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績
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東
亜
経
済
圏
に
於
げ
ろ
米
生
産
の
蓉
展犬

上

末

康

I

米

生

産

の
鍍

展

誼
に
私
が
問
題
に
せ
ん
と
す
る
米
は
.
東
正
経
解
国
に
於
け
る
米
特
に
日
本
米
穀
粒
坊
圏
の
構
成
領
域
に
於
け
る
米
で
あ
る
｡
米

が
日
本
旗
兼
の
代
未
着
窄

わ
は
断
る
変
で
も
な
い
が
･1
.LJ
の
米
の
生
産
が
明
治
維
新
以
瀬
如
何
に
し
て
捜
展
し
て
き
た
か
'
そ
の
護

姥
の
跡
付
を

討
句

か
く

す
る
,LJ
と
に
依
っ
て
米
銀
産
の
顧
連
の
う
ち
に
詫
ら
机
上〃
H
*
洪
某
が
い
ま
如
何
放
生
禁

札開
拓
せ
ん
JL-3

し
て
ゐ
る
か
'

又
閃
柘
す
べ
き
で
あ
る
か
を
曙
示
し
て
み
た
い
o
そ
し
て
か
1
る
研
究
を
な
す
所
以
は
､
凍
丑
に
於
け
る
米
生
産
の

来
る
べ
き
敦
展
の
方
向
を
知
ら
ん
が
た
め
で
あ
る
.

日
本
に
於
け
る
人
口
の
約
四
九
%
は
農
民
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
言
は
れ
る
が
'
更
ら
忙
JJ

の
農
民
人
口
の
八
四
%
術
後

が
米
作
に
従
事
し
て
ゐ
る
か
ら
.
米
作
農
民
の
国
民
人
口
の
中
に
占
む
る
地
位
は
凡
そ
四
〇
%
以
上
に
な
る
｡
ま
た
米
の
作
付
反
別

は
重
畳
作
物
の
作
付
面
積
に
封
し
て
的
四
〇
%
と
い
ふ
高
い
比
率
を
保
っ
て
を
-
.
絶
柴
産
物
生
産
偵
格
の
五
C
)%
が
米
の
占
む
る

と
こ
ろ
で
あ
る
｡
JJ
れ
が
日
本
国
民
経
済
上
に
占
む
る
米
生
産
の
1
つ
の
葵
で
あ
る
｡
然
し
こ
の
JJ
と
～
相
照
原
し
て
米
は
我
が
国

民
食
糧
の
根
幹
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
-
'
し
か
も
こ
れ
が
捷
供
は
海
外
輸
入
に
侯
た
す
し
て
'
殆
ん
ど
専
ら
団
円
生
産
に
依
存
し

東
毘
経
済
圏
に
於
け
る
米
生
産
の
帝
展

第

7
巷

四
八
七

第
二
㍍

丁
九
九



束
並
締
済
酎
に
於
け
る
米
生
衆
の
哲
娯

第

一
巻

四
八
八

第
二
就

二
〇
〇

て
ゐ
る
｡
今
日
世
界
経
済
の
ブ

ロ
ッ
ク
化
或
は
贋
域
緩
解
化
の
進
展
す
る
に
件
払
'

食
精
白

由

(fq.ah
ru
n
g
sfr
elheit)
の
確
立
を
も

っ
て
国
民
綻
僻
自
立
の
基
本
保
伴
と
た
す
傾
向
が
顕
著
に
張
ま

り
つ
1

あ
る
が
､
我
が
国
民
食
権
た
る
米
は
､今
日
は
も
と
よ
-
所
謂

世
鼎
自
由
通
商
時
代
に
於
い
て
す
ら
常
に
自
給
自
足
を
滞
別
と
し
て
き
た
O
こ
の
意
味
に
於
い
て
日
本
の
米
は
¶
小
変
の
如
き
世
鼎

商
品
で
は
な
-
.蜘
両

商
品
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
米
作
は
何
も
日
本
の
鳩
占
で
は
な
い
O
米
生
産
は
､
南
部
ア
ジ
ア
の
諸
国

を
始
め
新
く
欧
米
に
も
石
和
L
T-.む
-
､
敦
た
柄
撃
て
,,),
丁
の
諸
相
に
か
レ

ては
可
成
の
緋
山
鉾
カ
を
持
っ
て
ぬ
る
が
､
惹

n:
の
朋
謂

外
国
米
は
'
日
本
に
於
け
る
米
の
需
要
を
究
し
得
な
い
の
で
あ
る
｡
日
本
米
は
外
国
で
は
生
産
さ
れ
斯
き
猫
特
の
風
味
を
も

っ
て
を

.n
t
し
か
も
日
本
国
民
の
澗
特
な
噌
好
が
俸
銃
的
強
さ
を
も
つ
て
こ
の
猫
特
の
風
味
を
も
て
る
日
本
米
を
愛
好
す
る
か
ら
で
あ
る
.

か
く
し
て
日
本
米
に
封
す
り@
特
殊
な
国
民
的
噌
好
が
'
米
の
国
内
自
給
の
原
則
を
要
請
す
る
の
で
あ
-
'
こ
の
こ
と
が
更
ら
に
先

に
指
摘
せ
る
如
き
米
生
産
の
国
民
経
満
的
地
位
を
決
定
す
る
こ
と
1
な
る
｡
の
み
な
ら
ず
､
米
生
産
の
か
-
の
如
き
国
民
経
満
的
碓

位
が

1
且
確
立
す
れ
ば
'
米
生
定
の
経
緯
は
国
民
経
燐
の
維
持
費
展
の
上
に
不
可
避
な
こ
と
1
な
ら
ざ
る
を
待
な
い
が
.
こ
れ
が
反

封
に
念
力

国
民
粧
碑
上
に
占
む
る
米
生
産
の
地
位
を
聾
固
な
ら
し
む
る
で
あ
ら
う
｡
日
本
の
国
家
が
米
に
封
し
て
停
統
的
に
鋭
敏
な

る
関
心
を
も
つ
所
以
で
あ
り
､
ま
た
国
の
政
策
が
米
の
園
内
自
給
の
原
則
と
そ
の
米
作
の
国
民
紋
所
的
地
位
の
維
持
と
に
出
鼓
し
､

且
つ
と
1

に
締
着
す
る
所
以
で
も
あ
る
｡

明
治
維
新
以
後
に
放
け
る
米
穀
政
策
は
'
極
-
大
掴
み
に
い
へ
ば
'
増
殖
を
目
的
と
す
る
抜
術
的
改
良
の
指
幕
奨
励
と
米
債
維
持

の
二
野

紅
椙
軸
と
し
て
展
開
し
て
苑
た
の
で
あ
っ
て
'
維
新
以
降
大
正
初
年
ま
で
は
前
者
を
王
と
し
豊
凶
に
よ
る
米
穀
需
給
の
墾
勤

を
調
整
す
る
を
縦
と
し
た
が
'
大
正

･
昭
和
の
二
時
代
で
は
米
債
別
し
て
高
米
慣
維
持
が
政
策
の
主
軸
を
な
し
た
と
見
る
と
と
が
出

敷



滞
る
で
あ
ら
う
｡

と
こ
ろ
で
か
1
る
円
容
を
も

つ
米
穀
政
策
特
に
増
産
政
策
は
'

日
本
農
業
の
特
質
た
る

集
約
的
な
零
細
経
営
を
克

服
せ
ず
､
む
し
ろ
こ
の
も

の
を
し
て
い
よ
い
よ
規
化
せ
し
む
る
が
如
き
方
向
に
作
用
し
た
鮎
に
'
曹
々

は
政
策
の
特
徴
を
見
出
す
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
､
か
-
の
如
き
特
徴
的
な
米
穀
政
策
の
力
に
依
っ
て
'
日
本
の
米
生
産
は
明

治
維
新
以
後
栄
-
可
き
畿
連

を
と
げ
た
｡
第

1
表
は
こ
れ
を
数
字
に
よ

っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
o

弟

1
衆

氷

生

産

高

晃

年

比

較

年

度

平

均

明

治

山
九
-

二

八
年

山
一Lハ
I

tlLJ六
‥

断て

三

九

-

四

四

年

大
正

一
-

五

年

ユハ
ー
一
〇
年

H

-

t
五
年

昭
和

ニー
六

年

七
1
一
1
年

五
七
'
七
二

一

六
〇
､
八
1
〇

六
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五
七

一
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〔備
考
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二二
'

三
'

四
'

日
本
ハ
農
林
大
臣
官
房
統
計
瓢

『
明
治
十
年
乃
至
昭
和
十

1
年
通
好
群
別
米
累
年
統
計
表
』
す
り
算
出
｡
但
明
治
六
年
ヨ
ヮ
同
十

八
年
二
至
ル
ウ
チ
明
治
八
年
ハ
不
明
｡

朝
鮮
ハ
朝
鮮
絶
督
府
農
林
局

『
朝
鮮
米
穀
要
覧
』
冒
リ
算
出
o
但

書
印
ハ
明
治
四
三
'
四
年
上

1ヶ
年
ノ
平
均
｡

室
轡
ハ
塞
滞
地
層
府
殖
産
局

『
轟
轡
米
穀
穿
覚
』
ヨ
リ
算
出
｡
但

社
印
ハ
明
治
三
三
年
乃
至
同
三
八
年
ノ
六
ケ
年
平
均
｡

朝
鮮
及
避
滞
ノ
稽
数
ノ
基
準
チ
大
正

一
年
ヨ
-
同
五
年
て
デ
-
セ
ル
.ハ
'
統
計
数
字
ガ
大
正
元
年
以
後
出
揃
へ
ル
ー
イ
7
技
術
的

東
宝
相
済
圏
に
於
け
る
米
生
産
の
賛
展

第

1
番

四
八
九

第
二
親

二
〇

1



東
誼
経
済
圏
に
於
け
る
米
生
産
の
蓉
展

第

T
馨

四
九
〇

第

二
戟

二
〇
二

便
宜
二
基
ク
.

こ
の
統
計
表
の
語
る
と
こ
ろ
に
成
れ
ば
ー
日
本
内
地
に
於
け
る
米
生
産
の
最
も
著
し
い
進
か
を
と
げ
た
の
は
'
ほ
ZJ
明
治
二
元

年

か
ら
大
正
四
年
に
い
た
る
十
ヶ
年
で
あ
っ
て
'
爾
後
大
正
末
年
に
い
た
る
同
じ
-
十
ヶ
年
の
期
間
が
之
に
つ
い
で
を
-
F
日
清
戦
守

か
ら
LIZ露
戟
牢
ま
で
の
期
間
が
第
二
亮

に
任
し
'
昭
和
に
至
っ
て
垂
-
停
滞
し
て
ゐ
る
O
従
っ
て
こ
の
鮎
か
ら
み
LTJ..
菩

々

は
維
新

以
後
今
日
に
い
た
や
門
地
の
衆
生
..EiTn削
･j1･1
万
捌
即
ち
滞

叫
期
維
新
以
禎
臼
流
域
稗
史
i;.IP
雄
二
朔
日
満
戦
争
以
横
目
既
戦
争
零
T･jL

簾
≡
朔
日
簿
激
宰
乃
至
欧
洲
職
率
'
第
四
期
駄
洲
故
年
以
後
の
大
正
年
代
'
第
五
期
昭
和
時
代
に
分
ち
得
る
の
で
あ
る
O
嘉
噂
の

領

有
は
明
治
二
十
九
年
で
あ
-
'
日
韓
合
併
は
明
治
四
十
二
年

で
あ
る
が
､
貫
嘩

･
朝
鮮
共
に
そ
れ
が
生
産
櫛
の
最
も
よ
く
伸
び
た
時

代
は
昭
和
年
代
で
あ
る
｡
第
二
位
以
下
の
期
間
は
雨
着
に
よ
っ
て
多
少
の
差
異
が
あ
る
と
し
て
も
.
大
腰
大
正
十
年
頃
か
ら
そ
の
未

年
に
至
る
期
間
が
第
二
位
に
お
り
'
慣
姦
虻
に
日
韓
合
併
か
ら
明
治
末
期
の
問
に
高
ま
っ
た
米
生
産
は
'
大
正
元
年
か
ら
ほ
ゞ

十年

こ
ろ
ま
で
は
停
滞
し
て
ゐ
る
O
か
-
し
て
ま
た
茎
潜
及
び
朝
鮮
に
於
け
る
米
生
産
の
費
達
期
を
~
第

7
期
明
治
年
間
'
第
二
期
大
正

初
年
代
､
第
三
期
大
正
十
年
代
､
第
四
期
昭
和
年
代
の
四
つ
に
置
劃
す
る
こ
と
が
出
祈
る
で
あ
ら
う
.

で
は
か
-
の
如
き
米
生
産
の
時
期
的
襲
達
の
置
分
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
｡
米
生
壁
向
の
増
減
は
.
言
ふ
ま
で
も
な
く
'
そ
れ

が
滑
賛
畳
の
増
減
に
よ
っ
て
制
約
さ
る
1
が
'
然
し
同
時
に
ま
た
米
の
帯
掌
は
そ
の
生
産
提
供
に
よ
っ
て
左
右
ru
る
1.0
そ
し
て
生

産
櫨
供
と
摘
草
需
給
の
胴
着
を
統

1
的
に
決
定
す
る
も
の
は
'
国
民
桂
瀬
の
蟹
蓮
程
度
で
あ
る
｡
明
治
維
新
以
降
の
日
本
国
民
経
済

は
.
そ
の
生
産
様
式
に
於
い
て
資
本
主
義
の
形
態
を
と
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
ー
日
本
に
於
け
る
右
の
如
き
米
穀
の
需
給
を
統

1
的
に

支
配
す
る
も
の
は
'
具
鰭
的
に
は
明
治
維
新
よ
り
今
日
に
及
ぶ
賛
李
王
誌
の
驚
達
で
あ
る
O
と
の
面
に
於
い
て
昔
々
は
'
維
新
以
後



に
於
け
る
米
生
産
の
棒
期
的
憩
達
を
貫
流
す
る
経
済
の
自
然
史
的
法
則
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
然
る
に
既
に
腐
れ
た
通
り
.

日
本
の
米
に
は
特
殊
な
国
民
経
済
的
内
容
が
盛
ら
れ
て
を
り
､
そ
れ
故
に
ま
た
国
家
の
米
に
封
す
る
関
心
は
特
に
鋭
敏
で
あ
っ
た
o

徳
川
時
代
以
前
の
こ
と
は
暫
ら
-
間
は
な
い
と
し
て
も
､
明
治

･
大
正

･
昭
和
の
三
代
を
通
じ
て
'
国
家
は
米
の
需
給
問
題
に
不
断

の
意
を
須
払
た
の
で
あ
っ
て
､
幾
多
の
農
業
政
策
は
米
を
中
心
に
展
開
さ
れ
釆
つ
た
と
さ
へ
見
る
こ
と
が
出
蘇
る
で
あ
ら
う
｡
こ

れ

は
国
民
経
済
上
の
1
定
の
目
的
を
追
求
し
っ
･̂
.
之
を
賀
現
し
て
行
-
国
表
の
意
志
柘
勤
で
あ
る
が
､
し
か
も
か
1
る
活
動
を
通
し

て
先
の
経
済
的
日
用
法
則
は
修
正
さ
れ
乍
ら
意
志
法
則
に
樽
生
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
速
い
過
去
の
米
穀
政
策
を

一
々

探

る
ま
で
も
な
く
'
規
に
昏
々
の
生
活
が
そ
の
下
で
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
米
穀
観
象
管
理
政
朱
を
み
た
だ
け
で
も
充
分
明
か
で
あ
ら
う
｡

か
く
し
て
右
に
提
起
し
た
米
生
産
の
時
期
的
漁
連
は
'
日
本
に
於
け
る
散
華
玉
藻
蓉
達
に
制
約
ru
る
1

米
の
需
給
踊
係
と
圃
寂
の
遂

行
せ
る
米
穀
甜
政
策
と
が
蘭
ら
し
薄
綿
頻
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
.3

米
生
産
の
弗

1
期
た
る
明
治
維
新
よ
り
日
清
戟
年
に
至
る
期
間
は
､
米
生
産
の
聾
展
時
代
で
あ
-
､
且
つ
ま
た
園
内
自
給
時
代
で

あ
る
｡
こ
の
時
期
は
ま
た
日
本
の
産
業
資
本
の
形
成
期
で
あ
る
O
維
新
以
後
商
工
業
の
資
本
主
義
的
蔑
達
に
は
目
醒
し
い
も
の
が
あ

り
'
従
っ
て
又
農
業
外
人
口
も
急
速
に
増
加
し
た
｡
然
し
そ
れ
に
も
ま
し
て
農
業
聾
達
の
伸
度
は

l
昏
速
で
あ
っ
て
.
地
域
的
に
分

化
し
っ
1
多
角
化
L
t
そ
の
生
産
薪
も

I
棟
に
増
大
し
た
が
t
か
･･.
る
仝
鱈
の
蓉
達
の
中
で
米
生
産
も
亦
伸
展
し
た
の
で
あ
る
｡
し

か
も
注
意
す
べ
き
は
t
か
-
の
如
き
米
生
産
の
覆
連
が
増
産
そ
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
諸
政
策
の
力
に
よ
る
よ
-
も
'
む
し
ろ
封
建

時
代
に
於
け
る
農
業
に
封
す
る
諸
制
限
の
撤
癖
と
外
海
貿
易
の
解
放
や
交
通
機
関
の
普
及
に
ま
つ
方
が
大
で
あ
る
JJ
と
で
あ
fO1.
明

治
初
年
政
府
は
泰
西
兵
法
と
経
営
組
織
の
輸
入
に
努
力
し
た
が
'
何
れ
も
糖
茸
し
な
か
つ
た
｡
昔
時
に
於
け
る
農
業
生
産
力
推
進
の

東
亜
照
輝
魔
に
於
け
る
米
生
産
の
曹
展

第

t
巻

四
九
1

第

二
批

二
〇
三

東洋笹津研究部嵐,明治大正農村群幣の姿適,大正15年,6,10頁o1)



東
韮
経
済
圏
に
於
け
る
米
鐘
産
の
費
廃

案

l
蕃

四

九
二

第
二
筋

二
〇
四

重
要
措
常
者
で
あ
-
'
且
つ
政
策
の
施
行
者
は
地
方
の
篤
農
や
故
老
で
あ
っ
て
F
禎
ら
を
中
心
と
せ
る
農
業

披
術
の
改

良
道
勤
は
､

曹
衆
の
農
耕
技
術
そ
の
も
の
を
轡
革
す
る
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
へ
'
着
々

と
効
を
奏
し
た
の
で
あ
る
｡

然
る
に
濁
-
閣
内
の
需
要
を
充
す
の
み
な
ら
ず
､
年
々
数
十
高
石
の
描
外
輸
出
飴
力
を
さ
へ
も
っ
て
ゐ
た
此
の
日
本
の
米
作
は
t

は
ゞ
明
治
三
十
年
i
kj描
期
と
し
て
滞
〓
明
に
は
い
つ
舟
｡
第
二
期
に
於
け
る
米
生
産
の
特
徴
を
み
る
に
'
そ
れ
は
依
然
と
し
て
後
屈

し
っ
iyJ
け
た
･lJ
は
い
へ
.
こ
の
諏
展
-
以
't[tlr
.す
る
も
備
憎
園
内
の
詳
緊
社
焚
し
解
す

,iJ
か
力
祁
月
や
K
35頚

L二

IE
三
'LE
筒
石

の
外
国
米
の
輸
入
が
必
要
と
た
っ
た
｡
外
米
輸
入
は
か
-
明
治
三
十
年
以
後
恒
常
化
し
た
が
､
JJ
の
も
の
は
そ
の
品
質
の
故

に

日

韓

米
に
代
替
す
る
こ
と
は
出
禿
ず
､
ロハ
之
を
補
充
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
従
っ
て
~
外
囲
米
輸
入
の
恒
常
化
は
日
本
の
米
生
産
を
塵

り

迫
し
な
か
つ
た
の
で
あ
っ
て
'
日
本
の
米
作
は
む
し
ろ
明
治
末
年
か
ら
大
正
に
か
け
て
最
も
よ
-
蔑
連
し
た
の
で
あ
る
｡
で
は
国
内

に
於
け
る
米
生
産
の
か
-
の
如
き
相
規
的
襲
展
に
も
拘
は
ら
す
'
国
民
の
需
要
を
充
し
得
た
い
と
い
ふ
の
は
'
如
何
な
る
理
由
に
も

と
づ
-
か
'
又
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
か
｡
私
は
そ
の
理
由
を
日
本
に
於
け
る
産
米
賛
本
の
確
立
に
淡
め
ん
と
す
る
の
で

あ
る
｡
日
本
の
産
兼
資
本
の
確
立
は
'
ほ
ゞ
明
治
三
十
年
代
と
見
ら
れ
る
が
'
日
本
の
工
業
は
こ
れ
以
後
目
醒
し
い
聾
連
を
途
げ
た

の
に
封
し
て
'
農
業
の
額
達
は
こ
れ
に
伴
ふ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
後
者
の
蚤
達
の
相
封
的
に
遅
れ
た
理
由
は
こ
･4
で

詮
議
す
べ
き
場
合
で
は
な
い
が
'
と
も
か
く
農
工
の
桐
社
食
的
産
業
部
門
の
か
く
の
如
き
敬
遠
の
不
均
衡
が
'
米
生
産
の
費
連
に
も

か
ゝ
は
ら
す
'
そ
れ
が
需
給
の
接
衝
を
破
壊
し
た
の
で
あ
り
'
叉
そ
れ
が
爾
後
今
日
に
至
る
ま
で
日
本
に
於
け
る
農
業
問
題
の
特
質

を
な
す
こ
と
ゝ
も
た
つ
た
｡
か
く
の
如
き
状
態
に
封
し
て
国
家
が
諸
種
の
政
策
を
草
薙
し
た
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
.
ま
こ
と
に
日

本
の
農
業
政
策
は
明
治
三
十
年
代
以
後
別
し
て
日
露
哉
寧
以
後
漸
く
鰐
系
化
し
た
の
で
あ
る
が
'
暫
時
墓
業
政
策
の
重
心
を
な
す
も

八木男=乏助博士,米債及米債政罪,昭和7年,302頁亡.2)



の
は
米
の
増
産
を
目
的
と
す
る
米
作
の
技
術
的
改
良
で
あ
っ
た
.
就
中
水
禍
の
品
種
改
良
と
､
土
地
改
息
が
そ
の
主
な
る
も
の
で
あ

っ
て
､
雨
着
JJ
そ
日
露
戟
雫
後
よ
少
大
正
年
代
に
か
け
て
米
生
産
の
獲
展
を
司
る
主
力
と
な
っ
た
｡
し
か
も
品
種
改
良
と
土
地
改
良

と
は
従
前
の
米
作
方
法
を

1
愛
せ
し
め
た
の
み
な
ら
ず
､
か
1
る
改
良
は
国
家
の
力
を
以
っ
て
始
め
て
能
-
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
か
ら
'
国
表
が
従
前
の
故
老
や
璃
農
に
代
っ
て
爾
後
政
策
の
主
鰭
と
な
る
こ
と
･̂
な
っ
た
｡

然
る
監
竺

攻
欧
洲
戟
率
を
極
期
と
し
て
工
業
生
産
領
域
に
於
け
る
資
本
主
義
は
'

一
骨
急
速
な
る
発
展
を
と
げ
.
か
く
す
る
こ

と
に
依
っ
て
既
に
前
期
に
形
成
さ
れ
た
薦
工
雨
産
業
部
門
の
護
達
の
不
均
衡
を
い
よ
い
よ
甚
だ
し
か
ら
し
め
た
｡
日
本
に
於
け
る
金

融
資
本
の
端
緒
的
な
形
成
は
日
露
哉
空

肌
に
み
ら
る
･･,
･三
lP
は
る
1
が
'
JJ
れ
が
木
精
的
軌
道
に
乗
っ
た
の
は
第

∵
h/せ
鼎
大
我
中

(読
)

で
あ
る
｡
金
融
安
永
二三
護
の
か
く
の
如
き
確
立
と
垂
選
は
.
膏
に
米
の
滑
饗
畳
を
増
大
せ
し
め
た
の
み
な
ら
ず

'

閥

民
生
椿
を
著
し

Tが
｡
織
機

忙
期
し
-

L
繕
物
た
,11
畔
の
攻
苛
の
紙

L],Jr･T
▲
L
二
TJ
LL
L
AI,

:
ご
)
.)
O
d{J..)
IlAヒ
kJ
⊥J
]l]u]]lrJ
)
も
yJ旨
i]ヽ
ノ
｢1
一
=
_ー

/

hR
E
LJ
,JJ
:
二
心止
JJ
Jこ
Lr,4J
好
.
､
.
1ヽ
ノ
trTr
]
Tl二
へノ

咋
BC
j
r
ik･に
が
カ
こ
と
て
謹
l,V

虜
レT･
托
ポ
7qT7TT
日
東
ブ
ti･琴
u差
b
.iFTI
声
-
1
-ロ
奉
Ti,hj
と
∃
力
ri)占
･｡
i=詞
-
jU
b
LTTt
二
刀
b
.

費
達
限
度
に
達
し
､
肥
料
別
し
て
放
資
肥
料
が
之
に
代
っ
て
急
速
に
普
及
し
た
と
は
い
へ
'
内
地
に
於
け
る
米
生
産
朝
は
最
早
や
以

瀞
の
如
き
勢
を
以

っ

て
は
進
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
ど

1
に
於
い
て
茎
湾
及
び
朝
鮮
の
大
規
模
な
産
米
増
殖
計
竜
の
資
鶴
を
み

る
と
と
1
な
り
'
爾
後
こ
の
二
つ
の
領
域
が
日
本
の
米
穀
経
済

圏
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ

た
｡

(註
)

第
二

表

光
晴
貴
史
と
人
口
替
加
と
の
比
較

(百
分
率
)

3) 大槻正男博士･外地農業の敬展 と内地農業 (富民協合編,昭利農業費蓮史),
昭和14年版)90頁｡

東
丑
擢
済
周
に
於
け
る
米
生
産
の
家
族

第

1
巻

四
九
三

第
二
戟

二
〇
五



束
正
躍
野
田
に
於
け
る
米
生
産
の
蟹
展

第

1
番

四
九
凹

第
1
1班

二
〇
六

〔備
考
〕

欧
洲
大
戦
前
マ
デ
ハ
人
口
相
加
過
度
が
光
晴
哉
噂
加
甘
リ
漂

ハ｡
爾
後
大
正
九

年
迄

ハ
ソ
ノ
反
射
-
ナ
-
.
大
正
十
年
乃
至
昭
和
五
年

ハ
夏
三
･
タ
ソ
ノ
逆
-
ナ
リ
'
昭
和
六
年
以
後

ハ
又
再
轄
ス
｡

日
本
円
地
の
米
生
産
は
昭
和
に
入
-

て
停
滞
し
た
に

反
し

て
'

朝
鮮
及
び
嘉
潜
の
米
の
覆
達
に
と
っ
て
昭
和
年
代
は
黄
金
期
で
あ

る
｡
と
の
二
つ
の
領
域
が
帝
国
の
版
園
に
編
入
さ
れ
る
以
前
に
在
つ
て
は
'
蔑
菜
は
閤
豪
の
統
制
外
竺
止
ち
､
個
人
の
努
力
に
依
っ

て
揃
-
錬
讃
上
げ
･･Trtれ
た
朗
の
縦
桁
の
堆
少
は
r.
六
鮒
の
納
札
IT
そ
の
他
の
詩
情
に
よ
っ
て
鵜
度
か
破
壊
さ
れ
T
T.u
-･
･i･
か
な
搬
辞

と
退
歩
が
顛
眼
の
悪
循
環
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
ね
の
で
あ
る
が
'
帝
国
の
舗
土
に
納
入
さ
れ
て
以
衆
.
以
前
の
個
人
的
努
力

に
代
っ
て
閲

豪

の
組
織
的
な
力
が
規
は
れ
'
新
な
る
技
術
と
資
本
の
導
入
が
菅
い
経
碑
的
悪
循
環
を
浪
底
か
ら
打
ち
砕
い
た
O
し
か
も
か
1
る
鼻

糞
の
再
生
産
過
程
の
根
本
的
変
化
は
.
謂
は
ゞ
こ
れ
ら
の
領
域
を
日
本
国
民
経
済
圏
に
編
入
す
る
JJ
と
を
前
抱
懐
件
と
し
た
JJ
と
は

改
め
て
断
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡
米
作
の
覆
達
も
亦
こ
れ
が
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
｡

と
は
い
へ
､
姦
肝
に
於
け
る
米
生
産
が
毒
淘

･
朝
鮮
の
帝
国
編
入
直
後
か
ら
目
醒
し
い
敦
達
を
と
げ
た
の
で
は
な
-
.
こ
れ
が
飛

躍
的
覆
展
を
な
す
ま
で
に
は
何
れ
も
可
成
-
長
い
準
備
期
問
を
必
要
と
し
た
｡
こ
の
準
備
期
問
は
'
領
憂
並
に
朝
鮮
堀
政
以
後
大
正

六
'
七
年
ま
で
の
間
で
あ
る
が
'
そ
の
間
に
於
け
る
国
家
の
努
力
は
'

一
方
で
は
財
政
の
整
理
'
幣
制
の
確
立
'
度
量
衡
の
統

一
'

鉄
道
或
は
港
湾
の
建
設
等
に
よ
っ
て
皇
曇
鮮
三
者
の
経
済
的
融
合
を
促
進
す
る
地
藍
を
作
-
上
げ
る
こ
と
1
.
他
方
で
は
平
和
の
保

障
と
不
動
産
登
記
例
の
蔑
布
並
に
土
地
制
度
の
改
革
等
に
よ
-
生
産
力
の

1
殻
的
敏
速
に
不
可
欠
な
素
地
を
築
-
こ
と
に
法
が
れ

た
.
簡
単
に
米
作
に
つ
い
て
み
れ
ば
'
朝
鮮
で
は
土
地
所
有
権
の
確
立
を
目
的
と
す
る
土
地
調
査
専
業
が
明
治
四
十
1.1年

に
開
始
さ

れ
､
勧
農
模
範
場
そ
の
他
の
勧
農
機
閲
は
同
三
十
九
年
頃
か
ら
次
第
に
考
備
さ
れ
た
が
､
常
時
農
業
技
術
の
改
良
と
こ
れ
が
基
礎
を

な
す
土
地
改
良
事
業
に
は
殆
ん
ど
み
る
可
き
も
の
が
な
い
｡
嘉
潜
で
も
同
じ
-
土
地
調
査
事
業
が
明
治
三
十

l
年
に
始
ま
旦

二
十
八

稀村順≡氏,鴨換期の食相聞鮭,昭和15年,56頁｡
矢内原息召唯氏.帝国主菜治下の墾轡,昭和4年I17頁以下o全国柁竜野調査機
関聯合曾朝鮮支部編,朝鮮経済年報,昭和14年度版,56頁以下o



年
に
完
了
し
'
勧
蔑
機
関
の
設
立
が
行
は
れ
'
同
三
十
四
年
に
公
共
埠
州
規
則
の
覆
布
あ
-
て
四
±

t年
か
ら
政
府
は
工
事
に
着
手

し
た
と
は
い
へ
､
農
業
生
産
技
術
や
組
織
に
封
す
る
改
持
指
導
は
な
ほ
低
調
で
あ
っ
た
｡
か
-
の
如
き
基
礎
的
諸
政
策
の
上
空
止
っ

て
.
組
織
的
に
し
て
且
つ
大
規
模
な
所
謂
産
米
増
殖
計
苗
の
展
開
さ
れ
た
の
は
日
本
に
於
け
る
米
穀
問
越
が
急
迫
を
つ
げ
た
大
正
九

年
以
後
の
こ
と
で
あ
り
-
し
か
も
こ
の
計
藩
は
'
昭
和
に
入
り
て
着
々

と
賛
積
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
｡

い
ま
こ
れ
ら
の
産
米
増
殖
計
藩
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
な
る
説
は
な

-
'

又
,LJ
の
計
藩
は
昭
和
九
年
に
中
止
ruLれ
た
の
で
あ
る

が
'
そ
れ
は
水
利
施
設
を
中
心
と
す
る
土
地
改
良
事
業
と
柘
の
晶
質
改
良
並
に
肥
料
の
普
及
を
二
大
内
容
と
せ
る
粁
填
方
法
の
改
革

に
よ
っ
て
'
内
地
に
於
け
る
米
の
需
要
に
答
へ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
o
し
か
も
そ
の
目
的
の
到
達
rJ
れ
た
AJ
と
は
第
三
表
の
よ

第

三
表

外

地

氷

ノ
移

入

額

(単
位
千
石
)

-
敦
ゆ
る
所
で
あ
っ
て
'
外
地
米
は
い
ま
や

〔備
考
〕

帝
国

農
骨

『農
業
年
鑑
』
昭
和
十
四
'
五

年
版

ー
回
位
い
LL
.慣
⊃
qL:
i
j
rl･
L'J
)
.

の
国
内
日
給
の
原
則
は
か
-
し
て
硝
宜
し
絹

た
の
で
あ
る
.
戯
し
な
が
ら
と
の
成
功
の
裏

に
新
ら
し
い
悩
が
生
じ
た
o
内
地
米
と
品
質

の
殆
ん
ど
鄭
ら
な
い
'
し
か
も
生
産
費
の
低

廉
な
る
外
地
米
が
､
か
-
日
本
米
穀
市
場
の

7

身
達
に
姿
を
硯
は
し
て
き
た
こ
と
白
膿
.
直
ち
に
内
地
に
於
け
る
米
作
を
擬
迫
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
'
内
地
に
於
け

る
米
の
問
題
は
'
従
っ
て
こ
れ
以
後
'
大
正
十
年
の
米
穀
湊
､
昭
和
八
年
の
米
穀
統
制
港
'
こ
れ
が
補
強
の
意
味
を
も
つ
昭
和
十

1

6) 聾輝線骨原婿産局,薬轡農 顎常連U)趨 勢,昭和4年D朝鮮絶唱府農林鼠 朝

I.. '言 :I.:::.I:..∴ ∴ -

東
誼
常
滑
闇
に
於
け
る
米
生
産
の
費
展

第

7
巷

四
九
五

第

二
新

二
〇
七



東
並
経
済
圏
に
於
け
る
米
生
産
の
費
展

第

一
馨

四
九
六

第
二
妨

二
〇
八

年
の
米
穀
自
治
管
理
淡
等
の
聾
動
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
あ
る
如
㌔
.
米
債
柊
の
維
持
を
め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
｡

〓
土
地
改
良
と
米
生
産

前
節
に
苛
々
の
み
た
如
き

日
永
米
穀
経
解
団
に
於
け
り引
米
生
産
の
杏
連
は
..
ti..1,n
J･At.ま
で
も
な
-
･米
生
産
力
の
譜
漣
の
結
果
で
あ
る

が
T.
生
産
力
の
肇
接
は
然
し
､
米
作
照
傑
内
部

に賓
ネ
が
匠
｡J.if武
本
と
し
て
投
下
yr-.灯
る
JIJ
と
に
拭
っ
て
の
み
可
iqa.で
あ
る
Q
そ
し

て
資
本
が
柴
兼
に
生
産
的
に
投
rL･さ
れ
る
樫
端
に
は
二
つ
あ
る
.

7
は
開
墾

･
水
利
蕃
業
の
蕗
行
で
あ
-
'
二
は
集
群
具

･
肥
料
･

品
種
等
の
改
且
普
及
に
よ
る
既
耕
地

の経
営
集
約
化
の
方
法
で
あ
る
｡
日
本
の
米
生
産
の
教
連
も
亦
こ
れ
が
例
外
に
立
つ
も
の
で
は

な
い
と
は
い
へ
､右
鯛
着
の
う
ち
何
れ
が
重
き
を
な
す
か
は
時
代
に
よ
っ
て
著
し
-
異
る
O
そ
れ
故
に
以
下
土
地
改
良
'
品
種
改
良
'

肥
料
改
良
の
三
者
を
個
別
的
に
吟
味
し
'
,J
れ
ら
の
も
の
が
も
つ
時
代
的
意
義
を
明
か
に
し
っ
I
.
規
に
昔
々

の
直
面
せ
る
生
産
力

蓉
達
の
方
向
を
確
定
す
べ
き
足
湯
を
作
る
で
あ
ら
う
｡

先
づ
耕
地
垂
理
の
名
を
以
っ
て
呼
ぼ
る
1
内
地
の
土
稚
改
良
問
題
で
あ
る
が
､
土
地
改
良
は
開
墾

･
干
拓
の
場
合
に
は
勿
論
'
水

利
施
設
を
中
心
と
す
る
既
耕
地
の
改
良
の
場
合
に
在
っ
て
も
､

農
業
生
産
手
段
の
生
産
を
意
味
す
る
｡

い
ま
内
地

･
宅
潜

･
朝
鮮

に
於
け
る
米
作
付
面
積
の
襲
轟
音

み
孟

･
何
れ
も
例
外
な
し
に
年
晶

加
し
て
を

i
m･)
殊
に
藁
槽
の
如
き
明
治
三
十
五
年
か
ら
昭

和
十
二
年
に
至
る
約
四
十
ヶ
年
問
に
凡
そ
二
倍
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
か
-
の
如
き
米
作
付
面
積
の
増
加
は
'
断
る
ま
で
も
な
-
開

墾

･
干
拓
並
に
地
目
の
嘩
更
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
'
米
作
付
面
碑
の
維
作
付
面
額
の
中
に
占
む
る
割
合
は
'
嘉
潜

･
朝
鮮
に
在

′

っ
て
ほ
ゞ

1
棟
に
増
大
し
'
こ
れ
に
正
比
例
し
て
畑
の
割
合
が
減
少
し
て
ゐ
る
に
封
し
て
.
日
本
内
地
で
は
多
少
.I,h
ク
ザ
ッ
ク
な
経

l

一
I

r
t
寸

王

1
.､

ー
l

咋



路
を
辿
っ
て
ゐ
る
｡
明
治
維
新
か
ら
日
清
哉
尊
に
至
る
産
発
資
本
の
形
成
期
に
於
い
て
は
ー
相

･
藍
の
如
き
特
殊
な
も
の
を
除
き
諸

他
の
農
作
物
の
作
付
面
積
が

1
棟
に
増
加
せ
る
中
に
米
作
面
積
は
相
封
的
に
減
少
し
た
が
'
爾
後
産
業
賓
本
の
確
立
よ
-
と
れ
が
金

融
資
本

へ
の
樽
化
期
た
る
昭
和
初
年
に
い
た
る
期
間
で
は
'
従
来
の
農
作
物
の
減
退
と
読
菜
そ
の
他
の
新
作
物
の
著
し
い
発
達
が
あ

っ
た
忙
拘
は
ら
す
'
米
作
は
政
府
の
手
厚
い
保
讃
に
衛
ら
れ
て
そ
の
作
付
面
積
の
割
合
を
増
加
し
た
O
頗
る
に
そ
れ
が
昭
和
五
年
ビ

ろ
か
ら
叉
次
第
に
減
少
し
て
昭
和
元
年
乃
室
五
年
の
干
場
割
合
五
〇
･
八
%
が
昭
和
十
年
に
三
九
､

1
七
%
と
な
っ
た
の
は
'
昭
和

農
業
恐
慌
と
そ
れ
が
対
策
と
し
て
昭
和
七
年
以
後
展
開
さ
れ
た
農
村
更
生
遥
動
の
影
響
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
｡
け
れ
ど

も
か
く
の
如
き
轡
化
に
も
拘
は
ら
ず
'
内
地
の
米
作
面
積
が
碓
耕
地
に
対
し
て
常
に
五
〇
%
乃
至
四
〇
%
の
此
率
を
保
っ
て
を
り
'

ま
た
朝
鮮
の
二
≡

%
.
嘉
潜
の
七
七
%

(昭
和
十
二
年
現
在
)
と
い
ふ
如
き
高
き
比
率
は
､
米
自
給
収
別
の
稚
拙
で
あ
る
と
同
時
に
そ

e
L牒
閏
で
7TO
あ
る
e

(読
)

第

四

衆

塊
作
付
酎
穣
累
年
此
奴

(百
分
率
)

〔備考〕 1.輿-表 『米生産高尾

年比幣』 ト同一資料二

ヨ ノレ

2) 日清 -目還爾戦役期間三作

付面積が多少ナ リトモ相加セル

ノ､,支那事磐 ノ下デ減少セJL,ト

且 キ封賦 チナス｡ カ ､ル増加ノ､

前代 カラ優舟サレク農村ノ過剰

人 口 ト隣保扶助組織ガ潜時ナホ

ソノてこ存在セシJ#果ニヨルモ

ノデアjL'｡

1) 八木教授' 日本農発の封外地(劃州 的 も含む)威撃力,(農業好評草 食風
EI本農業の展望),昭和10年,319ハ.42賀｡

東
丑
濯
済
闇
に
於
け
る
米
鐘
塵
の
賛
展

第

1
巻

四
九
七

第

二
批

二
〇
九



東
亜
押
潜
圏
に
於
け
る
米
生
産
の
資
展

第

1
番

四
九
八

第
二
雛

l
二
〇

円
地
に
於
い
て
は
日
露
城
年
ま
で
の
'
ま
た
姦
湾

･
朝
鮮
で
は
籍

1
攻
世
界
大
戦
頃
ま

で
の
夫
々

の
米
生
産
の
語
達
は
､
蓋
と
し

て
右
の
如
き
耕
地
面
積
の
増
大
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
.
そ
れ
以
後
に
於
け
る
米
生
産
力
の
蟹
連
に
寄
興
し
た
も
の
は
'
耕
地
の
演

大
よ
-
も
寧
ろ
土
地
改
良
で
あ
っ
て
.
こ
の
も
の
が
品
種
改
良
と
並
ん
で
日
本
農
業
生
産
力
の
敬
遠
を
特
徴
付
け
F
且
つ
我
国
農
業

政
策
の
基
本
を
な
し
た
.
土
地
改
良
は
革
に
そ
れ
だ
け
で
収
穫
量
を
増
大
せ
し
む
る
の
み
な
ら
ず
'
と
れ
に
よ
っ
て
黙
ら
ざ
る
場
合

に
-i

M
.#
作
し

か

如

し

得

な
い
土
地
に
I
EJTJ作

が
町
柁
-J
な
る

が

r
然

し

吏

if
･Lに

註

大

枚
事
は
土
地
改

良
が
傑
見
目m
稽

普
及
の
不
町

ク
売
価
我
僧
侶
を
な
す

こ
と
て
孝
之
.
ZH
･Ft･戸
判
に
i]
判
753
月
等
葦
に
葦
等
さ
か
カ
tLl相
即
搾
≡
十
三
年
て
彦
N
カ

奇
]初
.114卯月
陀

土
地
の
店
番
と
形
状
を
整
理
す
る
JJ
と
か
ら
出
萱
し
た
と
の
事
業
も
､
明
治
四
十
二
年
以
後
水
利
施
設
の
整
備
と
い
ふ
方
向
に
主
力

を
韓
換

し
た
｡
政
府
の
こ
れ
に
封
す
る
助
長
指
導
の
方
策
も
次
第
に
伸
び
'
明
治
三
十
六
年
に
於
け
る
勧
業
銀
行
の
無
暗
保
貸
付
の

認
可
ー
同
二
十
九
年
に
於
け
る
国
庫
補
助
金
の
交
附
決
定
等
む
み
'
更
ら
に
同
四
十
二
年
に
耕
地
整
理
組
合
を
設
立
し
'
L
)れ
を
P
I

カ
と
し
て
事
業
の
損
大
を
は
か
る
こ
と
1
な
っ
た
｡
こ
の
結
果
耕
地
整
理
事
業
の
認
可
を
う
け
た
も
の
は
'
明
治
三
十
三
年
か
ら
昭

CTT

和
九
年
に
至
る
約
三
十
ヶ
年
に
具
計
し
て
1
1
0
甫
町
歩
'
三
高

1
干
機
尾
.
絶
費
用
六
億
三
千
苗
圃
に
透
し

た
.
尤
も
と
の
凡
て

が
工
事
完
了
し
た
の
で
は
な
い
が
'
改
良
地
積
の
大
部
分
を
占
む
も
の
が
水
田
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
改

め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
-
.
土
地
改
良
事
業
は
生
産
手
段
そ
の
も
の
1
改
長
で
あ
る
か
ら
.
肥
料
の
増
投
や
品
種
改
良
に
此
し
て

多
大
の
設
備
資
本
を
必
要
と
す
る
｡
JJ

の
事
業
の
遂
行
に
封
し
て
は
政
府
の
援
助
が
あ
り
~
ま
た
そ
の
促
進
の
た
め
組
合
が
早
く
か

ら
設
置
さ
れ
た
と
は
い
へ
､
主
要
な
る
事
業
主
鰻
'
従
っ
て
ま
た
寄
集
資
金
の
出
資
者
は
多
-
個
々
の
零
細
な
農
民
で
あ
っ
た
こ
と

＼],u)

が
増
便
の
高
き
こ
と
1
か
ら
合
っ
て
改
良
事
業
の
普
及
度
を
極
め
て
低
か
ら
し
め
た
JJ
と
も

'

或
は
ま
た
そ
れ
を
驚
-
べ
き
長
年
月

農林省,耕地凍張改良事業要覚,唱和9年によるb2)



の
間
で
行
は
れ
た
明
治
以
前
の
水
利
事
業
と
技
術
的
に
大
差
孜
か
ら
し
め
た
と
･Un,9

少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
｡

(註
)

第

五

袈

日
本
水
田
改
良
面
積
ノ
水
田
姐
面
積

]l
封
ス
ル
此
率

〔備
考
〕

1
'
折
紙
小光
夫
tLi7
『
わ
が
内
地
荷
作
稚
皆
の
地
城

性
』

.;
釦
か
ブ

(
農
業

経

済
単
符
編

:･
.
t
.‖
‥T;卜

｢
※
.

『

日
本
艶
笑

3腿
芦
コ
昭

利
十
年
)

J
d
1
L
J

｢
一lI当
.0

∴
.-･
-･㌧心

メ
ラ
ル
･･
水
田
融
和

ハ
七
二
元

デ
ア
ル
ガ
.

コ
レ
･(
日
本
カ
オ
#
作

二
先
天
的

二
遵

マ
レ
テ
ヰ
ル
コ
ト

テ
説
ス
ル
ニ
ト
Jr,
7
-
.

土
地
改
良
ノ
カ

ニ
W
ル
モ
ノ
デ
ハ
ナ
ィ
｡

内
軸
に
於
け
る
水
利
施
設
を
中
心
･tJ
す
る
土
地
改
良
事
兼
が
小
規
模
な
る
に
封
し
て
'
義
博

･
朝
鮮
に
於
け
る
こ
の
事
業
は
大
規

模
で
且
つ
徹
底
的
で
あ
-
'
山
河
田
園
の
風
光
を

1
蓉
せ
し
む
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
か
-
の
如
き
蓋
輿
の
憩
生
せ
る
は
'
事

業
の
主
題
が
前
者
で
は
主
と
し
て
個

々
の
奥
義
で
あ
た

後
者
で
は
､苧
U
し
て
図
表
叉
は
そ
の
代
行
機
関
な
る
が
故
で
あ
る
O
先
づ

朝
鮮
か
ら
み
る
に
'
そ
の
気
象
は
大
陸
性
で
寒
暑
共
に
甚
だ
し
-
.
雨
空
の
年
量
は
概
し
て
寡
少
な
る
上
に
そ
の
分
布
は
地
域
的
に

も
期
節
的
に
も
偏
在
し
て
ゐ
る
｡
内
地
に
対
比
し
て
朝
鮮
の
水
稲
栽
培
は
か
-
劣
悪
な
る
自
然
的
諸
傑
件
の
下
に
お
か
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
.
他
方
慣
行
的
に
持
ち
宋
ら
さ
れ
た
沓
は
正
に
裸
の
ま
ゝ

の
自
然

(N

ak
ed
N

atu
re)
で
あ
っ
て
~

地
に
就
て
水
を
求
め

束
産
経
野
間
に
於
け
る
米
生
産
の
替
腿

第

1番
四
九
九

第

二
就

ニ
t
7

東旭精一博士,堵訂 日本農業のJiS関越l程･帽利14年版,274頁o中村青沼軟
投,近世初期農政史研究,昭利13年"447頁以下｡
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光
正
経
済
劇
に
於
け
る
米
生
産
の
蓉
展

第

一
番

五
〇
〇

第
二
班

二
Tこ

す
~
只
天
に
就
い
て

の
み
水
を

求
む
る
も

の
で
あ
る
｡
従
っ
て
膏
朝
鮮
盛
業
敢
骨
で
些

二
年

に

1
作
を
生
じ
､
十
年
竺

二
作
を
得
る

の
が
常
態
と
せ
ら
れ
'
就
中
多
少
の
降
雨
量
の
不
足
が
直
ち
L).
大
規
模
改
革
勉
を
惹
起
し
'
皐
勉
は
直
ち
に
ま
た
凶
作
に
通
じ
た
の

で
あ
る
O
水
の
支
配
を
目
的
と
す
る
催
慨
排
水
施
設
の
普
及
は
､
朝
鮮
に
於
け
る
米
生
産
の
死
清
の
鐘
む

振
っ
て
ゐ
る
.
そ
れ
故
に

施
政
以
後
枚
府
は
天
J祇
怨
の
末
梢
と
茸
垂
水
剛
の
創
出
に
鋭
意
州力
力
を
つ
ゞ
け
た
の
lP
あ
る
が
､.
か
･i
IIT?
水
利
串
柴
敢
行
の
主
鰭
を
な

TT
TtOに

叫
,SC
Eg
T

L
句

に討
上山
せ
ら
れ
そ
･の
徹
放
尿
か
散
光
や
Lî･rれ
た
水
利
組
ム
m
-J
J

一
概
の
土
地
改
良
LS
試
製
機
関
た
る
朝
鮮

土
地
改
良
株
式
食
紅
並
に
東
洋
拓
殖
食
紅
土
地
改
良
部

(後
者
は
昭
聖
ハ
年
に
前
者
に
合
併
)
'
及
び
個
々

の
農
家
の
三
者
で
あ
り
.
別

し
て
第

1
の
水
利
組
合
が
そ
の
主
力
を
な
し
た
､.
か
-
の
如
き
形
態
で
土
地
改
良
事
業
は
着
々
と
進
め
ら
れ
､
大
正
七
年
に
は
弼
蹴

雀
の
面
積
五
二
千
町
歩
に
達
し
た
が
'
こ
れ
が
劃
期
的
硬
展
を
み
た
の
は
大
正
九
年
の
産
米
櫓
相
計
茜
の
賓
沌
以
後
で
あ
る
｡
こ
の

計
者

で
は
濯
慨
改
良
'
地
目
轡
換
'
開
墾
'
干
拓
に
よ
る
安
全
窓
の
造
出
二
二
二

六
〇
〇
町
歩
が
濠
定
さ
れ
て
そ
の
六
六
%
が
完

一†

成
し
た
が
ー

昭
和
九
年
に
増
殖
計
苗
の
中
止
さ
れ
て
よ
-
は
､

殆
ん
ど
目
星
し
い
進
捗
を
み
ず
'

今
な
ほ
天
水
恋
は
水
田
全
面
積

に
封
し
て
三
〇
%
を
占
め
'
之
に
煎
概
堀
談
の
不
完
安
な
る
も
の
を
加
は
ふ
れ
ば
仝
鱈
の
五
二
%
に
首
り
'
依
然
と
し
て
辛
魁
の
危

ハリ

険
に
曝
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

(註
)

第

六

表

朝
鮮
及
室
轡
ノ
土
地
改
良
事
業
墾
蓮

4) 朝鮮級督存,前楓,産米噂苑計宝の繋線.による｡
5) 朝鮮姐せ府農林局,朝鮮の盛栄,昭和12年,12頁｡



〔備
考
〕

一

朝
鮮
ハ
線
督
府
前
端

『
朝
鮮
の
農
業
』
及

『
朝
鮮
統
計
年
報
』
昭
和
十
二
年

版
ヨ
リ
､
費
轡
ハ線
督

府

『
土
木
等
実
質
寛
』
昭
和

十
三
年
版
ヨ
-
夫
々
算
出
作
成
｡

二
'
朝
鮮
ノ
描
潮
田
ハ
琴
フ
ニ
水
利
菜
全
沓
卜
不
完
全
管
･1
ニ
細
分
サ
ル
モ
コ
,
1)
ハ
示
サ
ズ
｡

茎
潤
に
於
け
る
水
利
事
業
と
こ
れ
に
基
く
土
地
改
良
事
業
は
'
ほ
ゞ
朝
鮮
と
同
様
の
荘
路
を
辿
っ
て
獲
漬
し
た
O
造
酒
の
降
雨
は

夏
季
に
集
中
し
.
各
等
は
甚
だ
し
-
乾
燥
す
る
が
故
に
.
JJ
1
.

に
於
い
て
も
水
の
支
配
が
稲
作
の
豊
凶
を
決
定
す
る
主
要
僚
件
と
な

る
の
で
あ
-
r.
ま
た
水
利
敬
啓
に
よ
っ
て
内
地
4-
鯛
肝
で
は
二

毛
作
が
可
髄
と
な
る
に
捌
L
LJ.二
虫
網
で
は
然
ち
ぎ
る
暢
食
に
は

1L

期
作
し
か
な
し
待
な
い
土
地
に
年
二
回
の
収
穫
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
｡
領
暮
繭
に
在
っ
て
は
こ
の
京
大
な
る
出息
蕪
を
も
つ
水
利

寄
集
も
殆
ん
ど
行
ほ
れ
ず
､
耕
地
の
殆
ん
ど
悉
-
は
着
天
田
の
ま
･J
に
放
置
さ
れ
て
ゐ
た
｡
そ
れ
が
領
茎
後
国
表
の
力
を
以
っ
て
鋭

意
連
行
さ
れ
る
こ
と
1
な
り
､
多
-
の
場
合
水
利
組
合
･.J
公
共
坤
珊
組
合
を
寄
集
主
鰭
と
し
､
国
家
が
こ
れ
を
指
導
援
助
す
る
と
い

り

ふ
形
で
押
し
進
め
ら
れ
た
｡
姦
潤
の
水
利

･
土
地
改
良
事
業
の
軌
道
に
宛
っ
た
の
は
'
制
度
上
の
諸
改
革
が

1
段
落
を
つ
げ
た
明
治

四
十
年
頃
で
あ
-
､
四
十

1
年
に
官
設
坤
抑
制
を
設
け
て
十
六
ヶ
年
計
春
'
絶
縁
琴

二
千
苗
圃
の
大
規
模
な
工
事
が
開
始
さ
れ
.
大

正
十
五
年
完
成
を
み
た
が
'
大
正
十
四
年
に
水
利
組
合
の
設
け
ら
れ
て
よ
-
文
字
通
-
飛
躍
的
な
敢
屈
折
蓬
げ
た
｡
然
る
に
昭
和
九

年
に
所
謂
外
地
米
統
制
問
題
の
起
る
に
及
び
'
墓
碑
の
水
利
改
善
政
策
も
朝
鮮
と
同
様
に

1
時
し
て
徹
床
的
な
禁
酢
方
向
に
向
つ
た

の
で
あ
る
が
'
明
治
末
期
よ
-
凡
そ
三
十
ケ
年
間
に
遅
行
さ
れ
た
こ
の
水
利
改
善
事
業
は
'
内
地
は
勿
論
朝
鮮
に
此
し
て
も
遥
か
に

東
琵
坪
野
闇
に
於
け
る
米
生
産
の
費
展

第

7
春

五
〇
7

第

二
軒

二二
二

川野重任氏,董滞米奈経済論,昭利16時:,3'7貫t,6)



束
取
離
熱
闘
に
於
け
る
光
鐘
衆
の
教
脆

第

1
巷

五
〇
二

第

二
拡

二

一
四

大
規
模
で
且
つ
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
全
耕
地
面
積
の
凡
そ
六

〇%
'
ま
た
田
粗
面
環

の
約
九
七
%
ま
で
が
離
概
排
水
施
設
を

LT

も
ち
､
従
っ
て
ま
た
自
然
の
支
配
力
か
ら
隠
れ
て
ゐ
る
｡
内
地

二
党
濁

･
朝
鮮
の
う
ち
米
収
撃
向
の
勤
輯
率
の
最
も
低
い
の
は
藁
港

で
あ
る
o
こ
れ
は
主
と
し
て
右
の
如
き
水
利
攻
撃
争
柴
の
普
及
に
よ
る
の
で
あ
る
0

そ
JJ
で
紫
根
に
土
地
改
良
茶
業
の
語
鰐
の
:ni/変
と
こ
の
も
の
が
も
つ
紐
揃
的
性
質
の
鮎
か
ら
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.

I
般
に

挺
理
改
且
等
部
の
朽
ほ
れ
た
土
地
で
は
7
燃
ち
ぎ
る
土
地
に
此
し
て
仕
衰

力
が
増
大
す
る
か
ら
'
改
良
地
に
兜
づ
籍

縦
軸
代
が
硬
生

し
瑛
大
す
る
｡
然
る
に
改
良
事
柴
が

一
定
の
隈
変
ヰ
董

普
及
し
此
鮫
的
容
易
に
行
は
る
ゝ
優
良
地
の
改
良
が

叫
段
稀
を
骨
げ
た
後

LfJ

は
､
改
良
は
戎
-
の
劣
等
粗
に
移
る
こ
と
1
な
-
､
劣
等
地
の
生
産
力
が
優
等
地
に
接
近
し
'
か
く
し
て
地
代
の
平
均
化
迄
勤
.
即

ち
地
代
節
約
遊
動
が
起
る
｡
か
-
の
如
き
経
路
を
辿
っ
て
地
債
が

一
般
に
高
騰
す
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
JJ
と
が
充
づ
土
地
改
良
事

業
に
無
限
の
蟹
蓮
を
許
さ
ざ
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
他
方
土
地
改
良
は
普
通
比
較
的
改
良
の
行
は
れ
易
い
虞
か
ら
次
第
に

的
姓
な
顔
に
伸
び
て
行
-
か
ら
.
こ
の
こ
と
は
改
良
事
業
の
普
及
す
る
に
従
っ
て
そ
れ
に
垂
す
る
費
用
の
増
大
す
る
を
意
味
し
'
投

下
費
用
が
改
良
の
結
果
生
す
る
増
収
部
分
と
一
致
す
る
鮎
に
於
い
て
事
業
の
蕉
展
は
停
止
す
る
で
あ
ら
う
｡
こ
れ
は
経
済
の
自
然
法

則
で
あ
る
が
'
内
地
の
耕
地
整
理
事
業
が
か
･
.
る
自
然
津
則
の
支
配
を
う
け
る
に
至
っ
た
の
は
'
腔
ゞ
大
.a
.末
年
以
降
と
見
る
こ
と

(7.･し)

が
出
来
る
で
あ
ら
う

｡

朝

鮮
及
び
蓋
燭
に
於
い
て
は
'
か
く
の
如
き
自
然
津
別
･L'-
も
寧
ろ
国
家
の
政
策
が
張
力
な
る
支
配
力
を
有

す
る
JJ
と
は
既
に
慣
れ
た
鵡
-
で
あ
る
｡
(
未
完
)

7) 豊輝線菅原殖産嵐 葦帝産策年報,昭和13年腰｡-呈



(証
)

第

七

表

日
本
ノ
耕
地
整
理
事
業
ノ
罪
野
的
性
質
ノ
退
化

(明
冶
三
三
年
以
降
)

曙 明

∠ゝ_ 和 治 期間

[】六 - 0- 五 冨 完 表 二
l lJ rl l三

一 大 四 三

享I.九 五 四 九 JlgT 三 八 年
年 年 年 年 年 年 年 迄

〇 五 九 九 五 一 六 二

二0 六 八 八 九 二 九 八 積
二 三〇 三 三 〇 四 三 二
-一九 七 七 九 一 一 〇 七

三 九 八 六 八 五 三三 七 九〇 七 八 四 四 ≡哩

- ヽ ヽ ヽ ､ ､ ､ ､ 円i:- 八 八 五 八 七 七 ･3g
'1ゝ 五 三 一一 四 四 二 七 九 計
二 五 二 六 三 九 五〇 二二

辛均 皮普整･理
九 六 九 八 五 二 二 一 一円

七,-千 七 千 七 七 .丁 /.i .

六 四 (⊃ 三 二 二 六.四 一〇 八五九 七 六七 九 一 糞

+ 男農干作勢 日

八 三 五 八 四 三 三 三
(,三 共 ま ま 真 二巨三 g鋭
二 四 五 二 一

六 六〇 九 五 二〇〇 賃傭
七 (⊃七 三 〇)＼_ノ) ) ) 三七〇免_ノ) )

些修三 T 六 九 八 ヒ五 丁

七 一一四 五 - ヽ四 - 正】畢
八(⊃五 四 七(′~ヽ( ( ( ヽ( ( 円 良

一 九 四 七 六 五 三〇 常澄

口備考
u

!
'
貨
持

ハ
『出
所
務
統
計

衆
』

及
Ji･農
林
省

『
農
作
傭
隠

瀧
統
計
表
』

ニ
ヨ
ル

ー

*
閉
路
喜

二
年
平
均
G
乗
柵
精

i
博
士

『
増
訂
日
本
農
業
の
賛
展
過
程
』
'
昭
和

十
EI年
二
月
'
二
六

〇
頁
｡

二
'
各
期
間
ノ
耕
地
整
理
ノ
地
積
及
ビ
経
費

ハ
何
レ
宅
ソ
レ
以
前
ノ
期
間
ノ
モ
ノ
､
鬼
計
デ
ア
ル
｡
コ
/
地
積
卜
軍
用

ハ
必
ズ
シ
モ
コ

ノ
期
間
内
二
洛
了
･)
ダ
耕
地
登
場
ノ
究
ノ
モ
ノ
デ

ハ
ナ
イ
ガ
'
恨

二
之

二
甘
リ
計
数
的
二
段
借
整
理
禦

第
ロ
欄
)
テ
計
算
シ
タ
｡

新
地
整
理
/
費
用
ノ
大
部
分

ハ
労
賃
デ
ア
ル
カ
ラ
'
投
首
審
理
貿
ノ
骨
加

ハ
労
賃
ノ
上
昇
こ
モ
ー
ブ
ク
｡
第
五
欄

ハ
コ
ノ
関
係
チ

示
ス
｡
農
業
日
傭
男
子
労
賃
/
各
期
間
内
ノ
年
平
均
数
チ
明
冶
三
十
三
年
チ
基
準

こ
シ
テ
第
四
欄
ノ
殴
笛
整
理
賓
テ

修
正
セ
ル
モ

ノ
ガ
第
六
欄
デ
ア
ル
｡
倫
ホ
又
コ
ノ
衰

ハ
物
慣
箪
勤
及
技
術
/
費
展
等
ガ
皆
鉦
デ
ア
ル
コ
ト
チ
前
提
-
シ
テ
キ
ル
｡
(来
航
博
幸

前
韻
書
､
二
大
0
-

7
冥
)

東
亜
濯
済
圏
に
於
け
る
光
速
轟
の
菅
展

第

Z
巻

五
〇
三

第
二
新

二
1
五


