
に
到
達
し
て
い
た
の
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(
2〉

か
、
い
か
な
る
生
産
と
枇
舎
の
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
華
北
の
大
土
地
所
有
制
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
み
て
お
き
た
い
。
華
北
で
は
全
佳
と
し
て
は
、
大
土
地
所
有
は
大
土
地
経

営
と
な
お
結
合
し
て
お
り
、
自
己
の
所
有
地
を
貸
付
け
、
地
代
牧
入
に
の
み
依
援
す
る
所
謂
地
主
制
は
未
だ
形
成
途
上
に
あ
る
。
ま
た
、

一
部

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

の
小
作
地
に
お
け
る
地
主
と
農
民
の
聞
の
経
済
的
牧
奪
が
、
身
分
と
か
暴
力
と
か
の
明
確
な
経
済
外
的
強
制
の
形
態
を
と
ら
な
い
こ
と
で
あ

(

3

)

 

つ
と
に
旗
因
縁
氏
の
的
確
な
総
括
が
あ
り
、
貫
態
認
識
と
し
て
は
何
ら
異
を
さ
し
は
さ
む
除
地
が
な
い
。

こ
れ
は
最
近
で
は
、
足
立
啓
二
・
草
野
靖
雨
氏
に
よ
り
、
大
規
模
農
法
及
び
分
種
制
の
覗
黙
に
よ

っ
て
あ
い
つ
い
で
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
も
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
大
規
模
経
営
H
大
土
地
所
有
の
性
格
お
よ
び
動
向
を
ど
う
み
る
か
に
つ
い

一
つ
は
中
園
封
建
制
の
貫
質
を
地
主
の
農
民
支
配
に
求
め
る
こ
と
、
及
び
こ
の
地
主
農
民
聞
の
封
建
制
の

喪
生
・
護
展
・
消
滅
を
地
代
の
三
形
態
の
獲
遷
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
華
北
の
地
主
制
を
形
成
期
に

て
の
見
解
の
種
々
の
相
違
で
あ
る
。

あ
る
と
み
る
貼
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
こ
の
形
成
過
程
の
後
段
に
力
貼
を
置
く
か
、
前
段
に
カ
黙
を
置
く
か
に
よ
っ
て
、
農
奴
制
読
と
奴
隷

- 40ー

制
設
と
の
二
者
に
分
岐
し
て
い
る
。

も
の
と
し
て
い
る
。
地
主
と
「
雇
役
的
分
盆
農
」
と
の
関
係
に
は

中
西
功
氏
を
始
め
と
す
る
戦
前
の
櫛
銭
調
査
者
の
多
く
は
、
地
主
制
の
本
質
を
封
建
制
に
求
め
、
そ
れ
が
若
干
の
古
代
的
残
浮
を
ま
と
っ
た

(

4

)

 

「
親
類
縁
者
聞
の
非
常
に
親
密
な
紳
士
協
定
と
も
言
っ
た
」
特
徴
が
み
ら

れ
、
そ
れ
は
小
作
関
係
が
生
ま
れ
て
く
る
過
程
で
共
同
盟
的
・
身
分
制
的
残
浮
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

他
方
、
旗
田
氏
は
重
貼
を
過
去
へ
シ
フ
ト
し
、
二
八
分
租
・
彩
計
等
に
お
け
る
地
主
と
農
民
と
の
閲
係
を
、
生
産
手
段
と
勢
働
力
を
相
互
に

提
供
す
る
協
同
開
係
と
み
、
こ
の
協
同
関
係
の
本
質
が
古
代
家
族
的
協
同
関
係
(
中
薗
家
族
制
の
本
質
を
奴
隷
制
と
み
る
)
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の

協
同
関
係
の
本
質
は
奴
隷
制
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
相
互
関
係
の
一
方
の
嘗
事
者
た
る
佃
戸
が
浸
落
し
て
被
傭
者
に
な
っ
た
場
合
が

(
5〉

富
農
経
営
下
の
長
工
で
あ
り
、
雇
曲
演
は
「
そ
れ
自
慢
と
し
て
は
、
新
し
い
吐
曾
の
建
設
者
と
な
り
え
な
い
」
し
、
富
良
経
営
は
枇
曾
の
「
立
ち

ぐ
さ
れ
停
滞
」
の
象
徴
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
叉
こ
の
反
割
に
佃
戸
が
上
昇
し
て
小
経
営
者
と
な
っ
た
場
合
に
、
地
主
と
の
聞
に
分
種



関
係
が
む
す
ば
れ
る
が
、

こ
れ
は
地
代
の
牧
取
を
と
も
な
う
本
質
的
に
は
封
建
制
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

農
民
は
分
種
は
小
作
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
協
同
関
係
で
あ
る
と
い
う
錯
究

l
古
代
的
観
念
に
包
ま
れ
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

(
6〉

こ
れ
は
、
近
年
で
は
「
奴
隷
制
を
本
質
と
す
る
:
:
:
血
縁
擬
制
的
な
共
同
態
」
と
し
て
纏
承
さ
れ
て
レ
る
。
た
だ
、
こ
の
奴
隷
制
理
解
に
つ

い
て
は
、
旗
田
氏
が
仁
井
田
陸
氏
の
家
族
研
究
に
依
援
し
て
い
た
の
に
射
し
、
坂
野
氏
は
家
父
長
制
的
奴
隷
制
と
園
家
的
奴
隷
制
遺
制
論
と
に

依
援
し
て
い
る
。

二
つ
め
の
見
解
は
地
主
農
民
聞
に
人
身
的
支
配
従
属
関
係
を
認
め
な
い
立
場
と
し
て
包
括
し
う
る
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
に
分
れ
て

〈

7
〉

い
る
。
こ
の
う
ち
矢
津
康
茄
・
河
地
重
戴
雨
氏
の
研
究
に
つ
い
て
は
以
前
に
若
干
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
ご
く
最
近
の
足
立
・

草
野
雨
氏
の
新
見
解
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
足
立
氏
は
所
有
と
経
営
の
結
合
し
た
大
規
模
経
営
を
農
法
の
側
面
か
ら
分
析
し
、

草
野
氏
は
こ
の
地
主
経
営
の
外
縁
部
に
位
置
す
る
地
主
所
有
地
で
の
農
民
の
代
耕
と
い
う
「
分
種
制
」
に
関
し
て
斬
新
な
見
解
を
提
出
さ
れ
て

足
立
氏
の
主
張
は
氏
自
身
の
簡
潔
な
要
約
に
従
お
う
。

「
唐
宋
質
草
以
後
の
華
北
農
法
の
護
展
は
、
畜
力
牽
引
大
型
化
に
よ
る
深
耕
精
作

- 41ー

い
る
。

と
、
家
畜
飼
育
や
飼
料
栽
培
を
組
み
込
ん
だ
自
給
的
地
力
維
持
方
式
の
改
善
と
を
軸
と
す
る
大
農
法
集
約
化
を
特
徴
と
し
た
。
こ
の
生
産
力
を

最
も
安
定
的
に
寅
現
し
得
る
の
は
、
長
短
の
雇
傭
第
働
を
多
数
騒
使
し
大
量
の
家
畜
を
飼
う
大
規
模
経
営
で
あ
っ
た
。
:
:
:
彼
等
は
家
父
長
制

的
奴
隷
制
経
営
の
性
格
を
既
に
脱
し
て
は
い
た
が
、
充
分
に
商
業
的
な
経
営
で
も
な
く
、
華
北
に
お
け
る
安
定
的
な
白
壁
農
の

一
つ
の
存
在
形

態
で
あ
っ
た
。
清
代
筆
北
の
杜
曾
構
造
は
、
所
有
と
経
営
の
未
分
離
な
か
か
る
大
規
模
経
営
の
封
極
に
、
大
規
模
経
営
が
不
可
依
の
前
提
と
す

(

8

)

 

る
小
規
模
経
営
(
所
有
〉
者
が
大
量
に
存
在
す
る
配
置
を
と
る
。
」

(
9
)
 

草
野
氏
の
研
究
は
旗
田
氏
の
協
同
関
係
論
と
足
立
氏
の
大
規
模
農
法
論
と
を
総
合
し
た
位
置
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旗
田
氏
が
古
代
家
族
的

協
力
関
係
と
い
う
観
念
の
外
被
を
ま
と
っ
た
封
建
制
と
解
律
し
た
分
種
を
、
地
主
の
土
地
を
そ
の
管
理
の
下
で
農
民
が
傍
働
力
を
提
供
し
て

代
耕
す
る
と
い
う
、
牛
の
代
理
飼
育
等
と
護
生
を
等
し
く
す
る
と
こ
ろ
の
農
民
相
互
聞
の
一
種
の
勢
働
力
交
換
(
労
働
力
と
生
産
手
段
と
の
直
接

41 



42 

的
交
換
〉
に
基
礎
を
置
く
協
同
開
係
で
あ
っ
て
、
土
地
の
貸
借
を
媒
介
と
す
る
租
(
封
建
的
収
奪
関
係
)
で
は
な
い
と
い
う
農
民
の
観
念
そ
の
も

の
の
正
賞
性
を
復
権
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
氏
は
経
営
形
態
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
旗
田
氏
の
見
解
か
ら
人
身
的
隷
属
関
係
を
消
去
し
た

も
の
と
い
え
よ
う
。

生
産
過
程
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

直
接
に
は
経
済
関
係
を
媒
介
と
す
る
牧
奪
で
あ
る
か
ら
、
小
経
営
の
生
産
過
程
の
外
部
か
ら
の
土
地
所
有
権
を
名
目
と
す
る
経
済
外
的
H
封
建

一
般
的
に
い
え
ば
、
地
主
の
農
民
牧
奪
が
雇
工
で
あ
れ
分
種
(
代
耕
)
で
あ
れ
、

そ
れ
は

的
牧
奪
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
一
意
味
で
は
草
野
読
は
問
題
の
提
出
自
鐙
が
そ
の
解
答
を
決
定
す
る
と
い
う
自
己
完
結
的
な
性

格
を
も
っ
て
い
る
。

第

節

原

基

形

態

建
制
論
か
ら
、
戦
後
に
は
奴
隷
制
論
と
非
隷
属
論
と
に
分
化
し
た
。

」
の
分
化
の
背
景
に
は
直
接
的
生
産
関
係
(
所
有
と
分
配
)
を
重
視
す
る

- 42ー

華
北
の
所
有
と
経
営
と
の
結
合
し
た
大
規
模
経
営
を
ど
う
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
戦
前
期
の
隷
農
主
的
大
経
営
と
雇
役
的
分
盆
農
と
い
う
封

の
か
、
生
産
過
程
(
華
北
大
経
営
の
特
色
)
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
硯
黙
の
相
違
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ
に
し
ろ
農
民
層
分
解
の
観
貼
か
ら
み
れ
ば
、
二

O
世
紀
前
牢
期
の
華
北
農
村
に
お
い
て
は
、
自
作

農
民
層
の
南
極
分
解
に
よ
る
大
経
営
と
雇
農
の
形
成
と
い
う
理
解
も
、
寄
生
地
主
と
零
細
小
作
農
の
形
成
と
い
う
見
通
し
も
、
と
も
に
説
得
的

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

旗
田
・
草
野
雨
氏
の
相
封
立
は
す
る
が
鋭
い
分
析
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
こ
の
生
産
関
係
の
本
質
論
的
性
格
規
定
を
め
ざ
し
た
も
の
で

あ
り
、
嘗
一該
時
期
の
華
北
農
村
枇
舎
の
設
展
方
向
に
つ
い

て
は
雨
氏
の
嘗
面
の
親
野
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
旗
田
氏
に
あ
っ
て

は
、
古
代
家
族
的
協
同
関
係
か
ら
富
農
的
奴
隷
制
と
地
主
的
封
建
制
と
を
同
時
に
形
成
す
る
統
一
の
論
理
、

経
済
的
運
動
法
則
が
不
在
で
あ

る
。
こ
れ
は
草
野
氏
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
氏
の
分
種
制
は
漢
代
に
ま
で
糊
る
も
の
で
あ
り
、

一
千
年
聞
の
分
種
制
の
歴
史
が
近
代
に
な
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零細経営過剰労働力労働力

(雇傭)
自作地大規模経営

結合結合

零細土地所有小作地土地

(地代)
貸付地大土地所有

っ
て
い
か
な
る
段
階
に
到
達
し
た
か
は
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
模
式
圃
を
前
提
す
れ
ば
、
二
八
分
租
、
佃
工
分
牧
等
の
現
物
分
興
の
形
態
か
ら
、

銭
的
需
要
が
生
ず
れ
ば
、
雇
工
の
部
分
は
「
賃
金
」
に
、
地
代
の
部
分
は
「
貨
融
市
地
代
」
に
直
接
に

轄
化
す
る
。
華
北
で
は
後
進
地
域
ほ
ど
「
貨
幣
地
代
」
の
割
合
が
高
い
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
地

一
定
の
金

代
の
三
形
態
の
理
論
を
嘗
一該
時
期
の
華
北
に
遁
用
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

..北農村の原基形態

し
か
し
、
純
小
作
農
が
大
量
に
形
成
さ
れ
る
と
か
、
周
漫
零
細
鰹
営
が
一
掃
さ
れ
て
大
経
営
に
全

面
的
に
轄
化
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
嘗
面
起
こ
り
得
な
い
。
高
率
地
代
は
華
北
農
業
の
生
産
力
水
準

を
前
提
す
れ
ば
、
自
作
地
に
よ
る
生
活
の
あ
る
程
度
の
維
持
、
も
し
く
は
農
業
外
の
牧
入
を
必
要
と

し
て
お
り
、
低
生
産
力
の
も
と
で
は
純
小
作
農
と
な
っ
て
な
お
高
卒
の
地
代
を
負
捲
す
る
の
は
無
理

(

凶

〉

で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
零
細
自
作
農
の
康
汎
な
存
在
こ
そ
が
高
率
地
代
の
背
景
で
あ
る
。

- 43ー

ま
た
純
雇
農
の
大
量
の
形
成
は
都
市
近
郊
地
域
を
除
き
不
可
能
で
あ
る
。
低
賃
金
も
ま
た
自
作
部

分
か
農
外
牧
入
に
よ
る
生
活
の
補
填
が
可
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
維
持
さ
れ
て
お
り
、
雇
農
の
み
の
賃

第 1園

金
に
よ
る
家
族
の
再
生
産
維
持
の
た
め
に
は
、
低
賃
金
構
造
を
解
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

れ
は
従
来
の
農
法
の
も
と
で
は
大
経
営
を
も
解
瞳
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
作
農
村

か
ら
小
作
農
村
へ
の
輔
化
を
二

O
世
紀
前
半
期
の
華
北
農
民
層
分
解
の
普
遍
的
コ

1
ス
と
み
る
の
が

困
難
で
あ
る
と
同
様
に
、
大
規
模
経
営
が
周
迭
の
零
細
経
営
を
一
掃
す
る
と
い
う
想
定
も
ま
た
困
難

で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
複
雑
な
農
民
屠
分
解
の
動
向
を
地
主
1

貧
農
へ
の
分
化
と
し
て
総
括
し
よ
う
と
す
る

試
み
が
、
内
山
雅
生
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
分
化
の
基
礎
に
お
か
れ
て
い
る
地
主
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自
作
型
大
経
営
に
よ
る
租
田
型
地
主
の
一
掃
と
い
う
見
通
し
は
、

(

日

)

や
は
り
研
究
史
の
現
状
で
は
支
持
し
が
た
い
。

第
二
章

華
北
農
村
の
類
型
区
分

戦
前
期
の
満
鍛
に
よ
る
、
華
北
農
村
経
済
の
展
開
の
方
向
を
農
村
の
類
型
匿
分
と
結
合
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
研
究
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
方

法
と
や
や
定
型
化
し
た
結
論
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
華
北
の
農
業
地
帯
は
大
き
く
言
え
ば
二
類
型
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
二
大
医
分
は
ま
ず
栽

培
作
物
に
よ
っ
て
煙
草
・
綿
花
・
読
菜
等
の
一
商
品
作
物
地
帯
と
小
姿
・
粟
・
高
梁
等
の
穀
作
地
帯
と
に
区
分
さ
れ
、
農
業
生
産
力
水
準
か
ら
す

(

ロ

)

れ
ば
コ
ロ
向
度
の
集
約
経
営
が
可
能
有
利
に
し
て
、
土
地
の
生
産
力
高
き
地
帯
」
と
粗
放
な
穀
作
経
営
が
行
わ
れ
る
生
産
力
の
低
い
地
帯
と
に
匿

(

日

)

分
さ
れ
、
交
通
手
段
の
面
か
ら
す
れ
ば
「
鍛
道
沿
線
地
帯
も
し
く
は
、
都
市
近
郊
地
帯
」
と
「
交
通
の
便
を
依
く
:
:
:
奥
地
」
と
に
区
分
さ
れ

る
。
こ
の
区
分
は
さ
ら
に
山
東
省
型
と
山
西
省
型
と
の
鉛
比
と
も
な
る
。
ま
た
こ
れ
は
一
商
一
品
経
済
の
浸
透
度
、
一
商
業
的
農
業
へ
の
移
行
の
度
合

に
よ
る
区
分
と
も
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。
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こ
れ
が
例
え
ば
、
大
恐
慌
期
も
し
く
は
日
中
戦
争
期
の
農
村
の
階
層
構
成
分
析
に
お
い
て
、
都
市
近
郊
商
品
作
物
地
帯
で
の
大
規
模
経
営
の

消
滅
・
零
細
経
営
の
普
遍
化
・
地
主
制
の
形
成
と
、
後
背
地
の
自
給
的
穀
作
地
帯
に
お
け
る
少
数
の
大
規
模
経
営
と
多
数
の
零
細
経
営
と
い
う

生
産
力
的
階
層
構
造
を
維
持
し
た
ま
ま
で
の
急
激
な
農
村
経
済
の
崩
壊
と
い
う
劉
比
の
内
的
要
因
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
硯
黙
を
貫
際
の
農
村
調
査
の
整
理
・
分
析
に
適
用
し
た
研
究
に
は
、
中
西
功
氏
の
河
北
省
東
部
及
び
同
省
全
睦
に
わ
た
る
も
の
が
あ

(
M
〉

(

日

)

り
、
ま
た
簡
略
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
河
北
省
東
部
三
村
及
び
山
東
省
四
村
を
劉
象
と
す
る
東
出
準
一
氏
の
研
究
が
あ
る
。
こ
の
雨
氏
の
農
民

層
分
解
論
に
共
通
す
る
指
標
は
、

面
で
は
経
営
規
模
の
縮
小
・
零
細
化
と
、
そ
の
経
営
地
の
構
成
の
鑓
化
、
す
な
わ
ち
自
作
地
の
減
少
と
小
作
地
の
増
加
、
三
、
こ
の
過
程
全
瞳

の
牽
引
者
た
る
一
商
品
経
済
の
浸
透
度
、
す
な
わ
ち
商
業
的
農
業
の
展
開
・
農
外
所
得
の
増
加
等
、
の
三
貼
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
大
地
域
区
分

に
み
ら
れ
た
農
業
生
産
力
の
高
低
、
農
業
経
営
の
集
約
度
の
高
低
と
い
う
農
業
生
産
力
構
造
の
規
定
性
の
覗
貼
が
ほ
ぼ
依
落
し
て
い
る
の
が
注

一
、
大
土
地
所
有
の
集
中
度
、
す
な
わ
ち
中
間
層
の
減
少
・
零
細
な
土
地
所
有
者
の
増
大
、
二
、
経
営
の
側



目
さ
れ
る
。

中
西
氏
は
農
業
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
震
展
を
戦
前
に
お
い
て
最
も
明
確
に
主
張
し
た
人
で
あ
る
。
氏
は
そ
れ
を
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解

の
準
行
と
し
て
具
健
化
し
、
そ
の
困
難
・
雛
形
化
の
要
因
と
し
て
牢
植
民
地
的
保
件
を
導
入
し
た
。
そ
し
て
こ
の
複
雑
な
階
層
分
化
の
な
か
か

ら

「
牢
封
建
制
」
を
腰
棄
し
民
族
濁
立
を
闘
い
取
る
主
鐙
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
か
を
分
析
し
た
。
中
西
氏
の
理
論
全
鐙
に
つ
い

(
時
〉

て
は
浅
田
喬
二
氏
に
優
れ
た
要
約
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
問
題
黙
は
農
民
層
分
解
の
準
行
に
よ
る
大
経
営
の
形
成
と
阻
擬
の
分
析
に
集
中
し
て
現
れ
て
い
る
。
氏
は
一
方
で

は
そ
れ
が
農
業
資
本
主
義
の
携
い
手
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
農
民
層
分
解
の
結
果
形
成
さ
れ
る
、
と
解
さ
れ
る
表
現
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
ま
た
、
他
方
で
は
、
隷
農
主
的
大
経
営
は
商
品
経
済
の
濯
れ
た
地
方
で
典
型
的
な
牢
封
建
制
的
経
営
で
あ
っ
て
、
農
民
の
社
合
的
分
化

を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
五

O
1
一
O
O畝
を
経
営
す
る
富
農
は
農
奴
的
低
賃
金
に
依
援
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
の
べ
て
い
る
。
氏
の
大
経
営

(

げ

〉

に
つ
い
て
の
評
債
は
肯
定
と
否
定
と
の
聞
を
揺
れ
動
い
て
い
る
。
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こ
の
理
論
的
原
因
は
生
産
力
を
捨
象
し
た
南
極
的
分
解
論
そ
の
も
の
に
あ
る
。
華
北
農
村
は
雨
極
分
解
に
嘗
面
し
て
お
り
、
そ
れ
が
牢
植
民

地
的
・
半
封
建
的
諸
僚
件
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
る
た
め
に
、

大
経
営
が
順
調
に
護
展
で
き
な
い
の
だ

と
す
る
暗
黙
の
前
提
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
氏
を
始
め
と
し
て
レ

l
ニ
ン
の
農
民
層
分
解
論
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
た
中
園
の
「
中
園
農
村
」
涯
の
経
済
皐
者
逮
に
も
共
通
す
る
も
の
で

(
刊
日
〉

あ
っ
た
。
こ
れ
は
華
北
農
村
の
動
向
を
み
る
指
標
と
し
て
小
作
化
の
進
展
を
取
り
上
げ
た
貼
に
も
現
れ
て
い
る
。
正
常
な
農
業
経
営
が
不
可
能

と
な
り
、
経
営
分
解
を
軸
と
す
る
南
極
分
解
が
歪
曲
さ
れ
る
結
果
、
大
規
模
鰹
営
と
中
間
層
と
は
と
も
に
解
健
し
て
、
一
方
の
極
に
は
少
数
の

寄
生
的
大
地
主
が
、
他
方
で
は
多
数
の
零
細
小
作
農
が
集
積
さ
れ
る
と
い
う
理
解
が
、
お
の
ず
と
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
弱
貼
は
、
三
つ
の
指
標
に
忠
寅
に
農
民
層
分
解
の
類
型
化
を
試
み
た
東
出
氏
の
論
考
に
お
い
て
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
た
矛
盾
を
生

み
出
し
て
い
る
。
自
給
的
穀
物
栽
培
地
幣
か
ら
都
市
近
郊
の
一
商
業
的
・
粂
業
的
農
業
地
帯
へ
と
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
農
村
の
階
層
構

45 

成
が
零
細
化
し
地
主
制
が
護
展
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
農
村
経
済
の
崩
壊
過
程
を
表
す
も
の
と
な
る
。
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氏
が
華
北
農
民
層
分
解
の
移
極
に
設
定
し
た
山
東
省
離
蘇
で
は

一
戸
嘗
土
地
所
有
面
積
は
僅
か
に
三
畝
に
満
た
ず
、
小
作
地
が
六
七
%
を
も

(

印

〉

コ
商
品
経
済
の
浸
透
は
盆
々
第
四
の
離
鯨
の
如
き
形
を
産
み
出
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
」
る
。

占
め
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
氏
は
綿
作
の
盛
ん
な
河
北
省
豊
潤
懸
米
廠
村
に
つ
い
て
の
貧
謹
的
考
察
の
結
果
、

(
初
〉

こ
と
が
看
取
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
商
品
経
済
が
浸
透
す
れ
ば
華
北
の
全
農
村
が
綿
花
・
競
菜
型
の
一
商
業
的
農
業
に
輔
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
懸
城
で
の
雑
業
労

働
が
主
と
な
る
よ
う
な
都
市
近
郊
型
農
村
に
移
行
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
同
じ
穀
作
地
帯
で
あ
っ
て
も
春
小
葵
又
は
粟
を
圭
と
す
る
年

一
毛
作
地
帯
と
多
小
褒
を
主
と
す
る
二
年
三
毛
作
地
帯
と
で
は
、
農
業
生
産
カ
の
相
違
は
顕
著
で
あ
る
。
一
商
品
経
済
が
い
か
に
進
行
し
た
と
し

「
農
家
経
済
の
動
向
:
・
は
上
向
で
あ
る

て
も
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
年
一
毛
作
を
二
年
三
毛
作
に
舞
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
華
北
で
急
激
な
小
作
化
が
進
行
し
て

い
る
と
す
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
高
率
な
地
代
を
負
携
し
え
な
い
嘗
一
該
時
期
の
農
業
生
産
力
構
造
を
考
慮
す
れ
ば
納
得
し
が
た
い
。

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

華
北
農
村
の
階
層
構
成
、
農
民
層
分
解
に
闘
す
る
研
究
は
、
中
西
功
氏
自
身
が
注
意
を
喚
起
し
た
よ
う
に
、

(

幻

)

問
題
は
一
歩
も
前
進
し
な
い
L

「
非
常
に
具
盟
的
に
な
さ
れ
な
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翠
な
る
公
式
的
な
規
定
の
押
し
つ
け
で
は
、

の
で
あ
る
。

農
業
生
産
力
構
造
の
相
違
、
穀

作
・

一商
品
作
地
帯
の
匿
別
、
都
市
近
郊
か
後
背
地
か
等
の
区
分
が
嘗
面
の
第
一
歩
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

ハ
幻
)

な
お
最
近
華
北
農
村
に
お
け
る
農
民
層
分
解
研
究
に
と
っ
て
示
唆
的
な
論
考
が
足
立
氏
に
よ
っ
て
護
表
さ
れ
た
。
本
稿
の
観
酷
か
ら
み
て
注

目
さ
れ
る
貼
は
、
一
九
=
一

0
年
代
の
中
圏
全
鐙
に
亙
る
大
量
統
計
の
慮
理
に
も
と
づ
く
農
民
層
分
解
の
三
類
型
匡
分
(
華
北
で
は
二
類
型
匿

分
)
に
つ
い
て
の
部
分
で
あ
る
。

す
る
「
中
進
地
帯
」
と
に
匡
分
さ
れ
る
。
前
者
は
全
穫
と
し
て
最
も
卒
坦
な
分
布
を
示
し
、

(

お

)

と
な
」
っ
て
お
り
、
生
産
力
水
準
・
農
産
物
販
責
保
件
の
相
射
的
に
遅
れ
た
周
漫
部
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
史
的
傾
向
は
大
規
模
経
営
か
生

華
北
で
は
経
営
規
模
別
農
家
戸
数
分
布
グ
ラ
フ
か
ら
み
て
山
西
、
快
西
南
省
を
典
型
と
す
る
い
わ
ば
「
後
進
地
幣
」
と
、
山
東
省
を
典
型
と

「
か
な
り
の
経
営
規
模
の
層
が
耕
地
使
用
の
主
鐙

産
力
護
展
に
従
っ
て
解
鐙
し
て
ゆ
く
黙
に
あ
る
。



り
後
者
は
戸
数
・
耕
地
使
用
の
南
面
で
零
細
経
替
の
比
重
が
高
い
黙
で
前
者
か
ら
区
別
さ
れ
、
生
産
力
・
一
商
業
化
と
も
一
歩
準
ん
だ
地
帯
で
あ

(
泊
〉

「
零
細
窮
乏
化
す
る
中
園
農
村
と
い
う
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
に
最
も
近
し
い
階
層
構
成
で
あ
る
。
」

た
だ
氏
の
分
解
に
闘
す
る
論
考
の
直
接
の
針
象
は
、
こ
の
中
進
地
帯
か
ら
江
新
先
進
地
帯
へ
の
護
展
に
あ
り
、
後
進
地
脅
か
ら
中
進
地
帯
へ

の
移
行
の
論
理
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
移
行
に
つ
い
て
は
氏
の
先
の
華
北
に
お
け
る
大
農
法
に
闘
す
る
論
考
か
ら
二
黙
を
導
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
年
一
毛
作
か
ら
二
年
三
毛
作
へ
の
護
展
が
主
と
し
て
大
規
模
経
営
の
生
産
力
護
展
に
先
導
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
部

で
小
規
模
経
営
で
も
可
能
な
も
の
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
(
大
規
模
経
営
の
算
術
的
分
解
)
、
つ
い
で
こ
の
、遁
程
は
綿
花
な
ど
の
商
品
作
物
栽

培
の
護
展
に
よ
る
一
層
の
集
約
化
に
よ
っ
て
表
面
化
す
る
こ
と
、
の
二
貼
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
進
地
帯
は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
工
業
原
料
用
の
-
商
品
作
物
で
覆
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
穀
作
地
帯
内
部
に
お

け
る
後
進
か
ら
中
進
へ
の
移
行
の
契
機
を
明
ら
か
に
す
る
仕
事
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
足
立
論
文
の
一
意
義
は
、
華
北
農
民
層
分
解
研
究
の
硯

貼
か
ら
す
る
と
、
大
量
観
察
・
生
産
力
構
造
・
史
的
護
展
の
三
黙
を
導
入
し
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
結
論
と
し
て
嘗
面
の
時
期
・
嘗
一該
の
地
域

(

お

〉

に
お
い
て
は
農
業
の
設
展
は
経
営
規
模
の
縮
小
化
と
し
て
現
象
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

勺，d-

第
三
章

穀
作
地
帯
四
農
村
に
お
け
る
農
業
生
産
力
と
階
層
構
成

第
一
節
四
村
の
選
揮
基
準

す
で
に
定
評
の
あ
る
漏
織
の
農
村
調
査
か
ら
の
み
封
象
農
村
を
と
り
だ
さ
な
か
っ
た
の
は
以
下
の
い
く
つ
か
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
穀
物
作
地
帯
に
位
置
す
る
農
村
か
も
し
く
は
穀
物
作
を
主
と
す
る
村
落
に
針
象
を
限
定
し
た
い
と
い
う
本
稿
の
一
意
一
画
で
あ
る
。
満
識
に

広
る
農
村
調
査
は
そ
の
封
象
の
巴多
ペ
が
日
本
の
占
領
統
治
に
と
っ
て
重
要
な
農
産
物

l
l綿
花
・
小
褒
等
の
生
産
地
に
集
中
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
及
び
日
本
軍
に
と

っ
て
治
安
の
良
い
|
|
安
全
に
調
査
の
で
き
る
都
市
・
鋪
道
沿
線
地
帯
に
制
限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
と
い

47 
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第
1
表

華
北

四
村

調
査

一
質

表

1
村

落
U
.
大

北
閥

111.
暢

向
村

N.
柳

辛
i任

2
 
出

#島
『
北

支
農

村
の

貧
態

一
一

山
西

『
第
二
次
実
東
農
村
賞
態
調
査

『
河
南
省
新
郷
野
、暢

附
村

股
村

『
食

料
生

産
地

機
農

村
に

於
け

省
管
泉
県
悪
質
陵
村
賞
態
調
査
報

報
告

書
統

計
編

第
一

班
寅

態
調

査
報

告
書
』

る
農

業
生

産
関

係
並

に
農

産
物

告
書

一
一
』

卒
谷
軍需』

商
品

化
一

一
河

北
省

石
門

地
区

段
村

質
態

調
査

報
告

一
一
』

3
 
調

査
機

関
|華

北
交
通

株
式

曾
祉

資
業

局
[
尚

鍛
調

査
部

及
び

同
天

津
事

務
園

立
北

京
大

皐
段
察

院
農

業
経

尚
鍛

北
支

経
済

調
査

所

所
済

象
室

4
 
調

査
期

間
1
1940 年

3
月
の

2
週

間
1 1937年

2
月

16
日
~
3
月

17
日

1942
年

7
月
下
旬
~
8
月
下
旬

1942年
10月

2
日
~
l
l
月

3
日

の
1
カ
月

の
1
カ
月

の
1
カ
月

5
 
調

査
目

的
I

r曾
社
愛
路
工
作
へ
の
基
礎
資

I .~農
村
胡
の
凡
有
る
事
象
を

「
事
後
後
の
激
し
い
枇
曾
経
済

「
食
糧
生
産
地
幣
農
村
に
於
け

|
α噌
コ

料
を
提
供
す
る
」

…
…
正
確
に
把
橿
嗣
明
し
，

事
情
の
型
軽
動
の
姿
を
，
具
鰻
的

る
農

業
生

産
並

び
に

流
通

関
係

-
遁
切
な
る
封
策
を
樹
立
」

に
錨
き
出
す
」

の
調
査
」

6
 
村

落
の

特
徴

1
r
太

原
地

方
を

代
表

す
る

山
西

|
戸

数
経

済
的

地
位

は
卒

谷
豚

自
給

的
村

落
か

ら
漸

次
都

市
依

綿
作

農
村

か
ら

穀
作

農
村

へ
縛

型
の
ー
農
村
」

の
「
中
位
を
占
め
る
」

存
の

傾
向

へ
換

。
村

内
に

鍬
道

愛
護

村
問

事

庭
設

置

7
 
城

銀
姑

と
の

距
離

|
石
回
太
線
北
管
結
の
西
南
方
約

2
1
卒

谷
豚

城
の

北
約
20km

|
新

郷
酬

の
東

北
約

4
同

8
 
そ

の
他

|
日

本
占

領
後

太
原

豚
を

「
菅

泉
I
r
現

代
ア

ジ
ア

研
究

成
立

史
|
こ

の
北

京
大

皐
は

日
本

人
の

手
|
日
本
占
領
後
正
定
麻
附
属
か
ら

「
」

と
改

名
現

太
原

市
|
…

 
|
に

よ
る

も
の

構
…

I
r
石

門
市

」
一

市
〉

I
 

I
 

I
に
編

入。

出
所

四
村

の
各

報
告

書
に

よ
る

。
な

お
以

下
の

諸
表

も
間

後
で

あ
り

，
特

に
註

記
し

な
い

。
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(%) 

長記;プ |責陵村1*5=1大北列車噌 |暢嗣村lz引
1回一 0 77 31 30 a7 30 0 15l 
50 - 100 11.6 10.8 6.1 6.6 6.5 7.0 2.6 4.5 
40- 50 147 12741 9622 10 0)64  

5.2 30 - 40 1 13.7 15.3 11. 2 13.3 4.3 13.0 J 10.0 
20 - 30 22. 1 16.5 18.4 18.0 12.9 18.0 6.5 14.91 
10 - 20 25.3 18.6 24.5 23.1 15.1 21. 0 9.9 23.4 

- 10 12.6 18.4 32.7 26.4 58.3 28.0 75.9 39.3 

E十 100.。100.。100.1 100.。100.。100.0 100. 1 100.。
面農家積1戸嘗耕地 24.9 34.52 19.2 22.75 16.0 9.7 19.31 (畝)

経営規模別農家戸数百分比第2表

139頁。

日本評論

経営規模別階層医分は00畝以上00畝未満である。
各省については F支那農業基礎統計資料2J東亜研究所 1943年
農家 1戸嘗耕地面積は，満鍛調査部編『北支那の農業と経済」下

位 1942年 668頁。

註

出所

う
二
重
の
制
約
を
負
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
都
市
近
郊
の
商
品
作
物
地
帯
を
避
け
た
い
と
は
い
え
、
現
在
入
手
で

き
る
資
料
は
限
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
限
界
の
な
か
で
は
生
産
力
に
関
す
る
要
素

が
い
く
ら
か
で
も
分
か
る
こ
と
と
、
あ
る
程
度
の
大
規
模
経
営
の
存
在
す
る
村

落
を
え
ら
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
四
村
の
依
陥
と
し
て
山
東
省
の
農
村
が
な
い
こ
と
、
各
調
査

聞
の
時
期

・
現
貼

・
方
法

・
記
述
等
に
統

一
が
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
た
筆
者
の
責
料
牧
集
は
な
お
徹
底
的
で
な
く
、
戦
前
の
す
べ
て
の
調
査
を
網

羅
し
た
結
果
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
主
張
は
依
然
と
し
て
偶
然
的
で
あ

- 49-

り
、
そ
の
限
り
で
は
盗
意
的
で
あ
る
。

な
お
、
華
北
農
村
に
関
す
る
瀬
舗
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
人
の
手
に
な
る
戦

前
期
の
調
査
と
そ
の
整
理
は
最
後
ま
で
完
結
性
を
も
ち
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る

「
そ
こ
に

一
地
域
性
を
表
す
と
共
に
、
或
る
程
度
の

一
般
性
を
包
含
し
た

類
型
化
の
た
め
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
こ
れ
は
未
だ
解
決
さ
れ

(
お
〉

て
ゐ
な
い
。
」

黄
陵
村
で
は
一

O
O畝
以
上
の
経
営
層
が
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も

一
O
|
三

O
畝
層
は
黄
陵
村
の
方
が
厚
く
、
卒
均
耕
地
面
積
で
は
山
西
省
が
大
き
い
等
の

違
い
は
あ
る
が
、
全
鐙
と
し
て
は
ほ
ぼ
山
西
省
に
針
鷹
す
る
。
戸
数
分
布
に
つ

い
て
は
寅
陵
村
型
北
山
西
省
型
と
み
な
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
開
遣
い
は
な
い
で
あ
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ろ
う
。

大
北
闘
は
河
北
省
卒
均
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
わ
ず
か
に
四

0
1五
O
畝
層
で
大
北
開
が
半
分
と
な
り
、

そ
の
分
だ
け
一

O
畝
以
下
層
で
地
加
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
黄
陵
村
北
山
西
省
型
よ
り
も
も
っ
と
確
寅
に
大
北
開
H
河
北
省
型
と
み
な
せ
よ
う
。

暢
崩
村
は
三

O
l五
O
畝
の
中
間
層
上
層
と

一
O
l
二
O
畝
の
中
間
層
下
層
が
山
東
省

・
河
南
省
(
北
部
〉
よ
り
薄
く
、

山
東
省
型
よ
り
も
さ
ら
に
分
解
が
進
ん
で
い
る
。
暢
山
岡
村
型
〉
山
東
省
型
で
あ
る
。

一
O
畝
以
下
層
が

増
加
し
て
お
り
、

柳
辛
旺
は
上
層

・
中
層
と
も
山
東
省
に
比
べ
て
極
端
に
少
な
く
、
一

O
畝
以
下
層
が
極
度
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は

一
見
す
る
と
農
村
崩

壊
と
う
け
と
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、

山
西
省
型
↓
河
北
省
型
↓
山
東
省
型
と
進
行
す
る
農
民
居
分
解
の

一
極
黙
を
暗
示
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
四
村
を
分
解
度
に
従
っ
て
並
べ
れ
ば
、
柳
辛
荘
〉
暢
山
岡
村
〉
大
北
開
〉
黄
陵
村
と
な
る
。

第

節

分

解

朕

況

50 

と グ
ラ
フ

ー
か
ら
は
ま
ず
そ
の
傾
き
が
急
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
こ
の
原
因
は
、
第
一
に
中
間
屠
が
少
な
い
|

|
未
形
成
も
し
く
は
解
樟
ー
ー
ー

た
だ
し
こ
れ
は
黄
陵
村
(
!
と
略
構
)
・
大
北
闘
(
日
と
略
務
〉
で
は
五

O
畝
以
下
層
が
増
加
す
る
の
に
針
し
、
暢
闘
村

(
Eと
略
割
問
)
柳

辛
荘

(W
と
略
稽
〉
で
は

一
0
1二
O
畝
以
下
層
が
増
加
し
て
お
り

雨
者
で
や
や
タ
イ
プ
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
第
二
に
一

O
畝
以
下
層
が

非
常
に
多
レ
こ
と
、
特
に
皿

-
wで
激
増
し
て
レ
る
こ
と
、

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に

I
-
m
-
wで
は
非
農
業
戸
が
一
定
比
率
で
存
在
す
る
。

ー
は
都
市
(
太
原
)
近
郊
に
位
置
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が

E
で
は

」
れ
が

0
で
あ
る
酷
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
一

O
O畝
以
上
層
は

i
-
W
で
は
依
如
し
て
い
る
が
、

ー
で
は
偶
然
的
、

町
で
は
必
然
的
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
は
日
・
目
と
の
比
較

か
ら
み
れ
ば
全
践
の
傾
向
に
は
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
て
は
い
な
い
。

」
の
戸
数
分
布
固
か
ら
の
暫
定
的
な
結
論
と
し
て

第

一
に
農
家
の
分
解

・
経
営
の
零
細
化
の

一
定
の
準
行
が

W
〉
E
V
E
V
I
の
順
で
謹
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グラフ 1 経営規模別農家戸数探積度数分布

(%)1 

100 ~、 I黄陵村

E大北関

田暢働村i --W相同

70ト、、
60ト l

1 

1 

50ト 1、
40ト 1、、

1冶主
t 

‘ 20 t- " 、、、

10 
ー--~主主

ot  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

註 この表示は本来様グラフとすべきものであるが，四村の簡明な比較を行うため，

折れ線グラフとし. I . rr . mは5畝きざみとして，各区分の中数を以て表示し
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ん
で
い
る
こ
と
。
第
二
に
こ
の
準
行
は
I
-
E
と
E
-
w
と
で
匡
分
で
き
る
こ
と
。
第
三
に
中
間
層
は
未
形
成
で
あ
る
こ
と
。
以
上
の
三
黙
が

讃
み
と
れ
よ
う
。

グ
ラ
フ

2
か
ら
は
、

ま
ず
戸
数
分
布
固
よ
り
傾
き
が
緩
や
か
で
あ
り
、

か
つ
N
を
除
い
て
I
-
E
-
皿
の
聞
で
差
異
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
こ
と
が
分
る
。
こ
れ
は
、

五
O
な
い
し
一
O
O
畝
以
上
層
が
経
営
地
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
占
め
、
三
Ol
五
O
畝
層
、
が
同
様
に
三
分
の

一
を

占
め
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。
二
O
l
五
O
畝
の
中
間
層
を
と
る
と
I
で
五
九
%
-
E
は
四
O

%
-
E
が
三
四
%
で
あ
る
。
こ
の
結
果
二
O
畝

未
満
層
の
経
営
地
は
ー
か
ら
順
に
一
六
l
一
一
一
一
一
l
二
九
%
と
な
り

一
O
畝
未
満
層
を
と
る
と
同
様
に
三
九
一
七
%
と
非
常
に
少
な
く
な

っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
戸
数
分
布
園
の
場
合
と
異
な
り
上
層

・
中
層
と
も
一
定
の
経
営
地
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
農
業
経
営
の
全
面
的
な
崩

壊

・
極
度
の
零
細
化
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
雨
分
布
園
を
組
合
し
て
み
た
場
合
、
以
下
の
二
黙
が
指
摘
で
き
よ
う
。
第

一
賠
は
I
J
N
の
共
通
貼
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
睦
と

し
て
中
間
層
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
雨
分
布
固
と
も
二
O
も
し
く
は
三
O
l
五
O
畝
層
で
明
確
な
段
階
が
構
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
E
の
報
告
書
で
は
土
地
所
有
の
分
布
を
も
と
に
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
此
の
曲
線
か
ら
す
れ
ば
、
所

- 52ー

謂
遁
正
規
模
と
言
は
れ
る
安
定
的
な
経
営
面
積
の
規
模
が
存
在
し
な
い
や
う
で
あ
る
。
之
は
農
家
の
州
労
働
力
が
一
世
帯
か
ら
見
れ
ば
略
一
定
し

(
幻
)

て
ゐ
る
の
に
射
し
て
奇
異
な
現
象
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
。
」

い
る
こ
と
、

中
間
層
が
戸
数
は
少
な
く
と
も
経
営
地
を
維
持
も
し
く
は
集
中
し
て

ま
た
は
戸
の
分
解
と
経
営
の
分
解
と
が
一
致
せ
ず
、
戸
の
分
解
ほ
ど
経
営
が
分
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
前
者
の
み
で
農
村
の
崩

h
-
2
-
J
 

争
J
チ
J
1
L

壌
を
説
く
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
敬
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
結
論
を
先
ど
り
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
従
来
こ
の
中
間
階
層
が
存
在
し
て
い

て
近
代
に
お
い
て
分
解
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
規
模
経
営
と
周
濯
の
零
細
経
営
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
鱒
統
的
な
村

落
の
構
造
が
解
燈
し
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
明
確
な
中
農
化
に
は
到
ら
な
い
段
階
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
貼
は
I
J
N
の
差
異
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
グ
ラ
フ

3
も
参
照
さ
れ
た
い
。

下
層
の
分
解
賦
況
に
つ
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い
て
は

I
-
Eと

E
-
wと
の
聞
に
基
本
的
な
違
い
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き

る。

E
の
大
北
闘
で
は
五
畝
未
満
層
が
急
減
し
、
非
農
業
戸
は
存
在
せ
ず
、
ー

の
黄
陵
村
で
は
村
内
に
一

O
数
戸
の
一
商
屈
が
あ
る
た
め
二
二
%
の
無
所
有
戸
が

や
は
り
一

O
な
い
し
五
畝
未
満
層
が
急
減
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
こ
の
地
幣
で
は
一

O
畝
未
満
の
経
営
で
は
生
活
す
る
こ
と
が
出
来
な

あ
る
け
れ
ど
も
、

い
こ
と
を
=
意
味
し
て
い
よ
う
。
低
い
生
産
力
の
も
と
で
は
貧
農
・
傘
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
は
祉
曾
的
に
一
意
味
の
あ
る
階
層
と
し
て
は
形
成
が
困
難
で
あ
る
。
あ
る
い

は
巌
密
な
意
味
で
は

I
-
E
の
零
細
層
は
、
近
代
的
一
意
一
味
に
お
け
る
牢
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
屠
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

- 53ー

他
方
、

E
の
暢
崩
村

-wの
柳
辛
荘
は
一

O
畝
未
満
・
五
畝
未
満
屠
が
激
増

し
て
お
り
、

か
つ
非
農
業
戸
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
零
細
経
営

層
が
そ
れ
で
も
生
存
し
う
る
こ
と
を
示
し
、
こ
の
類
型
の
も
と
で
始
め
て
貧

農

・
牢
.
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
屠
が
大
量
に
蓄
積
さ
れ
る
。
華
北
の
牢
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

層
は
穀
作
地
帯
の
農
村
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
皿

-w類
型
で
始
め
て
祉
禽
的

に
問
題
に
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
大
規
模
経
営
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け

E
の一

O
O畝
以
上
の
大
規
模
経
営
と

E
の
そ
れ
と
の
聞
で
質
的
な
相
違
が
あ

る
か
否
か
は
、
生
産
力
構
造
・
経
営
内
容
・
史
的
傾
向
に
閲
す
る
具
瞳
的
な
分

析
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
十
分
分
析
で
き
な
い

が
、
若
干
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
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第
三
節

生
産
力
比
較
(
ご

-
-
H
と
田

-
wと
い
う
農
民
層
分
解
の
進
展
度
も
し
く
は
型
の
相
違
が
何
故
同
じ
穀
物
栽
培
地
帯
で
生
じ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

原
因
に
は
勿
論
こ
の
資
料
の
も
と
と
な
っ
た
調
査
の
行
わ
れ
た
日
中
戦
争
期
の
日
本
軍
に
よ
る
戦
争
と
占
領
統
治

・
農
民
牧
奪
が
興
え
た
直
接

的
影
響
や
、

そ
の
前
提
と
な
っ
た
近
代
一

0
0年
聞
に
失
第
に
形
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
牢
植
民
地

・
中
十
封
建
枇
舎
の
経
済
構
造
(
正
確
に
い
え

ば
、
調
査
蛍
時
は
植
民
地・

「
牢
封
建
」
経
済
構
造
で
あ
る
が
)
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

本
稿
で
は
こ
の
程
済
構
造
を
四
つ

の
村
落
の
経
済
レ
ベ
ル
に
ま
で
兵
鰻
化
し
て
取
り
上
げ
る
準
備
が
な
い
こ
と
、
ま
た
基
本
的
に
は
同
じ
環
境
の
も
と
で
あ
り
な
が
ら
も
異
な
る

分
解
の
欣
況
が
現
れ
て
く
る
農
業
内
在
的
要
因
を
追
求
し
た
レ
と
い
う
本
稿
の
意
園
、
分
解
の
特
色
を
具
般
的
な
農
業
生
産
力
の
構
造

・
水
準

と
結
び
付
け
て
研
究
す
べ
き
だ
と
い
う
研
究
史
の
数
訓
と
い
う
理
由
か
ら
、
も

つ
ば
ら
四
村
の
農
業
構
造
の
比
較
に
硯
貼
を
限
定
し
た
い
。
こ

こ
の
表
を
一
覧
す
る
と
、
第
二
簡
で
の
戸
数
分
布
固
と
経
営
面
積
分
布
固
と
の
劉
立
が
再
び
顔
を
出
し
て
レ
る
の
が
分
か
る
。

況
の

b
に
よ
れ
ば
、

I
↓

W
は
村
落
内
部
に
非
農
業
戸
を
析
出
し

(m
一
六
%
、

w一
一一
-
一
%
)
、
農
家

一
戸
嘗
卒
均
耕
地
面
積
(
一
の
f
)
は
二

四
・
九
畝
か
ら
九
・
七
畝
ま
で
順
次
減
少
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
農
村
の
窮
乏
化
を
讃
み
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
、

一
の
農
村
概

54ー

の
一意
一
固
か
ら
四
村
の
経
済
諸
指
標
を
整
理
し
た
も
の
が
第
三
表
で
あ
る
。

四
の
生
産
量
の

a
お
よ
び
五
の

a
(
土
地
生
産
性
l
)
の
項
目
か
ら
は
莱

・
小
姿
と
も
ー
か
ら

W
へ
順
次
増
大
し
て
お
り
、
こ
れ
は
農
業
生
産
力

の
設
展
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
雨
者
は
一
見
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
後
者
は
小
経
営
農
業
生
産
力
の
上
向
過
程
(
段
業
生
産
力
が
設
展

し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
経
営
規
般
の
縮
小
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
)
を
示
し
て
お
り
、

前
者
は
嘗
一
該
時
期
に
お
け
る
農
業
経
営
の
「
衰
退
」
を
表
し
て

L
る
。

し
か
し

後
者
は
農
業
渡
展
の
大
段
階
匡
分
(
華
北
淡
業
設
展
の
一
般
的
性
絡
)
で
あ
り
、

前
者
は
こ
の
小
段
階
区
分
(
二

O
世
紀
三
Oー

四
0
年
代
の
特
殊
的
欣
況
)
と
す
れ
ば
矛
盾
な
く
理
解
し
う
る
。

前
者
は
農
業
経
営
の
指
標
で
み
れ
ば
、
牧
盆
・
所
得

・
家
計
等
の
指
標
の
悪
化

と
し
て
現
れ
よ
う
し
、
後
者
は
祉
禽
的
指
標
で
あ
る
土
地
生
産
性
の
上
昇
と
し
て
現
れ
よ
う
。



二
の
生
産
手
段
の
項
を
み
よ
う
。
農
業
資
本
の
有
機
的
構
成
は
、
卒
均
経
営
規
模
の
よ
り
小
さ
い

E
-
wの
ほ
う
が
明
ら
か
に
高
い
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
ず
役
畜
に
つ
い
て
は
、
全
村
の
所
有
頭
数
・
農
家

一
戸
嘗
頭
数

・
耕
地
面
積

一
O
O
畝
嘗
頭
数
の
全
て
に
お
い
て
、
経
営
規
模
と

役
畜
頭
数
と
を
卒
衡
す
る
も
の
と
す
る
通
説
と
は
逆
に
、

E
-
W
の
方
が
格
段
に
優
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
一
戸
嘗
一
頭
を
所
有
す
る

E
の
数
値
は

(

お

)

そ
れ
が

一
九
四
二
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
考
え
れ
ば
。
感
動
的
。
で
さ
え
あ
る
。
こ
れ
は

E
-
Nと
な
る
ほ
ど
入
念
な
翠
耕
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
と
と
も
に
、
ま
た
畜
力
濯
瓶

(
E
の
碍
井

-wの
水
車
子
〉
が
普
及
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。

つ
ぎ
に
肥
料
に
つ
い
て
み
よ
う
。
皿

-
Wで
始
め
て
金
肥
が
登
場
し
、
か
つ
大
豆
粕
な
ど
の
俸
統
的
金
肥
の
他
に
、

N
で
は
硫
安
が
出
現
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
逆
に
I
-
E
で
は
な
お
土
糞
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
改
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

土
糞
の
使
用
量
も

W
で
と
く
に
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
各
村
と
も
既
存
の
農
法
を
前
提
に
し
た
う
え
で
な
お
絶
封
的
に
肥
料
不

足
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
が
二
O
世
紀
以
降
の
共
通
事
項
な
の
か
、

日
中
全
面
戦
争
後
の
特
殊
事
情
な
の
か

- 55ー

は
I
-
E
で
は
判
明
し
が
た
い
が
、

E
-
wで
は
明
ら
か
に
大
豆
粕
等
の
流
入
の
特
殊
的
困
難
に
起
因
し
て
い
る
。
綿
貫
粕
・
胡
蹴
粕
は
「
上

(
m
U
)
 

層
の
農
家
が
極
く
最
近
ま
で
施
用
し
て
い
た
が
、
今
後
は
入
手
困
難
な
る
潟
、
恐
ら
く
は
使
用
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
」。

-最
後
に
潅
瓶
を
み
よ
う
。
濯
瓶
地
が
耕
作
地
全
佳
に
占
め
る
比
率
は
E
O
、
I
一
四
%
、

E
一二一一%、

w
「
一
O
O
」
%
で
あ
り
、

N
が
ほ

(
山
山
〉

ぼ
一
O
O
%
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
驚
嘆
に
値
す
る
。
「
潅
甑
の
行
は
れ
な
い
所
謂
阜
地
は
僅
か
で
あ
る
。
殆
ど
大
部
分
が
水
地
で
あ
る
」
。

こ
の
E
↓
I
↓

E
↓

W
の
濯
瓶
地
率
の
上
昇
は
華
北
農
業
の
理
想
的
な
準
化
の
方
向
を
一
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

E
-
W
で
は
気
温
・
土
質
な
ど

の
候
件
も
あ
ろ
う
が

水
地
(
濯
波
地
)
で
は
年
二
毛
作
が
出
現
し
て
お
り

」
れ
は
肥
料
の
使
用
量
の
増
加
・
翠
耕
回
数
の
増
加
の
直
接
の

原
動
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
濯
瓶
が
肥
料
の
吸
枚
数
率
を
高
め
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
以
上
の
役
畜
・
肥
料
・
濯
瓶
の
三
要

素
は
作
付
様
式
の
な
か
で
兵
種
的
に
結
合
さ
れ
る
。
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三
、
作
付
様
式
の
項
で
は
、
ー
が
パ
ッ
ク
の
農
業
地
帯
匿
分
で
多
褒
粟
匿
に
位
置
す
る
以
外
は
、
全
て
多
褒
高
梁
匡
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

三
村
の
聞
で
は
、
ー
が
一
年
一
作
(
二
毛
作
指
数
九
三
〉
、
E
が
不
完
全
な
二
年
三
毛
作
〈
同
一

O
O
)、
E
が
阜
地
に
お
け
る
一
年
一
作
と
濯
瓶
地



第
3
表

四
村

生
産

力
比

較

芭
J.

黄
陵

村
n.

大
北

関
ill
.
暢

尚
村

w.
柳

辛
荘

1.
概

況

a
.
戸

数
(戸〕

110 
98 

166 
3
0
0
 

b
.
農
業
戸

・
農
業
戸
部
j合

(戸
・
%
)

9
5
・
8
6
%

98
・
100

%
139

・
8
4
%

232
・
7
7
%

c
.

農
家

1
戸
蛍
人
口

(人〕
6.2 

6.2 
6.9 

6.4 
d
.

農
家

1
戸
賞
労
働
力
車
位

1)
2
.3

 
1.
8
 

1.
6
 

1.
4
 

e
.
耕

地
面

積
(
市
畝
)

2
，366.1 

1
，880

.2
 

2
，227

.3
 

2
，26

1. 3
8
 

f.
農

家
1
戸

蛍
耕

地
面

積
(
市
畝
〉

24.9 
19.

2
 

16
.0

 
9.7 

g
.

努
働
力
単
位
蛍
耕
地
面
積

(
市
畝
〕

10.6 
10
.5

 
9
.9

 
6.7 

2
.
生

産
手

段

a
.
役

畜
頭

数
2)

(
牛
換
算
)

53.2 
58.9 

136. 7
 

147.5 
b
.

農
家

1
戸
建
'
役
音
頭
数

(
牛
換
算
〕

0.56 
0.60 

o. 
9
8
 

0.64 
C
.
 
100畝

蛍
役

畜
頭

数
2
.
 

1
 

3.1 
6. 

1
 

6.5 
tUo 3

 

d
.
 
n昨

ifの
種

類
自
給

11巴キ
}

土
糞

土
糞

土
~

.
大
奨

・
抗
糞

土
糞

・
人
糞
尿

購
入

肥
料

な
し

殆
ん
ど
な

し
落

花
生

油
粕

・
胡
麻
油

要
貿

粕
胡

麻
粕

硫
粕
な

ど

e
.
施

肥
量

来
(
斤
/
地
方
畝
)
I
土

糞
3
，000斤

土
糞
1
，
5
0
0
~

土
糞

2
，000斤餅

又
は

土
糞

7
，0
0
0
~

2
，000斤

花
生

50斤
8
，000斤

的

小
褒

(
斤
/
地
方
畝
)

I
土
糞

1，0
0
0
~

土
糞
1
，

5
0
0
~
 

土
糞

1
，0
0
0
~

土
糞

7
，0
0
0
~

2
，000斤

2
，000斤

2
，0
0
0斤

8
，000斤

3)

追
肥

1
回

f
.

港
紙

地
率

く
%
)

14 
。

3
2
 

i100J。
g
.
港
紙
用
井
戸

(
人
力

・
畜
力
〕

17
・
0

。
7
2
・
6
1

199
・
52

h
.
 
1
限
嘗
滋
減
面
積
日

19
.5

 
。

5
.4 

9
.0

 

3
.
作

付
様

式

a
.
作

付
様

式
|
 

豆小
一
褒
粟
l一小年高委

1梁一1乍ー小豆委
1
 

出
莱

IJ合j
否褒せと箆
豆J主

の
早

軸地
咋

1
年

lf
l'

綿
花

上
地

の
組

毛4{乍5作小
委

2
年

3
1'1=

甘藷一藷
一小休委

中
地

組
合

水
地

「し
疏1
菜年多2

 
一
莱

一
甘



b
.

作
付

比
率

c
.

二
毛

作
指

数

4.
生

産
量

粟
2
4
%
.

黍
17

%
.

務
委

17~百
，
小
姿

16%
(
皐
害
)

93 

せ
下

地
-

1
年

1
作

豆粟(皐31害659956)
，，

 綿高花燦
21019%6

，
 

100 

a.
調

査
年

度
畝

蛍
産

量
小

委
(

市
斗

/
市

畝
)
I
 

2. 
8
(4. 

9J 
I
 
一

[土
地
4

)
 

(
 J

内
は

卒
年

作
粟

(
市
斗
/
市
畝
)
I
 

5.4(5
.
 

9J 
I
 

8
.
5
(上

地
7.2)

b.
穀

物
総

生
産

量
7)

(
市
斗
)
I
 

10. 344. 2
5
 

I
 

19
.
 

160 
I
 

5.
社

禽
的

指
標

a.
土

地
生

産
性

(
1
 )的

(
市
斗
/
市
畝
)
I
 

4
.
8
 

I
 

1
2
.
0
 

b.
土
地
生
産
性
(
日

)9)
(
市
斗
/
市
畝
)
I
 

ー
1
2
.
0
 

c
.

労
働

生
産

性
10)

(
市
斗
)
I
 

4
6
.
5
 

I
 

107.2 
I
 

d.
農

家
人

口
1
入
賞

穀
物

産
量

I
 

17.5 
I
 

3
1.
8

 
I
 

玉~小萄泰黍
一

夏
1
年

2
作

窃
小黍
泰(莱一〉

玉

小9%6
五，年粟49

%
玉
疏
局
黍

21
来

3
1%

小
褒
綿

2
6
%
 

1
4
%
.
 

菜
3

甘
藷

1
1
%
.

花
14~五

145 
138 

7
.
9
6
)
 

10.3
6
】

2
6
.
7
4
8
.
4
3
 

13.2 

8
.
8
 

115.0 

2
8
.
0
 

e
.
 
1
農
業
労
働
力
嘗
負
捻
人
口

15)
(
人
)
I
 

1. 
6
 

3. 6
 

I
 

3
.
 

8
 

I
 

3
.
2
 

6.
そ

の
他

a. 
1
人
蛍

・
1
戸
首

食
料

自
給

必
要

面
積

1
1
)

6.25
・
38.75

I
 

2.5
・
15.5

2.3
・
15.9

1.6
・
10
.24

b.
農

産
物

商
品

化
率

(
%
)
 I

 
18.7 

I
 

16.8 
I
 

1O~
2
0
ω
 

I
 

2
3
.
4
13
)
 

c.
小

作
地

率
(
%
)
 I

 
3
.6

 
I
 

8.6 
I
 

7
 

I
 

註
1)

以
下

の
方

法
で

算
出
し
た
。
1
.
(
家
族
労
働
力
単
位
)
+
(
雇
傭
労
働
力
単
位
-
年
工
は

1.
日
工
は

1/200)0
Il. 

(家
族

矧
動
力
同

等
債
)
+

(
雇
傭
労
働
力
同
等
債

)0
ill. 

(
家
族

労
働
力
単
位
)
+
(
雇
傭
努
働
力
単
位
・
・
日
工
は
年
工
の

1/200
と
仮
定
〉
ー
(
専
業
的
副
業

従
事

者
)0

N. 
(家

族
労

働
力

単
位

-
男

子
x
O
.
5
5
)
+
(
雇
傭
労
働
力
単
位
)
-
(
段
外
従
事
者
〉
一
(
被
雇
短
工
〉

を
農

業
従

事
家

族
員

数
で

調
整

。
こ

の
計

算
方

法
の

詳

細
に
つ
い
て
は
大
巾
に
頁
を
と
る
た
め
.

5
J
1
j
に
機
舎
が
あ
れ
ば
護
表
し
た
い
。
以
下
の
各
項
目
の
詳
細
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

2)
換

算
基

準

は
牛

1
=
馬
，
駿
馬
1
.
5.

磁
馬

=
0.8

(1. 
ill). 

0
.
5
 (N. 

Il
)o 

3)
叉

は
人

糞
尿
4
0
0斤

叉
は

綿
貫

粕
2
0
0斤

(
粟
)
.

叉
は
人
糞
尿

400
斤

(
小
褒

)0
4)

ほ
と
ん
ど

1
0
0
%
が
濯
瓶
地
で
あ
る

(
N
.

2
3頁

)0
5)

人
力
・
畜
力
を
区
別
せ
ず
。

6)
小

褒
の

卒
年

作
は

，
水

地
の

上
地

で

22
市

斗
，

中
地

14.
7
市

斗
，

下
地
7.4

市
斗

，
阜

地
の

上
地

14.7
市

斗
，

中
地
7
.
4
市

斗
，

下
地
2.9

市
斗

で
あ

り
，

莱
は

同
様

に
25

-
1
7
.
6
-
7
.
4
-

1
7
.
6
-
1
1. 
8
-
5
.
 9
で
あ
る
。

7)
穀

物
産

量
の

合
計

で
あ

る
。

た
だ

し
甘

藷
は

1
5
%
で

穀
物

換
算

し
た

(
パ

ッ
ク

「
支

那
農

家
経

済
研

究
』

下

142頁
)0

8)
土

地
生

産
性

1
=
穀
物
総
生
産
量
÷
穀
物
作
付
面
積
。

9)
土
地
生
産
性
I
l
=
穀
物
総
生
産
量
÷
延
穀
物
作
付
面
積
。

10)
労
働

生
産
性
=
穀
物
総
生
産
量
÷
労
働
力
単
位
。

11)
年

1
入
賞

消
費

食
糧
4
2
0市

斤
(30市

斗
)
+
土
地
生
産
性

1.
420

市
斤
は
錦
織
英
夫

「
山
東
s
!
k

E5 
1長

と
養
畜
.
!

137
頁

に
よ
る
。

12)
小

委
の

み
の

数
字

で
あ

り
，

日
中

戦
争

前
は

40
%
0

13)
小
褒
の
み
の
数
字
で
あ
り
，

綿
花

で
は

67
.9

%
。

14)
在

村
「

地
主

」
の

貸
付

地
と

出
典

地
42畝

の
み

の
数

字
で

あ
る

。
15)

労
働
生
産
性

(
5
-

c
)
+
年

1
入
賞

消
費

食
糧

(42
0
市
斤

〉。

r、ぱ
3



58 

に
お
け
る
一
年
二
作
及
び
野
菜
の
多
毛
作
(
同
一
四
五
)
、

wが
全
て
濯
甑
地
に
お
け
る
一
年
一
作

・
二
年
三
作
・
一
年
二
作
の
混
合
形
態
(
同

二
二
八
〉

と
各
々
作
付
様
式
、
か
相
違
し
て
お
り
、
土
地
利
用
卒、か
し
だ
い
に
上
昇
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

華
北
の
典
型
的
な
二
年
三
毛
作
で
は

一
般
に
小
委
が
作
物
交
代
の
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の

i
-
H
で
は
作
付
の
中
心
は
な
お
粟

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
作
付
面
積
・
肥
料
投
下
量

・
牧
穫
の
安
定
度
等
の
各
側
面
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
畝
嘗
産
量
に
つ
い
て

は

E
-wに
お
い
て
も
粟
の
方
が
若
干
高
い
。
ー
で
は
粟
の
作
付
卒
は
二
四
%
で
あ
る
。
耕
地
の
大
部
分
は
年
一
作
で
、
豆
粟
|
高
梁
の
順

(

但

)

序
で
作
付
さ
れ
る
。
小
褒
は
「
多
作
の
場
合
に
は
九
月
下
旬
・
:
・春
作
の
場
合
に
は
三
月
下
旬
頃
に
」
播
種
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
濯
甑
地
で
作

付
け
さ
れ
る
場
合
に
は
(
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
が
)
、

早
害
に
針
し
て
は
他
の
作
物
に
く
ら
べ
る
と
安
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
村
の
濯

甑
地
は
耕
地
の
一
四
%
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
小
棋
会
が
主
作
物
と
な
る
た
め
に
は
こ
の
貼
に
大
き
な
障
害
が
あ
る
。
ま
た
畝
嘗
産
量
と
肥
料
は
と

も
に
来
の
方
が
多
く
、
同
村
で
の
農
業
の
重
心
が
粟
な
ど
の
雑
穀
に
あ
る
こ
と
は
、
此
の
貼
か
ら
し
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
小
姿
は
「
普
通
は

(
m
M
)
 

非
濯
概
畑
に
作
付
け
さ
れ
る
も
の
が
大
部
分
で
、
此
の
場
合
は
施
肥
せ
ぬ
こ
と
も
多
く
極
め
て
簡
単
な
耕
種
様
式
と
な
る
」
。

(
お
)

日
で
は
「
調
査
年
度
は
一
昨
年
秋
よ
り
の
早
魁
で
:
:
秋
蒔
及
春
蒔
の
小
姿
は
播
種
不
能
で
」
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

(
卸
)

で
あ
っ
た
震
春
蒔
の
小
褒
多
く
耕
地
面
積
の
略
三
O
%
に
達
し
た
」
。

(

白

山

)

般
に
上
地
と
名
付
け
て
居
る
」)、

「
本
春
は
降
水
量
豊
富

58ー

小
褒
は
同
村
の
上
地
に
の
み
栽
培
さ
れ
て
お
り
(
「小
委
栽
港
可
能
地
を
一

l
-
H
と
も
小
変
が
版
賀
か
ら
み
て
も
、

消
費
か
ら
み
て
も
最
も
憤
値
の
高
い
作
物
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
作

付
け
の
搬
大
が
追
求
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
な
お
自
然
篠
件
の
制
限
は
き
び
し
い
。
小
委
の
播
種
は
秋
に
確
定
さ
れ
て
レ
る
わ
け
で
は
な

く
、
秋
で
あ
れ
春
で
あ
れ

一
定
の
雨
量
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
作
付
け
さ
れ
て
お
り
(
雨
量
が
な
け
れ
ば
作
付
け
さ
れ
な
い
)
、

ま
た
小
委
の
牧
穫

期
と
架
等
の
夏
作
物
の
播
種
期
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
、
互
い
に
同
一
圃
上
で
畦
を
別
に
す
る
組
合
せ
耕
作
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
貼

で
は
日
の
二
年
三
毛
作
は
不
完
全
で
あ
る
。
ま
た

H
の
卒
年
作
で
は
小
宴
の
牧
量
は
莱
の
ほ
ぼ
中
十
分
に
す
ぎ
な
い
。

E
-wで
始
め
て
小
姿
が
主
作
物
の
地
位
を
獲
得
す
る
。
皿
の
阜
地
で
は

一
年
一

作
で
多
小
褒
l
夏
休
閑
の
繰
り
返
し
と
な
り
、
濯
減
地
で

は
一
年
二
毛
作
の
命
令
小
褒
|
夏
玉
訪
黍
と
疏
菜
の
多
毛
作
と
に
わ
か
れ
る
が
、
作
付
率
四
九
%
を
し
め
る
小
委
の
地
位
は
匪
倒
的
で
あ
る
。

ー



と
は
封
照
的
に
早
害
・
救
荒
用
の
雑
多
な
作
物
は
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。
二
毛
作
指
数
は
一
四
五
で
あ
る
。

N
で
は
ほ
ぼ
一

O
O
%の
濯
甑
地

で
二
年
三
毛
作
(
甘
藷
l
休
閑
l
莱

l
小
委
)
、

一
年
二
作
(
小
委
l
粟)、

一
年
一
作
〈
綿
花
の
単
連
作
)
が
行
わ
れ
て
お
り
、
二
毛
作
指
数
は
二
ニ

八
で
あ
る
。

E
-
wで
は
す
で
に
部
分
的
に
二
年
三
毛
作
を
脱
し
て
、
濯
瓶
地
化
さ
れ
た
耕
地
の
重
要
部
分
は
一
年
二
作
に
縛
佑
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。

N
は
一
九
二
五
、
六
年
頃
に
食
糧
作
物
か
ら
綿
花
栽
培
に
急
激
に
樽
換
し
、
日
本
の
戦
争
と
占
領
以
後
再
度
食
糧
作
物
へ
復
蹄
し
た
村
で
あ

り
、
小
委
と
綿
花
と
の
聞
で
は
相
互
輔
換
が
行
わ
れ
た
が
、
食
糧
作
物
の
内
部
で
の
小
委
の
主
導
的
地
位
は
不
襲
で
あ
る
。
「
小
委
の
債
格
が

相
封
的
に
幾
分
低
下
し
て
も
、
粟
、
其
の
他
の
雑
穀
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
小
委
は
粟
・
玉
萄
黍
・
甘
藷
等
と
組

(

お

〉

合
さ
れ
て
一
年
一
作
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
集
約
化
に
よ
る
高
い
牧
量
確
保
は
絶
封
に
有
利
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

(
幻
〉

そ
れ
ら
の
作
物
相
互
聞
の
作
付
に
そ
れ
程
大
な
る
饗
化
を
も
た
ら
さ
な
い
」
。

こ
の
た
め
「
食
糧
作

物
相
互
聞
の
債
格
関
係
の
費
動
は
、

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
四
の

a
畝
嘗
産
量
中
の

〔
卒
年
作
〕
は
資
料
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
数
値
で
あ
り
、
調
査
年
度
畝
嘗
産
量
お
よ
び
五
の

- 59ー

以
上
み
て
き
た
農
業
生
産
の
諸
要
素
と
そ
の
結
合
の
あ
り
か
た
を
し
め
す
農
耕
方
式
の
さ
し
あ
た
り
の
結
果
は
、
畝
首
産
量
(
土
地
生
産
性
〉

a
作
付
面
積
一
畝
嘗
穀
物
産
量
(
土
地
生
産
性
I
)
b延
作
付
面
積
一
畝
嘗
穀
物
産
量
(
土
地
生
産
性
H
〉
は
嘗
一
該
年
度
の
結
果
で
あ
る
。

し、

E
-
wで
は
も
っ
と
も
肥
沃
な
耕
地
に
は
疏
菜
・
綿
花
も
作
付
け
さ
れ
て
お
り
、
穀
作
地
の
み
で
の
生
産
量
が
そ
の
生
産
性
の
貫
情
を
正

し
く
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
他
方

I
-
Eお
よ
び
皿
は
嘗
一
該
年
度
早
害
の
影
響
を
被
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
結
局
不
利
な
数
値

た
だ

で
あ
る
か
は
判
断
が
困
難
で
あ
る
。

四
の

a
、
五
の

a
か
ら
み
れ
ば
、

I
↓

W
へ
と
農
業
生
産
力
の
急
上
昇
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
前
記
の
生
産
手
段
・
作
付
様
式
の
項
の
検

討
か
ら
の
嘗
然
の
錆
結
で
あ
る
。
-
↓
町
は
生
産
力
の
設
展
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
贋
い
意
味
で
は
、
あ
る
い
は
長
期
的
展
望
に
立
て
ば
、
ー

↓

W
の
分
解
の
違
い
は
農
業
生
産
力
の
護
展
と
並
行
す
る
、
も
し
く
は
こ
の
設
展
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
み
る
こ
と
が
で

59 

き
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
華
北
に
於
け
る
農
業
の
護
展
は
な
ぜ
経
営
規
模
の
縮
小
と
な
っ
て
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
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f
の
農
家
一
戸
嘗
耕
地
面
積
で
は
、
-
↓

E
↓

E
↓
W
と
減
少
し
て
お
り
、
と
り
わ
け

W
の
減
少
が
額
著
で
あ
る
。

土
地
生
産
性
の
上
昇
が
役
畜
・
肥
料

・
濯
蹴

・
州
労
働
力
の
相
封
的
に
多
量
の
投
入
、
換
言
す
れ
ば
集
約
化
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
れ
は
一
の

g
の
農
業
献
労
働
力
皐
位
嘗
耕
地
面
積
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ー
で
は
成
人
男
子
一
人
嘗
の
可
耕
面
積
は

(

お

)

一
五
畝
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

wの
個
別
事
例
で
は
約
四
畝
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

一
人
ま
た
は
一
戸
嘗
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
面
積
が
少
な
く
て
す
む
こ
と
も
関
係

が
あ
ろ
う
。
六
の

a
の
一
入
賞
食
料
自
給
面
積
を
み
る
と
、

wで
は

I
の
四
分
の
一
ほ
ど
の
耕
地
で
も
食
糧
が
確
保
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
単
位
面
積
嘗
牧
量
が
増
加
す
る
の
で

し
か
し
な
が
ら
、
経
営
規
模
の
抜
大
、
大
規
模
経
営
の
護
展
、
他
方
に
お
け
る
大
多
数
の
農
民
の
農
業
か
ら
の
離
脱
と
い
う
南
極
分
解
に
よ

っ
て
、
な
ぜ
生
産
力
の
上
昇
が
貫
現
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
こ
の
種
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
は
、
こ
こ
で
た
だ
ち
に
「
牢
植
民

地
的
・
牢
封
建
的
」
経
済
構
造
と
い
う
規
定
が
導
入
さ
れ
て
、
一
帝
園
主
義
と
封
建
地
主
に
よ
る
全
剰
徐
献
労
働
ひ
い
て
は
必
要
務
働
部
分
の
牧
奪

が
、
農
業
経
営
の
再
生
産
を
破
壊
す
る
た
め
に
、
経
営
規
模
は
撹
大
で
き
な
い
の
だ
、
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
な
お
農
業
経
営

内
部
、
農
業
生
産
力
構
造
内
部
で
そ
の
原
因
を
追
求
し
た
い
。

- 60ー

こ
の
間
に
幾
分
か
答
え
る
も
の
が
、
五
の
C
M
労
働
生
産
性
(
労
働
力
単
位
嘗
穀
物
産
量
)
の
指
標
で
あ
る
。
I
↓

H
↓

E
と
増
大
し
て
き
た
労
働

生
産
性
が

W
の
段
階
で
一
時
し
て
減
少
す
る
こ
と
、

し
か
も

E
に
比
較
し
て
も
減
少
す
る
こ
と
は
、

一
睡
な
に
を
一
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
N
の
生
産
力
の
設
展
を
支
え
た
も
の
が
、
主
と
し
て
濯
瓶
地
化
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
制
労
働
生
産
性
の
低
下
も
ま
た
こ
こ

に
匹
胎
し
て
い
る
と
見
ざ
る
を
え
な
い
。
第
四
表
は

i
-
E
-
w各
村
の
農
作
業
別
州
労
働
力
配
分
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

ー
の
一
年
一

作

に
比
べ
て

E
-
W
で
は
作
付
編
成
が
複
雑
化
し
、
年
間
間
労
働
日
の
繁
忙
月
へ
の
集
中
が
緩
和
さ
れ
て
各
月
へ
分
散
化
す
る
こ
と
と
、
濯
概
の
普

及
が
第
働
日
を
吸
牧
す
る
機
曾
を
描
大
す
る
こ
と
と
が
相
倹
っ
て
、

E
-
Nに
お
レ
て
第
働
投
下
量
を
増
加
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

N

で
は
じ
め
て
小
委
へ
の
務
働
投
下
量
が
粟
を
超
え
る
の
は
、

五
|
六
固
ま
た
は
八
回
に
及
ぶ
濯
水
作
業
の
た
め
で
あ
る
。
小
委
の
集
約
化
は
濯

瓶
と
結
合
し
て
は
じ
め
て
貫
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ー
に
お
い
て
も
小
委
が
濯
概
畑
に
作
付
け
さ
れ
た
場
合
に
は
「
濯
翫
に
要
す
る
第
働
力
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日
数
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¥
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作
物

粟
褒
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事雪
i動

村
落

皿
W
 

血
W
 

力
・
畜

¥
一

力
労
働

力
畜

カ
労
働

力
畜

力
努
l効

力
畜

カ
努

!
効

力
畜

力
労

働
力

畜
力

労
働
力

畜
力

1
.
耕
起

・
整
地
・
基
肥

o.
 

7
 

o. 
7
 

0.6 
0
.
9
5
 

0.5 
0
.5

 
0.6 

1.
0
 

0.6 
0
.95 

0.5 
0.5 

2.
播
種
・
銀
座

0.8
1
)
 

0.3 
0.2 

0.1 
0.6 

0
.1

 
0.4 

0.2 
0
.
3
6
 

0.16 
0
.
6
 

0.2 

3.
中
耕
・
除

草
2.5') 

3.0 
2.5<> 

0.3 
3
.
0
 

0.3 

4.
迫

肥
0.5 

1.
0
 

5
.
滋

減
1.
5
 

1.
5
 

0.5 
1.
5
 

5.0 
2.
5
 

6
.
枚

穫
1.
0
 

2
.0

 
0
.7

 
0.5

日
0.2

日
1.
4
 

0.7 

7.
運
搬
・
脱
穀
・
調
整

0.8 
0.2 

1. 
37

3
)
 
0.34

3
)
 

0.5 
o. 

1
 

0
.7

 
0.4 

8. 
計

5.8 
1.
2
 

7
.67 

2.89 
5.8 

1.
1
 

2.3 
1.
5
 

7.06 
3.01 

7
.1

 
3.2 

註
1)

撒
焚
・
耕
起
・
整
地
・
捕
手
百

・
銀
座
の
一
連
の
同

時
進
行
の
過
程
を
含
む

。
2)

抜
苗
を

含
む
。

3)
原
表
(
皿
.

p
.
3
7
)

で
は

空
白
で
あ

る
が
.

IIIの
9
~
1
4
表
よ
り
補
う
。

4)
畦
っ
く
り
，
閲
引
を
含
む
。

5)
運
搬
を
含
む
。

6)
第

2
表
の

4
村
及
び
第

4
表
以
下
第

9
表
ー
ま
で
及

び
グ
ラ
フ
1
~
4
の
経
営
規
模
別
階
層
区
分
及
び
各
種

目指
標
の
面
積
単
位
は
す
べ
て
地
方
畝
の
ま
ま
で
あ
る

。
ES 

な
お

1
市
畝
は

6.
666a

で
あ
る
が
.

I
 =6
.
 313a. 

n
 =5
.14a.

肌
=
6
.
5
8
a
で
-
あ
る
。

..... ..
， 
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ぃ
。
傍
統
的
農
法
を
維
持
し
た
ま
ま
で
の
、
州
労
働
手
段
の
睦
系
が
饗
草
さ
れ
な
い
ま
ま
で
の
濯
甑
地
化
に
よ
る
多
務
化
は
、
務
働
集
約
性
の
一

方
的
増
大
に
結
果
す
る
。
そ
の
う
え
、
小
経
営
を
め
ぐ
る
諸
篠
件
の
悪
化
の
中
で
は
、
経
営
外
へ
の
現
金
支
出
を
伴
わ
な
い
家
族
勢
働
の
一
一
層

の
緊
張
と
い
う
、
務
働
集
約
化
に
よ
る
土
地
生
産
性
の
追
求
だ
け
が
許
さ
れ
た
道
と
な
り
、
そ
れ
は
第
働
生
産
性
の
犠
牲
の
上
に
進
行
し
て
レ

く
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
延
作
付
面
積
嘗
穀
物
牧
量
(
土
地
生
産
性
H
)
の
項
目
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
数
値
で
は

E
と
N
が
ほ
ぼ
等
し
く
、

E
が
お
ち

こ
ん
で
い
る
。
献
労
働
集
約
度
の
増
加
は
そ
の
作
用
す
る
場
、
そ
の
つ
ど
の
作
付
耕
地
上
の
作
物
に
の
み
封
象
化
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
必
百

働
力
と
他
の
生
産
諸
要
素
と
の
有
機
的
結
合
の
弱
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

州
労
働
生
産
性
の
低
下
は
雇
傭
献
労
働
の
不
経
済
を
も
た
ら
す
。
家
族
第
働
は
逆
に
採
算
を
無
視
し
て
強
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
小
経
営
の
も
と
で

は
吐
禽
的
限
界
で
は
な
く
、
肉
鐙
的
・
生
理
的
限
界
ま
で
強
化
さ
れ
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
一
商
品
経
済
が
浸
透
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
傍
賃

- 62-

層
経
営
で
は
家
族
員
を
都
市
に
出
稼
ぎ
さ
せ
る
一
方
で
、

は
上
昇
す
る
。
都
市
近
郊
村
で
村
落
外
で
の
就
業
機
曾
が
提
供
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
明
確
な
も
の
と
な
る
。
近
郊
村
の
上

不
足
分
の
農
業
州
労
働
力
を
よ
り
後
背
地
か
ら
の
年
工
等
で
補
給
す
る
傾
向
が
一
般
に

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
自
給
的
傾
向
の
強
い
穀
物
作
を
専
ら
と
す
る
大
規
模
経
営
は
次
第
に
解
鐙
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

第
四
節

生
産
力
比
較
(
二
)

こ
こ
で
四
村
の
比
較
・
劃
照
と
い
う
方
法
と
一
時
別
れ
て
、
各
村
内
部
で
規
模
の
異
な
る
経
営
聞
の
生
産
構
造
、
経
管
内
容
の
若
干
の
比
較

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

四
村
の
大
規
模
経
営
と
小
経
営
と
の
聞
の
競
争
の
方
向
を
検
討
す
る
た
め
の
助
け
と
し
た
い
。

ま
ず

I
の
黄
陵
村
に
つ
い
て
み
よ
う
。

同
村
は
石
太
線
北
管
騨
の
西
南
方
約
二
粁
、
太
原
よ
り
約
一
二
粁
に
位
置
し
て
、
西
南
約
六
粁
の
「
小
庖
鎮
と
交
互
に
隔
日
に
市
場
が
開
設

さ
れ
て
農
産
物
そ
の
他
の
取
引
が
行
は
れ
る
と
と
も
に
、
村
内
に
は
一

O
数
戸
の
一
商
匝
街
が
あ
っ
て
附
近
一
帯
の
地
に
日
用
品
を
供
給
し
て



(

紛

〉

(

位

)

居
る
L

。
ま
た
九
五
戸
の
農
家
の
う
ち
五
四
戸
が
粂
業
農
家
で
あ
る
。

第
五
表
か
ら
は
、
第
働
生
産
性
は
献
労
働
力
単
位
嘗
耕
地
面
積
に
ほ
ぼ
似
割
腹
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
州
労
働
力
に
比
べ
て
耕
地
の
多
い
上

層
ほ
ど
第
働
生
産
性
が
高
い
と
い
う
華
北
農
業
の
一
般
的
傾
向
が
確
認
さ
れ
る
。
土
地
生
産
性
で
は

e
・
f
層
特
に

f
層
の
高
さ
が
目
を
惹
く

が
、
こ
れ
は
同
屠
の
濯
瓶
地
率
の
高
さ
と
も
関
連
す
る
。
早
害
の
た
め
三
五

O
l七
O
畝
と
推
定
さ
れ
る
同
村
の
小
委
作
の
四
三
%
(
一
五

一
・
五
畝
)
が
作
付
け
不
能
も
し
く
は
枯
死
し
て
お
り
、
経
営
規
模
が
小
さ
く
濯
概
地
の
割
合
の
多
い
同
層
が
結
果
と
し
て
非
常
に
有
利
と
な

(
m
M
〉

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
全
鐙
的
に
み
れ
ば
同
村
の
「
生
産
力
は
極
め
て
低
い
」
も
の
で
あ
る
。

消
費
単
位
首
農
家
所
得
は
生
活
水
準
を
表
わ
す
指
標
で
あ
る
。
b
よ
り

f
に
至
る
ま
で
大
き
な
愛
化
が
な
い
が
、
詳
し
く
み
れ
ば

g
が
多
く

e
・
f
が
少
な
い
。
た
だ
し

g
は
そ
の
所
得
の
八
八
%
を
農
業
外
の
現
金
牧
入
に
依
存
し
て
お
り
、
農
家
と
は
言
い
難
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ

上
層
の
所
得
が
意
外
に
低
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(

刊

日

)

常
に
粗
放
で
あ
る
」
こ
と
、
ま
た
「
飲
酒
は
殆
ど
見
嘗
ら
ず
、
村
内
で
僅
か
五
、
六
名
の
も
の
が
稀
に
高
総
酒
を
楽
し
む
程
度
で
、

「
最
大
の
経
営
面
積
を
持
つ
も
の
と
難
も
八

O
畝
に
止
ま
り
、
而
も
そ
の
経
営
組
織
は
非

滋
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(

必

)

他
の
慶
事
の
場
合
に
も
泥
酔
す
る
程
は
と
て
も
飲
め
ぬ
と
言
ふ
」

賓
し
い
生
活
は
、
同
村
の
大
規
模
経
営
が
必
ず
し
も
小
経
営
に
比
べ
て
枇
曾

- 64-

的
に
有
利
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
粗
放
な
経
営
、
貧
し
い
暮
ら
し
が
同
村
の
大
規
模
経

性
、
貧
困
さ
を
表
し
て
い
る
。

替
の
特
色
で
あ
る
。
グ
ラ
フ

1
の
示
し
た
最
も
緩
や
か
な
傾
き
は
、
同
村
の
祉
曾
的
卒
等
を
意
味
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
全
陸
と
し
て
の
後
進

つ
ぎ
に

E
の
大
北
闘
を
み
よ
う
。

(

必

)

大
北
闘
は
卒
谷
鯨
城
の
北
方
一

O
華
里
験
に
位
置
す
る
純
農
村
で

「
粂
業
の
小
一
商
一
人
は
あ
る
が
全
村
農
を
以
て

主
業
と
し
て
居
る」
。
同
村

(

日

明

)

は
「
戸
数
の
上
か
ら
の
み
な
ら
ず
経
済
的
地
位
も
亦
本
鯨
の
中
位
を
占
め
る
」
河
北
省
東
部
の
典
型
的
な
村
落
で
あ
る
。

あ
る
。

ー
で
は
凱
れ
て
い
た
土
地
生
産
性
は
、

第
働
生
産
性
は
経
営
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
高
く
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
傍
働
力
単
位
首
耕
地
面
積
と
比
例
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
や
は
り
経
営
規
模
に
比
例
し
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
消
費
軍
位
嘗
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ll.現銀経営費内誇

費 目 a 層 %[ 全 村 % 
勢 賃 303.52 94 571. 88 63 

農 具 4.44 1 42.778 4 

種 苗 12.26 4 70.426 

DE 料 。 1 

役 畜 。 180;5 

他 2 1 43.824 

(小 家 畜〉 (662.264) (1，045.879) 

言十 322.22 100 910.408 100 

第 7表

註 1)嘗年度の小家畜購入費は特殊に多額なので計算から除外し

た。 2)努賃賄支給見積額は a層で219.909元，全村で536.256

元である。

農
家
所
得
の
黙
で
大
規
模
経
営
が
非
常
に
有
利
で
あ
る
こ
と
は
、
務
働
生
産
性
の
高
さ
の

自
然
な
結
果
で
あ
る
。

E
は
最
も
典
型
的
な
華
北
型
の
農
村
で
あ
る
。

一
O
畝
嘗
農
業
純
牧
盆
で
は
大
経
営
か
ら
小
経
営
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
五

O
元
前

後
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
経
営
の
労
働
生
産
性
・
土
地
生
産
性
の
有
利
さ
が
雇
傭
第
賃
の

し
か
し
、

支
出
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
O
O畝
以
上
を
経
営
す
る
層
で
は
雇

傭
傍
働
力
は
全
第
働
力
の
五
四
%
を
し
め
、
こ
れ
が
賄
支
給
見
積
額
を
含
め
て
現
銀
経
営

費
中
に
し
め
る
割
合
は
四
三
%
で
あ
る
。
た
だ
同
年
の
同
村
は
特
殊
的
に
小
家
畜
の
購
入

が
異
常
に
多
く
、
も
し
こ
の
部
分
を
捨
象
し
て
計
算
す
れ
ば
九
四
%
と
な
る
(
第
七
表
参

試
み
に

a
層
で
す
べ
て
雇
傭
労
働
に
よ
る
経
営
が
行
わ
れ
た
と
保
定
し
て
計
算
し

昭一)
。

- 65ー

て
み
よ
う
。
雇
傭
労
賃
は
一

O
畝
嘗
で
一
九
・
八
元
と
な
り
、
村
卒
均
の
経
営
費
一
四

・

一
元
を
大
き
く
超
過
す
る
こ
と
と
な
り
、
畝
嘗
農
業
純
牧
盆
は
か
な
り
悪
化
す
る
。

同
村
の
大
経
営
は
農
業
経
営
費
の
う
ち
で
経
営
外
へ
支
出
す
る
貨
幣
部
分
の
ほ
と
ん
ど

が
雇
傭
第
賃
で
あ
る
と
い
う
農
業
資
本
の
有
機
的
構
成
の
低
い
、
粗
放
な
農
業
段
階
に
逼

合
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
組
放
的
大
経
営
を
支
え
る
も
の
は
、

一
つ
に
は
同
じ
く
粗
放

的
な
小
経
営
に
お
け
る
拙
労
働
生
産
性
の
低
き
で
あ
り
、
二
つ
に
は
こ
れ
に
規
定
さ
れ
る
第

賃
の
低
き
で
あ
る
。
第
賃
の
現
金
部
分
と
賄
支
給
見
積
部
分
(
食
事
代
)
と
が
ほ
ぼ
同
額

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
州
労
賃
が
寅
質
的
に
は
雇
傭
労
働
者
本
人

+
α
の
生
活
し
か
保
障

し
て
い
な
い
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
彼
の
家
族
の
生
活
を
保
障
で
き
な
い
程
の
低
額
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
同
村
で
は
若
干
の
村
外
と
の
第
働
力
の
出
入
り
が
あ
る
も
の



66 

検
問
柿
崎
浦
議
団
一-露
淘
岡
山
ザ

釦

滋
∞
叫
附

由
叶

N
印

]FU

∞
 

]Fmm 

H

∞∞ ∞吋

r:r 

円
]
=)
印

ω
N
 

H
AH
H
 

H
AH
H
 

M
O
A
-

H
N
H
 

邑
・
覇

Eを

4捗←
ιも

。

由一
w

ω叩
由
自

]
戸

O
A

H
CAH
 

H

品。

一

四

判明

$

一
一
周
簿

一

E

5

5

一
。印∞
剖

一

品

叶

印

日

U
N

一

一

∞

印

怠

H
S
一

∞
・0
剖

一

S

N

∞

H
S
一
回
。
量

一

叶

申

臼

N

H

C

C

十

N
-
∞
州
凶

-

8

2

5

0

一

白・】
岡田

一

ω
)
漆
事
情け
同
開
高
U

述
書
湾
同
+
hv
淋
滋
事
法
捜
拝
。

印
〉
務

ι 

由
吋

臼
品∞印∞A

 

J

可
申

H
M
斗

(
灯
〉

の
、
ほ
ぼ
務
働
力
は
村
内
で
自
給
し
て
お
り
、

大
規
模
経
営
を
支
え
て
い
る
こ
の
低
賃
金
構
造
が
、
第
働
力
需
給
の
狭
い
範
圏
内
で
の
安
定
的

- 66ー

H
-

H
r

辻宮
山肘同開
博

一

S

N
・
誕
諸
]
倍
以
山

(

決

)

一

広

ω
・
滋

-g
降
雨
降

一

N
NC

ι・
滋
華
社
悔
除
隊
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栄
一Z
P
副
混

一

N
2

印
・
道
雄
橿
昨
何
時
潜
芯
』湾
同

一

念
仏

∞-
H
S
E戸時
硲
附
同
盟
建

一

日N

剛

H

C

H汁
比一回
除
同
開
醇

H
昨日
品
位
安
田

4
出
用「、一己
円
三
日
o
H
H
時
同
長
笹
川
叫

3
悔
降
局
〉
同
時
。

湾
樫
昨
H
F
H州
問

主
湖
町
惜
前
九
〉

U
T
4・
嗣

悶

H
F
H
吟
時
可
h
r
d
o

な
均
衡
と
関
連
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

E
型
の
村
落
で
は
、
大
規
模
経
営
は
傍
働
生
産
性
で
優
位
を
維
持
し
て
い
る
が
、

畝
嘗
純
牧
盆
で
は
小
経
営
と
格
差
の
な
い
朕
態
で
あ
り
、

小
経
営
が
土
地
生
産
性
で
大
規
模
経
営
を
凌
駕
す
る
か
、
雇
傭
賃
金
が
高
騰
す
る
か
す
れ
ば
解
鐙
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

E
型
の

「人
口
の
過
剰
、
土
地
の
狭
小
に
よ
る
農
民
の
貧
窮
化
は
肥
料
生
産
は
不
可

大
規
模
経
営
の
設
展
の
可
能
性
は
少
な
い
と
み
ざ
る
を
え
な
い
。

紋
の
養
豚
の
漸
減
、
叉
は
大
家
畜
よ
り
小
家
畜
へ
の
接
選
を
来
た
し
充
分
な
る
施
肥
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、

(

組

問

〉

る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
」
。

次
に
皿
の
暢
崩
村
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

肥
沃
度
の
減
退
の
遣
を
辿

っ
て
居

し、

濯
祇
地
率
は
三
二
%
で
あ
る
。

暢
崩
村
は
新
郷
鯨
城
の
東
北
四
粁
に
位
置
す
る
比
較
的
大
き
な
村
落
で
あ
り
、
地
下
水
位
が
高
い
沖
積
地
幣
の
た
め

濯
瓶
用
井
戸
が
設
達

(

羽

)

こ
の
濯
概
地
で
時
城
向
け
の
競
菜
栽
培
が
近
年
「
飛
躍
的
設
展
を
と
げ
つ
つ
あ
る
」
。

村
の
南
二
粁
の
所



に
衛
河
が
流
れ
て
お
り
、

〈

印

)

「
調
査
年
度
に
皐
魅
に
加
へ
て
衛
河
の
水
害
が
あ
っ
た
」
。

土
地
生
産
性
は
明
確
な
傾
向
は
や
や
っ
か
み
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
上
層
ほ
ど
高
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
は

っ
き
り
し
て
お
り
、
む
し
ろ

下
層
の
方
が
若
干
高
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
濯
瓶
地
率
が
下
層
ほ
ど
高
い
こ
と
と
も
関
連
が
あ
ろ
う
。
他
方
第
働
生
産
性
は

a
と
b
・
c
と
d
-

e
・
f
の
三
層
に
匡
分
で
き
る
が
上
層
ほ
ど
高
く
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
や
は
り
第
働
力
車
位
嘗
耕
地
面
積
に

ほ
ぼ
劉
躍
し
て
い
る
。

し
か

し、

E
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
、
上
層
で
は
こ
の
二
つ
の
指
標
の
関
係
が
や
や
聞
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
務
働
力
箪
位
嘗

耕
地
面
積
の
大
き
さ
が
第
働
生
産
性
に
必
ず
し
も
直
結
せ
ず
、
耕
地
面
積
に
比
較
し
て
第
働
力
の
不
足
、
粗
放
化
が
起
き
て
い
る
と
も
み
ら
れ

よ
う
。

a
屠
の
第
働
力
単
位
嘗
耕
地
面
積
は
二
六
・
四
畝
で
村
落
卒
均
の
一

0
・
一
畝
の
二
・
五
倍
強
で
あ
る
。
同
村
の
卒
均
値
に
近
似
し
て

い
る
の
は
二

O
l三
O
畝
を
経
営
す
る
d
層
で
あ
る
が
、
こ
の
層
を
中
心
に
し
て
上
下
の

c
-
E
南
屠
で
は
役
畜
一
頭
嘗
耕
地
面
積
が
一
二
|

一
三
|
一
四
畝
と
そ
の
他
の
階
層
と
比
較
し
て
最
も
充
賞
し
て
い
る
。
濯
概

・
役
畜
の
生
産
手
段
か
ら
し
で
も
、
一

O
O畝
以
上
の
大
規
模
鰹

告
は
む
し
ろ
粗
放
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。
土
地
生
産
性
・
労
働
生
産
性
の
二
つ
の
指
標
で
最
も
安
定
し
て
い
る
の
は
三

0
1五
O
畝
を
経
営

す
る

c
層
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
町
の
柳
辛
妊
を
み
よ
う
。

柳
辛
荘
は
京
漢
線
柳
辛
荘
騨
の
東
約
二
粁
、
東
西
に
流
れ
る
滞
浩
河
の
南
約
四
粁
に
位
置
し
、
石
家
荘
と
の
経
済
的
関
係
の
密
接
な
岡
市
周

漫
農
村
で
あ
る
。
土
地
生
産
性
は
経
営
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
高
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
調
査
報
告
の
執
筆
者
は
作
物
別
、
経
営
規
模
別
の

畝
嘗
牧
量
か
ら
「
ど
の
作
物
に
於
い
て
も
、
農
家
群
聞
に
、
畝
嘗
牧
量
の
若
干
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
聞
に
何
等
の

(

日

)

傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
さ
れ
る
が
、

氏
の
根
援
は
、

(

臼

)

「農
家
群
別
聞
に
、
生
産
技
術
上
の
根
本
的
差
異
が
存
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
」
、
「
従
っ

て
勢
働
力
の
保
有
関
係
、
務
働
手
段
の
所
有
関
係
に
於

い
て
農
家
群
聞
に
か
な
り
の
相
異
、
市
も
そ
の
相
異
に
一
定
の
傾
向
が
存
在
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
畝
嘗
生
産
力
の
農
家
群
別
差
異
と
し
て
そ
の

l
i
l
i
--
Il
l
i
-
-
I
ll
-
-
(臼
)

ま
ま
あ
ら
は
れ
て
来
な
い
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

A
-
L

、
宇ミ

h

-

、
0

4

引
い
し
カ
み
れ
し

自
作
農
村
で
所
有
と
経
営
が
分
離
し
て
い
な
い
こ
と

67 



68 

滋
申
…出
町
之
さ
一
-

→世

ミ足ム

m 

一
暗
雲
喜
一
-喜
劇
岡
山
V

一

白

十

制

喜

一
日
門
嫁

十

H

・
u
r
B除
回
開
博

一

∞∞

】ミ

H

C

C

Z

N

斗・品晶画

一
N

.

湾
事
除
雨
降

一

S

H

S

H

O

O

一

∞印∞国

一
ω・
3
-S沿
摺
昨
何
時
撃
選
割
強

一

回
5

5

ω

5

0

一

白・吋繋

一
品

H
Mm守
鈴
懸

一

口
ι

E

C

H

ω

∞

一

一
日・

50EP隊出
向耐
沼
津

申

叩

工

∞

5
0
一

白・印
同国

一
品・

8cm斉
聴ヰ
古
田
畑
建

一

8

5

印

5
0
一
H
N

・ι=
同

問
同
〉
ハ
庁
信
仰
Mm
醇
H
h同減
言
葉
除
+
讃
3

E
出。

N
)

滋
吉
」除
問
醇
H
」同
様
言-一
片
ゆ
+
44間
前日・円、日
hH
Nm
3
↓s
u
u
摺
博
(
滋
ω
凶府
内
し円相
V

)

。
ω
〉

潜
哨
一
曇
沿
摺
降
跡
也
市
選
副
部
品
V

N

)

作
ヨ
鶏
。

自
)
半
司
君
臨
時
E
F
4
)

淋
謝
×
。・ム
U
H
告
さ
だ
'
当
作
タ
対
J

可
(
之
官
・

8
)
司
)
〉
当
作
咲
いと
FH

岡国
一-「
、パ「
J凡
H
r
J

。

「

由
由

回目。
]
F

印

N

H
N
ω
 ∞ω

 

印
叶

'" 

~ トー ドー )-l 1 1-t'¥ 1 

w ~ ・..00 00 亡コ ， 
吋印t-.:) ~ .;::... )-l I 

t-v，__. ...... aq 
亡コ w CJ、σ、、J "コ
<.0 ，ο む。 ド品 、J CJ、l 

傍
線
部
を
除
い
て
は
執
筆
者
の
見
解
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
諸
燦
件
が
全
鐙
と
し
て
濯
甑
の
一

O
O
%近
い
普
及
、
華
北

で
は
相
封
的
に
豊
か
で
安
定
し
た
自
然
環
境
、
鍛
道

・
都
市
に
近
い
と
い
う
祉
曾
的
経
済
的
獄
況
の
な
か
で
、
一
定
の
新
た
な
組
み
合
わ
せ
に

到
達
し
な
い
と
断
言
す
る
に
は
、
首
時
の
日
本
に
よ
る
苛
酷
な
占
領
統
治
・
牧
奪
に
よ
る
疲
弊
と
い
う
紋
況
が
同
村
の
瑳
展
を
ひ
き
も
ど
し
て

- 68ー

且喝

由
H

】

H
申

H
U
O
 

]{ω
∞
 

由
∞印申

い
る
こ
と
に
射
す
る
正
嘗
な
評
慣
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
早
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

か
な

(
f
-
E
で
は
過
剰
な
〉
家
族
傍
働
力
を
も
つ
こ
と
、

こ
の
土
地
生
産
性
が
下
層
に
有
利
で
あ
る
理
由
と
し
て
は
、

勢
働
力
単
位
嘗
耕
地
面
積
が
下
層
ほ
ど
少
な
い
こ
と
、
即
ち
中

・
下
層
ほ
ど
豊

二
毛
作
指
数
が
下
層
ほ
ど
高
い
こ
と
、
即
ち
下
層
ほ
ど
有
数
な
土
地
利
用
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
、
耕
地
に
投
入
さ
れ
る
役
畜
第
働
は

E
と
同
様
に

e
-
f
層
で
特
に

e
層
で
非
常
に
多
い
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
上

層
が
経
済
的
な
役
畜
の
使
用
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
集
約
化
の
進
展
に
上
層
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
も
解
穫
で
き
る
。
同
じ
こ
と

(

臼

〉

は

一
O
O
畝
嘗
眼
数
に
示
さ
れ
る
井
戸
水
濯
慨
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う。

こ
れ
は
日
本
統
治
期
の
特
殊
な
篠
件
に
よ
っ
て
も
強
め
ら
れ
て
い
る
。
生
産
力
の
相
封
的
に
高
度
な
京
漢
線
沿
線
地
帯
で
は
、

日
本
軍
に
よ



る
賦
役
徴
護
に
と
も
な
う
雇
傭
第
働
力
の
減
少
、
食
糧
の
不
足
と
債
格
の
高
騰
が
、
大
経
営
の
粗
放
化
と
小
経
営
の
集
約
佑
と
い
う
相
封
立
す

る
動
向
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
集
約
的
な
綿
花
栽
培
か
ら
よ
り
粗
放
な
食
糧
作
物
へ
の
轄
換
は
、
そ
れ
自
腫
農
業
生
産
の
集
約

度
の
低
下
と
、
一
商
業
的
農
業
か
ら
自
家
消
費
を
主
と
し
て
齢
剰
の
み
を
販
買
す
る
自
給
的
農
業
へ
の
轄
換
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
轄
換
と
同

時
に
大
経
営
に
お
い
て
は
雇
傭
第
働
力
の
不
足
に
よ
っ
て
雇
工
に
か
わ
る
家
畜
使
用
の
強
化
、
家
産
分
割
の
加
速
に
よ
る
鰹
営
規
模
の
縮
小
、

第
働
力
不
足
で
経
営
で
き
な
い
土
地
の
貸
出
し
等
が
起
っ
て
い
る
。
他
方
、
小
経
営
で
は
飢
餓
的
商
品
作
物
栽
培
・
販
買
で
あ
れ
、
食
糧
自
給

で
あ
れ
、
家
族
第
働
を
一
層
強
化
す
る
以
外
に
道
は
な
く
、
「
そ
の
狭
小
な
る
土
地
に
更
に
第
働
を
強
化
し
、
婦
女
子
第
働
を
も
動
員
し
、
一

般
に
肥
料
不
足
・
濯
瓶
傑
件
の
不
完
全
等
集
約
的
経
営
を
可
能
、
容
易
な
ら
し
む
る
生
産
諸
篠
件
の
基
礎
を
依
如
し
つ
つ
も
、
只
管
務
働
強
化

(
日
山
〉

に
よ
り
土
地
へ
の
し
が
!
み
つ
き
を
維
持
し
て
ゐ
る
」
。
一
九
四
二
年
度
の
一
月
よ
り
一

O
月
ま
で
の

N
に
お
け
る
防
水
壕
、
道
路
修
理
な
ど
の

賦
役
は
一
二
、
五

O
O人
目
に
も
及
び
、
同
村
の
農
業
生
産
に
大
き
な
影
響
を
興
え
て
い
る
。

こ
れ
が
土
地
所
有
者
(
自
作
農
村
で
あ
る
岡
村
で

- 69ー

は
ほ
ぼ
農
業
経
営
戸
〉
に
そ
の
規
模
に
か
か
わ
り
な
く
一
律
に
割
り
嘗
て
ら
れ
て
い
る
た
め
に
一
戸
嘗
で
は
五
四
日
と
な
り
、
深
刻
な
第
働
力
不

足
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

wの
生
産
性
諸
指
標
は
寅
際
に
は
も
っ
と
大
き
な
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
働
生
産
性
で
は
二
黙
が
注
目
さ
れ
る
。

一
つ
は
こ
れ
が
や
は
り
第
働
力
単
位
嘗
耕
地
面
積
に
封
躍
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
は
労
働

生
産
性
及
び
こ
の
数
値
の
上
層
か
ら
下
層
ま
で
の
格
差
が

E
-
皿
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
経
営
の
労
働

生
産
性
の
優
位
は
、
年
間
努
働
日
数
の
少
な
い
粗
放
的
段
階
に
お
け
る
大
経
営
努
働
力
の
拙
労
働
自
の
相
劉
的
な
長
さ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か

ら
、
柑
労
働
集
約
化
が
準
ん
で
小
経
営
に
お
い
て
も
第
働
日
数
が
増
加
し
て
く
れ
ば
、
大
経
営
の
有
利
さ
は
減
少
す
る
。
大
経
営
の
雇
傭
第
働
力

が
年
工
か
ら
日
工
に
切
り
替
わ
っ
て
く
る
の
は
、
務
働
力
の
数
率
的
な
使
用
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
集
約
化
に
封
慮
す
る

た
め
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
日
工
二

G
O日
を
年
工
一
人
と
等
置
す
れ
ば
、

E
の

a
層
で
は
年
工
と
日
工
の
比
は
三
八
割
一
で
あ
る
が
、

N
の

b
層
で
は
二
・
五
封
一
と
な
る
。
た
だ
し

E
-
wの
農
業
献
労
働
力
車
位
の
計
算
で
は
主
と
し
て
農
外
職
業
に
従
事
す
る
人
数
が
控
除
さ
れ
て
お

69 

り、

I
-
E
の
第
働
能
力
の
車
純
な
換
算
に
比
べ
る
と
畢
位
数
が
過
少
と
な
る
、
す
な
わ
ち

E
-
wの
中
・
下
層
の
第
働
生
産
性
が
過
大
と
な
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る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
危
倶
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
皿

-wに
お
い
て
は
大
量
の
宇
プ
ロ
一
層
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
彼
等
を

そ
の
ま
ま
農
業
献
労
働
力
車
位
に
加
算
す
る
と
、
貫
際
に
農
業
に
従
事
す
る
州
労
働
力
車
位
数
を
逆
に
非
常
に
過
大
に
み
つ
も
る
こ
と
と
な
る
た
め

で
あ
る
。
原
調
査
の
制
約
に
よ
り
、
こ
の
間
題
に
つ
レ
て
の
こ
れ
以
上
の
検
討
は
首
面
困
難
で
あ
る
。

相
反
す
る
評
債
を
行
っ
て
い
る
。

wに
お
け
る
経
営
諸
要
素
の
卒
均
値
に
最
も
近
い
の
は
一

O
|二
O
畝
を
経
営
す
る

e
層
で
あ
る
が
、
こ
の
層
に
つ
い
て
執
筆
者
は
二
つ
の

(

日

〉

「
比
較
的
経
済
的
安
定
性
を
有
す
る
と
思
は
れ
る
こ

O
畝
以
上
の
農
家
」
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

一
つ
は

一
般
に
華
北
で
安
定
性
を
持
つ
農
家
の
経
営
規
模
の
最
低
線
が
二

O
な
い
し
三

O
畝
で
あ
る
こ
と
は
嘗
時
の
常
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、

「
濯
慨
に
よ
る
、
農
業
生
産
へ
の
水
の
導
入
・
濯
概
技
術
の
護
展
が
、
農
家
の
経
営
規
模
を
小
な
ら
し
め
る
方
向
に
作
用
し
、
而
し
て
、
か
か

(凹む

る
小
規
模
化
に
基
く
単
位
面
積
嘗
り
枚
量
の
一
一
暦
の
追
求
が
嘗
然
州
労
働
の
集
約
化
を
伴
ふ
」
。
ま
た
「
そ
れ
に
よ
っ
て
農
家
が
生
計
を
維
持
し

(

団

〉

(

印

〉

得
る
経
営
面
積
の
最
下
限
を
押
し
下
げ
る
」
と
い
う
認
識
の
も
と
で
、
「
農
耕
の
み
に
よ
っ
て
農
家
が
暮
し
を
立
て
る
と
言
う
場
合
」
に
は
、

「
成
人
男
子
一
人
の
場
合
、
約
三
畝
の
土
地
を
所
有
し
て
居
れ
ば
、
生
計
を
維
持
し
得
る
。
若
し
五
人
家
族
の
場
合
な
ら
ば
、

(

印

〉

す
れ
ば
ど
う
や
ら
暮
し
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
は
れ
る
」
と
い
う
村
民
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
表
六
の

a
か

一
O
畝
位
所
有

- 70ー

ら
も
確
認
で
き
る
。
同
村
の
専
業
農
家
と
し
て
の
下
限
が
一

O
畝
で
あ
る
こ
と
と
、
二

O
畝
以
上
な
い
と
経
営
が
不
安
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
む
し
ろ
後
者
の
華
北
の
一
般
的
規
定
を
前
者
の
柳
辛
荘
の
特
殊
的
規
定
が
捷
更
し
た
も
の
と
解
し
た
い
。

第
五
節

土
地
と
制
労
働
の
二
つ
の
生
産
性
よ
り
み
た
四
村
の
動
向

以
上
み
て
き
た
四
村
の
内
部
で
の
経
営
規
模
の
異
な
る
各
階
層
聞
の
土
地
生
産
性
と
労
働
生
産
性
と
い
う
二
つ
の
祉
曾
的
指
標
を
一
つ
に
ま

と
め
た
も
の
が
グ
ラ
フ

4
で
あ
る
。

前
節
で
述
べ
た
四
村
聞
の
閲
係
、
濯
概
・
土
地
利
用
の
高
度
化
に
よ
る
畝
首
牧
量
の
追
求
、
務
働
集
約
性
の
強
化
が
、
同
時
に
労
働
生
産
性

の
低
下
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
つ
の
祉
舎
指
標
聞
の
矛
盾
が
、
各
村
の
内
部
で
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
グ
ラ
フ

4
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200 50 
。

に
お
け
る

I
の
濁
自
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
激
し
い
皐
害
に
よ
る
播

種
面
積

・
枚
量
の
大
幅
な
減
少
と
作
物
構
成
の
襲
化
が
濯
漉
地
率
の

不
均
衡
に
よ
っ
て
更
に
大
き
く
撹
観
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
前
述
の

二
貼
の
傾
向
を
も
う
一
度
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
、
他
の
三
村
の
比

較
か
ら
切
り
離
し
た
い
。
一
つ
は
労
働
生
産
性
は
経
営
規
模
と
ほ
ぼ

比
例
す
る
こ
と
、
二
つ
は
土
地
生
産
性
は
潅
概
地
率
に
ほ
ぼ
封
躍
す

司令こ井」、

で
あ
る
。

E
で
は
全
韓
の
傾
向
は
緩
か
な
右
上
が
り
の
直
線
と
な
る
。
こ
れ

が
華
北
の
二
年
三
毛
作
地
帯
の
博
統
的
な
姿
で
あ
ろ
う
。
大
規
模
経

営
ほ
ど
大
き
な
第
働
生
産
性
と
、
土
地
生
産
性
で
の
若
干
の
優
位
と

-71ー

を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
働
生
産
性
の
有
利
さ
は
、
労
働
力
の

合
理
的
な
使
用
と
、
下
層
に
お
け
る
第
働
力
の
潜
在
的
な
過
剰
と
の

複
合
で
あ
り
、
村
落
全
鐙
の
卒
均
値
と
の
差
が
ほ
ぼ
そ
の
正
味
の
合

理
的
部
分
で
あ
ろ
う
。

土
地
生
産
性
で
一

0
1二
O
%ほ
ど
大
経
営
が
高
い
の
は
、
や
は

り
役
畜
を
多
数
所
有
す
る
こ
と
に
基
づ
く
耕
起
・
肥
料
面
で
の
有

利
さ
、
絶
封
額
と
し
て
は
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
小
経
営
と
比
較
す

れ
ば
相
射
的
に
は
多
い
農
業
資
本
の
投
下
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
o

E
-
wと
比
較
し
て
い
え
ば
、

E
の
農
業
の
粗
放
性
は
大
経
営
よ
り
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は
む
し
ろ
小
経
営
に
強
く
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
足
立
氏
の
想
定
し
た
大
規
模
経
営
の
小
経
営
へ
の
算
術
的
分
解
は
、
生
産
力
的
側
面
に
か

ぎ
っ
て
言
え
ば

E
型
の
地
帯
で
は
な
お
全
面
化
し
得
な
い
。

E
-
wで
は
グ
ラ
フ
は
必
ず
し
も
き
れ
い
な
形
で
は
な
い
が
、
全
睦
と
し
て
は
左
上
が
り
の
傾
向
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
州
労
働
生
産
性
で
は

大
経
営
が
高
い
が
、
土
地
生
産
性
で
は
逆
に
小
経
営
が
高
い
値
を
示
し
て
い
る
。
農
業
の
集
約
化
は
小
経
営
ほ
ど
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
華
北
農
業
が
土
地
生
産
性
を
専
ら
追
求
す
る
段
階
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
措
い
手
は
大
規
模
経
営
か
ら
小
規
模
経
営
へ
、
と
い
う
形
で

進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

I
J
N
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
華
北
穀
作
地
帯
に
お
け
る
小
曲
炭
化
傾
向
は
俸
統
的
皐
地
農
法
の
完
成
形
態
た
る
二

年
三
毛
作
を
、
濯
概
と
年
二
毛
作
に
よ
っ
て
部
分
的
に
解
消
し
た

E
-
w地
帯
の
中
間
層
、
と
り
わ
け

W
の

e
屠
に
よ
っ
て
現
質
化
し
つ
つ
あ

る
。
農
民
屠
分
解
研
究
の
覗
貼
か
ら
す
れ
ば
、

E
型
か
ら

N
型
へ
、
大
規
模
経
営
か
ら
小
経
営
へ
、

E
型
大
規
模
経
営
か
ら

N
型
小
経
営
へ
の

移
行
、
と
い
う
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
グ
ラ
フ
で
い
え
ば
右
上
が
り
か
ら
右
下
が
り
へ
の
饗
化
で
あ
る
。

た
だ
し
、

E
-
wの
農
業
生
産
力
の
型
と
し
て
の
安
定
性
の
面
か
ら
す
れ
ば
な
お
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
三
章
第
三
節
で
す
で

に
指
摘
し
た
小
経
営
の
階
層
と
し
て
の
未
形
成
と
い
う
こ
と
の
別
の
表
現
で
も
あ
る
。
一
つ
は
、
本
稿
で
捨
象
し
た
祉
禽
的
側
面
で
あ
る
が
、
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植
民
地
・
「
牢
植
民
地
・
牢
封
建
的
経
済
構
造
」
の
な
か
で
、

都
市
近
郊
の
粂
業
型
農
村
に
お
け
る
大
量
の
過
剰
第
働
力
が
、
一

O
な
い
し
五

畝
未
満
の
零
細
経
営
層
(
い
わ
ゆ
る
牢
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
)
を
大
量
に
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
経
営
層
は
大
規
模
経
営
と
劃
抗
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
自
己
の
周
園
の
膨
大
な
牢
プ
ロ
一層
の
低
賃
金
州
労
働
・
高
負
措
地
代
と
い
う
強
力
な
競
争
者
と
も
争
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

N
に
お

け
る
一

O
l二
O
畝
層
の
小
農
標
準
化
傾
向
は
、
社
禽
的
要
因
の
た
め
に
未
だ
零
細
化
現
象
の
な
か
に
埋
も
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
穀
作
地
帯
農
村
内
部
に
お
け
る
相
封
的
低
生
産
力
地
帯
の
代
表
と
し
て

I
の
黄
陵
村
と

E
の
大
北
闘
を
、
相
射
的
高
生
産
力
地

帯
の
代
表
と
し
て

E
の
暢
崩
村
と

N
の
柳
辛
荘
を
位
置
づ
け
て
き
た
が
、

要
因
の
な
い
農
村
を
研
究
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
〉
、

こ
れ
に
都
市
近
郊
と
い
う
要
因
を
附
加
し
て
(
筆
者
の
ね
ら
い
は
こ
の

同
じ
都
市
近
郊
農
村
で
も

I
と
N
と
で
は
生
産
力
構
造
の
相
違
が
、

異
な
っ
た
階

層
構
成
、
農
民
屠
分
解
を
生
み
出
し
て
い
る
、
と
誼
む
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
-
新
た
な
要
因
を
導
入
し
た
と
し
て
も
、
本
稿



稿
の
分
析
は
こ
の
共
通
事
項
に
の
み
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

の
今
ま
で
の
銭
述
に
何
ら
饗
更
を
加
え
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
雨
者
と
も
穀
作
農
村
で
あ
る
こ
と
に
襲
わ
り
は
な
い
し
、
本

二
つ
め
は
生
産
力
構
造
に
内
在
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
小
経
営
に
お
け
る
大
量
の
務
働
力
投
入
の
数
率
の
悪
き
で
あ
る
。
グ

ラ
フ

4
で
は

E
-
wの
第
働
生
産
性
の
長
大
な
長
さ
は
依
然
と
し
て
ひ
き
つ
が
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
比
べ
て
土
地
生
産
性
に
お
け
る
小
経
営
の
有
利
さ
は
な

お
ま
だ
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。
小
経
営
が
大
経
営
を
生
産
力
的
に
一
掃
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ほ
ぼ

一
O
O
%
の
濯
瓶
地
化
が
貫

現
し
な
が
ら
も
、
不
十
分
な
施
肥
、
人
力
に
よ
る
聴
輔
使
用
の
多
さ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
可
能
性
が
十
分
に
扱
み
出
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
|
|
技
術
的
革
新
が
こ
れ
に
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ひ
い
て
は
小
経
営
の
資
本
蓄
積
が
困
難
な
祉
曾
的
朕
況
ー
ー
が
、
小
鰹
帥
宮
の
前
進
を

拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
分
析
の
た
め
に
は
小
経
営
を
め
ぐ
る
祉
曾
的
保
件
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の
直
前
で
立

ち
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
は
農
民
層
分
解
研
究
の
一
前
提
篠
件
の
検
討
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
。
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註(

1

)

拙
稿
「
中
園
近
代
農
業
経
済
史
の
二
つ
の
見
方
」
、ヨ
近
き
に
在
り
て
』

四
挽
一
九
八
三
年
。

(
2
〉
坂
野
良
吉
川
W

「
近
代
中
園
に
お
け
る
農
業
繁
草
」

『
歴
史
-
評
論
』
一
一

七
九
銃
一
九
七
三
年
同
「
中
園
近
代
研
究
の
思
想
と
方
法
」
『
名

古
屋
大
皐
東
洋
史
研
究
報
告
』
六
銃
一
九
八

O
年。

(

3

)

旗
因
縁
『
中
園
村
落
と
共
同
値
理
論
』
岩
波
書
広
一
九
七
三
年
。

原
論
文
は
「
中
園
の
土
地
改
一
革
の
歴
史
的
性
格
」
『
東
洋
文
化
』
四
貌

一
九
五
O
年。

(

4

)

中
西
功
「
北
支
農
業
の
特
質
」
『
満
銭
調
査
月
報
』
一
八
巻
二
鋭

一
九
三
八
年

一九
頁。

(
5
〉
前
出
註
(

3

)

二
八
八
頁
。

(

6

)

前
出
註
(

2

)

的
一
一
一
頁
。

〈

7
)

拙
稿
ご
九
三

O
年
中
園
農
村
経
済
研
究
の
一
強
理
」

究
』
三
三
巻
二
統
一
九
七
四
年
。

(

8

)

足
立
啓
二
「
清
代
華
北
の
農
業
経
営
と
祉
舎
構
造
」
『
史
林
』
六
四

各
四
銃
一
九
八
一
年
。

(

9

)

草
野
靖
『
中
園
の
地
主
経
済
|
|
分
種
制
』
汲
古
書
院
一
九
八
五

年
。
た
だ
し
草
野
氏
が
直
接
本
稿
の
よ
う
な
意
園
を
も
っ
て
お
ら
れ
た

か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
氏
の
意
図
は
歴
史
的
に
も
理
論
的
に

も
は
る
か
に
壮
大
な
も
の
で
あ
る
。

(
川
山
〉
川
W

「
字
封
建
的
地
主
制
下
の
農
村
で
は
高
率
小
作
料
の
重
墜
の
故

に
、
農
民
経
営
の
支
配
的
部
分
は
自
小
作
農
形
態
で
あ
っ
て
、
自
立
的

小
作
農
経
営
成
立
の
絵
地
は
少
な
く
、
そ
れ
が
基
軸
的
た
り
得
な
い
」
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『東
洋
史
研



(
中
村
政
則
『
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
』
東
大
出
版
舎
一
九
七
九

年
二
六
八
頁
〉
。
帥
「
北
交
に
於
て
は
、
小
作
地
借
入
れ
の
た
め
に

は
大
な
り
小
な
り
自
作
地
の
必
要
な
る
こ
と
が
云
へ
る
の
で
あ
る
」

(
満
銭
調
査
部
編

『
北
支
那
の
農
業
と
経
済
』
下
谷

日
本
評
論
祉

一
九
四
二
年
三
九
五
頁
)
。

(
日
)
内
山
雅
生
「
近
代
中
閣
に
お
け
る
地
主
制
」

『
歴
史
評
論
』

一
二
一
九

抗
一
九
七
六
年
。

(
ロ
)
東
亜
研
究
所
編

『
中
図
占
領
地
経
済
資
料
』
原
書
房
一
九
八
四
年

一
O
六
頁
(
原
著
は

『
支
那
占
領
地
経
済
の
設
展
』
一
九
四
四
年
)
。

(
日
)
前
出
註
(
叩
)
の
ロ
五
八
三
頁
。

(
M
〉
中
西
功
例

「
葉
東
地
区
農
村
賞
態
調
査
新
資
料
の
総
槻

ω」
『
支
那

問
題
研
究
所
所
報
』
六
鋭

一
九
三
七
年

制
「
河
北
政
村
経
済
の

概
況
」

ωω
『
湖
鍛
調
査
月
報
』
一
八
巻
一
・
四
統
一
九
三
八
年
。

(
日
)
東
出
準
一
「
農
家
経
済
の
特
徴
」
前
出
註
(
叩
)
の
ロ
所
牧
。

(
日
)
出
向
田
喬
二
『
日
本
知
識
人
の
植
民
地
認
識
』
校
倉
書
房
一

九
八
五

年
(
原
論
文
は
「
戦
前
に
お
け
る
中
西
功
の
中
園
論
(
一
九
三
七
J
一

九
四
五
年
〉
」
『
駒
津
大
皐
経
済
感
論
集
』
一
二
径
二

・
三
合
併
鋭

一
九
八

O
年)。

(
げ
)
前
出
註
(
日
)
二

O
二
頁
。

(

叩

凶

)

川

w
拙
稿
「
一
九
二

0
年
代
前
半
中
園
の
江
南
稲
作
地
常
に
お
け
る
農

業
経
営
と
生
産
力
」

『
静
岡
大
組
半
数
育
製
部
研
究
報
告
(
人
文

・
社
曾

科
摩
編
)
』
一
一
一
一
統
一
九
八
一
年
。
帥
石
田
浩
「
中
園
農
村
社
舎
研

究
の
再
検
討
と
分
析
視
角
」
『
関
西
大
事
経
済
論
集
』
三
回
程
五
抗

一
九
八
五
年
。

(
m
m
)

前
出
註
(
叩
)
の
ロ
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六
七
八
頁
。

(
初
〉
前
出
註
(
叩
〉
の
ロ
七
六
六
頁
。

(
幻
)
前
出
註
(
日
比
)
の
ロ
三

O
頁。

(
幻
)
足
立
啓
二
「
清
J
民
園
期
に
お
け
る
農
業
経
営
の
設
展
」

『
中
園
史

像
の
再
構
成
』
文
理
閣
一
九
八
三
年
。

(
お
)
・

(MO
前
出
註
(
幻
)
二
六
二
頁
。

(
お
)
な
お
華
北
農
村
に
お
い
て
は
じ
め
て
中
曲
炭
化
現
象
を
提
起
し
た
論
者

は
石
田
浩
氏
で
あ
る
。
た
だ
同
氏
の
論
考
は
一
綿
作
農
村
を
針
象
と
し

た
拙
稿
へ
の
同
一

農
村
で
の
批
剣
を
意
閲
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
商
品

作
物
地
帯
の
全
盟
と
し
て
の
動
向
を
検
討
す
る
他
の
機
舎
に
あ
ら
た
め

て
検
討
し
た
い
。
石
田
浩
ユ
九
三

0
年
代
華
北
綿
作
地
帯
に
お
け
る

農
民
層
分
解」

『
ア
ジ

ア
経
済
』
一
一
一
径
一
一
一
統
一
九
八

O
年
。

(
お
〉
前
出
註
(
印
〉
の
ロ
一
ニ
六

O
頁。

(
幻
)

皿

一一一頁。

(
お
〉
こ
れ
は
日
本
占
領
下
で
の
特
殊
な
事
情
で
強
化
さ
れ
た
面
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
「
履
備
品
目
働

へ
の
依
存
の
困
難
は
一
般
に
役
畜
数
を
増

大
せ
し
め
る
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。
但
し
か
L

る
事
情
に
於
け
る
役
畜

の
増
大
は
、
直
ち
に
生
産
諸
脇
陣
件
の
強
化
、
生
産
力
の
増
大
と
云
ふ
結

論
を
来
す
も
の
で
は
な
く
寧
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
」
〈
前
出
註
(
ロ
)
九

八
頁
)

(
m
m

〉

W
六
四
頁
。

(
ω
)
W
二
三
頁。

(
汎

)

I
七
三
頁
。

(

m

M

)

I

七
四
頁
。

(お

)

H
一
頁
。

(
M
)
E
一一負。
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(お

)

E
三
頁
。

(お

)

W
八
九
頁
。

(幻

)

W
八
九
頁
。

(叩山)

労
働
力
の
出
入
が
な
い
と
さ
れ
る

一
三
人
家
族
(
う
ち
男
子
六
人
女

子
四
人
が
農
業
に
従
事
す
る
)
で
一
七
畝
を
経
営
す
る
農
家
で
は
、
農

業
労
働
力
車
位
は
男
子
八
人
×
0
・
五
五
(
同
村
卒
均
)
で
四
・
四
と

な
る
か
ら
、

農
業
労
働
力
車
位
嘗
耕
地
面
積
は
約
四
畝
と
な
る
〈

N
三

七
t

貝〉。

(ぬ〉

I
七
三
四
頁
。

(
m
w
)
i
二
三
頁
。

〈H
U

)

I

一
|
二
頁
。

(必

)

I
六
九
頁
。

(必

)

I
六
二
頁
。

(
μ

ご

i
九
七
頁
。

(必

)

E
一頁。

(
必
〉
日
一
頁
。

〈
円
む
同
村
で
は
村
外
に
到
し
て
差
し
引
き
七
人
の
年
工
を
吸
収
し
、
七
人

月
の
月
工
と
二
二
六
八
人
日
の
目
工
を
放
出
し
て
い
る
が
、
金
額
に
換

算
す
れ
ば
一
五
二
・
二
七
元
の
村
外
へ
の
支
出
と
な
る
。

(油価〉

E
三
頁
。

(川崎〉

E
一頁。

〈叩

)

E
二
頁
。

(

口

C

W
七
一
!
二
頁
。

(回〉

W
七
二
頁
。

(臼

)

W
七
二
頁
。

(
臼
)
小
委
と
粟
の
作
付
面
積
に
封
す
る
潜
滋
能
力
を
計
算
す
る
と
、

b
層

で
各
三
ニ

・
O
目
、
三

・
六
日
と
な
り
、
全
村
卒
均
の
一
・
五
日
、

一
・
八
日
の
ほ
ぼ
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。
一
回
の
潜
水
作
業
に
中
下
層

の
倍
の
日
数
が
か
か
る
こ
と
が
、
経
済
的
な
経
営
(
揚
水
機
の
数
率
的

な
運
用
)
か
遁
時
性
の
損
失
(
粗
放
性
〉
か
は
剣
断
が
微
妙
で
あ
る

が
、
作
業
の
迅
速
性
と
い
う
視
貼
か
ら
後
者
を
と
り
た
い
。

~問問。p.. n c- 岡とか 震面調

cbOn ト- CXl Cト-〉4 .ト』-4 トドーa 、3 ‘+J幅洪十 S匝

書
手キ

tト-hD-4 σ‘d3 h、a3 0hd3 Uト4V C炉ー〉 、a 量産

R・hbhHa a 、CHXa3σ司、、、む。J c.rσ3T QC33 司
菅とオ占荷諸量ご凶

E除

。22。 トにHDー- p《HD 。 トHu-a、 由σ3 h印h4- E 炉4
ι、J ー『 { 寸T、1 

18NER仏印∞ 耳時 =年

I ~むU。1 ;dbOh ミωtEoQ 二bCna ;トド。4 :σU3 可 5 
国

漏 戴

-ト.. P !""""' ~ ~ ~ ~ 

再時 議E官U可 <<:> N -司む， ~ 0 

~ p ト~ ~ ~ ~ ~ m 
00 f..O W Cコo ~ a、 湘 空審

- 75ー

一
O
六
頁
。

〈
応
)
前
出
註
(
ロ
)

(回

)

W
七
頁
。

(幻〉

N
一
七
頁
。

(関〉

W
一一
一一一良。

(印〉

W
一一一頁。

(印

)

W
一一一頁。

(
補
註
)
本
稿
投
稿
後
に
石
田
浩
氏
の

『
中
園
農
村
社
曾
経
済
構
造
の
研

究
』
(
晃
洋
書
房

一
九
八
六
年
五
月
)
が
刊
行
さ
れ
た
。
註
(
時
)
の
帥
及

び
(
お
〉
の
雨
論
考
も
収
載
さ
れ
て
お
り
、
皐
ぶ
べ
き
黙
が
多
い
。



and Shrine to the Two teache「s of Lu 魯were taken over by Buddhist

followers, and they lost their function as centers of Dongping learning･

THE TREND OF PEASANTRY･DIFFERENTIATION IN THE

　　　

GRAIN-CULTIVATION REGION OF NORTH CHINA

　　　　

IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

YOSHIDA Koichi

　　

Most of the studies of differentiationof peasantry in the villages of

North China in the firsthalf of the 20th century have, to date, been

done within a framework of productive relations in semi-colonized, semi-

feudalisticmode of economic development. However, viewed in light of

the revival of small-scale production in China today, two questions are

of particular relevance in village studies:　1.to clarify the direction of

historicaldevelopment of agricultural productive power in North China

and

　

2. tolink this development with the trend toward the differentiation

within the village｡

　　

This study ｅχamines four　villagesfrom the grain-cultivatingregion

and correlates the ｅχtentto which the di任erentiationhad occurred with

the development of agricultural productive power. In the more backward

villages,both agrarian and labor production largely continued, as before,

to be conducted on ａ large scale, but, in the more　advanced villages,

small-scale agrarian production came to predominate. In North China,

there was ａ trend where the dismantling of large-scale production accom-

panied the development of agricultural productive power. This trend is

reflected by the fact that, in the more　advanced villages, small-scale

ｐｌ‘oductionincreased and became the basis for productive power. Accor-

dingly･ the shrinking scale of production can no longer be unconditionally

held responsible for the collapse of the village.

- ２－


