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第

一
章

序

論

光
と
勲
及
び
損
産
に
恵
ま
れ
た
る
蘭
印
は
農
林
巣
を
生
命
と
す
る
の
で
あ
る
.
農
林
業
あ
る
が
潟
め
に
蘭
印
住
民
の
生
存
が
確
保

さ
れ
'
叉
蘭
LuEl
及
び
和
蘭
本
圃
の
繁
栄
を
爾
ら
し
た
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
ら
ラ
.

邦
し
な
が
ら
'
農
林
業
の
蘭
印
に
封
す
る
重
要
性
は
住
民
の
立
場
と
和
蘭
人
及
び
和
蘭
本
圃
の
立
場
と
に
依
っ
て
必
ず
し
も
同

l

で
な
い
｡
本
葬
的
に
謂
は
ゞ
'
個
別
経
済
の
獲
展
は
そ
れ
と
紫
-
を
な
す
他
の
個
別
経
済
の
馨
屑
を
爾
ら
す
の
で
あ
り
.
又
か
-
し

て
個
別
経
済
の
綜
合
で
あ
る
国
民
紐
解
の
費
展
が
招
来
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
.
住
民
が
経
営
す
る
農
林
業
の
費
展
は
和
蘭
人

魂
印
婚
=LE林
業
の
性
格

第
二
番

五
五
七

第
三
跳

1



東
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
巻

五
五
八

第
三
択

二

及
び
和
蘭
本
圃
の
歓
迎
す
る
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
で
あ
る
｡
然
る
に
蘭
印
の
農

林
業
に
付
い
て
は
'

住
民
と
和
蘭
人
及
び
和

蘭
本
国
と
の
封
立
関
係
が
生
起
し
た
の
で
あ
り
'
蘭
印
農
林
業
に
関
し
先
づ
第

一
の
問
題
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
｡

右
の
問
題
に
閲
し
結
論
よ
-
謂
は
ゞ
所
詮
和
蘭
及
び
和
蘭
人
の
搾
取
主
義
に
鮮

一
す

る
で
あ
ら
う
O
而
し
て
欧
米
諦
園
の
栂
.民
政

策
が

一
様
に
搾
畢
玉
藻
に
終
始
し
て
お
る
以
上
.
蘭
印
に
於
け
る
和
蘭
の
農
林
米
政
策
が
他
の
畝
米
語
園
の
桔
民
政
策
と
軌
を

一
に

し
て
は
簡
印
に
於
け
る
和
蘭
の
農
林
柴
政
策
が
他
の
献
米
諸
国
の
枯
民
政
策
と
同

l
の
指
導
精
神
に
基
-
と
し
て

も

.

そ

れ

3
3
3

結

論

で
あ
っ
て
､
か
-
T

る
結
締
附
け
を
な
す
道
程
は
吟
味
の
要
が
あ
り
'
又
或
は
蘭
即
に
於
け
る
和
蘭
の
農
林
柴
政
策
と
他
の
欧
米
諸
園

の
植
民
政
策
と
Je
問
に
指
導
精
神
乃
至
は
そ
の
具
慣
策
に
於
て
多
少
の
相
違
が
あ
る
を
驚
見
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
と
恩
ふ
o

蘭
即
の
住
民
イ
ン
ド
ネ
シ
ャ
は
契
天
主
轟
で
あ
り
'
生
鮮
を
維
持
し
得
れ
ば
満
足
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
年
16
智
能
は
低

Y!
向

上
心
が
乏
し
く
'
個
別
経
碑
に
付
い
て
も
教
展
を
起
動
す
る
積
極
性
が
薄
い
O

如
此
き
イ
ン
ド
ネ
シ
ャ
の
性
格
は
先
天
的
な
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
｡
或
は
又
資
源
に
窓
ま
れ
衣
食
住
を
得
る
に
要
す
る
犠
牲

が
少
い
こ
と
'
並
び
に
高
温
高
揚
弘
光
の
影
響
に
も
基
-
で
あ
ら
う
｡
或
は
又
欧
米
先
進
国
若
し
-
は
そ
の
国
民
の
酢
迫
乃
至
搾
取

主
義
に
も
因
る
こ
と
が
少
く
な
い
と
思
ふ
｡
イ
ン
ド
ネ
シ
ャ
の
性
格
に
酎
す
る
検
討
は
本
論
の
範
暗
外
に
屠
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'

こ
れ
以
上
の
言
及
を
避
け
'
た
ゞ
以
上
に
抱
げ
た
る
性
格
を
前
睦
と
し
て
蘭
印
農
林
業
の
特
質
を
吟
味
し
た
い
O

蘭
印
に
於
て
賛
渡
が
豊
富
で
あ
-
'
生
宿
に
要
す
る
犠
牲
が
少
い
と
と
'
而
し
て
又
住
民
の
智
能
が
低
-
向
上
心
が
乏
し
い
こ
と

は
､
住
民
経
営
の
農
林
業
の
敬
展
を
規
制
す
る

l
の
要
因
と
な
っ
た
O
聖

[1日す
れ
ば
'
住
民
は
生
行
が
出
蘇
れ
ば
そ
れ
で
満
足
L
t



そ
の
限
度
に
於
て
農
林
業
を
経
営
す
る
の
で
あ
る
o
従
っ
て
彼
等
の
巣
林
業
は
生
清
に
直
接
関
係
あ
る
種
板
に
限
定
さ
れ
､
特
に
栄

作
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
｡

ム
ル
ク
テ
ユ

リ
MultatuliI
本
名
デ
ソ
ケ
ル

E

duard
DouwesD
ekk
er-
の
言
を
籍
れ
ぼ
'
｢
爪

畦
人
は
本
質
的
に
農
夫
で
あ
る
｡
彼
等
の
生
れ
た
土
地
か
ら
は
僅
か
の
労
働
に
封
し
て
多
-
が
酬
ひ
ら
れ
る
の
で
'
彼
等
は
勢
仏
産

柴
に
心
を
そ
1
ら
れ
る
｡
特
に
彼
等
は
そ
の
最
も
熟
練
し
た
水
田
の
耕
作
に
は
身
も
魂
も
打
込
ん
で
熱
心
に
な
る
｡
爪
時
人
は
水
田

の
虞
中
で
成
長
す
る
｡
我
等
は
少
年
時
代
か
ら
も
う
父
と

1
緒
に
田
畑
へ
行
っ
て
梨
や
鋤
を
持
ち
父
を
助
け
て
堰
に
畑
に
樺
概
周
水

に
働
く
の
で
あ
り.ll
.
彼
等
は
収
穫
に
よ
っ
て
自
分
の
年
齢
を
算

へ
'
水
田
の
栢
拙速
の
色
か
ら
季
節
を
計
る
O
禦

苛
は
自
分
と
共
に
邪

を
刈
っ
て
ぬ
る
仲
間
の
賓
と

一
緒
に
ゐ
る
畔
に
動
素
に
ゐ
る
や
う
な
詣
着
を
感
ず
る
.
彼
等
は
米
を
教
か
ら
離
す
た
め
楽
し
気
に
歌

を

帽

JL
乍
抗

､
碑
た
--
1
米
穀
硝
い
て

ゐ
る
村
の
少
女
の
呼
か
ら
妻
を
見
つ
け
る
D
整
苛
つ
封
を
=
h

i.J
-
れ
る
二
三
匹
の
派
牛
社

用
葡
す
る
J
J
J
J
が
~
彼
等
に
TU
つ
て
は

微
笑
ま
し
き
理
想
で
あ
る
｡

･
つ
ま
-
爪
畦
人
に
と
つ
て
は
'
米
社
作
る
こ
と
は
'
.

フ

ィ
ン

地
方
及
悌
蘭
西
南
部
に
於
け
る
葡
萄
栽
培
の
如
き
も
の
な
の
で
あ
る
｡
｣

如
此
-
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ャ
は
本
来
的
に
は
原
始
的
薦
林
業
を
経
営
す
る
の
で
あ
り
'
家
長
紋
所
或
は
又
或
る
意
味
に
於
け
る
村

落
経
済
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
.
然
る
に
歓
洲
人
'
後
に
は
又
米
国
人
が
渡
来
し
.
特
に
和
蘭
が
東
印
度
諸
島
里

又
配
す
る
や
'
彼

等
は
白
組
又
は
白
園
人
の
利
益
の
馬
め
に
貴
林
業
の
発
展
を
指
向
し
た
の
で
あ
る
O
再
び
ム
ル
ク
テ
ユ-
に
謂
は
し
む
れ
ば
'
｢
頗
る

に
､
其
虞

へ
外
国
人
が
西
洋
か
ら
や
っ
て
釆
て
､
そ
の
国
の
主
人
と
な
っ
て
了
つ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
彼
等
は
そ
の
豊
薦
な
土
鞄

か
ら
利
益
を
得
･Li
う
と
望
ん
だ
o
叉
'
軟
薙
巴
の
市
場
に
よ
り
多
-
の
利
益
を
投
ず
る
生
産
物
の
属
に
そ
の
努
力
と
時
間
と
を
捧
げ

t7

る
こ
と
を
そ
の
住
民
に
命
じ
た
の
で
あ
る
｡｣
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欧
米
人
の
農
林
業
経
営
又
殊
に
和
磯
の
農
林
業
政
策
は
自
国
又
は
白
鞄
民
の
利
益
を
目
的

と
す
る
の
で
あ
-
'
従
っ
て
任
肘
の
本

木
的
経
営
を
そ
の
値
に
存
嘩
す
る
JJ
と
を
許
さ
な
い
O
詳
言
す
れ
ば
､
彼
等
は
簡
印
に
於
て
世
界
的
需
要
の
大
な
る
農
林
産
物
を
栽

培
せ
し
め
'
そ
の
漁
業
利
潤
i
l商
柴
利
潤
と
追
及
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
け
･P
住
民
経
常
の
農
林
業
は
こ
の
目
的

に反
せ
ざ
る
限
-

に
於
て
認
め
ら
れ
る
と
謂
ふ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
O

木
型
侶
し
な
い
農
林
酷
似
の
栽
培

で
あ
-
､
･71r
の
二
は
搬
米
式
大
規
楳
経
営
の
農
林
米
､
所
謂
盤
随
の
驚
展
で
あ
-
.
第
三
は
蘭
即

農
林
業
の
サ
鼎
if
場
依
存
性
の
生
成
で
あ
る
.

後
述
す
る
が
如
く

蘭
印
に
於
て
は
今

日
多
種
多
様
の
農
林
産
物
を
産
す
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
中
､
蘭
即
に
固
有
す
る
も
の
は

極
め
て
少
い
の
で
あ
-
.
t
J部
分
の
品
種

は
外
国
よ
り
輸
入
栽
培
し
た
の
で
あ
る
｡
今

蘭
即
鼎
林
産
物
の
厚
床
地
を
見
る
に
､
左
未

の
通
-
で
あ
-
.
蘭
印
を
原
産
地
と
す
る
凄
林
産
物
中
特
に
重
要
な
る
も
の
は
米
と
胡

根
に
過
ぎ
な
い
｡

蘭
印
に
固
有
せ
ざ
る
轟
林
産
物
の
栽
曙
は
自
然
の
倭
で
は
そ
の
敬
展
を
望
み
難
い
｡
従
っ
て
こ
れ
を
促
進
す
る
満
め
に
は
'
自
由

主
義
経
所
の
下
に
栽
増
者
た
る
住
民
の
牧
人
を
増
加
す
る
か
､
若
し
-
は
統
削
主
義
経
済
の
下
に
住
民
に
栽
巧
を
強
制
す
る
か
'或
は

又
自
由
主
義
'
統
制
主
義
の
別
む
問
は
す
'
欧
米
人
企
業
を
明
/働
す
る
か
~
何
れ
か
に
依
ら
ぬ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
.
而
し
て
自

由
主
義
経
僻
の
下
に
於
て
.
輸
入
種
農
林
産
物
の
栽
培
に
閲
L
t
住
民
の
収
入
を
確
保
す
る
方
策
は
少
-
と

も
最
初
の
問
は
失
敗
で

あ
っ
た
O
何
故
な
ら
ば
､
住
民
は
収
入
よ
り
も
寧
ろ
感
情
的
に
固
有
の
農
林
業
に
執
着
を
有
つ
の
み
な
ら
ず
'
農
林
業
の
利
潤
は
結

局
に
於
て
少
数
の
農
林
産
物
問
屋
に
吸
収
ru
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
りOIo
文
献
米
人
企
業
は
十
九
世
紀
の
前
年
期
に
於
て
は
政
治
的

DeK.Angelino,ColonlalPcpllCy,lI,P143･1)
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理
由
に
基
き
蘭
印
政
府
が
歓
迎
し
な
い
の
み
か
'
寧
ろ
拒
否
す
る
政
策
を
探
周
し
た
の
で
あ
る
o
従
っ
て
取
入
穫
農
林
産
物
の
栽
増

は
,王
と
し
て
強
制
栽
培
に
伐
っ
て
行
は
る
.･
外
注
は
た
か
っ
た
の
だ
.

闇
印
に
於
け
る
強
制
栽
培
は
通
常

一
般
的
張
制
労
働
の
範
境
内
に
取
扱
は
れ
る
の
で
あ
る
が
'

一
般
的
強
制
労
働
は
道
路
'
橋
梁

等
主
と
し
て
土
木
工
事
に
適
用
さ
れ
る
夫
役
で
あ
り
､
又

1
種
の
頑
硯
と
解
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
に
封
し
'
強
制
栽
培
は
コ
ー
ヒ

ー
等
に
付
い
て
住
民
に
栽
培
を
強
制
し
'
生
産
物
は
政
府
の
定
む
る
慣
格
に
て
供
出
せ
し
む
る
と
共
に
'
そ
の
1
部
を
レ
へ
ン
ト
等

住
民
官
吏
の
所
得
と
し
て
徴
収
す
る
の
で
あ
る
o
従
っ
て
或
は

1
般
的
張
制
労
働
に
対
し
特
殊
的
碍
制
労
働
と
稀
し
て
も
よ
い
で
あ

東
印
度
農
林
業
の
性
格

寮

二
番

五
六
1

第

三
択

五
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らう.強制栽培は十九世紀の年ぽ過ぎ迄.I,Lヤパ'スマトラの西海岸及びメナド附近に行ほれたのであるが'その

訣1..I最好例はコーヒーに付いて行はれたるブリアンゲル･システムPreanmerSystemである.

廿アンジュ-ノAngel!nDに依dlは'張制裁増に係る潮地面頑は案外少-､娼制裁増の最も盛な-し7八四〇-一八五〇年

に於でさへ僅か○去%であ-二八五五年には三二1%に低下したAJ"0

搬米式大川根撲林謀の鵠侶及L4,消印頗林業のせ粗朽場伐存性は攻.LU窯皮相関関係にたつ㌔駄米浦閥がi/観桜LGL柴林′,dpf経営をなせる結果として､欧米人が蘭印に横死するにつれ此鹿にも酎洋式の農林業経営を行ふは常然であるが'大規模経営は大量生産を伴恵ふを以って.大iE場の存在に保件FlけられるC換言すれば､若し蘭即のみを市場とするときは'大規模経営の農林柴は生成竪展の飴地が甚だ少いと謂払得るであらう0而して欧米人又符に和蘭が世鼎市場を封奴として蘭印の尭林柴詮展を指向せる以上'蘭印に於ける農林業のi(規楳経営化は敢展の素

地を斌興せられるのである｡

国際市場への依存性は世界の景気奨動に影響されることを濠期せねばならないと共に'世界的不況を克服し､
又はこれに堪ゆる方策を用意せねばならない.その方策に閲し蘭即が巷蔓せるものに二つあるOその1は世界的不況を解摘せんとするものであ-'主要農林産物に付いて国際カルテルを結成し'その頂椎を維持せんとするのである｡その二は農林業に開し多角経営をなし'或る程の農林産物の不況を他種の巣林産物の好況に依ってカバ

ーせんとするのである｡

世界的不況と謂っても.その種頬張慶は多岐多様であるQ或は個別的商品に関するものがあ-､或は個別的産

l)PreangerSysternに付し･TはDeK･
AngellnO･･
C.コ･lon】alPolicy･
II
･

pp.
18
,
19を容照せられよ｡

2)上紙
,
Co一onialPoIICy,
Ir
,p1
44
･



糞
部
門
に
関
す
る
も
の
が
あ
-
･
更
に
文
金
産
業
部
門
に
通
じ
て
起
る
も
の
が
あ
る
D
又
そ
の
張
度
が

表

で
な
い
こ
と
は
撃
て
謂

ふ
む
僕
た
琴

い
で
あ
ら
う
･
躍
っ
て
世
界
的
不
況
封
策
と
謂
っ
て
も
'
不
況
の
硬
頬
張
変
に
麿
じ
そ
れ
ぞ
れ
紫
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い

1

の
は
勿
論
で
あ
る
O
但
し
仝
産
美
等

言

張
度
の
世
界
的
不
況
に
付
い
て
は
如
何
な
る
封
策
も
効
具
が
甚
だ
少
-
'
従
っ
て
か
1
る
･

世
鼎
的
不
況
の
l
環
を
望

遠

林
業
の
不
況
に
付
5,
て
は
'
前
述
し
た
る
が
如
き
蘭
印
の
到
策
の
効
果
に
も
多
-
の
期
待
を
か
け
待

な
い
で
あ
ら
う
｡
又
農
林
糞
の
み
に
存
す
る
不
況
で
あ
つ
て
も
･
蘭
印
の
封
策
た
る
国
際
カ
ル
テ
ル
又
は
多
角
経
営
は
要
す
る
に
個

別
商
品
の
対
策
1LI,J
J晋

,
濃
林
詣
重
殺
の
不
況
に
関
し
て
は
対
策
の
対
象
が
別
個
の
範
憶
に
渇
す
る
の
で
雪

荒

ら
'
怒

還

薄
い

で
あ
ら
う
.
か
-
し
て
蘭
印
が
牒
EE,し
た
る
農
林
業
の
不
況
封
策
は
所
詮
惜
別
商
品
の
不
況
に
封
し
て
の
み
望
み
な
喝
す
る
こ
と
が

?l1
帝
る
と
=
rlふ
o

上
蔀
釦
準

レ
学

芸

如
き
聞
印
農
埜

諾

性
格
の
奨
化
が
或
る
程
度
右
罪
の
住
民
経
常
を
止
揚
せ
し
め
た
る
は
敢
て
謂
ふ
迄
少

な

い
O
烈
し
な
が
ら
住
民
の
農
林
業
が
,J
れ
に
凶
つ
て
全
面
的
に
は
揚
菓
さ
れ
な
5･
の
は
勿
論
で
あ
っ
て
.
尿
史
と
習
慣
里

朝
に
し

て
扶
拍
し
去
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
O
更
に
墨

面
よ
-
謂
ふ
に
･
和
蘭
の
末
印
度
統
治
の
鮎
よ
｡
見
る
も
'
在
来
の
住
民
盤
林

党
紀

雁
滅
せ
し
む
･hQ
,LJ
JJ
は
得
策
で
な
い
D
･p
Tl洋
式
旗
林
詣
経
営
は
資
本
主
務
に
立
脚
す
る
の
で
あ
-
'
金

蒜

の
利
潤
追
放
を
目

的
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
･
住
民
の
利
益
は
努
力
の
再
生
産
に
限
定
し
て
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
雪

又
絶
じ
て
謂
は
ゞ
'
住
民
の
安

居
柴
土
と
言
ふ
鮎
も
閑
却
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
｡
警

蒜

蘭
は
住
民
の
文
化
向
上
こ
そ
企
警

す
'
又
希
等

ら
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
が
･
住
民
の
陳
某
に
は
可
成
-
の
苦
心
.還

っ
て
ゐ
た
の
で
あ
-
･
こ
れ
が
薦
め
に
住
民
の
習
慣
尊
重
を
モ
ソ
･L
-
と
し
た
の

だ
｡
和
蘭
の
植
民
政
策
の
成
功
が
調
ほ
れ
た
の
も
章
は
こ
の
鮎
に
締
着
す
る
と
思
ふ
O
従
っ

て
和
蘭
の
住
民
統
治
の
必
要
よ
り
謂
つ

束
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
審

五
六

三

罪
111就
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東
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
審

五
六
四

第
三
叔

八

て
'
住
民
巣
林
業
の
保
存
は
要
請
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

更
に
又
住
民
盤
林
菜
の
寵
展
は
農
林
業
経
営
の
観
鮎
よ
-
も
肯
定
せ
ら
れ
る
.
高
度
資
本
主
義
の
渡
展
に
従
払
多
-
の
閥
に
於
て

は
農
林
糞
も
老
木
主
我
化
す
る
傾
向
を
有
つ
の
で
あ
る
が
'.
農
林
i1兼
は
工
銘
菓
に
止
し
て
故
稗
の
進
歩
も
頼
著
で
は
な
-
.
機
械
化

の
程
度
も
低
い
の
で
あ
り
'
殊
に
弊
働
聾
の
低
廉
な
る
所
に
於
て
は
資
本
主
羨
農
林
巣
の
複
層
は
些
牧
的
遅
々
た
る
理
由
を
有
っ
の

LL
-あ
る

.
和
し
rtJ
舶
即
は
Lj
に
そ
の
好
例
LIEE的
ふ
./
A
.て
凌
･･T
J‥

I
-
｢=
)

C

蘭
即
に於

て
住
民
農
林
業
の
顧
慮
が
丑
認

せ

ら
れ
る
経

済

上

の

根
接
は
'
第

1
に
は
労
働
費
の
低
廉
な
る
に
存
す
る
の
で
あ
-
I

家
長
経
済
の
性
質
上
賃
銀
と
し
て
支
出
せ
ら
れ
る
も
の
が
少
-
､
又
賃
銀
が
支
排
ほ
れ
て
も
そ
れ
は
比
較
的
低
廉
で
あ
る
｡
と
の
外

土
地
に
宴
す
る
資
本
の
少
蘇
な
る
こ
と
も
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
一
の
事
由
で
あ
-
'
蘭
印
の
住
民
は
父
組
便
乗
農
林
耕
地
を
占
有

L
t
土
地
に
何
い
て
創
設
資
本
も
設
備
賓
本
も
殆
ん
ど
要
し
な
い
O
か
-
し
て
召
辰
東
和
架
は
生
産
車
力
低
麻
と
な
-
.
香
車
茨
ひ

技
術
の
鮎
に
於
て
又
経
営
規
模
の
鮎
に
於
て
献
米
人
貴
林
業
に
劣
っ
て
ゐ
て
も
'
佃
且
つ

こ
れ
に
封
し
競
争
力
を
有
つ
の
で
あ
る
｡

加
之
'
不
況
が
襲
界
す
る
も
欧
米
人
農
園
の
如
-
互
前
な
る
固
定
資
本
の
賃
め
に
異
は
さ
れ
る
こ
と
た
く

事
業
の
縮
小
も
此
蛭
的

容
易
で
あ
っ
て
'
も
と
も
と
素
朴
な
が
ら
や
り
来
っ
た
多
角
経
営
を
巧
に
清
相
し
不
況
に
部
癒
し
て
事
業
の
柊
襖
を
行
ふ
こ
と
が
自

由
で
あ
る
の
だ
｡

か
-
し
て
蘭
印
の
住
民
農
林
業
は
生
成
襲
展
し
､
そ
の
年
面
に
於
て
欧
米
人
農
林
業
に
封
し
強
力
な
る
競
寄
者
と
な
る
O
と
の
la

は
欧
米
人
農
林
業
が
発
展
す
る
に
従
払
愈
々

探
-
認
識
さ
れ
葬
っ
た
の
で
あ
る
が
'
恐
ら
-
は
欧
米
企
半
家
の
督
初
預
想
し
な
か
つ

た
所
で
も
あ
ら
う
0
又
そ
れ
と
共
に
住
民
巣
林
糞
の
生
成
驚
展
力
が
'
如
何
に
根
強
い
も
の
な
る
か
を
裏
付
け
る
の
で
は
あ
る
ま
い



か
O蘭

印
に
於
け
る
住
民
農
林
業
の
生
成
襲
展
の
程
度
従
っ
て
'
又
欧
米
農
林
業
と
の
競
宰
性
は
兵
林
産
物
の
品
種
に
償
っ
て
異
な
る

は
勿
論
で
あ
る
O
而
し
て
蘭
印
の
農
林
業
は
多
-
の
場
合
農
林
産
物
工
業
と

壷

を
な
せ
る
関
係
上
'
蔑
林
産
物
工
業
に
於
け
る
技

術
が
高
度
化
せ
る
も
の
程
住
民
経
営
は
欧
米
人
農
園
に
封
し
競
宰
性
が
薄
い
と
謂
つ
て
よ
い
C
そ
の
鮎
は
兎
も
角
と
し
て
t
か

､
る

議
事
は
競
尊
の
低
に
存
績
す
る
雪

欧
米
企
業
豪
の
中
に
は
住
民
廉
林
業
の
生
成
餐
展
を
利
用
す
る
も
の
が
あ
る
｡
製
茶
業
が

茶
菓

針
住

民

の
供
給

に

仰

ぎ

'
rJn
ム
製
造
業
者
が
住
民
の
濡
れ
ゴ
ム
丈
は
生
171
ム
む
新
入
す
り蒜

加
重
は
ii
Jの
主
要
な
る
例
で
あ
ら
う
C

か
^
.
る
望
ロ,

殴

誉

琴
林
学

工
住
民
巣
林
業
と
の
問
に
於
て
誓

還

産
の
提
携
が
行
は
れ
る
こ
と
-
な
る
O
何
故
な
ら
ば
'
製
茶
業

.+～

.γ

ヽ

林

産

物
を
包
括
的
に
原
料
と
し
て
附
風
工
場
を
経
営
す
ア
蒜

ら
で
あ
る
｡

然
し
な
が
ら
,
蘭
即
農
林
業
に
開
し
欧
米
人
経
営
と
住
民
経
営
と
の
提
携
は
更
に
他
の
意
味
に
於
て
他
の
部
面
に
於
て
展
開
TU
れ

つ
-

あ
る
の
で
は
あ
る
罠

か
.
そ
の

一
は
経
営
の
分
野
で
あ
る
.
農
園
経
営
と
住
民
経
営
と
は
巣
林
産
物
の
榎
頬
に
麿
L
J
て
長
所

と
短
所
と
教
具
に
す
る
の
で
あ
=
ノ.
従
っ
て
個
別
撰
瞬
上
よ
-
も
国
民
紅
顔
上
よ
-
も
柄
者
に
涜
格
の
分
野
を
定
む
る
こ
JJ
が
稗
策

で
あ
る
の
だ
｡
従
っ
て
例

へ
ば
泊
邦
子
は
轟
園
撃

富
に
′'

コ
コ
邦
子
は
住
民
経
営
に
委
す
傾
向
が
生
じ
て
ゐ
る
｡
又
米
も
住
民
経
営

を
可
と
す
る
や
う
で
あ
る
.
而
し
て
如
此
き
分
野
の
決
定
は
国
際
情
勢
の
摩
化
と
共
に
骨

1
骨
重
要
視
せ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
｡
蘭
印
は
卸
蘭
の
植
民
地
で
あ
る
と
は
謂

へ.'
国
際
情
勢
の
悪
化
に
碓
払
'
経
済
上
の
猫
立
地
域
と
し
て
国
民
経
済
を
機
構
附
け

る
こ
JJ
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
.
従
っ
て
住
民
の
生
活
安
国
は
漸
次
重
要
視
さ
れ
､
こ
の
鮎
よ
-
住
民
の
生
椿
に
関
係
あ
る
農
林
産
物

束
印
度
農
林
業
の
性
格

第
1竃

空

ハ
五

雪

面

九

一
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克
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
番

空

ハ
六

第
三
既

10

は
住
民
経
営
に
委
す
べ
L
と
の
主
張
が
成
立
す
る
帯
で
あ
-
'
又
そ
れ
と
共
に
か
1
る
分
野
の
確

立
は
そ
れ
だ
け
蘭
印
の
農
林
柴
の

護
展
､
従
っ
て
又
農
園
の
告
発
に
役
立
つ
と
凪
ふ
｡
佃
又
か
1
る
鮎
よ
り
謂
は
ゞ
'
閥
際
情
勢
の
襲
化
は
蘭
即
農
林
業
の
性
格
托
付

き
再
度
の
弊
化
を
欝
ら
し
た
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡

韻

二

毒

農
村

産

物

に
個
潮

蘭
印
の
柴
林
産
物
は
多
種
多
様
で
あ
ゎ
'
又
そ
の
産
額
も
甚
だ
大
で
あ
り
'
蘭
ulEl
の
生
産
物
中
第

1
位
を
占
む
｡

巣
林
産
物
の
程
叛
は
ゴ
ム
､
砂
喝

茶
'

コ
-
ヒ
-
.

コ
コ
ア
'
煙
草
'

コ
プ
ラ
'
榔
千
油
(
パ
ー

ム
オ
T
ル
)､
米
'
玉
屈
葬
'
ト

ビ
オ
カ
'
朗
唱

キ
ナ

､
カ
ポ

ソ
ク
'
サ
イ
ザ
ル
.
麻
'
チ
ー
ク
等
々

概
容
に
暇
な
-
'
熱
帯
茄
熱
帯
の
蔑
林
産
物
は
殆
ん
ど
そ
の

登
校
類
を
藍
す
る
の
で
あ
る
｡
更
に
又
農
林
産
物
は
そ
の
用
途
よ
り
見
れ
ば
'
食
料
品
及
び
工
業
用
原
料
が
あ
る
｡

農
林
産
物
の
程
a
Jが
如
此
-
大
な
る
は
'
蘭
印
が
熱
帯
に
位
置
し
て
ゐ
る
に
因
っ
て
'
熱
帯
植
物
の
多
楳
性
を
表
現
し
た
の
で
あ

-
'
又
面
積
が
甚
だ
廉
大
で
あ
-
'
大
腰
に
於
て
は
海
洋
に
近
き
も
'
同
量
'
季
節
風
の
影
響
を
受
-
る
程
度
が
異
な
る
に
基
-
の

で
は
あ
る
が
'
他
方
に
於
て
'
各
地
域
特
に
lジ
ャ
バ
'
ス

マ
･L
Jフ
'

ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ヤ
に
は
高
峻
な
る
中
央
山
脈
が
貫
通
し
､
低
地
と

高
地
の
双
方
に
於
て
可
能
耕
地
が
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'

地
方
に
依

っ
て
温
度
を
具
に
し
'
従
っ
て
種
&
,の
異
な
る
鼻
林
産
物
を

栽
培
し
得
る
の
で
あ
る
｡
規
に
準

皿
以
下
の
低
地
よ
り
千
米
以
上
の
高
地
に
至
る
迄
各
種
の
農
林
植
物
を
植
栽
し
て
ゐ
る
C

如
此
-
蘭
ETT
は
竺
卸
的
及
び
立
鰻
的
に
地
勢
を
具
に
し
'
か
1
る
自
然
的
倖
仲
の
多
様
性
が
農
林
産
物
の
多
種
性
を
筒
ら
し
た
の

で
あ
る
が
'
そ
の
外
前
述
の
如
-
蘭
印
政
府
が
蘭
印
に
固
有
し
な
い
各
種
の
農
林
植
物
を
外
囲
よ
り
輸
入
し
､
そ
の
栽
培
を
奨
励
し



た
る
こ
と
も
亦
農
林
産
物
の
多
種
性
を
襲
展
せ
し
め
た
る
有
力
な
る
素
因
で
あ
ら
う
｡

濃
林
産
物
の
生
産
額
が
大
な
る
と
と
は
'
高
喝

高
張
'
俄
烈
な
る
光
線
'
季
節
風
の
影
響
､
地
味
の
良
好
等
に
基
-
の
で
あ
り
､

又
河
川
の
多
い
こ
と
は
離
慨
に
便
益
を
輿
ふ
る
の
で
あ
る
が
'
蘭
印
政
府
の
農
林
業
助
成
先
が
寄
輿
す
る
こ
と
も
ie
で
あ
る
O
こ

れ

等
の
鮎
は
既
に
三
ln
し
た
の
で
も
あ
,e
/

又
今
夏
詳
説
を
要
し
な
い
と
息
ふ
｡

蘭
印
農
林
産
物
の
多
く
は
輸
出
す
る
の
で
あ
-
'
こ
の
輸
出
に
伐
っ
て
蘭
印
及
び
和
蘭
経
済
の
敬
展
を
簡
ら
し
た
の
で
あ
る
が
'

そ
の
半
面
蘭
印
経
済

の
世
界
綬
所
に
封
す
る
債
存
性
が
娼
大
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
O

次
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満
州
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増
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火
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濡
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.
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東印度農林祭の性格第二審五六八第三就1二

に付き重大なる関係を有つが薦めに外ならぬ｡備附表｢蘭即主要巣林産物輸出高の世界輸出高に封する此率｣は

蘭即農林業の世界的地位を説明する1の賓料となるであらう｡

第三葦農林業の構成及び悔質

部i郡部利発Si.梯戚

蘭印に於て農林柴人口は杢有業者中如何なる割合を占むるか.1九三〇年国勢調査報骨に伐れば､仝有柴着二〇､八七1'〇五〇人中'崇林業に従事するものは三L'四五〇㌧二五六人'垂有業者に封する割合は六四･四四%であり'この内ジャバ'マドゥラは八へ八九三､六1二1<'外領担'五五六'六EIl二人であ-､雨着の比率は前者が

六六二二%､後者は三二丁八八%を占む｡

農林業の構成､特に鼻園経営と住民経営との関係並びに各種豊林産物の相関関係を従業者数に依って把捉したいのであるが.正確なる賓料がない.而して前鵜の各種農林産物の生産又は輸出高(表｢尉即主要農林産物盆璽同表｣｢蘭印主要虚林産物輸出高来｣)もこれ等の構成関係を指示するのではあるが'更に耕地面積に依って蘭印農林業

の構成を明にしようO

([)農園経営と住民経皆の耕地面積左表｢農園の敦並びに耕地面積｣及び｢住民経営の耕地面積｣は農

ヽ

園粧皆と住民経営との相関関係を不完全ではあるが或る程畢不すことが出来るであらう.表｢墓園の数並びに耕地面積｣は桑園の法律上の性質を基準として農園敦と耕地面積を計上したのであるがtJJれに依れば.一九二元
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住 民 経 営 の 耕 地 面 積‖ (早位 -タダ-ル )

地 方 別 】年 次

l
一九三〇年
一九三八年
-JノLJ二二ノLlL:

合 計

一九三〇年
一九三七年
一一九三八年
-づし三九年
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0.08 は 562F72≧ o/i
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X 】 X
339.229i (I19
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半非梗概用地,家印,淡水養魚fltrl,F,JL,:梱帆 頗水養魚弛及び南バンタム州に於 ける焼畑地はこの数字中に含まれ

TJ.-い｡
捕 -九三〇年煙の住民人口に依って罪LH.0

第鞘 東部t]ンポクに於では一九三四年一月から粍IXii統計が作成されてゐる｡従って,H)及びT.ンポクに付いては一九三

四年から完全なる数学を利用し得ることゝなった｡

× 不日Eo
1)IndischVerslag.1940,blz.260より作成｡
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束
印
度
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業
の
性
格

第
二
巻

五
七
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第
三
助

7
四

あ
る
が
'
こ
の
内
に
は
外
領
は
pJ(
リ
及
び

ロ
ン
ボ
ク
の
耕
地
を
合
む
に
止
ま
り
'

ス
マ
ト
ラ
'

ボ
ル
ネ
オ
'

セ
レ
べ
ス
等
外
領
の
大

部
分
は
包
撃

｡
れ
て
ゐ
な
い
.

AJ
の
故
に
J,,7,
L
r/〟
.

マ
ド

ゥ
ラ
忙
付
い
て
の
み
農
園
経
皆
と
住
民
経
営
と
を
比
較
す
る
に
.
前
者
は

二

･九
五
%
､
後
者
は
八
八
･
〇
五

%
を
占
め
､
後
者
の
方
が
造
か
に
大
で
あ
る
O
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∵
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詫
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耕

地
紺

租
準

許
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;
J
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れ

に
伴

s
･
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=

lE

九

.
二

九

年
の
如

何

所

和
の
i(
7･TJ
は
'.r･,
ム
､
昇

湘
和
ri,

コ
ー
ヒ
ー
F
砂
糖
r
コ

コ

邦
子
'
敗
軍
の
順
序
と
な
る
の

で

あ

る

が

'

ゴ
ム
の
根
付
面
積
は
'
他

の
煮
林
産

物

よ
り
断

然
大
で
あ
-
'
仝
農
園
棺
付
面
積
の
五

丁

九
四
%
を
占
む
｡

恥
券
柵
昏
空
難
囲
8
蝉
離
U
L.
市
禦
産
団
帝

こ

(
担
痔
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束
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
巻

五
七
四

第
三
波

1
八

第
二
節

農

林

業

の
特

質

蘭
即
農
林
業
は
農
園
鐙
皆
と
住
民
経
営
と
に
分
れ
'
両
者
が
措
抗
せ
る
こ
と
は
度
々

述
べ
た
る
所
で
あ
り
'
こ
れ
以
上
説
明
を
要

し
な
い
と
思
ふ
｡

朗
.iJIL
曲瓦
利
産
物
仁
匝
隣
T:
考
形
式
乍
托
ホ
>
て
も
市
三
慣
れ
た
の
で
あ
る
が
-熊
村
群
画

の
多
--､が
川
舟
各
叱
城
に
輔
仕
き
れ
F措

際
競
零
に
曝
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
若
し
国
際
カ
ル
テ
ル
が
成
上･Il
し
た
い
場
合
に
は
.
国
際
市
場
に
か
け
る
斉
等
上
の
備
付
は
比

較
生
産
費
の
低
際
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
｡
又
倍
命
開
際
カ
ル
テ
ル
が
成
立
し
た
と
し
て
も
'
例
へ
ぼ
そ
れ
が
慣
柊
'
生
産
節
を
協

定
す
る
場
合
に
は
'
品
質
に
関
す
る
読
替
は
依
界
と
し
て
行
ほ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
経
営
合
理
化
を
要
請
す
る
｡
而
し
て
蘭
uI口
は

熟
'
光
'
雨
量
､
地
味
等
の
自
然
的
僚
件
が
良
好
な
る
に
加
へ
'
農
林
技
術
が
政
府
の
政
策
及
び
専
門
家
の
研
究
に
伐
っ
て
桐
営
高

度
に
敬
達
し
'
生
産
費
の
低
下
又
は
品
質
の
向
上
を
滑
ら
す

一
の
素
因
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
外

蘭
印
の
努
力
及
び

土
地
代
が
相
封
的
意
味
に
於
て
低
廉
な
る
こ
と
も
農
林
業
の
生
産
費
の
低
下
に
空

音

'
そ
の
生
成
蔑
展
に
寄
興
す
ほ
こ
と
が
大
で

あ
ら
う
｡
こ
の
即
に
関
す
る

l
の
好
例
は
砂
糖
と
コ
プ
ラ
に
於
け
る
蘭
即
と
比
島
の
生
産
費
比
較
に
案
ほ
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
｡

上
述
し
た
る
鮎
以
外
に
も
'

主
と
し
て
自
然
的
保
件
に
基
-
蘭
印
農
林
業
の
優
位
が
あ
-
'

生
産
費
の
低
廉
を
蘭
ら
す
の
で
あ

る
｡
蘭
印
に
於
て
も

1
年
生
轟
林
産
物
の
植
付
及
び
快
穫
期
は
大
鰐

一
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
例

へ
ば
米
に
於
け
る
が
如
-
､

同
じ
地
域
で
も
植
付
収
櫨
期
を
具
に
し
て
も
美
文
な
い
も
の
が
あ
る
｡
か
1
る
植
付
及
び
収
穫
期
の
多
様
性
は
官
許
農
業
部
門
仝
鰐

と
各
個
別
経
済
に
封
し
て
二
様
の
影
響
を
輿
ふ
る
｡
そ
の
1
は
所
謂
季
節
労
働
者

S
ais.n
･arb
elter
が
比
較
的
少
い
こ
と
で
あ
た

礎
つ

て
季
節
努
働
に
伴
な
ふ
賃
銀
騰
貴
を
避
け
得
る
鮎
で
あ
る
｡
そ
の
二
は
農
産
物
の
加
工
糞
の
操
幾
度
に
比
較
的
恒
久
性
を
有
た



し
め
'
従
っ
て
叉
そ
の
経
常
税
標
を
比
較
的
最
適
慶
に
決
定
し
得
る
利
益
も
あ
る
｡
又
こ
れ
と
共
に
､
右
加
工
業
に
於
て
は
原
料
た

る
鼻
産
物
の
ス
ト
ッ
ク
が
然
ら
ざ
る
場
合
よ
り
も
少
-
な
る
の
で
あ
る
.

夏
に
又
'

l
坂
に
蘭
印
の
蔑
林
産
物
は
生
長
が
早
-
､
植
付
よ
-
収
種
の
期
間
が
短
い
の
で
あ
る
が
'
農
林
産
物
中
に
は

l
箇
年

数
回
の
収
穫
が
あ
-
､
或
は
激
宅
作
し
得
る
も
の
が
あ
る
｡
例

へ
ば
甘
庶
は
藁
潜
に
放
て
は
植
付
よ
り
収
樺
迄
竺

年
季
近
く
を
要

す
る
に
反
し
､
蘭
印
で
は

1
年
で
威
熱
す
る
9
丈
油
相
子
は
数
回
の
収
種
が
あ
-
.
米
も
二
毛
作
し
得
る
の
で
あ
る
｡
而
し
て
成
熟

靭
間
が
短
-
'
撤
回
に
亙
っ
て
収
推
し
得
る
も
の
は
'
又
雑
業
庚
の
恒
久
性
･･表

替
規
模
の
長
瀬
兜
に
関
し
て
有
利
と
な
る
G
伸
ま

た
ゴ
ム
の
如
き
は
殆
ん
ど
常
時
的
に
タ
ノ
ブ
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
'
ゴ
ム
工
場
は
貴
通
度
の
経
営
規
模
の
下
に
絶

へ
ず
同

1
の
操

業
塵
を
経
緯
す
る
こ
JJ
が
朝
解
る
埋
ぎ
め
る
の
だ
｡

上
帝
､
蘭
印
蔑
林
柴
の
優
位
に
閲
し
語
千
の
考
苧
虻
加
へ
た
の
で
あ
る
が
､
空

く

前
述
の
優
位
は
第

蒜

は
自
然
的
傭
僻
に
塞

く
の
で
あ
り
､
次
ぎ
に
は
敢
倉
上
-

土
地
の
廉
債
は
土
珊
制
度
に
基
-
と
い
ふ
意
味
に
於
て
社
食
的
の
件
質
を
も
帯
び
る
と
恩
ふ

-

.及
び
経
済
上
ル
事
由
に
因
る
の
で
あ
る
｡
而
し
て
轡
折
上
の
事
由
の
中
に
は
例
へ
ぼ
低
質
銀
の
如
き
自
然
的
自
律
性
を
帯
び
る

も
の
も

あ
る
が
､
丈
例

へ
ぽ
農
林
技
術
の
改
良
奨
脚
の
如
き
政
府
の
政
策
に
馬
す
る
も
の
も
少
-
な
い
｡
更
に
叉
･
右
の
如
q
u園
民

経
済
的
事
由
の
外
に
経
営
経
済
的
事
由
も
あ
る
｡
白
燕
的
保
件
に
郎
癒
し
て
操
業
度
又
は
経
営
規
模
を
最
も
有
利
に
叉
は
最
も
適
度

に
決
定
す
る
は
こ
れ
で
あ
る
｡
以
下
蘭
印
農
林
業
の
経
営
軽
碑
的
面
よ
り
深
く
考
察
し
ょ
う
O

先
づ
蘭
印
農
林
業
の
鯉
皆
規
模
に
論
及
し
た
い
の
で
あ
る
が
'
住
民
経
営
は
資
料
が
十
分
峯
は
心芸

か
ら
ー
鮪
-
考
案
の
範
囲
外

に
措
き
'
革
ら
農
園
経
営
を
封
象
と
し
て
論
究
し
た
い
o

束
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
番

五
七
五

第
三
班

7
九



東
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
懸

五
七
六

第
三
批

二
〇

農
林
業
の
経
営
規
模
を
測
定
す
る
糠
準
と
し
て
は
耕
地
面
積
が
遠
雷
す
る
も
の
で
あ
り
､

文
科

竺
同
校

仔は
締
付
面
積
と
生
産
面

積
と
の
別
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
'
植
付
面
積
を
探
る
JJ
と
～
し
よ
う
O
而
し
て
植
付
面
積
は
豊
林
産
物
の
槙
糊
に
依

っ
て
異
な
る

の
で
あ
る
か
ら
r.
熊
朴
=lTiT
の
鮮
-=L:liikJ椀
を
測
定
す
る
場
合
に
j2
'
某
紙
酔
物
の
杭
輔
別
に
発
案
す
る
,AJ
J
.が
蹄
恵

で
あ
･S
う
O

p'(

.

マ
ド

ご
フ
と
外
領
の
宙
別
に
依
っ
て
経
営
規
模
の
異
な
る
を
知
る
の
で
あ
る
e

今
そ
の
槽
勤
を
捕
ぐ
れ
は
､
砂
粒
芸
乱
J
ソ
>

バ

､

マ
ド
ゥ
7
)

は
九

〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
､
ゴ
ム
は
ジ
ャ
バ
'

マ
ド
ゥ
ラ
四

C
O
ヘ

ク

タ
ー
ル
､
外
領
六

〇
Cjへ
ケ
タ
ー
ル

､

コ

ー
ヒ

I

は
ジ
ャ
バ
'

マ
ド

ゥ
ラ
三

〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
'
外
領

1
七

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
'
茶
は
ジ
f
バ
'

マ
ド

ゥ
三

二
五

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
､
外
領

九
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
'
煙
草
は

シ
ャ
バ
'
マ
ド

ヮ
ーフ
七

〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
'
外
壁

毛

0
ヘ
ク
タ
ー
ル
､

キ
ナ
は
ジ

ャ
バ
'

マ
ド

ッ

ラ

一
五

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
'
外
領

二

〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
'

油
杯
子
は
ジ

十
バ
'

マ
ド
ゥ
ヲ

l
五

〇
へ
グ
々
-
ル
､

外
債

1
､
五
〇
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
等
で
あ
る
.
佃
参
考
の
薦
め
仝
農
園
を
通
じ

1
農
園
昔
-
の
耕
地
面
積
表
を
添
付
し
た
.

恥
手
練
遭
JJB
J]糎
5
.1
面
映

9
0)
囲
弟
LJ

(
嶺
宙

-
P

P

I

ヽ
V
)
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農
林
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第
二
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五
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第
三

舵

9
9山
44

.2u
gB
S
Z

9
r1
8

7

H

c
t
9
.3

博
ド

提

控

匡

75
7
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Ei.'0
3
5).t
i

50)

))
bTlj淋
｢
敵
国

日
管岸

U1.t=域
造

｣
i
F

W
芸

i
o

如
此
く
農
林
産
物
の

檀
那
と
地
域
と
に
係
っ
て
梅
村
面
頓
即
ち
経
営
規
枝
を
臭
に
す
る
は
'
恐
ら
-
は
榎
頬
と
地
域
に
依
っ
て
最

適
慶
経
営
規
模
が
輿
な
る
が
薦
め
で
あ
-
'
各
農
園
は
可
及
的
に
最
適
廉
粁
皆
規
模
の
下
に
操
業
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
ら
う
.
而
し

て
農
園
の
最
適
庭
経
営
規
程
は
附
展
工
場
の
規
模
に
も
任
有
す
る
の
で
は
あ
る
が
'
管
理
費
の
最
低
'
詳
言
す
れ
ば
'
農
園
の
畢
位

面
積
首
-51
に
要
す
る
支
配
人
等
､
職
員
の
費
桶
を
最
少
な
ら
し
む
る
こ
と
に
依
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
｡経

営
経
済
の
面
よ
-
見
た
る
蘭
印
農
林
業
の
他
の
特
質
は
多
角
耗
鴬
で
あ
る
｡
此
虞
に
朗
謂
多
角
溶
皆
と
は
簡
LllE
の
地
域
内
に
於

て
同

一
の
企
某
が
各
種
の
旗
林
産
物
撃

で
れ
ぞ
れ
別
個
の
経
営
醍
又
は
経
稗
貫
位
と
し
て
栽
巧
加
工
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
.
党
葬

多
角
経
営
は
地
域
を
異
に
し
て
'
例

へ
ぽ
蘭
印
と
和
蘭
､
マ

レ
I
牛
島
等
に
於
て
同

lL
金

兼
が
孝
-
の
経
営
鰹
を
樺
成
す
る
こ
JJ
が

あ
-
'
又
色
々

の
産
業
部
門
問
に
.h
rて
'
例

へ
ば
農
林
業
と
エ
斐
'
銃
先
を
経
営
す
る
こ
と
も
あ
る
が
､
此
底
で
所
謂
多
角
経
営
と

は
か
1

る
庚
義
の
多
角
経
営
を
除
外
し
'
蘭
印
円
の
み
に
於
て
専
ら
農
林
菜
に
付
い
て
行
は
れ
る
多
角
経
営
に
限
局
し
た
い
｡
叉
如

此
-
限
局
す
る
に
依
っ
て
蘭
印
農
林
業
の
特
質
が
鮮
明
と
な
る
｡

農
林
柴
産
物
が
多
種
多
様
で
あ
る
場
合
に
は
'
特
に
計
量
的
で
な
-
と
も
'
農
林
業
の
み
に
付
い
て
多
角
経
営
が
生
成
襲
展
す
る



は
自
然
で
あ
る
が
.
蘭
印
に
は
農
林
業
の
み
の
多
角
経
営
が
経
営
性
の
聾
輝
の
薦
め
に
計
葦
的
に
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
換
言

す
れ
ば
'
農
林
業
の
経
営
合
理
化
の
一
方
策
と
し
て
多
角
控
皆
が
生
成
襲
展
し
た
｡

抑
々
'
農
林
産
物
は
束
供
の
良
否
､雨
量
の
多
寡
､暴
風
雨
及
び
轟
音
の
有
無
等
自
然
的
保
件
に
因
り
て
毎
年
男
囚
の
別
が
あ
り
'

そ
れ
白
鰹
に
於
て
慣
格
の
礎
動
を
懲
ら
す
素
因
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
､
か
･-

る
蝦
合
の
慣
柊
の
襲
勤
は
農
林
露
物
の
各
構
鞘
又
は

生
産
地
域
別
に
伐
っ
て
異
な
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ら
う
.
更
に
丈
閏
印
農
林
産
物
の
如
-
世
風
各
地
域
に
輸
出
し
'
国
際
市
場

へ
の

依
存
性
が
追
い
場
合
に
は
､
世
鼎
景
範
の
襲
動
に
依
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
元
釆
､.
世
界
且伊
東
の
饗
動
は
濃
林
産
物
の
腰

凶
に
基
-
坊
ムH
も
iuh.･1
な
い
の
Lf･-は
あ
る
が
､
他流
林
跨
物
の
旧
ぷ
-m
-.I1r謙
れ
て
語
草
す
る
こ
と
も
多
い
O
而
し
て
草
範
が
垂
簾
繋
部
門

.
_
'

｢
L]rrd

遵
林
産
物
の
受
く
る
影
響
の
程
度

に
差
異
あ
る
JJ
と
は
ル

一-
た

い
小

耳
景

筑
豊

警
即
が
牛
JtLL八
の
旅
心先
部
門
m
か
に
讃
は
れ
り13
,tL
ItL･31

あ
-
'
そ
れ
が
各
覆
り
農
林
産
物
に
及
ぼ
す
影
響
は
程
々
で
あ
ら
う
O
特
に
豊

林
産
物
中
に
は
食
料
品
'

祇

椎

原

料
等
生
宿
必
需
品

又
は
そ
の
原
料
た
る
も
の
と
'
奪
移
晶
久
は
生
藍
財
の
原
料
た
る
も
の
と
の
別
が
ゐ
-
'
経
っ
て
各
碍
農
林
産
物
に
付
い
て
慣
柊
の

変
動
は
必
ず
し
も

一
棟
で
な
い
と
思
ふ
｡
要
フ
一'
農
林
置
物
は
そ
れ
白
糖
だ

fE;て
惜
輯
確
割
の
薫
四
を
包
蔵
し
'
濃
林
産
物
の
各
種

構
文
は
生
産
地
域
別
に
伐
っ
て
償
格
襲
劫
の
時
期
及
び
幅
を
異
に
す
る
外
､
そ
れ
が
国
際
市
場
に
撃
Ll
す
る
場
合
に
は
'
世
果
景
気

の
饗
動
に
因
っ
て
慣
格
が
静
勤
し
'
而
し
て
そ
の
奨
勤
の
態
様
は
巣
林
産
物
の
種
類
に
依
っ
て
異
な
る
こ
と
が
多
い
｡
こ
れ
等
慣
格

の
奨
動
は
蘭
印
の
塞
林
産
物
に
付
い
て
も
連
用
を
見
る
の
で
あ
っ
て
'
左
の
国
表
は
蘭
印
農
林
産
物
の
傾
柊
の
挙
動
が
如
何
に
大
で

め
-
､
又
そ
の
慣
格
の
廼
動
が
農
林
産
物
の
穫
頬
に
伐
っ
て
如
何
に
異
な
る
や
を
覚
知
せ
し
む
る
で
あ
ら
う
｡
佃
こ
の
慣
格
の
襲
動

東
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
審

五
八

一

第
三
競

二
五
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忙

付
い
て
は
更
に
直
ぐ
後
で
吟
味
し
た
い
｡

豊
林
産
物
の
賃

の
挙
動
は
農
林
柴
に
於
け
る
利
潤
に
影
響
息

ハふ
る
こ
と
去

る
の
で
あ
る
が
'
今
各
複
の
農
林
産
物
中
に
付

い
て
多
角
経
営
を
な
す
と
き
は
･
或
る
程
度
景
気
の
影
響
を
平
均
化
す
る
こ
と
を
得
､
農
林
実
の
危
険
分
散
'
利
潤
の
安
定
化
に
役

立
つ
JJ
と
が
出
乗
る
の
で
あ
る
.
尤
も
と
の
場
合
如
何
な
る
種
警

轟
林
産
物
を
選
接
し
て
組
合
せ
を
豊

美

き
ゃ
は
十
分
の
研
究

が
必
要
で
あ
り
,
又
か
-
選
捧
さ
れ
た
る
農
林
産
物
の
経
営
規
模
を
如
何
に
定
む
る
や
も
検
討
す
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
､
何

れ
に
す
る
も
･
選
揮
さ
れ
た
る
蓋

の
農
林
産
物
を
適
度
の
規
模
の
↑
に
経
営
す
る
と
き
は
､
そ
の
綜
合
髄
で
あ
る
企
業
は
多
角
経

∴
珊

-∴
/:I-I
､
..L･.,･{∵

∴
]
(
..I...
.A:LL
･∴

∵

.∴
㌧

百
E:
つ
染
至
JLLi加
つ
チ

Jr
J
J
へ
=
封
祭
笈
lLJ.･,lT
3-
--

こ
-
J
)
.Lr,lり一口
.
,LJ
れ
忙
侍

り
tJ
締
出
諌
び

空
相
絹
が
純
批
さ
.れ
r

そ
の
結
果
偶
相
も
比
較
的
安
定
す
る
や
う
械
構
附
け
ら
れ
て
は
ゐ
る
の
で
あ
る
が
F
JU
S･園
際
寛

の
み
に
讐

て
傾

稀

の
維
持
､

利
潤
の
安
定
を
確
保
し
得
な
い
9
何
故
な
ら
ば
､
農
林
産
物
の
豊
凶
は
自
然
的
候
件
の
制
約
を
受
-
る
こ
去

大
で
あ
-
'
景
気
の

饗
動
も
国
際
協
定
の
支
配
力
の
喝
外
-

づ
る
JJ
と
が
多
い
の
み
な
ら
ず
,
国
際
協
定
は
塵
そ
の
構
成
品

に
警

統
制
力
を
市
場

な
ら
し
む
る
素
因
を
有
つ
か
ら
で
あ
る
.

今
蘭
印
主
要
蓑
林
産
物
の
慣
柊
の
奨
勤
を
吟
味
し
,
又
そ
れ
を
国
際
協
定
丁

走

っ
て
叉
こ
れ
に
基
-
蘭
印
政
府
の
統
制
策
I

と
の
閲
聯
に
於
て
考
案
せ
ん
が
薦
め
,
前
掲
し
た
る
国
表

｢
蘭
印
主
要
農
林
産
物
の
債
格
指
数
｣
を
再
び
考
秦
の
封
象
と
し
よ
う
｡

右
の
国
表
に
依
れ
ば
二

九
二
〇
年
よ
り

l
九
三
九
年
の
間
に
於
て
r
各
讐

裳
林
産
物
の
債
柊
は
大
腰
に
於
て
同

一
の
嬰
動
傾
向

を
と
っ
た
の
で
あ
-
二

九
≡

年
よ
ヱ

九
三
四
年
迄
の
世
界
的
不
況
を
底
と
し
'
そ
の
以
前
は
相
掌
向
-
'
そ
の
以
後
は
漸
次

東
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
審

五

八
三

第

三
航

二
七



束
印
度
農
林
業
り
性
格

第
二
告

五
八
四

第

三
択

二
八

回
復
の
跡
を
辿
っ
て
ゐ
る
｡
然
し
な
が
ら
､
濃
林
産
物
の
種
額
に
依
っ
て
は
慣
柊
挙
動
の
時
期
は
必
ず
し
も

一
致
し
て

ゐ
な
い
o
例

へ
ば

.L
九
二
五
年
rJn
ム
と
コ
ー
ヒ
ー
は
壁
筒
慣
格
を
J
I.R
し
て
ゐ
る
が
'
砂
糖
と
茶
は
前
年
よ
-
下
落
し
.
特
に
砂
折
は
下
落
が
甚
し

..二

:
./J...日
.J.;
:/
I.二･.7
∵

T.iI=∴
卜
JIL

･.
7才

T
ii
-

J

トー
二
lノ

U
~
h11
｣.′L

T旬
山剤
H
Lー
.■W
ノ

L-I-
ノ,T
｣
ノ
日比

=
.

ヒ

1.卜=〓
"bLlu-
ノi
.7ノ｣ノ

･T
l二
=
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■

ノ
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三
七
よ
-

二

二
'
キ
ナ
皮

(
1
九
三
〇
年
以
降
)
は
八
〇
よ
-

一
二
六
迄
転
勤
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

然
ら
ば
国
際
協
定
の
成
立
と
豊
林
産
物
の
債
格
の
饗
動
は
如
何
な
る
師
係
に
あ
る
や
O
異
に
ゴ
ム
'
砂
糖
'
茶
及
び
キ
ナ
に
付
い

て
国
際
協
定
の
成
立
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
'

コ
ー
ヒ
ー
に
関
し
て
は
世
界
最
大
の
生
産
国
た
る
プ
ラ
'･,ゾ
ル
は
夙
に
自
国
産
の
コ
ー

ヒ
ー
に
付
き
供
給
制
限
に
依
る
償
格
釣
上
策

V
a
lo
rlZaLl.n
を
と
-
た
る
外
'

1
九
三

ハ
年
に
は
中
南
米
九
箇
園
が
コ
-
ヒ
I
の
輸

出
制
限
を
目
的
と
す
る
国
際
協
定
を
締
結
し
た
る
が
薦
め
に
'
蘭
印
崖
の
コ
ー
ヒ
ー
も
或
る
程
度
債
柊
の
維
持
に
均
霜
し
得
た
の
で

あ
る
｡
仇
つ
て
以
下
JJ
れ
等
の
国
際
協
定
を
甲
心
と
し
て
昔
話
農
林
産
物
の
慣
柊
壁
勤
に
考
察
を
加
へ
よ
う
O

ゴ
ム
に
付
い
て
ほ

1
九
二
二
年

ス
テ
ィ
ブ

ン
ソ
ン
協
定
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
､
JJ
れ
は
蘭
印
そ
の
他
の
地
域
が
参
加
せ
ず
'

故
力
は
薄
弱
で
あ
っ
た
C
従
っ
て
こ
の
協
定
は
結
く
度
外
視
し
'

1
九
三
四
年
結
成
せ
ら
れ
た
る
国
際
協
定
を
封
象
と
し
た
い
.

1

九
二
IE
r年
以
降
ゴ
ム
の
債
格
は
大
鰐
上
昇
過
程
を
辿
り
'
又
そ
れ
以
前
に
比
し
著
し
く
安
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
も
借

相
昔
の
高
低
が
あ
っ
た
｡
又
砂
版
に
付
い
て
は

1
九
二
二

年
チ
ャ
ド
ボ
ー
ン
協
定
が
成
立
し
､
慣
柊
は
比
較
的
安
定
し
て
ゐ
た
と
は



謂

へ
･

聖

絡
歩
調
を
JJ
つ
た
の
で
あ
る
･c

JU
れ
は
チ
.
ド
ポ
ー

ン
協
定
が
専
ら
砂
糖
輸
出
国
に
伐
っ
て
結
成
せ
ら
れ
'

自
給
自
足

策
の
下
に
増
産
を
漬
け
る
地
域
が
加
盟
し
な
か
つ
た
名
め
に
'
統
制
力
が
韻
か
つ
た
こ
と
に
も
基
く
の
で
あ
ら
う
.
而
し
三

九
三

七
年
更
に
張
力
な
る
国
際
協
定
が
結
成
せ
ら
れ
て
以
来
は
'
砂
糖
の
慣
格
は
少
し
-
上
昇
傾
向
を

不
し
た
の
で
あ
る
｡
何
れ
に
す
る

も
'
砂
糖
の
国
際
協
定
が
成
立
し
て
以
釆
'
そ
の
慣
柊
が
従
来
に
比
し
ょ
り
安
定
せ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
思
ふ
.
更
に
又
茶
に

関
し
て
は

1
九
三
〇
年
国
際
協
定
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
'
慣
格
は
却
っ
て
可
成
り
の
幅
を
以
っ
て
下
落
し
た
o
こ
れ
は
恐
ら
く

]I.]
L)

右
の
協
定
が
単
に

製
茶
業
者
の
私
的
協
定
苧

Q
が
溺
め
に
統
制
力
が
薄
謝
で
あ
っ
た
の
に
基
-
の
IL
.め

il:
従
っ
て

1L
九
三
三
句
政

府
が
嘗
尊
者
と
な
っ
て
国
際
協
定
を
締
結
す
る
や
'
茶
の
慣
格
は
i(
閏
上
昇
傾
向
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
が

'こ
の
間
に
+q
'て
も
年
に

北
し
売
る

JJ
と

は
否
認
出
奔
な

い
て
走
ら

う

･

歩
き
に
コ
ー
ヒ

ー
竺

九
三

ハ
年
'
中
南
米
諸
国
が

ヵ
ル
テ
ル
を
締
結
し
て
以
it
'

相
々

上
騰
し
た
る
も
'
元
布
こ
の
カ
ル
テ
ル
は
加
盟
国
所
産
の
コ
ー
ヒ
ー
の
品
質
が
多
様
な
る
に
因
っ
て
慣
柊
決
定
に
つ
き
相
常
の

自
由
聾

盲
を
認
め
た
る
関
係
も
あ
つ
た
が
薦
め
で
も
あ
ら
う
'
幾
程
も
な
-
し
て
慣
格
は
再
び
下
落
し
た
の
で
あ
る
O

キ
ナ
尻
に
関
し
て
は
夙
に
国
際
協
定
が
成
立
し
て
わ
た
と
は
謂

へ
､
も
と
も
と
キ
ナ
の
大
部
分
は
蘭
印
に
於
て
生
産
lJJ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
､
壷

ろ
国
内
的
統
制
の
性
質
豊

帯
び
る
と
謂
ふ
も
差
支
な
い
で
あ
ら
う
｡
而
し
て
キ
ナ
斑
に
関
す
る
統
制
が
最
も
張
化
し

た
る
は

i
九
三
四
年
蘭
印
政
府
の
統
制
令
'
叉
特
竺

九
l二
七
年
キ
ナ
制
限
令
制
定
以
帝
の
こ
と
で
あ
り
'
そ
れ
以
後
は
キ
ナ
皮
の

慣
格
は
少
し
つ
1
で
は
あ
る
が
上
昇
し
て
ゐ
る
｡

上
帝
叙
越
し
た
る
事
鷺
よ
旦

1の
結
論
を
導
き
得
る
と
思
ふ
o
そ
の
一
は
ー

蘭
甲
王
要
農
林
産
物
の
債
格
は
可
成
り
の
轡
動
が

東
印
度
農
林
米
の
性
格

第
二
巻

五
八
五

第
二
面

二
九



東
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
巻

五
八
六

第

三
既

三
〇

あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'国
際
協
定
又
は
こ
れ
に
閲
聯
す
る
国
内
統
制
が
行
ほ
れ
て
以
葬
は
､大
隈
漸
騰
過
程
を
と
-
つ
Il.
比
較
的
安

定
化
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
尤
も
と
の
軒
に
開
し
右
の
国
際
協
定
又
は
園
内
統
制
が
慣
柊
維
持
の
唯

1
の
原
因
な
る
や
に
付
い
て
は
疑

問
が
あ
る
o
JJ
謂

霊
風
味
は
､
順
路
の
維
持
が
世
界
胡
･,]悦
が

i
庶
縦
過
し
苧

il
筏
に
起
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
恐
悦
後
世
鼎
if
祝

J
T
J
二二
｣_｢
＼七
L̂
'

■リ.-ド

せ
ら
れ
る
の
で
あ
ゎ
､
従

っ
て

債

柊
の
維
持
を
必
ず
し
も
国
際
協
定
又
は
園
内
統
制
に
鯨
し
難
い
と
謂
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
は

コ
プ

ラ
､
パ

ー
ム
油
及
び
白
米
が
国
際
協
定
も
た
-
又
国
内
統
制
も
全
般
的
に
は
左
程
楓
-
な
い
に
掬
は
ら
す
'
他
の
豊
林
産
物
と

ほ
ゞ
同

1
の
慣
格
歩
調
を
と
っ
た
JJ
と
に
依
っ
て
或
右
岸
慶
裏
附
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
そ
の
鮎
は
属
も
角
と
し
て
'
圃

際
協
定
又
は
関
内
統
制
が
蘭
Lli
巣
林
産
物
の
慣
柘
の
維
持
に
多
少
の
寄
輿
あ
り
た
る
こ
と
は
否
認
出
来
な
い
で
あ
ら
う
｡

結
論
の
二
は
-
-
園
際
協
定
文
は
国
内
統
制
の
行
ほ
れ
て
か
ら
も
'
昔
話
農
林
産
物
の
慣
柊
は
多
少
の
撃
動
が
あ
り
､
経
っ
て
又

こ
れ
に
閲
聯
し
て
償
格
壁
動
の
時
期
及
び
幅
が
同

1
で
な
い
JJ
と
で
あ
る
｡

吾
々
は
蘭
印
農
林
業
の
特
質
の
一
た
る
多
角
経
営
を
吟
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
'
こ
れ
に
閲
聯
し
て
濃
林
産
物
の
慣
格
に
付
き
若

干

3考
察
を
加

へ
た
.
而
し
て
こ
れ
よ
-
生
す
る
結
論
は
､
国
際
協
定
又
は
園
内
統
制
下
に
於
て
も
'
各
種
の
農
林
産
物
は
多
少
の

程
度
に
於
て
偵
柊
が
軽
劃
し
'
又
撃
勤
の
時
期
及
び
幅
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
､
農
林
産
業
各
部
門
の
利
潤
も
異
な
る
の
で
あ
-
､

従
っ
て
各
種
の
農
林
産
物
の
生
撃
虹
超
音
に
組
合
は
せ
て
経
営
せ
ば
'
危
険
分
割
'
利
潤
の
平
均
化
を
達
威
す
ろ
こ
と
が
出
誓

｡

要
す
る
に
多
角
経
営
の
必
要
性
が
存
す
る
の
で
あ

る
｡

か
-
し
て
蘭
即
の
農
林
企
糞
の
多
-
は
多
角
経
営
を
行
っ
て
ゐ
る
.

ハ
ー
グ

二
ア

H
a
n
d
elsv
ereen
ig
二品
｡
A

m
s
terd
a
m
.こ

ヂ



寸

書
4
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､

･
{

･
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｡】五
一ttT･∴
･･
'
･
･皇

l響

リ
I
食
紅

()
etiM
lJ･
等
は
そ
の
好
例
で
あ
る
o
特
に

ハ
ー
グ

エ
ア
は

ジ

ャ
バ

'

ス
マ
-
フ
等
の
各
錐
に
亘

り
各
種
の
農
林
兼
を
経

営
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､

ス
マ
ト
ラ
東
海
岸
'
ア
チ

エ
ト

ク
パ
ヌ
ウ
リ
地
方
だ
け
で
も
ゴ
ム
'
茶
､
パ
ー
ム
油
'
繊
維
作
物
等

の
豊
国
を
経
営
し
t
.I,h
ヤ
バ
に
於
て
は
砂
糖
'
米
等
を
産
す
る
.
又
我
が
野
村
農
園
は
ボ
ル
ネ
オ
の
バ
ン
ジ

ェ
ル
マ
シ

ン
に

ゴ
ム
､

ス
マ
ト
ラ
に
パ
ー
ム
叫

コ
ー
ヒ
ー
を
植
栽
し
て
ぬ
る
の
で
あ
る
が
'
南
国
窪
謹
株
式
脅
社
も
'ゴ
ム
'
茶
'
コ

-
ヒ
㌧

コ
コ
ア
'

キ
ナ
の
連
関
を
経
営
す
る
.
佃
政
府
の
建
国
は
殆
ん
ど
凡
ゆ
る
農
林
菜
を
撃

官
し
て
ゐ
る
JJ
と
を
断
っ
て
お
く
O

多
角
紅
紫
を
行
ふ
場
合
､
各
班
の
酬1冠
木
産
物
は
揖
適
度
又
は
rJ
か
∴
l
近
き
群
驚
規
模
の
下
に
生
産
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
こ

れ

等
の
農
園
は
地
域
を
異
に
す
る
槻
合
JJ
同

山
地
域
に
て
立
地
せ
ら
れ
る
場
合
の
別
が
あ
る
O
而
し
て
後
者
の
場
合
に
は
多
角
経
常
の

唇
'.J
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-･)
L

L
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klJ･LJTF
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召
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生
産
技
術
及
び
料
紙
の
高
度

化
は

t
履

喪
揮
せ
ら
れ
'
生
産
性
の
昂
揚
｣〆
薗

ら
す
の
で
あ

る
｡
例
へ
ば
プ

ロ
ポ

リ

ン
ゴ

の
凍

簡

約

五

十
キ
ロ
に
所
在
す
る

ハ
ー
グ

ェ
ア
の
農
園
は
砂
糖
'
米
等
の
多
角
経
営
を
な
す
の
で
あ
る
が
､
延
長
三
十
キ
ロ
飴
に
亘
る
宛
慨
用
水

路
は
巧
概
精
細
を
極
め
'
農
園
の
生
産
能
率
も
甚
だ
高
い
｡

以
上
の
如
-
し
て
'
多
角
経
営
が
同

l
地
域
に
集
甲
す
る
と
き
は
'
多
角
群
皆
と
大
規
模
経
営
の
双
方
の
利
宗
を
同
時
に
収
む
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
o
JJ
の
鮎
は
闇
印
農
林
兼
の
特
質
中
で
も
と
り
わ
け
銘
記
pk)慣
す
る
と
恩
ふ
o

最
近
又
特
に
国
際
情
勢
の
変
化
と
共
に
蘭
印
に
於
て
も
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
政
策
が
行
は
れ
つ
1
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
農
林
業
に
於

て
も
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
政
党
は
米
の
自
給
白
足
兼
に

l
の
表
は
れ
聖

不
し
て
ゐ
る
｡
若
し
こ
の
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
政
策
が
強
化
せ
ら
れ
る

東
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
審

五
八
七

第
三
淑

三
7

_

忘

J

㌔

t

･..

Jt
f

.L

./I.
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東
印
度
農
林
業
の
性
格

第
二
審

五
八
八

第
三
蚊

三

二

場
合
に
は
､蘭
即
塞
林
柴
の
特
質
た
る
国
際
市
場

へ
の
任
有
性
が
相
常
の
影
響
を
受
-
る

こ
と
を
思
考
し
得
る
の
で
は
あ
る
が
'
と
の

場
合
.
従
布
の
鼻
林
産
物
の

l
部
を
例

へ
ば
栄
に
伐
っ
て
置
き
換
ふ
る
か
'
若
し
く
は
新
し
き
土
地
を
閉
経
す
る
か
こ
の
二
つ
.Q
方

法
を
考
慮
し
終
る
の
で
あ
る
O
而
し
て
畠
林
産
物
の
種
籾
に
謄
じ
て
幾
的
経
営
と
住
民
経
営
と
が
.h/
鰹
に
放
て
Fa
壬

〔
オ
】く
上
｣

二.古TJh
u
llL
Lつ
.<
二
F

サ
タ
ル
キ
ー
は
住
民
経
営
に
放
け

る
巣
埜

産
物
の
頓
新
の
確
執
か
諾
し
く
は
主
と
し
て
住
民
に
伐
る
耕
地
の
関
稀
に

係

っ

て

達
成
せ

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
､
そ
の
鮎
は
兎
も
角
と
し
て
､
農
園
の
産
物
は
依
然
と
し
て
国
際
市
場
に
依
存
す
る
JJ
と
1
な
る

で
あ
ら
う
｡
然
ら
ば
農
閲
の
国
際
市
場
依
存
性
は
止
場
す
る
JJ
と
た
き
や
'
こ
の
命
題
を
解
決
す
る
鍵
は
蘭
印
の
工
業
化
に
存
す
る

の
で
あ
る
｡
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12) 任長よの丘事は&四E:依って賢人ItられT:ろ任三言の政一 T為る.,=ほJLBlの座雷は,jQ 皿lbの且大分を含tp｡ (7) を計電ぢ監車は外iiLE:於汀ろ鳥出前穂高.:芸くもりで.店長jEの政幸はこrLより長坂の産窮と琵徐せる絶息B字である｡

r3) 丘EIの垂下は住B:鮮 上bE･見入牙を 含 TJ.岱J=丘として硯イT:る軒字は-?TP':於けるtE王達革の推定生産帯である. (S) tEミ匡C;取字は正男二者の左京高でらる｡旦B]の五覇EiR入5}と含Lro

(Ll) 住居歪の政事は且主立嘉として頒ITちれT:ろ史学.i♭農園の運転音を際して絡J=るものてみる｡ (9) y･rメ友乙に7ドゥヲのみ｡値し一九三四年以降はJ<リ及びつンflクを含LrB
(Sl R夫人旦EqのJE頓は住居Ibの果人骨を含TJ, 1 不明｡

(6) こU7奴勤 ま不党金である｡I)はこの他1:生産面硬の不明なるバyyの丙盈雇Em bjt吐きrtる打払び.=花の鼓土El萩の 暮1) hdLedlVer如 官1930-1940及び D e LaAdb｡u▼exptqtEeYaS- Yaロ･Vede血 dsetlI･ldLとlnl930,1931,1932･
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農 園 の 教 並 び に 耕 地 面 積'T)
(早世 -ククーP,)

也諺別 年 次 甘 昏 農 園 麦L有地L+ 永代借地 王 贋.盲~古~地~1農染租借地~1娼よりの軸足産地J冶 計
農 園 教 洩 面 魂 猛打面積 農問故憩面硬格付面葎農B]敦 鹿野丑畠田硬格付面鼓_丘嵐Zt払両者Z格付面積Bt園敷浪面硬輔廿面攻

ジT†rJ<茨ウぴ テ 一九三〇年一九三七年一九三八年一九三九年 1714ま414､ 】7.65620,52520.53120.582 16,99818,493】8,49818,601 71(2)62日)63(2)66(2) 566267i558,474558.193559,657･374,593386,319388.818393,lil9176一59,57260,18861.039早】tEIi-! I7375
外 一九三〇年一九三七年 4222 -23,352r 6,02610.6nl 7278 4766-741241Tn4(9)459765(22) 525(1)439(1)1.114,36lt3922m952,719r4059421(7)417i:.≡;4,7Fi,669,4401.407,238529,725p562超4
印土 一九三七年 321.70245,7331,001,156535,047 439952′719405β4213591-,7042,3892,461.5381.150,503

4 重積をi空ける楚tb各碩m .J農園取の中;:算入 されてゐIgい塵h-Lの軌 ま請弘内に示 しT:Q

tt 富ら住民農林産物の砧付けらる 耕ゝ地を除く｡
1) IndischVersLag.1940,blz266-261よ b作成.


