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論

説

農
業
批
愈
主
義
論
(二
)

第

†

一
巻
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五
號

(八
四
∀

六
三
八

農

業

愈

愈

主

義

論
(
二
)

河
.

田

嗣

郎

三

農

業

肚

會

主

義

的

土

地
改

頁
論

者

肚
會
主
義
的
土
地
改
頁
論
者
の
主
張
が
、

一
般
的
に
生
産
手
段
の
私
有
制
を
塵
止
す
る
に
存
し
、
そ
の
第

一
着

手
ε
し
て
先
づ
土
地
の
私
有
制
を
屡
止
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
ε
す

る
に
反
し
て
、
農
業
融
會
主
義
的
土
地
改
棊

署

の
主
張
は
・
生
産
手
段
中
た
罫
土
地
の
私
有
制
を
廃
止
す

べ
し
ε
爲
す
に
存
し
、
土
地
以
外
の
資
本
財
の
私
有
制

に
野
し
て
は
多
く
顧
る
所
な
く
、
私
有
的
な
る
資
本
制
は
之
を
維
持

せ
ん
ε
す

る
の
で
め
る
。

此

振

の

代

表

書

し

て

は

、

ア

ル

7

レ

・
ド

㌻
ラ

ソ

蒐

、
・

ッ

r

ス

≧

㍗
.
飢

門
口
・。、
。
一

≦

p
=
即
。
①

を

塞

げ

な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
彼
は
そ
の
農
業
肚
會
　土
義
的
見
解
を
ば
、
.
一
八
八
二
年
に
著

は
せ
る

「
土
地
国
有

i
其
必
要
ご

,
其
巨
的
』
冒

巳

菱

。
邑

雲

。
・
寛
ぎ

　

・身

銭

冨

雪

…

中
に
於
て
開
陳
し
て
居

る
。

彼
も
亦
地
代
の
私
的
収
得
を
以
て
緯
湾
上
の
ゐ
ら
ゆ
る
蝸
箸
の
根
源

な
り
ε
す

る
者
で
あ
る
。
帥

ち
彼
は
近
時

技
術

の
著
大
な
る
進
歩

の
行

は
れ
た
る
に
拘
ら
す
、

一
般
國
氏

の
貧
苦
が
蠢

々
増
大
す

る
原
因
の
何
威
に
存
す
る

か
を
探
究
し
・
蓋

饗

壷

の
私
島

に
存
す
・
を
費

し
た
。
彼
は
英
国
に
於
け
・
壷

所
有
制
の
難

を



、

、

歴
史
的
に
研
究
し
て
、
何
所
に
於
て
も
土
地
の
私
有
制
は
少
数
者
を
富
ま
し
て
多
敷
民
衆
の
貧
困
を
齎
す
も
の
な

る
こ
ε
を
立
讃
し
た
。

μ

リ

ワ
ッ
レ
r

ス
の
思
想

に
は
自
然

法
的
見
地
も

加
味

さ

れ
て
あ

る
。

彼
は
土
地

に
封
ず

る
各
個
人

の
生
れ
乍
ら

の

権
利

は
、、
土
地

私
有
制

に
依

っ
て
傷

害

せ
ら

る

、
も
の

こ
考

へ
た
。

そ

し
て
惟

ふ
や
う
、
各

人
は
其

生
地

に
於

て

永
久
的

な

る
居
住
を
有

つ
・べ
き
自

然
的
権

利
を
有
す

る
。
若

し
此
椹

利

に
し
て
認

め
ら

れ
す

ん
ば
、
如

何

に
し
て

人

々
は
愛

国
心
を
養
ひ
得
や

う
そ
。

加
之

、
土
地

の
三

筆
を
獲

る
ε

い
ふ
こ
ε
は
、
.人

々
を
奴
隷
状
態

よ
り
解
放

,

　

し
て
凋
立
な
る
地
位
に
置
く
所
以
で
あ
る
ご
。

さ
れ
ば
各
市
民
は
国
家
に
麟
す

る
土
地

の

一
筆
を
ば
占
有
す
る
権
利
を
享
有

せ
な
け
れ
ば
な
ち
煎
。
而
し
て
此

を
實
行
せ
む
が
爲
め
に
は
、
其
手
段

は
だ
罫

一
あ
る
の
み
。
総
て
の
土
地
を
国
有

に
す

る
こ
ε
.之
で
あ
る
。
此
手

段
は
革
命
的
の
も
の
で
は
な

い
け
れ
こ
も
、
然
し
随
分
根
本
的
な
る
且

つ
急
進
的
な
み
も
の
た
る
.を
失
は
鳳
。
さ

れ
ご
現
今
禍
害
は
實
に
根
根
深
く
喰
込
む
で
居
る
か
ら
、
生
ま
や
さ
し
い
手
段
で
は
、
之
を
治
卒
す

る
こ
ε
が
出

来
源
。

斯
く
ワ
ッ
レ
ー
ス
は
土
地
国
有
論
を
主
張
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
其

の
固
有
は
土
地
そ
の
も
の

、
み
に
限
ら
れ
、

資
本

の
投
下
に
依
て
成
れ
る
も
の
、
即
ち
建
物
、
垣
絹
、
潅
漑
排
水
設
備
、
門
戸
、
私
道
、
樹

木
等

に
は
及
ぶ
ぺ

の

き
も

の
で
な

い
ご
し
て
居

る
。
尚
又

そ

の
國
有
論
は

、
國
家

が
土
地

を
全

部
所
有

す

る
己
同
時

に
.又
そ

の
利
用
経

論

誘

農
業
肚
魯
主
義
論
(二
)
.
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農
業
磯
會
主
義
論
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)
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五
號

六
六
)

六
四
Q

警
を
も
自
ら
行

ふ
べ
.し
`
す

る
も
の
で
は
な

い
。
彼
は
國
螢
主
義
ざ
結
び

つ
き
て
離
れ
ざ
る
官
僚
制
を
思
ふ
が
故

に
斯
か
る
こ
ご
は
到
底
問
題

に
は
な
ら
澱
ε
考
ふ
る
。
國
家
は
陀
ゴ
土
地

に
謝
し
て
上
級
所
有
椹
を
握
り

.
土
地

は
小
作
人
に
依
て
耕
作
経
管
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
す

る
の
で
あ
る
。

・

此
の
見
地
よ
り
し
て
ワ
ッ
レ
ー
ス
は
土
地
制
度
改
革

の
要
綱
ε
し
て
次
の
六

ゲ
條
を
示
し
て
居
る
。

一
、
土
地
所
有
制
は
土
地
占
使
制

(8
自
℃
旨
旨
㈹
。
ミ
開
閉
巨
巳

に
改

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
膿
。
.

二
、
土
地
占
債
権
は
安
全
に
し
て
永
続
的
の
も
の
ε
せ
ら
れ
、
占
使
者
が
某
地
を
且
由
に
使
用
す

る
こ
ε
に
射

し
て
、
叉
彼
が
其
勢
働
及
び
投
資

に
依
て
得
た
る
継
て
の
黒
蜜
を
享
受
す
る
こ
ど
に
謝
し
て
、
何
者
も
之

を
障
礙
せ
ざ
る
も
の
ε
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

頗
。

三
、
英
凾
内
の
人
民

に
謝
し
て
は
、
各
自
皆
具
の
個
人
的
書
債

の
矯
め
に

一
定

の
土
地
が
、
其
の
正
當
な
る
農

業
上
の
慣
値

に
於
で
保
障

せ
ら

る
べ
き
制
度
が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
の
。

四
、
蒐
蕪
地
文
は
未
墾
地

に
し
て
開
墾

に
適
す

る
も
の
は
占
使
者

に
依

る
耕
作
の
薦
め
に
供
與
せ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
澱
。

五
、
土
地

の
占
使
者
に
は
其
の
占
使
地

の
自
由
な
る
費
貿
譲
渡
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。

ヘ

ェ

も

コ

⊥
ハ
、
之
を

し
て
能
く
實
現

せ
し
め
ん
が
爲

め
に
は
、

又
小
作
は
縄
掛

に
禁
止

せ
ら

れ
抵

當
も

亦
十

分
厳
格

な
る

制

限
を
被
ら
な

け
れ
ば
な
ら

楓
。
、

9)Dieh1,a.a.0.S.75
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さ
れ

ば

ワ
ン
レ
L

ス
の
考

に
依
る
土
地
.国
有
制

の

下
に
於
け

る
占
使

制

o
。
n毛
5
ぴq

o
毛
開
閉
臣
巳

に
在

っ
て

は
國

オ

ウ

ナ

　

ホ
　

レ
タ
　

有
地
の
占
有
者
叉
は
小
作
人
は
所
有
者
で
に
な
く
て
唯
そ
の
使
持
看
た
る
.に
過
ぎ
阻
。
然
し
彼
等
が
其
土
地
を
使

用
す
る
問
は
所
有
者

の
如
く
に
之
を
爲
す
を
得
る
も
の
ε
す
る
。

そ
し
て

ワ
ッ
μ
ー
ス
は
土
地

の
使
用
料
た
る
地
代
嬉
土
地
小
作
上
の
権
利
ε
「は
之
を
匠
別
し
て
居

る
。

即
ち
土

地
の
純
粋
な
る
贋
絡

に
謝
し
て
は
小
作
人
は
常
に
国
家

に
向

っ
て
地
代
を
支
佛
ふ
べ
き
で
め
る
。
反
之
、
前
に

一
害

し
た
や
う
に
穂
て
の
改
頁
、
建
物
、
道
路
、
樹
木
、
離
綴
、
溝
渠
其
他
小
作
上
の
権
利
は
小
作
人
の
有
に
締
す

べ

き
で
あ
る
。

さ
れ
ば
土
地
国
有
の
貴
行

に
際
し
て
は
、
十
分
精
細
厳
正
な
る
許
欄
の
行
は
る

、
を
必
要
ご
す
る
コ

即
ち
土
地
制
度

の
改
革
が
公
に
せ
ら
れ
て
以
後
其
の
貴
行
せ
ら
る

・
以
前
五
年
乃
至
十
年
間

に
於
.て
、
総
て
の
土

地
は
其

の
全
償
格
に
於
て
評
債
せ
ら
れ
、
同
時
に
叉
地
代
を
決
定
す
る
の
必
要
上
、
土
地
其
物

の
慣
格
ε
、
小
作
上

の
椛
利
を
定
む
る
必
要
上
土
地
改
頁
に
よ
る
償
幣
蓬
が
、
別
々
に
評
償
せ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら

氾
。
而
し
て
小
作
上

の
梶
利
の
資
本
還
元
償
格
は
国
有
地
の
小
作
人
よ
り
賠
償

-し
し
て
從
來
の
地
主
に
辮
濟
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
俗

人
従
来
の
地
主
は
右
の
外
土
地

に
封
ず
る
其

の
私
有
灌
を
失
ふ
こ
ピ
に
謝
し
て
も
、
賠
償

を
受
く

べ
き
も
の
ご
せ

ら
れ
る
。
ワ
ヅ
レ
ー
ス
は
實
に
土
地
私
有
者

に
封
ず
る
土
地
牧
用
を
賠
償
す
.べ
し
ε
す

る
主
義
を
執
る
の
で
あ
る
。

即
ち
地
主
が
そ
の
従
来
の
地
代
牧
人
を
失
ふ
こ
ぎ
に
謝
す

る
賠
償
は
、
国
家
が
其
後
幾
代
も
引
続
き
従
前
通
り
の

地
代
を
之
に
支
携
ふ
こ
`
に
依
て
行
は
る
べ
き
も
の
こ
考

ふ
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
小
作
人
が
地
主

に
向

っ
て

論

説

農
業
肚
會
主
義
論
(二
)

第
十
一巻

(第
五
號

六
七
)

六
四
一
.



,

論

説

農
業
融
會
主
義
論
(二
)

第
十
一
巻

(第
五
號

大
八
)

大
四
二

其

の
小
作

上
の
権

利

に
封
ず

る
賠
償

を
直
接

に
支
彿

へ
る

か
、
然

ら
ざ
れ

ば
国
家

の
仲
介

に
依

て
之
を
支
梯

へ
る

か
、
何

れ

に
し
で
も

、
発

企

に
之
を
緋
濟

し
だ

る
曉

に
は
、
彼
は
共
地

に
封
ず

る
使
有
権
即

ち
國
家
所

有
の
下

に

於
け

る
小
作

権
を
獲

得

す

る
わ
甘

で
あ
る
。

そ

の
場

合
国

家
は
小
作
人

に
其

必
要

ご
す

る
資

金
を
貸

興
す

べ
き
も

へ

あ

や

の
ざ
す
.る
。
而
し
て
將
來
地
主
階
級
の
獲
生
す
る
を
防
止
せ
ん
が
薦
め
に
は
、
又
小
作
を
厳
禁
す

る
ε
同
時
に
湘

国
有
地
小
作
人
が
資
本
主
の
歴
巡
を

被

る
こ
ご
な
か
ら
し
め
ん
爲
め
に
は
、

其

の
小
作
灌
買
牧
に
要
す

る

資
金

は
、
た
～
之
を
年
賦
濟
筋

注
に
依
て
の
み
借
用
す

べ
き
も
の
ご
籍
し
、
.又
そ
は
国
家
の
許
可
を
待
て
後
行

ふ
べ
き
.

も
の
ε
す
る
の
で
あ
る
。
.

-

次
に
国
有
地
を
小
作
に
附
す
る
場
合

に
、
其
の
小
作
地

の
面
積
を
限
定
す

べ
き
や
否
や
は
、
問
題
ε
な
ら
ざ
る

を
得
な

い
。

ワ
ッ
γ
ー
ヌ
は
之

に
關
し
て
は
、

直
接

に
制
限
を
置
く
を
好
表
す
、
或
人
は
十
萬

工
1
ヵ
1
の
土
地

を
希
望
し
或
人
は
た

罫
十
乃
至
二
十

工
-
ヵ
1
の
土
地
を
希
望
す
る
に
過
ぎ
ず
ざ
も
、
そ
れ
は
各
自
が
そ
の
得

た

る
土
地
を
自
作
経
管
す

る
の
義
務
を
果
す
限
り
は
、
各
自
の
希
望
の
儘

に
委
す

べ
き
も
の
ご
す

る
の
で
あ
る
コ
然

し
之
に
聞
し
て
は

一
種
の
間
接
の
限
制
が
認
め
ち
れ
る
。
即
ち
各
市
民
は
地
代
を
支
彿
ひ
さ
へ
す
れ
ば
、
三

筆

の

土
地
に
謝
し
て
灌
利
を
有
す
ε
せ
ら
る

、
の
で

其

一
筆

は
最
小

一
エ
ー
カ
ー
最
大
五

エ
ー
カ
ー
ど
隈
ら
れ
、
此

だ
け
の
面
積
を
各
人
が
希
望
す

る
場
合

に
は
、
國
家
は
之
を
與
ふ
べ
き
義
務
を
有
す

ご
せ
ち
れ
る
。

次
に
農
地

の
.国
有
ε
共
に
市
街
地
は
之
を
地
方
自
治
膿
有
(即
ち
都
市
有
)
ぜ
す

べ
き
も
の
ざ
考

へ
む

れ
る
。

㌔

腎



」

凶

ワ
ッ
レ
ー
ス
は
其

の
企
望
す

る
が
如
き
土
地
制
度
の
改
頁
に
依

っ
て
、

多
敷
の
都
市
住
民
は
田
舎
に
移
韓
す

べ

き
を
期
待
す

る
。
從
て
之
が
短
め
に
都
市
に
於
け
る
家
屋
の
代
債
及
び
家
賃
は
大
に
低
下
す

べ
き
を
信
ず

る
の
で

あ
る
。併
し
た
穿
そ
れ
だ
け
で
は
固
よ
り
不
十
分
だ
か
ら
、
総
て
の
家
屋
の
詐
債
を
行
ひ
、
土
地
ご
は
別
々
に
之
を

評
慣
し
、
借
家
人
は
其

の
居
住
す

る
家
屋
を
其
の
評
債
々
格
に
於
て
買
牧
す
む
を
得

る
の
権
利
を
認

め
ら
れ
、
借

家
人
が
共
の
購
買
を
欲
せ
ざ
る
場
合

に
は
、
都
市

が
之
を
買
取
b
、
借
家
人
は
都
市
に
.封
し
て

}
定
の
家
賃
を
彿

っ
て
之
を
借
用
す

べ
き
も
の
冠
せ
ん
こ
す

る
の
で
あ
る
。
即
ち
斯
く
の
如
く
に
し
て
都
市
は
漸
次
に
多
数
の
家
屋

を
買
得
し
、
之
を
安
債
に
買
手

に
萱
渡
す

べ
き
も
の
ご
せ
ん
ε
す

る
の
で
あ
る
。
街
又
都
市
は
公
益
上

-

例

ヘ

ロ

ロ

ば
衛

生
上

の
理
由

に
依

て
之
を
必
要

`
す

る
場

合

に

は
、
家
屋
を
ば
公
用
徴

牧

に
依

て
、
公

の
評
償

々
格

に
於

て

買
得
す

る
を
得

べ
き
も

の
こ
せ
な

け
れ
ば
な
ら

鍛
ε

主
張

せ
ら

れ
て
居

る
。

ワ
ッ
レ
ー

ス
の
見

解
は
夙

に

　
七
八

二
年

に
著

は

さ
れ
た

る

O
㈹
[ζ
o
の

》
口
国
鴇
曙

o
=
3
Φ
匹
σq
年

o
『
団
「o
℃
卑
蔓

5

目
四
五

に
表
は
れ
た

る
志
見

`
よ
く
似

て
居

る
ε

、

デ
イ
ー

ル
は
誘

い
て
居

る
。

オ
ー
グ

ル
ヴ

イ
も
亦

、
自
己

及

ぴ
自

己

の
家
族

の
生
活

上
の
必
要

の
爲

め

に
農
業

を
螢

ま
ん
ξ
す

る
者

は
、
.付

入
も
土
地

を
獲

得
す

べ
き
椹
利

を
有

し
、
最
高
.四
十

工
1
ヵ
ー
迄

は
之
を
所

有

し
得

べ
き
も

の
な

る
を
主

張

し
た
。

而
し
て
地

主

が
其

の
所
有
地

に
調

し

て
有
す

る
椹

利
に
就

い
て
は
、

先
づ
土
地

の
償
格

に
關
し

て
左

の
三

様

の
匠

別

を
駕
す

べ
き
も

の
な
り

ε

し
π
。

ド
.
.
.

:

論

説

農
業
肚
曾
主
義
論
(二
)

第
十
】
巻

(第
五
號

山八九
)

六
四
三

,



論

説

農
業
枇
會
主
義
論
(二
)

、
.
.

第
十
F
巻

(第
五
號

七
〇
)

六
四
四

一
、
土
地

の
原
始
的
償
格
即
ち
土
地
が
其

の
自
然
的
な
る
未
墾

の
状
態
に
於
て
有
す

る
償
格
。
二
、
土
地

の
高

め
ら
れ
セ
る
債
格
即
ち
土
地
が
其
の
最
後
の
所
有
者
及
び
其
以
前
の
所
有
者

に
依
イ
.爲
さ
れ
た
る
改
頁
の
結
果
得

把
る
債
格
。
三
、
土
地
の
激
症
償
格
即
ち
土
地
が
將
來
に
於
け

る
改
頁
に
依
て
獲
得
す

べ
き
償
格
。
之
で
あ
る
。

而
し
て
今
土
地
の
所
有
者

の
私
的
権
利
は
、
國
内

の
土
地
全
部
を
ば
均
等

に
分
配
し
て
其
人
の
割
前

ε
な
る

べ

き
肝

吸
も
の
に
謝
し
て
は
其
の
完
冷
居
る
所
有
纏
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
此

の
割
前
を
超
過
す

る
部
分
に
封

し
て
は
、
所
有
者
は
た
ゴ
土
地
の
改
頁

に
依
る
償
啓

に
…罰
し
て
の
み
権
利
を
有
し
、
其

の
原
始
的
償
格
己
其
の
豫

定
債
格
ざ
に
射
し
て
鳳
、
何
等
の
権
利
も
な
く
、
之
等
は
総
て
公
共
團
騰

の
有
に
締
す

べ
き
も
の
ε
す

る
の
で
あ

㌔
総
て
右
に
示
す
所

の
如

き
が

ワ
ッ
レ
ー
ス
其
他
所
謂
農
業
肚
會
主
義
者

の
抱
懐
せ
る

思
想
及
び
意
見

の
大
様
で

コ
レ
ク
チ
ヴ
イ
ス
ト

あ
る
。彼
等
は
現
時
の
土
地
私
有
制
を
不
合
理
の
も
の
`
考

へ
、
其
の
撤
塵
を
主
張
す
る
難

に
於
て
は
集
産
主
義
者

其
他

の
肚
會
主
義
者
や
共
産
主
義
者

の
主
張
す

る
所
ε
異

る
所
は
な

い
が
、
π
獄
此
等
の
農
業
肚
會
主
義
者
は
私

有
財
産
制
中
濁
り
土
地
の
私
有
制
を
以
て
既
往
及
び
現
在

に
於
け
て
経
済
上
の
あ
ら

ゆ
る
醐
害
の
源
ε
見
、
從
て

土
地
私
有
制
を
だ
に
塵
止

せ
ば
、
経
済
上
引

い
て
は
砒
會
上
に
於
け
る
多
く
の
禍
害
は
之
を
除
去
す

る
を
得
る
も

の
置
考

ふ
る
照
に
於
て
、

一
般
肚
會
主
義
者
ε
見
地
を
異

し
し
、
狭
義

の
農
業
肚
會
ま
義
者
こ
し
て
特
色
を
爲
す

10) Ibid.S・77

'



ダ

.

レ

次
第
で
あ
る
。
而
七
て
此

の
主
張
の
下
に
於
け
る
土
地
國
有
論
が
た
ゴ
土
地
の
所
有
権
を
の
み
国
家

の
有

に
移
し

之
を
耕
作
し
利
用
経
管
す

る
用
益
権

に
至
っ
て
は
各
私
人
の
罐
利
ε
し
て
之
を
認
め
、
然

か
も
此
権
利
は
市
民
各

自
に
射
し
て
、
荷
も
之
を
得
ん
ご
欲
す

る
者
に
は
、
何
人
に
も
與

へ
ら
る

べ
き
も
の
ε
し
、
各
人
は
そ
の
欲
す

る

へ

も

だ
け
多
く
の
土
地

の
使
用
椹
を
得
、
之
を
又
貸
し
て
其

の
賃
貸
料
を
得
小
作
料
牧
得
者
`
な
ら
ざ
る
限
り
は
、
之

を
費
買
譲
渡
す

る
も
勝
手
た
な
べ
き
も
の
ε
し
、要
す

る
に
自
作
農
的
に
・國
家

の
土
地
を
小
作
す
る
上
に
於
て
は
、

其
の
土
地
使
用
擢
は
現
今
の
土
地
私
有
制
の
下

に
於
け
る
ご
多
く
異
る
所
な
か
ら
し
め
ん
ご
す
る
黙
も
亦
此
の
圭

.

義
の
特
徴
を
駕
す
も
の
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
楓
¢

さ
れ
ば
此
主
義

を
持
す
る
者

の
主
張
し
希
望
す

る
所
は
、
現

今
軍
純
な
る
土
地
の
所
有
者
即
ち
所
謂
地
主
階
級
な
る
も
の
が
あ

っ
て
、
自
ら
は
其
の
土
地
を
耕
伶
使
用
す
る
こ

ざ
な
く
之
を
他
人
に
賃
貸
し
て
小
作
せ
し

め
、
其

の
代
償

ε
し
て
地
代
小
作
料
を
牧
得

し
つ
、
あ
る
其
の
制
度
を

以
て
非
理
な
り
ε
し
、
此
を
腰
除
し
て
斯
か
る
眠
れ
る
土
地
の
所
有
者
な
る
も
の
を
亡
ぼ
し
、
土
地
は
天
が
萬
民

に
與
ふ
る
も
の
な
れ
ば
、
萬
民
を
し
て
其
使
用
を
爲
さ
し
め
、
農
地

に
野
し
て
は
国
家

の
所
有
制
の
下
に
、
自
作

農
的
な
る
小
作
農
制
を
布
か
ん
こ
す
る
こ
ご
に
存
す

る
に
外
な
ら
ぬ
。

斯
る
が
故
に
此
の
主
張
は
、
現
時
の
土
地
私
有
制
度

の
下
に
於
て
純
地
主
階
級
を
無
く
し
、
土
地

に
謝
し
て
は

穂

ぺ
て
自
作
農
制
を
實
現
せ
し
め
ん
ε
す

る
主
張
あ
り

ε
せ
ば
、
そ
の
主
張
ε
甚
し
く
異

る
所
は
な

い
。
忙
ゴ
土

地
私
有
制
の
下
に
在

っ
て
所
有
者
は
其
の
所
有
地
を
ぱ
費
買
譲
渡
す

る
も
賃
貸
借
す
る
も
全
然
自
由

で
、
完
全
な

論

説

農
業
肚
會
主
義
論
(二
)

第
十
一
巻

〔第
五
號

七
一)

六
四
五
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論

説

農
業
殖
會
主
義
論
(二
)

第
十
「巻

(第
五
號

七
二
)

六
四
弐

る
庭

分
権
を
享
有
す
る
次
第
だ
か
ら
間
た
己

へ
.自
作
農
制
を
布
く
も
、
其

の
所
有
権
を
制
限
し
て
、
賃
貸
借
を
爲

七
土
地
を
私
的
に
小
作

に
附
す
る
こ
ε
を
禁
止
せ
ざ
る
限
り
は
、
軈

て
叉
純
地
主

ξ
小
作
人
ε
の
匠
別
を
生
じ
土

地
兼
併
の
事
實
も
表
は
れ
土
地

に
關
し
て
も
所
有
権
ε
用
盆
権
ε
の
分
離
を
見

る
に
至
る
を
避
ぐ
る
こ
・こ
が
出
来

億
。
そ
こ
で
此
の
農
業
耐
食
主
義
者

の
主
張
に
於
て
は
、
か

・
る
土
地
所
有
の
兼
併
ご
、
庭

身
構
用
金
権
の
分
離

ε
の
土
室

る
飴
地
な
か
ら
し
め
、
土
地

は
之
を
有
す

る
者
が
必
ず
自
ら
之
を
使
用
牧
註
す
る
も
の
π
ら
し

め
、
然
か

.

も
其
の
使
用
牧
盆
は
天
下
の
人
々
何
人
で
も
之
を
獲
む
ε
欲
す

る
限
り
之
を
獲

る
こ
ご
の
出
來
る
も

の
た
ら
し
め

ん
爲

め
に
、
土
地
の
所
有
権
な
る
も

の
は
之
を
肚
會
公
共
團
禮
紀
る
国
家

の
手

に
の
み
在
る
も
の
ご
し
、
各
私
人

は
だ
だ
其

の
用
益
権
の
み
之
を
享
有
す

る
を
得

、
如
何

に
其

の
擢
利
を
責
買
譲
渡
す
る
ご
も
、
結
局
自
己
の
自
ら

ヤ

マ

ミ

使
用
牧
益
し
得

る
以
上
は
之
を
獲
得
す

べ
か
ら
ざ
る
も

の
π
ら
し
め
ん
が
爲
め
に
、
其

の
賃
貸
借
を
禁
じ
ヌ
小
作

に
附
す
る
を
得
ざ
る
も
の
ε
爲
さ
ん
ε
す
る
の
で
あ
る
。

、

」

要
す

る
に
自
ら
占
有
す

る
所

は
自
ら
之
を
使
用
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
大
原
則
の
下

に
土
地
を
私
人
の
手
に
委

ね
て
さ

へ
置
け
ば
、
た
ε

へ
之
を
私
人
の
手

に
委
跨
る
ε
も
.
現
今
の
如
く
た
讐
之
を
所
有
せ
ん
爲

め
に
自
己
の

自
ら
耕
作
使
用
し
得

る
以
上
の
土
地
を
貪
り
取
る
こ
ご
厭
な
く
な
り
、
土
地
は
眞
實
之
を
使
用
牧
益
す
る
者
の
手

に
の
み
在

っ
て
、
然

か
も
之
を
使
用
し
得
る
人
々
の
激
は
現
今
よ
り
も
遙

か
に
多
く
な
り
、
其
の
結
果
ε
し
て
土

地

の
利
用
も
十
分
に
行
は
れ
て
其
の
生
産
牧
盆
も
遙

か
に
増
加
し
、
叉
各
私
人
の
問

に
於
け
る
土
地

に
劃
す
■る
椹

、
i



己

利
の
現
在

の
万
卒
等
を
も
亡
ぼ
す
こ
ご
が
出
來
る
ご
い
ふ
の
が
、
此
派
の
人
々
の
希
望
し
主
張

し
又
計
叢
す
る
所

で
あ
る
。

ロ

し

し
て
見
れ
ば
此
派
の
人
々
の
主
張
す
る
所
は
肚
會
主
義

に
依
る

一
般
的
私
有
制
の
塵
止
ご
、
現
在
の
自
由
な
る

私
有
財
産

制
ε
の
中
間

に
位
す

る
も

の
で
、
土
地
に
關
し
て
の
み
、
そ
の
私
的
所
有
制
を
塵
し
て
私
的
用
益
制
を

建

て
ん
ε
す
る
も
の
た
る
に
外
な
ら

戯
。
即
ち
前

に
此
振
の
立
場
に
就

い
て
明
か
に
し
て
遣

い
把
所
が
、
右
の
如

く
説
明
す

る
こ
ε
に
依

っ
て
十

分
明
か
ご
な

っ
て
來
る
次
第
で
あ
る
。

●

「

右
に
論
示
す
る
所

に
依

で
明
瞭
な
る
如
く
、

ワ
ッ
レ
ー
ス

一
派
の
者
は
土
地
の
国
有
を
主
張
す

る
に
拘
ら
す
、

資
本
の
私
有
制
ご
利
子
の
私
人
所
得

ご
は
正
當
の
も
の
ε
し
て
共

の
存
続
を
主
張
し
て
居
る
。
即
ち
土
地
ε
他
の

資
本
財
ε
を
全
然
匠
別
し
、
両
者

に
謝
し
て
異
れ
る
法
律
組
織
を
造
ら
む
ご
す

る
も
の
で
あ
る
。
此
黙
は
此
振
の

人
々
の
主
張
を
講
究
す
る
上
に
於
て
最
も
重
要
な
る
黙
で
あ

る
が
、
之
は
果
し
て
正
常
な
る
理
論
的
根
振
を
有
ち

得
る
も

の
で
あ
ら
う
か
。
此
涙

の
主
張
に
慊
焉
た
ら
、ざ
る
者
は
比
熱
を
大
い
に
疑
問
ご
し
て
居

る
。
.

其
等
の
人
々
は
惟
ふ
や
う
、
土
地
ぐL
他

の
資
本
財
ざ
を
根
本
的
に
性
質
の
異
れ
る
も

の
ε
見
、
前
者
は
天

の
自
由

な
る
賜
で
あ
る
の
に
、
後
者

は
人
の
勢
働

の
結
果
に
成
れ
る
も
の
だ
ε
す

る
見
解
は
、
到
底
十
分
な
る
理
論
上
の
根

擦
を
有
す

る
も
の
ε
す
る
こ
ε
が
削
摩
難

い
で
あ
ら
う
。
両
者
の
匠
別
は
決
し
て
本
質
的

の
歴
別
で
は
な
く
、
た

論

説

農
業
肚
會
主
義
諦
(二
)

第
十
】
巻

(第
五
號

七
三
)

六
四
七

●

「

`



論

説

農
業
肚
倉
主
談
論
(二
)
.

第
十
「
巻

(第
五
號

-
七
四
)

六
四
八

ゴ
研
究
取

扱
上
の
便
宜
的
匠
別

た
る

に
過
ぎ

魂
。

】
が

自
然
物

で
他

が
人
造
物

な
り
ε

い
ふ
も
所
詮

便
宜
上

の
匠

割
売

る
に
過
ぎ

の
。
或
意
味

に
於

て

は
両
者

共
に
天
然

物
た
り
天
威
意
味

に
於

て
は
両

者
共

に
人
造
物

た

る
を
否

む

こ
ご
が
出

家

阻
。
叉

一
は
其

の
存

在
量
が

天
然

的

に
限
ら

れ
た

る
も

の
で
、
他

は
人
爲
的

に
之
を

増
減

し
得

べ

き
も

の
な

り
ざ

い
ふ
も
、
亦
之

れ
便
宜

上
比
較

的

の
.意

味

に
於

て

の

旺

別

π
る

に

外

な
ら

阻
。

土
地

の
存

在
量

(面
積

)
が
天
然

的

に
限
ら

れ
た

る
如

く
、
他

の
物
財

の
生
産

も
自
然

的
限

定
を
有
す

る
も

分
た

る
ε
同

時

に
、
或

意
味

に
於

て
は
土
地

が
無
羅
藏

な

る
如

く
他

の
物

質
財

も
無
霊
藏

で

あ
る
。
從

て
両
者

に
就

い
て
、
其

の
財

ε
し

て
の
庵
別

よ
b

し

て
之

が
所
有
制

に
關
し

て
全
然
異

れ

る
洪
制
を
布

か
ん
オ
す

る

こ
.蓬
は
、
.理
論
上

十
分
な

る
根

櫨
を
持
ち
得

な

い
も

の
こ
見
な

け
れ

ば
な
ら

源
ε
。

右

の
如

き
批

評
的
見

地
が
漸

次
有
力

だ
な

る
に
至

っ
た
が
爲

め
に
、

ワ
ッ
レ
ー

ス

一
振
の
人

々
の
見
解

は
其

後

漸

く

に
實
際

上
の
勢
力
を
失

ふ
こ
ざ

、
な

り
て
し
ま

つ
π
。

そ

し
て
終

に
土
地

の
國
宿
割
は

「
般
的

な

る
資

本
財

の
国
有
制

ε
相
伴

は
な

け
れ
ば

な
ら

澱
も

の
た
る

・
.」ε
が

、
主

張
せ
ら

る

、
や

う
に
な

っ
て
來

陀
。

此

の
士
⊥張

を
明
確

に
し

陀
も

の
は
英

國
の
.
ハ
イ

ソ

ド

マ
ン

寓
・
言
.
餌
茎
己
日
昌

で
あ

る
。

彼

は
其
著

↓
7
0

目
・
答
げ
。
昇

駄

U
Φ
ヨ
。
9
碧
ざ

[
。
民

8

同・。
。。
H
に
於

て
、
土
地

の
國
有
相
は
あ

ら
ゆ

る
根
本
的

な

る
改
造

の
標

的

ご

.

せ
ら

れ
な

け
れ
ば
な
ら

勘
が
、
然

し
之
は
同
時

に
鐵
道

の
国
有

ぜ
、
其
他

の
資
本

の
國
有

ε
を
伴

は
な

い
限

b
は

勢
働
者

の
大
衆

に
濁
し

て
は
何
等

の
・敷

用
を
齎
す

も

の
に
あ
ら

ざ
る

こ
ε
を

道
破

し
た
。

口

、

・



「
八
入
三
年
七
月
に

ハ
イ
ソ
ド

マ
シ

に
依

っ
て
導
か
れ
セ
肚
會
民
主
蕪
聯
合
會
の
宣
吉
書
は
、
己
に
其
最
も
重

要
な
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
の

↓
ε
し
て
、
土
地
國
有
制
の
主
張
を
包
含
し
て
居
る
。
そ
し
て
其
後
に
於
け
る
英
國
の
肚

會
民
主
窯
の
宣
言
書
は
常
に
土
地
の
所
有
ε
資
本
の
所
有
ε
ば
、
之
を
同

一
に
取
扱
ふ
べ
き
も

の
で
、
土
地
も
資

本
も
共
に
之
を
國
有
ε
す

べ
き
も
の
な
る
こ
ε
を
主
張
し
て
居

る
。

ハ
イ
ソ
.ド

マ
ソ
が
、

一
八
八
四
年

一
丹
に
公

'

に
さ
れ
た
る
肚
會
民
主
蕪
の
宣
言
書

↓
。
-
O
曙

に
於
て
聲
明
す

る
所
に
依
る
ξ
、
土
地
を
國
有
ε
催
す
こ
ご
は
、

そ
れ
蓬
同
時

に
又
は
そ
れ
よ
り
も

}
歩
先
に
行
は
る
、
機
械
や
交
通
機
關
や
の
國
有
制
實
行

忌
相
結
び
て
行
は
る

る
に
於
て
は
、
英
国
に
於
て
人

々
の
要
求
す

る
所
を
満
し
、
叉
重
大
な
る
危
険
を
豫
防
す

る
に
足
る

べ
き
實
際
上

の
唯

一
の
方
法
な
り
こ
し
て
居

る
。

爾
来
英
國
に
於
け
る
土
地
国
有
の
主
張
は
常
に
此
の
資
本
財

】
般
の
国
有

の
主
張
ご
相
結
ば
れ
た
る
主
張
ε
し

て
行
は
れ
る
や
う
に
な

っ
た
。
を
し
て
其
實
際
上

の
運
動

の
妓
果
は
、
其
後
ピ
て
も
飴
り
多
く
見
る
に
足

る
べ
き

も
の
が
な
い
。

事
情
斯

の
如
く
な
る
が
改
に
、
狭
義

の
農
業
肚
會
主
義
者
の
.主
張

の
眼
目
、
即
ち
土
地

を
の
み
國
有

に
移
し
其

の
私
有
制
を
塵
止
せ
ん
こ
す
る
の
主
張
は
、

ワ
ッ
レ
ー
ス
以
後
に
於
て
は
實
際
的
に
は
始
り
勢
力
を
有
ち
得
な
か

っ
た
次
第
で
、
人
々
は
其
の
主
張
を
以
て
中
途
牛
蝿
ε
寫
し
、
生
産
手
段
の
國
有
制
な
り
其
他

一
般
に
肚
會
的
公
有

論

説

農
業
砒
會
主
義
論
(二
)

第
十
一
巻

(第
五
號

七
五
)

六
四
九
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論

説

農
業
肚
曾
主
義
論
(二
)

r

第
†
「
巻

(第
五
號
.
七
六
)

六
五
Q

制
を
主
張
す

る
ほ
こ
な
ら
ば
、
凋
b
土
地

こ
の
み
云
は
す
、
土
地

ε
其
他
の
資
本
財
ビ
を
併
せ
て
全
部
之
が
私
有

制
の
磨
止
を
主
張
す

べ
き
も
の
な
り
ε
の
見
解
が
、
土
地

の
み
の
國
有
制
の
主
張
黒
封
し
て
・、
漸
次
に
塵
倒
的
勢

力
を
得
る
に
至

っ
た
。
即
ち
若
し
現
在
の
私
有
財
産
制
が
不
合
理
の
も
の
な
ら
ば
、
全
然
私
有
財
産
制
和
廃
除
す

べ
し
.
若
叉
生
産
手
段
の
私
有
制
が
不
都
合
の
も
の
で
、
爲
め
に
企
業
の
私
的
経
管
ε
勢
働

の
私
的
雇
傭
制
ε
、、

企
業
利
得
の
私
的

分
配
ご
が
行

は
る
、
こ
ご

＼
な
り
、
其
間
よ
り
し
て
人
的
支
配
關
係
や
、
分
配
上
の
不
公
李
や

が
生
じ
て
、
肚
會
生
活
上

に
禍
害
を
齎
す
こ
ご

、
な
る
次
第
だ
か
ら
、
其
の
私
有
制
を
塵
除
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ね

ε
い
ふ
の
な
ら
ば
、
宜
七
一
生
産
手
段

一、切
を
擧
げ
て
其
の
私
有
制
を
塵
止
す

べ
し
、
其
間
欄
り
土
地
を
の
み
選

り
出
し
て
其
の
私
有
制
の
廃
止
を
主
張
す

べ
き
理
由
は
薄
弱
で
み
る
ε
せ
ら

れ
、
寧
ろ

一
歩
を
進
め
て
、
資
本
財

一
切
の
国
有
制
に
封
ず

る
主
張

に
入
る

べ
き
も
の
ご
考

へ
ら

る
、
に
至

っ
た
の
で
あ

る
。

斯
く
て
即
ち
農
業
肚
會
主
義
的
土
地
制
度
改
頁
論
は
、
進
む
で
純
然
た
る
肚
會
主
義
的
土
地
制
度
改
頁
論
巴
な

る

べ
き
も
の
た
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
ご
も
か
く

ワ
ッ
レ
ー
ス
等

の
主
張
は
、

主
張
ご
し
て
は
、
純
然
π

る
献
曾
主
義
的
見
地
に
よ
る
土
地
国
有
論
に
及
ば
ざ
る
こ
ε

一
歩
ご
い
ふ
地
位
に
於
て
、
土
地
制
度
改
頁
講
中
に
、

或
位
置
を
占

め
て
居
る
の
み
な
ら
す
、
農
業
　肛
會
主
義
ご
い
ふ
吉
葉
は
或
は
此
振

の
主
張
に
封
し
て
最
も
よ
く
該

當
す
る
も

の
か
も
知
れ
躍
の
で
あ
る
。
、(未
完
)


