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経
済
政
策
上
及
計
閃曾
政
策
上
よ
り
観
察
し
て
植
民
地
に
於
け
る
最
も
重
大
な
る
問
題

の

一
は
實

に
土
地
に
關
…す

「

る
問
題
に
し
て
ゆ
土
地
は
其

の
性
質
⊥
他

の
纒
済
的
貨
物

の
如
く
に
勢
力
及
資
本
を
加
ふ
る
こ
ご
に
依
り
て
自
由

に
其

の
面
積
を
増
加
し
得

べ
き
も
の
に
非
ざ
る
が
故
に
、
人
口
の
増

加
及
肚
會
の
進
歩
に
件

ふ
地
贋

の
暴
騰
は
現

今
交
明
國
に
於
て
も

一
大
問
題
を
形
成
し

つ
つ
あ

る
も
、
植
民
地
に
於
て
殊
に
土
地
問
題
分
重
大
視

せ
ら
る
み
所

以
は
、
交
明
國
に
在
り
て
は
土
地
は
國
渋
土
叉
は
慣
習
上
既
に

一
定

の
制
度
の
下
に
統

一
せ
ら
れ
、
從
て
土
地
所

有
権
の
蹄
届
に
關

し
て
は
疑
義
を
挟
む

べ
き
除
地
殆

ん
ざ
無
き
の
み
な
ら
室
、
地
償
の
暴
騰

の
如
き
も
多
く
は
都

會

の
附
近

に
限
ら
る
る
の
状
態

に
あ
る
も
、
植
民
地

に
於
て
は

[
般

に
土
地

の
面
積
に
比
し
て
人
口
之
に
伴
は
室

し
て
、

到
る
庭

に
官
公
有
地
・共
有
地
若
く
ば
無
主
地
響

の
散
在
す
る
も

り
砂
か
ら
ざ

る
よ
り
.、

土
地
所
有
擢
の

露
厨

に
關
し
て
錯
綜

せ
る
問
題

を
生
掌
る
以
外
に
、
領
有
の
初
期
に
當
り
て
は
移
住
者
誘
引

の
.一
方
法
ご
し
て
、

或
は
無
償
叉
は
極

め
て
低
廉
な
る

慣
格
を
以
て
土
地
の
所
有
椹
を
取
得

せ
し
む
る
こ
と
多
き
が
故

に
、

自
己
は

牽
も
開
墾
利
用

の
意
志

を
腐
せ
ぎ
る
.に
拘
ら
か
、
箪
に
無
償
叉
は
低
廉
な
る
贋
格
を
以
て
電
人
な
る
土
地

の
所
有

権

の
み
を
得
、
後
日
人
口
の
増
加
及
交
通
機
關
の
鞍
達
に
俘
ふ
地
償

の
暴
騰

を
俟

ち
て
筒
償
に
之
を
費
卸
し
、
以

.



`
.
て
亘
利
を
博
せ
ん
ど
す
る
所
謂
投
機
的
土
地
萱
買
の
盛

ん
に
行
は
る
る
を
以
て
な
b
、
固
よ
り
新
領
有
地

に
於
て

は
投
機
的
の
観
念

は
或
程
度
迄

は
之
を
認
容
す
る
に
非
.争
ん
ぱ
、
経
済
上
及
肚
曾
上
の
獲
達
は
之
を
期
し
得

べ
か

も
ざ
る
が
赦
に
、
投
機
的

の
観
念

に
基
け
る

一
切

の
活
動
を
抑
塵
せ
ん
ε
す
る
が
如
き
こ
ε
は
、
却

て
植
民
地
の

開
嚢
・を
逞
緩
な
ら
し
む
る
の
慮
れ
あ
b
と
雄
も
、
叉
他
方
に
於

て
は
国
家

は
土
地
所
有
者

の
私
益
を
韓
重
す
る
ε

共

に
植
民
地
住
民
の

一
般
公
益
を
保
護
し
、

殊

に
有
名
無
實

の
土
地
所
有
者
蔀

ち
自
己
は
毫
も
之

を
開
墾
利
用

せ
す
し
て
唯
軍
に
其
の
所
有
権
の
み
を
取
得
し
、
後
日
自
然
的
若
く
ば
人
爲
的
に
地
.儂

の
騰
貴
す
る
を
俟

ち
て
有

利
に
之
を
費
却
せ
ん
こ
と
を
目
的

と
す
る
土
地
厨
有
者
)
の
爲
め
に
、

眞
實
土
地
の
開
墾
利
用
に

従
事
せ
ん
ご
す

る
者

の
移
住
を
妨
げ
ら
る
る
∬
如
き
弊
を
防
止
す
る
の
必
要
あ
る
の
み
な

ら
す
、
新
領
有
地

に
於
げ

る
地
慣
の
騰

貴
は
多
く
は
土
地
所
有
者

の
努
力
の
結
果
に
因
る
に
非
か
し
て
、
移
住
者

の
増
加
、.
変
通
機
關
の
獲
達
.衛
生
設
備

の
改
頁
・其

の
他
生
命
財
産

の
安
固
に
封
ず
る
国
家

の
施
設
等
に
原
因
す
る
も

の
な
る
が
故
に
、

=
百
に
し
て
之

を
評
せ
ぱ
植
民
地
冷
艘

の
獲
達

の
結
果
ご
帯
す
る
も
不
可
な
く
、
斯
か
る
事
情
に
原
因
せ
る
地
償

の
騰
貴

の
利
益

は
、
濁
り
之
を
土
地
所
有
者

の
み
に
秘
せ
し
■む
べ
き
に
非
申
し
て
一
植
民
地
全
艘

の
獲
達
の
結
果

こ
し
て
生
じ
た

る
以
上
は
、
文
典

の
一
部
を
植
民
地
全
膿

の
爲
め
に
分
配
せ
し
む
る
を
正
賞

こ
す
ご
の
見
地
よ
り
、
土
地
問
題
は

植
民
地
に
於
て
は

一
層

重
大
覗
せ
ら
る
る
に
至
れ
り
。

以
上
は
士
道
し
て
投
機
的

の
土
地
萱
買
を
中
心

ご
し
て
起
り
得

べ
き
植
民
地
土
地
問
題

の
性
質

の

一
斑
な
る
も
、
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こ
は
必
ず
し
も
植
民
地
に
の
み
特
有

の
現
象
に
非
す
し
て
、
進
蕩
薮
展
の
急
激
な
る
地
方
に
在
.り
て
は
、
交
明
國

に
於
て
も
常
に
之
が
解
決

に
苦
.恥
し

つ
つ
あ
る
問
題
た
り
、
然
る
に
植
民
地
に
は
以
上
の
外
憂
に
從
來

の
土
民
に

封
ず
る
附
係
に
於
て
特

に
考
慮
を
要
す
べ
き
土
地
問
題
あ
配
、
即
ち
植
慨
地
土
民
の
.生
活
の
安
全
を
保
障
し
、
且

將
來
自
然
的
に
増
加
し
得

べ
き
人
口
を
保
護
す
る
の
必
要
上
.
植
民
地

の
土
地
は
母
国
人

の
利
益

の
覚
め
に
の
み

之
を
庭
扮
す
る
を
許
さ
す
し
て
、
常
に
土
民
の
生
活
上
に
及

ぼ
す
影
響
を
考
察
し
、
彼
等

の
生
存
に
雁
道
を
加
へ

ざ
る
程
度

に
於
て
母
国
人
の
獲
展
に
便
宜
を
與
ふ
る
方
針

の
下
に
、
土
地
庭
分
問
題
を
決
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
こ

ピ
.是
れ
た
り
。

由
來
文
化
の
程
農
の
幼
稚
な
る
植
民
地

に
於

て
は
土
民
間

に
土
地
所
有
権
の
観
念
頗

る
薄
弱

に
し
て
、
甚
し
き

に
至
り
て
は
財
産
其

の
も
の
の
観
念
す
ら
未
だ
明
瞭
な
ら
ざ
る
も

の
あ
り
、
尤
も
土
地
を
他

の
財
産

ご
同

「
に
石

巌
し
所
有
者
の
任
意
に
之
を
庭

分
し
得
る
こ
ご
を
認
め
拠
る
は
、
交
明
國

に
於
℃
も
近
世
の
個
人
主
義
的
思
想

の

爽
達
以
後

の
こ
ご
に
…臆
し
、
士
目
代
及
中
・世
に
在
り
て
は
事
{買
上
土
地

を
所
有
せ
る
者
ご
雌
も
之
が
完
全

な
る
虎
}分

纏
を
有
せ
ざ
り
し
こ
享

思
ふ
時
は
、
文
化
の
瑳

の
遙
に
劣
れ
㌃
植
民
地
ま
民
欝

土
地
所
有
権
鮪

し
て
明

確

な
ろ
観
念
を
有
せ
ざ

る
は
毫

も
怪

む
に
足
ら
ず
、
彼
等
は
通
常
土
地
に
封
し
て
は
絶
劃
的

の
虚
分
権
を
伴
は
ざ

る
一
種
の
占
有
権
を
孕

る
に
過
ぎ
ざ
る
が
釦
恵

青
し
、
從
三

定
の
土
地
を
利
皐

る
箕

の
利
用
地
の
永

久
自
己
の
所
有
に
蹄
.す
べ
き
も
の
な
り
ご
云
ふ
が
如
き
概
念
脅
有
せ
飢
、
加
ふ
る
に
土
地
の
利
用
方
法
に
附
し
て

(1}Rcinsc.h,ColonialAdministi'aほ011,p・3〔4・



噂

も
丈
明
野

於
け
る
が
如
亮

地
力

の
消
耗
を
顧
慮
ず
る
…

な
く
、
誅
求
的
に
之
を
使
用
し
て

一
朝
牧
穫

の
減

少
を
察
す
時
は
更

に
他

の
地
方
に
轄
じ
、
又
假
合
同

一
地
方

に
定
着

す
る
も
年

々
其

の
使
用
法
を
異
に
す
る
等

の

.

理
由

に
基
き
、
無
生
地
文
は
不
定
王
地

ε
し
て
特
定

の
所
有
者
を
磯
見
す
る
能
は
ざ
る
地
域
の
少
か
ら
ざ

る
量

も

、
.亦
植
民
地

の
土
地
成
分
問
題

を
し
て
困
難
な
ら
し
む
る

皿
.原
因
た
り
。

因

果

無
主
地
は
國
家

の
有
に
締

す
ご
の
原
則
は
何
れ

の
植
民
地

に
於
て
も
行
は
れ
、
.政
府

の
土
地
取
得

の

主
要
な
る
原
因
を
成
せ
る
も
、

　
般
に
如
何
な
る
土
地
を
以
て
無
霊
地

ご
看
做

す
べ
き
か
は
正
確

に
之
を
決
定

す
る
こ
ご
難

し
、
.蓋
し
植
民
地
の
多
く
は
循
還
耕
作
制
度

の
下
に
交
代
的
に
異
な
り
だ
る
地
雇
を
耕
し
、
.或
.は

果
實
の
採
集
・狩
猟
若

く
ば
牧
畜
等

の
鯛
め
に
慶
大
な
る
林
地
叉
は

鴫
野
を
使
用
す
る
が
故

に
、

斯
か
る
土
地

に
交
明
国
民

の
所

副
所
有
権
に
關
す
る
観
念

を
適
用
せ
ん
か
、
土
民
の
因
習
的

の
権
利
観
念

ご
紙
燭
し
、
彼
等

を
し
て
少
か
ら
ざ
.る
不
孝

蔵

芒

む
喜

を
以
て
な
り
、
.故

に
植
民
地
に
傲
り
て
は
法
令
を
以
て
血
生

地

の

コ

意
義

を
確

定
せ
ん

こ
す

る
も

の
も

頻
き

に
あ

ら
事
、
.例

へ
ば
佛
領

コ
ソ
ゴ
ー
に
於

て
は

一
八
九

】
年

の
法
律

に

撮
り

、
苑
蕪

地

及
何
人

と
雌
も
法
律
上
所

有
罹
を
主

張
し
得

ざ
る
委
棄
地

は
、
之

を
国
家

に
蹄
慶

す

る
も

の
こ

看
做

す

べ
き

こ
ご
を
定

め
、

ガ

ム
ビ
ア
に
て
は
土
地

に
謝

し
て
利
害
關
係

を
有
す

る
こ
ご

を
主

張

す
る
音

叉
は

其

の
者

の
父

祀
が
、
自
己

の
生
涯

を
通

じ
て
耕
作

・居

住
・
集

水

・
貯
水
若

く
ば
産

業
上

の
目
的

に
向

っ
て
使
用

し

な
る
土
地

の
他

は
之

に
所
有
権

を
認

め
す

、
錫
蘭

に
於

て
は
六
箇
年
間

實
隠
士
、地

を
耕

作

せ
ざ

る
か
、
域
は
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産
業
上
.の
目
的
に
向

っ
て
之

セ
使
用
.せ
ざ
る
聴

は
無
主
地

こ
看
做

し
吊
力
.メ
州
ソ
に
て
は
土
民
の
部
落
又
は
酋

長
等
に
於
て
土
地

に
擬
す
る
権
利
を
主
張

ず
る
聴
は
、
彼
等

と
和
衷
協
定
し
て
必
要

な
る
土
地
は
之
を
與

へ
、

若

し
芙

の
協
定

の
不
可
能
な
る
場
合
に
は
総
督
自

ら
権
利
の
有
無
を
決

す
べ
き
こ
ご
を
定
め
、
前
凋
領
東
亜
弗

利
加
に
於
て
は
法
律
を
以
て

　
般
的

に
、.
一
個
人
叉
は
團
膿

の
所
有
地
た
る
こ
ご
を
讃
明
す
る
能
は
ざ
る
土
地

は
凡
て
之
を
国
有
地

ご
な
す
べ
き
旨
を
規
定
し
拠
る
も
、
土
民
等
に
謝

し
て
椹
利

の
謹
明
を
要
求

す
る
こ
ご
は

ユ

往

々
困
難
な

る
事
情

あ
り
し
ょ
り
、
鍬
督

は
更

に
特
別
の
命
令
を
撰
し
て
、
循

選
耕
作
叉
は
部
落
共
同
の
目
的

の
爲
め
に
必
要
な
る
土
地
に
限
り
之
を
民
有
地

と
な
す

べ
き
こ
ご
を
定
め
た
り
。
、

無
主
地
た
る
や
否

や
を
決
定
す
る
方
法
ε
し
イ
、植
民
地

の
十
氏
に
其

の
所
有
地
に
劉
す
る
罐
利
を
讃
明
せ
し

め
ん
ε
す
る
方
法
は
.
ア
ル
ヂ
ェ
リ
ー
及
ダ
ホ
メ
ー
等
に
於
て
之
を
試
行
し
た
る
も
、

其
の
結
果
鳳

一
般
に
失

敗
に
了
れ
り
、
.差
し
灌
利
観
念
の
求
だ
明
瞭
な
ら
ざ
る
土
民
薯
に
勒
し
て
其

の
所
有
権
を
讃
明
せ
し
め
ん
と
す

る
も
、
彼
等
は
之
に
封
ず
る
理
解
力

ケ
有
せ
ざ
る
が
故
に
、
若

し
張
て
之
を
膓
行
せ
ん

こ
せ
ば
却
て
反
抗
を
招

.

く

の
慮
れ
あ
る
を
以
て
な
り
」
故

に
斯
か
る
地
方

に
於
て
は
所
有
権

の
有
無
は
各
土
地

に
就
き
て
實
地
検

分
を

行
ひ
或

て
其
の
無
主
聖

る
審

や
を
獲

す
る
の
他
な
し
期
.・
.

.

上
越
の
掬
べ
土
地
所
有
権
の
観
念

の
未
だ
獲
達
せ
ざ
る
肚
會
に
在

り
て
は
、
土
地
は
通
常
国
王
若

く
ば
酋
長
の
・

縄
謝
的
所
有

に
蹄
し
、
叉
假
令
然
ら
ざ
る
場
合
ご

雌
も
部
落
・種
族
若
く
ば
家
族
等

の
所
有

に
胤
し
、

一
個
人
は
.

(1)Reil15clllC,A.,PI)、333.『335・



・
唯
之
を
占
有

し
利
用
す

る
こ

虚
を
得

る
も
自
由

に
費
買
譲

渡

す

る
を
得

事
、
獲

て
之

が
占
有
者

に
ご
り

て
は
土
地

底

一
定

の
.騎
格

を
有
す

な
も

の
に
非

季

ご
は

、
未

開

の
耽
會

に
於

け

る

㎝
般
的

の
観

念
た
り
、
然

る
に
近
世
各
¶國

の
植
民
的

活
動

の
當
初

に
於

て
は
斯

か
る

一,般
的

の
観

念
を
毫

も
顧

慮

す
る
こ

と
な

く
、
或

は
占
有
者

に
…罰
し
て

絶
対
的
の
庭
分
権
を
認
め
、
慈

母
國
の
任
意
に
土
地
の
虞
護

を
讐

で
之
を
企
萎

に
鍛

す
・
等
の
肇

.

を
執
り
し
ょ
り
、
植
民
地
の
半
和
は
却
て
此

の
如

き
交
明
的
制
度

の
移
入
の
爲
め
に
掩
飢
せ
ら

れ
、
其
の
活
動

の

第

一
歩

に
於
て
既

に
母
国
に
野
す
る
怨
嗟

の
聲
を
聞
く
に
至
れ
り
、
而
し
て
其
の
著
例
は
.西
班
牙
及
葡
萄
牙
の
エ

ソ
コ
ミ
エ
ソ
グ
ス
(詞
9
。
自
雪
白
p。・
)
の
制
度

(植
民
地

の
土
地
を
其
の
土
地

に
居
濡
せ
る
土
民

ε
共
に
掻
國
の
移
住

君

臨
委
ね
て
彼
等

の
自
由
唯
分
に

一
任
し
た
る
制
度
)
に
於
て
之
を
見
る
こ
ご
を
得

べ
し
。

此

の
如
一
植
民
地

の
土
地
威

分
問
題
は
諸
種

の
方
面
よ
b
愼
市
な
る
攻
究
を
要
す
べ
き
も

の
多
し
ε
雌
も
、
其

の
主
眼
ε
す
る
所
は
要
す
る
に
植
民
地
王
民

の
生
活

の
安
全
を
保
障
す

る
ご
共
に
、
無
償
叉
は
極
め
て
低
廉

な
る

贋
格

を
以
て
廣
人
な
る
土
地

の
所
有
権
.の
み
を
得
、
後
日
之
を
投
機

の
目
的
に
供
せ
ん
ご
す
る
が
如
き
不
堅
實
な

る
土
地
投
機
者
流
の
植
民
地
に
於
け
る
跋
扈
を
防
ぎ
、
旗
實
土
地

の
開
墾
利
用
に
當
ら
ん
ご
す
る
移
住
者
を
し
て

容
易
に
且
適
當
な
る
土
地
を
取
得
せ
し
む
る
こ
ご
に
依
力
、
堅
實
な
る
植
民
的
獲
展
の
素
地
を
作
ら
し
む
る
に
足

る
制
度
を
確
立
す
る
に
在
b
ご
盲
ふ
を
得
べ
し
。

植
民
地
土
・地
政
策

の
目
的
既
に
此
の
如
し
ご
せ
ば
、
之
が
解
決

に
際

し
第

【
に
.考
究
を
要
す
べ
き
問
題
は
、
植

論

親

植
民
地
の
土
地
政
策
(
一
〕
.

鯖
九
谷

(第
六
鵬

五
九
〕

八
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芦

ti)K～ib・ 聖cら3・1竜 ・ ⊂}・SI94・

RC旧5c11、C.A.,p・315・

一 、



論

説

植
民
地
の
上
地
政
策
(
ご

第
九
巻

(第
六
號

六
Q
)

八
二
四

民
地

の
土
地

の
最
も
有
利
な
る
利
用
方
法
如

何
ご
云
ふ
こ
ご
暴
れ
な
り
、
此
の
問
題
は
圭

ピ
し
て
各
植
民
地

の
{目

然
的
特
質
即
ち
気
候
.
雨
量
.土
質
等

の
關
係
及
當
該
地
方

忙
於
け
る
弊
力
供
給
の
便
否
等
に
依
り
て
決
せ
ら
る
べ

き
も
の
に
し
て
、
換
言
せ
ば
某
地
方
が
移
住
植
民
地

(叉
は
狭
義

の
農
業
植
民
地
V
に
適
す
べ
き
特
質

存
有
す
る

や
、
或
は
天
赦
松
只
植
民
地

(叉
は
探
牧
植
民
地
)
に
適
す

べ
き
特
質
を
有
す
る
や
に
依
り
て
異
な
り
、
例

へ
ば
移
住

植
民
地
に
適
す

べ
き
地
方

に
於
て
は
、
肚
會
政
策
上
よ
り
す
る
も
亦
脛
濟
政
策
上
よ
り
す

る
も
、
少
数
人
に
贋
大

な
る
土
地

の
私
有
を
許
し
、
所
謂
小
作
制
度

の
下
に
農
業
上
の
脛
楼

を
爲
さ
し
め
ん
よ
り
は
、
寧

ろ
自

ら
直
接
農

耕

の
業
に
従
事

す
べ
き
自
作
制
度
を
奨
厳
し
、
其
の
獲
達
を
助
成
す
る
を
以
て
得
策

と
爲
す
が
故
に
、
可
及
的
中

小
農
民

に
土
地
を
所
有
せ
し
め
ん
が
爲

め
に
、
勢
働
能
力
を
有
す
る
土
民
及
移
住
老
化
土
地
を
分
賦
す
る
の
方
針

に
出
つ
る
こ
ご
に
、
土
地

の
利
用
を
最
も
有
利
な
ら
七
む
る
も
の
ご
云
ふ
を
得

べ
き
も
、
放
資
植
民
地

に
適
す
べ

き
地
方
に
於

て
は
、
冨
源

の
開
鞍
を
完
か
ら
し
め
ん
ε
せ
ぱ
自
ら
廣
人
な
る
土
地

の
所
有
を
許
さ
ざ
る
可
か
ら
ざ

る
理
由
あ
り
、
從
て
斯
か
る
場
合
に
は
大
地
圭
の
土
地

の
利
用
を
奨
勧

す
る
を
以
て
寧

ろ
有
利
な
り
ε
な
す
が
如

き
足
れ
な
り
。

純
然
拠

る
放
資
植
民
地
を
以
て
目
せ
ら
る

べ
き
も

の
は
現
今
は
熱
帯
地
域
に
存
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
ご
、
面
積
に

比
↓
て
人
口
寡
少
な
る
嘘
、
土
民
間
に
土
地
所
有

の
観
念

の
未

だ
明
瞭
な
ら
ざ
る
ご
に
依
り
て
.
所
謂
土
地
政
策

上
の
問
題
の
如
き
も
移
付
植
民
地

に
於
け
惹
が
如
く
に
重
大
な
ら
す
し
て
、
直
接
土
民
の
生
活
上
に
歴
迫
を
加

～



ざ
る
限
与
は
v
私
有
地
積

の
犬
小
の
如
き
は
敢
て
問
題
と
な
ら
す
ご
難
も
、
移
住
植
民
.地
に
於

て
は
蕾

に
現
在

の

人
口
の
.み
な
ら
す
、
將
寒
冷
如
し
得

べ
き
人
口
及
新
た
に
移
住
す
べ
き
者
に
勤
し
て
も
亦

一
定

の
土
地
を
分
配
し

て
其

の
獲
展
を
遂
げ
し
む
る
の
必
要
あ
る
が
故
に
、
私
有
地

の
面
積
を
自
由
に
放
任
し
て
大
地
圭
の
琢
唇
に
委
ぬ

る
が
如
き
こ
ε
は
之
を
許
す
べ
き
に
非
ず
、
移
住
植
民
地
に
於
け
る
農
業
上
の
経
管
は
大
農
主
義
に
依
ち
し
む
べ

き
や
、
或
は
文
中
小
農
主
義
に
依
ら
し
む
べ
き
や
乙
の
問
題
は
、
軍
純

な
る
経
済
上
の
問
題
に
止
ま
ら
す
し
て
政

治
上
反
祉
會
上
に
重
大
な
る
關
係
を
有
す
る
問
題
北
る
を
以
て
従
来
議
論

の
岐

る
る
所
な
る
も
、
人
口
増
加
の
趨

勢
及
富
の
集
中

の
弊
害
を
考
ふ
る
時
は
、
其

の
生
産
物

の
性
質
工
特
に
大
農
主
義
の
農
業
組
織
を
必
要
ξ
す
る
場

合
は
之
を
別
ε
し
、
然
ら
ざ
る
場
合
に
は

一
般

に
中
小
農
土
義
に
重
き
を
置
き
て
土
地
の
庭

分
法
を
講
ず
る
を
適

當
巴
す
、
熬
れ
ご
も
此
の
主
義

の
下
に

一
農
民
の
所
[有
に
鱒即
せ
し
む
べ
き
土
地

の
面
積
は
何
程

を
以
て
適
度

ε
な

す
べ
き
か
、
其

の
限
度
を
定
む
る
こ
ご
は
頗

る
個
難
な
る
糊
題
に
七
て
、
所
有
地
の
面
積
大
に
渦
㎜ぐ
る
時
は
利
用

糧
に
流
れ
、
小
に
失
す
る
聴
は
之
よ
り
生
ず
る
牧
人
を
以
て
生
活
を
維
持
す

る
こ
ご
能
は
ざ
る
が
故
に
、
斯
か
る

黙
よ
わ
土
地

の
分
配
に
は
細
心

の
注
意
を
要
す
べ
き
は
固
よ
り
論
を
候

た
す
。

因
に
、
農
業
経
管
上
大
農
主
義
及
中
小
農
主
義
の
何
れ
を
可

と
す

べ
き
乎

ε
の
問
題
に
閉
し
て
は
、
.母
国
に
於

う

け
る
巳
同
じ
く
植
民
地
に
於
て
も
從
來
議
論
の
存
す
る
所
に
し
て
、
大
農
主
義
を
可
こ
す
る
論
者
は
、

一
農
業

く

上
に
學
術
的
研
究
の
結
果
を
悪
尉
し
て
生
産
物

の
増
加
を
計
ら
ん
ご
徹
せ
ば
大
農
主
義

に
依
る
を
以
て
最
も
有

利
ε
な
す
の
み
な
ら
す
、
ゴ

凡
そ
大
規
模
組
織

の
事
業
経
管
上
に
有
利
な
る
こ
ご
は
大
工
業
の
中
小
工
業
よ
ら

(

/

・

論

説

植
民
地
の
-王
地
政
策
〔
こ

第
九
巻

〔第
六
號

六
=

入
二
五
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.

論

設

植
民
地
の
土
地
政
策
二

〉

第
九
巻

(第
六
號

六
一;

八
二
六

も
有
利
な

る
.事
實
に
徴
す
る
も
明
ら
か
に
し
て
、
此

の
理
は
農
業
に
於
て
も
亦
同
じ
か
ら
ざ
る
を
得
争
ご
論
中

る
に
反
し
、
中
小
農
主
義
を
可
ε
ず
る
論
者
は
、

一
中
小
農
主
義
は
大
農
主
義

に
比
・較

ず
る
時
は
生
産
要
素
を

く

「集
約
的
に
利
用
し
得

べ
き
を
以
て
、
其
の
結
果

ε
し
て
絶
牧
入
を
増
加
し
得

る
.の
利
あ
b
、
然
る
に
農
業
上
に

於
け
る
総
牧
人
の
増
加
は
純
牧
人
の
増
加
よ
り
も
寧

ろ
重
大
覗
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
絶
版
入
の
増
加
ぽ
濁
り

農
民
を
利
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
継
収
入
の
増
加
は
肚
會
全
般
に
利
益
を
與

ふ
る
が
故

に
、
中
小
農
主
義
は
大
農

主
義
よ
り
も
優

れ
り
ε
吉
は
ざ
る
べ
か
ら
季
、
二
中
小
農
主
義
は
多
数
人

に
土
地
を
所
有
せ
し
む
る
ご
ざ
を
得

(

る
も
、
大
農
主
義
は
之
に
反
し
て
少
数
人
に
土
地

の
所
有
椹
を
露
騙
せ
し
む
る
を
以
て
、
其

の
結
果
人
口
上
に

重
大
な
る
影
響
を
及
ば
ず
も

の
た
り
、
即

ち
中
小
農
主
義
は
過
剰
な
る
人
口
の
調
櫛
に
便
益
を
奥
ふ

る
も
、
大

農
主
義
は
却
て
之
を
紡
ぐ
る
の
傾
き
あ
り
域
論
チ
。
今
生

と
し
て
経
済
上
.の
観
照
よ
り

「
般
的
に
是
等

の
両
主

義
を
比
較
せ
ば
、
大
農
主
義
は
農
業
上
の
諸
般
.の
改
良
施
設

・勢
力
及
資
本

の
配
置
・購
買
及
販
費

の
設
備
等
に

關
し
て
遺
憾
な
き
方
法
を
講

じ
得

べ
き
が
故

K
、
是
等

の
黙
に
付
き
て
は
中
小
農
主
義
に
優
れ
る
も
の
あ

る
を

疑
ふ
可
か
ら
事
ご
雌
も
、

生
産
要
素

の
完
全
な
る

利
用

に
關
し
て
は

不
利
の
黙
あ
る
を
免
れ
す
、

例
.へ
ば
勢

力

の
使
用
に
付
き
て
も
之
が
監
督

に
多
く
の
費
用
を
要
し
、
土
地
及
資
本
の
利
用

に
聞
し
て
適
精
密
な
る
注
意

,

を
爲
す
能
は
ざ
る
が
如
き
弊

に
陥
り
易
し
、
然

か
も
斯
か
る
不
利
は
中
小
農
主
義
の
下
に
於
て
は
容
易
に
之
を

除
去
し
得

べ
き
が
故
に
、
農
業
の
種
類
に
依
り
其
の
経
特
に
多
く
の
資
本

を
要
守
る
場
合
は
格
別
.
.然
ら
ざ
る

普
通

の
場
合
即
ち
資
本

の
力

札
依
.る
よ
り
も
寧

ろ
土
地
及
勢
力

の
有
数
な

る
利
用

起
俟

つ
べ
き
場
合
起
は
、」

中



小
農
主
義
を
以
て
有
利
な
り
ご
す
、

一
切
の
農
業
経
管
者
が
略
ぼ
同

】
の
條
件
及
熱
心

の
程
度
を
以
て
其

の
事

業
に
従
事
ず
・
を
得
ば
、
大
農
主
義
は
中
小
肇

義
よ
り
も
饗

・
黙
多
・
蟻

も
、
其
の
妻

に
摯

熟

処

心
の
度

に
至
b
て
は
大
農
は
中
小
農
に
及
ば
ざ
る
を
常

ご
す
、
中
小
農
主
義
の
下
に
在
り
て
は
農
業
輕
畳
音
白

鳳

ら
直
接
農
耕
の
業
に
従
事
し
、
大
農
主
義

の
下
に
於
け
る
が
如
く
に
絶
入
存
し
て
之
に
當
ら
し
む

る
こ
ε
な
き

叩

毯

、
事
業
馨

吉

嬉

・
塗

思
・
熾
す
旨

を
得

且
勢
刀
及
資
本
の
使
用
に
關
し
て
も
無
益
の

"

浪
費
に
陥
る
が
如
き
震
れ
少
し
、
加
之
、
r普
通
大
農
主
義

の
下
に
於
て
は
容
易
に
貴
行
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