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一

層

1

才
,LA毒

農
産
増
強

Jヾ清
洲
開
拓
政
策
の
課
題

I.

i

山

岡

亮

一

大
東
亜
戦
等
動
程
以
乗
､
韓
内
の
努
力
'
菅
材

に封
す
る
未
曾
有
の
大
需
要
を
喚
起
し
あ
る
状
況
の
T
F
昭
和
十
七
年
よ
-
向
ふ

試ヶ年
に
.
.I十
=
鞘
lL
"
の
開
拓
旗
L

Li
三
溝
八
の
清
心
′坤…
謹
弟
常
の
招
致
兼
が
開
取
直
抗
の
十
二
川
‥
芋

川
日
の
開
講
に
於
Lr･'断
行

の

決定
を
見
..
勧
め
て
日
浦
爾
帝
国

の
不
動
の
国
策
た
る
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
た
.LJ
と
は
､
開
拓
の
推
進
が
重
大
時
局
下
愈
々
重
要

度
を
加
へ
つ
1

あ
る
こ
と
を
何
よ
-
も
推
群
に
物
語
っ
て
ゐ
る
.
開
拓
政
賢

繍
洲
囲
建
国
の
理
想
を
賛
現
す
べ
き
基
本
国
策
の

1

と
し
て
出
聾
し
て
よ
り
こ
ゝ
に
十

1
年
を
経
過
し
'
今
や
第
二
期
計
憲
の
段
階
に
進
み
つ
1
あ
る
の
で
あ
-
'
重
要
な
る
韓
換
期
に

嘗
画
し
て
ゐ
る
o
即
ち
そ
れ
は
満
洲
国
是
菜
に
下
さ
れ
た
至
上
命
令

｢
農
産
物
増
産
｣
に
全
力
を
あ
げ
て
奉
仕
す
る
事
に
よ
る
新
た

な
る
出
費
が
要
請
せ
ら
れ
て
ゐ
る
O
こ
の
時
に
普
-
､
わ
れ
わ
れ
は
過
ぎ
し
十

1
年
間
の
種
々
な
る
調
薬
研
究
の
結
果
に
基
く
積
極

性
あ
る
批
判
が
満
洲
開
拓
硬
展
の
た
め
の
基
礎
工
_作
と
し
て
何
よ
り
必
要
で
あ
る
と
痛
感
せ
ざ
る
を
得
ぬ
｡
し
か
も
開
拓
地
農
業
の

賛
態
は
殆
ん
ど
調
査
研
究
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
-
.
極
め
て
部
分
的
な
農
家
経
済
調
査
報
昔
を
見
出
す
忙
す
ぎ
ぬ
こ
と
は
開
拓
地

鼻
糞
経
営
の
健
全
な
る
聾
蓮
の
た
め
に
誠
に
遺
憾
な
こ
と
で
あ
-
I
か
1
る
調
査
報
骨
な
し
に
は
満
洲
開
拓
地
農
業
漫
展
の
1#
し
く

農
産
増
強
と
満
洲
開
拓
政
撃
い
課
題

第

三
番

二
九
七

第

二
班

1

01

1) 開拓政箕は産業開賛五ヶ年計麓,北過振興煉託 と相並んで満洲国民経済の
建設経帯的性格を嫡的に示すいはゆ る三大慣末の一一に数へ られ丁こo

2) 本岡武,描洲農業開拓に関する文蹴評論(農業 と経済,第八巻,第十二既)
八四頁｡



農
産
智
減
と
浦
洲
開
拓
政
策
の
課
賎

第
三
巻

二
九
八

第
二
批

10二

親
き
歩
み
は
期
待
せ
ら
れ
粗
い
の
で
あ
る
｡
本
年
三
月
滞
洲
に
施
行
し
､
北
満
の
二
'

三
関
拓
村

を
硯
奏
せ

る

際

､開拓
村
'
清
洲

柘
楠
公
社
'
開
拓
総
局
'
浦
鏡
p
開
拓
研
究
所
等
に
放
て
勃
々

の
得
難
き
教
示
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
'
以
下
主
と
し
て
こ
れ
ら
に

基
iu､
久
松
和
の
開
拓
蓑
#
Jに
関
す
る
資
料
む

祐

考

LJ
L
'
開
拓
政
策
に
規
JTJJj
め
た
へ
ら
れ
た
る
遅
寝
婚
描
な
る
深
遠
に
つ
き
､
唄

に
賛

邦
せ
ら
れ
｢-

衣
之
i!1
拝
iJ<
常

並
に
相
.畑
地
の
瑚
即
よ
り
見
て
.
推
挙

tJ
阻
･ijL
rTI･,Liu･覇
郎
日
英
讃
代
布
丁
乍
刀

rt=
L
T,

ノ
ゝ
ヽ
一Tl
ノ
t
l

〓

開
拓
政
策

の
目
標
と
農
産
増
強

開
拓
政
策
の
目
棟
は
旗
徳
六
年
十
二
月
二
十
二
日
の
満
洲
聞
布
政
策
基
本
要
綱
に
よ
れ
ば
'｢
東
歪
新
秩
序
建
設
の
席
の
道
義
的
新

大
陸
政
策
の
掠
鮎
を
培
養
確
立
す
る
を
目
途
と
L
t
特
に
日
本
内
地
人
開
拓
民
を
中
核
と
し
て
.
.

日
満
不
可
分
関
係
の
茸
化
'

民
族
協
和
の
達
成
'
国
防
力
の
増
強
及
び
産
業
の
振
興
を
期
し
'
乗
て
農
村
更
生
蔑
展
に
資
す
る
を
目
的
と
す
｣
と
述
べ
ら
れ
て
あ

･sl
.
要
は

｢清
洲
圃
建
国
の
理
想
章
現
の
た
め
の
指
導
民
族
の
堵
養
基
地
と
し
て
持
つ
重
+/
任
協
の
達
成
｣
で
あ
る
｡
こ
の
理
想
新

農
村
建
設
の
大
目
標
は
'
乾
固
よ
-
見
れ
ば
日
本
農
民
四
割
確
保
の
問
題
の
異
れ
る
表
現
で
あ
り
'
そ
れ
は
同
時
に
真
黄
適
性
経
駕

規
模
の
設
定
を
結
果
す
る
も
の
と
言

へ
る
o
と
こ
ろ
で
斯
様
な
不
動
の
政
策
目
棲
む
達
成
す
る
た
め
に
は
､
時
代
の
要
求
と
動
き
と

を
常
に
洞
察
し
て
誤
ら
ざ
る

t
歩
前
進
を
企
囲
す
べ
き
で
あ
-
'
か
･･る
意
味
に
於
て
顔
拓
政
策
は
上
越
の
最
高
目
榛
に
附
憶
し
て

い
は
ば
時
代
時
代
に
遠
慮
し
た
る
直
接
的
指
標
を
有
し
て
ゐ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
.
'こ
れ
ら
を

(
1
)
連
盟

易

の
目
標
･
(
f
l)

そ
の
後
大
東
亜
戦
争
勃
敬
に
写

Ln
問
の
目
標
'
(
≡
)大
東
正
教
季
勃
喪
以
複
の
目
標
に
大
別
す
れ
ば
'
郎
ち



醍

(

1)

狭
義
の
酸
防
政
黄
lL
.意
味
't
li誓
っ
､
且
磨

的
に
は
北
方
よ
-
の
侵
略
に
封
す
る
防
衛
椋
鮎
で
あ
-
'
又
兵
端
基
地
と
し
て

の
任
務
で
あ
る
.
入
植
昔
時
の
摘
草

千
振
等
は
か
ゝ
る
役
割
を
具
せ
る
典
型
で
あ
る
.

(
二
)

国
富
増
進
的
意
味
で
あ
-
.

能
ふ
か
ぎ
-
貿
易
収
支
を

有
利
化
せ
ん
が
た
め
の
'

特
用
作
物
又
は

商
用
作
物
の
増
産
方

〓
l.Tr_
,

環

に
即

席
し
て
'
未
開
の
原
野
の
新
た
な
る
開
拓
に
よ
る
耕
地
の
造
出
を
目
指
し
.
毎

よ
-
有
を
引
出
さ
ん
と
の
目
的
に
役
立
た
し

め
る
意
味
を
持
ち
'
こ
の
期
問
に
は
各
個
経
営
を
し
て
能
ふ
か
ぎ
り
漣
に
猫
]止
自
営
の
巣
糞
経
営
雅
た
ら
し
め
､
政
府
の
負
靖
は
能

ふ
か
ぎ
-
雛
か
ら
し
め
ん
と
の
意
規
定
含
む
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
O

(
註
)

こ
の
期
に
於
て
箆
光
正
ヶ
年
計
是
の

二
挙
で
へ･J
十
度
普
竜
物
の
智
東
.TTEW
L.L
茸
施
芸
れ
た
.か
.
弟
朝
の
っ
イソ
は
榊
TF
軒

の
際
必
襲
-
せ
ら
れ

る
D
を
の
綬

この
農
産
物
堵

蹟
計
盤
は

三
の
噌
達
目
標
に

大

修
正
が
加

へ
ら
れ
.
斡
出
振
興
出
に
呼

人
防
潤
か

第

日
順
位
を

梢

碍

し

'
国
展
jtL輔

の
安
定
が
攻
に
目
遥
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
0

革
)
大
東
韮
葦

墓

と
共
に
'

日
満
支
の
金
権
'
飼
料
基
地
た
ら
し
め
ん
と
の
日
棟
が
前
震

お
し
出
さ
れ
､
す
べ
て
は
食

糧

増
産目
榛
に
掃
す
る
が
如
く
で
あ
る
.
第
二
期
に
於
て
は
葛
巻
資
金
偉
鴇
に
せ
よ
'
満
洲
農
民
の
生
清
安
定
に
せ
よ
.
貨
幣
収
入

増
大
が
目
指
さ
れ
て
ゐ
た
に
対
し
て
'
こ
1
で
は
む
し
ろ
物
白
襟
の
増
産
が
目
的
と
な
る
.
こ
の
こ
と
は
開
拓
農
村
に
も
そ
の
ま
1

妥
昔
す
る
の
で
あ
っ
て
'
従
未
開
拓
用
地
と
し
て
保
留
さ
れ
て
ゐ
た
未
墾
地
を
意
速
に
開
垂
し
て
食
糧
の
臆
意
埠
産
を
頗
る
こ
と
が

要
請
せ
ら
れ
る
と
共
に
'
耽
耕
地
の
昇
任
面
積
嘗
-
収
穫
の
増
大
も
新
た
な
る
意
味
で
取
-
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
-
.
更
に
農
業

堵
働
者
の
不
足
に
基
く
濃
集
者

l
入
官
-
の
農
業
生
産
力
増
大
も
緊
急
の
課
題
と
な
る
｡

嘱粂開拓十年詰,--八東J})~F一二統 轄複展開としての情動が詳細 に述べ られ
てゐる｡

3)

4) 八木芳之助博士, 目捕支の施米Sl･WE堅 (時局と農村 4)三二一貢参照｡
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1
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農
産
智
強
と
確
洲
開
拓
政
策
の
諌
毘

第
三
番

三
〇
〇

第
二
既

1
〇
四

か
1
る
屈
分
は
第
二
､
第
三
期
に
於
て
は
第

一
期
の
目
標
が
重
く
精
液
せ
る
こ
と
毅
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く

同
様
に
第

一
.

第
二
期
に
於
て
も
農
業
生
産
力
智
大
は
終
始
摩
ら
ざ
る
農
糞
政
策
の
大
目
標
で
あ
-
'
そ
の
隈
-
開
拓
政
策
も
能
ふ
か
ぎ
-
こ
れ
に

協
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
云
ふ
迄
も
な
い
rJ
か
ゝ
る
償
分
は
た
だ
政
策
の
最
i(
韮
鮎
が
ど
こ
に
指
向
さ
る
べ
き
か
を
明
示
し
た
に
す

ぎ
ぬ
｡
併
し
僅
々
の
目
控
が
粕
並
ん
で
存
す
る
際
'
若
し
そ
れ
等
の
問
に
矛
周
を
生
じ
.
そ
の
い
づ
れ
か
を
取
精
選
韓
せ
ざ
る
を
得

拡
壕
儲
け
は
｣
加
の
罪
削
日
緋
が
生
か
さ
れ
れ
ば
な
･_̂
,LIL
.
し
か
も
㍗｣
の
茸
鮎
関
根
は
常
に
灘
想
朔
仙旗
村
塊
椎
耽
る
墜
楕
円
性
と
背

a溢
覇
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
G

上
述
の
如
く
現
在
開
拓
政
策
に
あ
た
へ
ら
れ
た
課
題
は
農
産
の
増
張
で
あ
り
､
そ
れ
は
い
は
ば

｢
至
上
命
令
｣
と
し
て
要
請
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
ら
ば
か
1
る

｢
至
上
命
令
｣
に
勤
し
.
現
賢
に
は
如
何
に
答

へ
ら
れ
つ
1
あ
る
か
'
又
如
何
に
答

へ
ら
る
べ

き
で
あ
ら
う
か
..
免
づ
第

1
の
問
題
に
つ
き
考
察
し
ょ
う
O
開
拓
政
策
の
直
接
の
搾
常
著
満
洲
転
相
公
融
は
昭
和
十
七
年
度
農
産
物

増
産
営
農
助
成
方
針
の
具
憶
策
を
決
定
驚
表
し
て
居
る
が
'
そ
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
､
開
拓
園
の
食
糧
農
産
物
増
産
の
奨
励
指

導
に
関
し
て
は
'
第

1
に
開
拓
園
現
在
の
瞥
農
進
度
よ
り
毒

づ
作
付
面
積
の
接
張
を
目
棟
に
し
て
'
尿
嘗
収
量
の
増
加
ikrは
か
る
こ

と
と
し
.
皆
兵
耕
作
改
良
の
郭
に
つ
い
で
は
差
富

-
最
も
簡
易
な
る
も
の
に
封
し
賀
施
の
徹
底
を
期
し
.
漸
次
高
級
集
約
的
に
進
行

す
る
如
-
普
及
奨
励
の
方
途
を
講
す
る
こ
と
と
な
っ
て
居
る
｡
こ
れ
が
苦
行
に
首
つ
て
は
集
中
指
導
国
よ
-
漸
次
他
園
に
及
ぼ
す
如

-
考
慮
し
､
左
記
要
領
で
章
施
す
る
｡

]

耕
作
面
積
蹟
張
の
奨
励

(
イ
)新
塾
の
奨
励

ト
ラ
ク
タ
I
に
依
る
横
根
開
墾
は
入
牢
珂
年
度
並
竺

毎

度
の
国
中
無
住
地

帯
入
植
園
に
集
中
し
'

1
般
的
に
は
富
力
に
よ
る
自
力
叉
は
請
負
開
墾
を
嘆
勘
茸
蒐
す
る
.
特
に
自
力
開
墾
は
共
同
作
業
と
し
て
組

揃洲評静,弟=二審,弗二三軌 三〇買｡5)
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･

･,･L･,--
･lJlり･,
-･････-･･1-i

t

革
位
の
下
に
計
憲
的
且
つ
共
助
的
に
嘗
施
し
'
こ
れ
が
技
術
指
導
に
つ
い
て
は
配
展
の
馬
耕
指
導
員
を
活
用
す
る
｡
(
ロ
)秋
耕
の
奨

励

改
良
農
法
牢

王
鰻
と
し
た
自
作
面
積
の
瑞
張
は
秋
耕
が
大
き
な
影
響
を
特
つ
の
で
'
次
年
度
プ
ラ
ウ
所
作
を
改
定
し
て
ゐ
る
耕

地

の
三
割
以
上
を
目
標
と
し
て
秋
耕
を
奨
励
す
る
｡

[]

収
榛
収
納
法
の
改
善
指
導

各
作
物
と
も
早
期
刈
取
'
未
堆
積
の
賛
施
､
除
穀
概
使
用
に
よ
る
脱
穀
の
賓
確
等
に
よ
り
安
生

収
穫
を
目
指
し
て
本
秋
よ
-
徹
底
し
た
指
導
を
行
ふ
.

n
]_

水
相
の
増
産
奨
励

耕
作
可
能
な
る
水
田
を
有
し
な
が
ら
努
力
不
足
な
ど
で
休
閑
し
て
ゐ
る
も
の
に

つ
い
て
は
耕
作
準
備
を

十
月

に
な
さ
し
め
る
ユ
声
ノ柑
導
助
成
方
改
む
講
ず
る
ゥ

旧

唯
肥
の
噌
虞
嘆
瀞

自
給
肥
料
中
畜
産
JJ
鍍
行
し
て
堆
肥
の
増
産
を
は
か
る
よ
う
補
講
を
守
秘
化
す
る
C

五

轟
耕
計
量
の
指
導

(
T
)本
年
度
よ
-
園
毎

義

畔
指
導
野

S
L柑
露
計
茎
化
し
.
.LB
棟
il-J
_
つp
浄
･El
決
髭
す
レ三

方
こ
れ
紅

理
解
せ
し
め
て
計
賓
的
な
増
産
に
努
力
せ
し
め
る
.
(
ロ
)農
耕
資
金
の
貸
付
に
雷

つ
て
は
園
の
賛
状
を
把
握
す
る
と
共
に
収
牲
期
に

お
け
る
資
金
の
不
足
に
留
意
し
'
増
産
達
成
の
た
め
資
金
獲
得
の
致
県
を
十
分
に
収
む
る
棟
指
導
す
る
.

以
上
は
満
拓
の
昭
和
十
七
年
産
増
産
指
導
方
針
の
大
綱
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
ょ
つ
て
満
額
が
開
拓
地
の
増
産
を
阻
止
し
あ
る
根
接

を
何
慶
に
把
撞
し
..
個
々

の
控
皆
を
如
何
に
指
導
す
る
JJ
と
に
よ
り
生
産
力
の
増
大
を
は
か
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
か
は

1
廠
知
り
得
る

'L

で
あ
ら
う
｡

注
目
す
べ
き
も
の
は
ま
づ
作
付
面
積
の
蹟
張
を
自
壊
と
す
る
郭
で
あ
-
'

ヤ

シ
ュ
ノ

7

の
言
葉
を
か
れ
ば
農
業
の
量
的

な
襲
展
が
目
途
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
は
労
働
力
の
増
大
或
は
経
営
故
術
の
喪
展
の
い
づ
れ
か
を
伴
ふ
こ
と
な
し
に
は
困

難
な
の
で
あ
-
'
即
ち
労
働
力
不
足
の
甚
だ
し
き
現
在
'
鼻
業
の
質
的
護
展
如
ち
農
糞
経
皆
方
津
の
高
度
化
を
前
提
せ
ず
し
て
は
考

農
産
堵
強
と
沸
洲
開
拓
政
策
の
課
題

第
三
番

三
〇
I

第

二
祝

1
〇
五

ヤ シ- ノ7,支那農民の北湘梯艮 i其前滋,七頁.6)



rr等'
T Jv

農
髭
噂
雅
-
砧
捌
開
拓
政
策

空

説
臨

第
三
母

三
〇
二

第
二
況

1C)大

へ
得
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
営
農
耕
作
改
良
の
鮎
に
つ
い
て
は
差
菖
り
最
も
簡
易
な
る
も
の
に
止
め
る
の
で
あ
っ
て
'
上

述

の
作
何
画
商
珠
張
目
棟
が
と
の
程
堅
,弘
達
成
せ
ら
れ
得
る
か
は
問
題
で
あ
る
o
秋
群
の
奨
励
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
居
-
､
秋
群
の
行

は
れ
ざ
る
開
絹
地
の
現
状
に
は
た
し
か
忙
慮
切
な
る
陪
導
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
が
､
現
在
何
故
に
勅
掛
が
な
さ
れ
屠
ら
ぬ
か
の
理
由

を
等
閑
に
附
し
て
ほ
な
ら
枚
い
の
で
あ
っ
て
'
土
地
配
分
の
完
了
こ
そ
先
づ
奇
手
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
.
白
己
の
耕
作
椎
を
有
す

る
土
地
の
未
決
先
iJ.i=
必
然
的
に
誰
熊

記
し
て
土
椎
の
管
誰
を
不
7
分
な
ら
し
め
い
糾
利
に
杖
ず
る
幹
カ
は
他
の

直

接

収

入
増

加
計

i
･

た
ら
す
も
の
に
振
り
常
て
ら
れ
る
の
は
富
然
の
こ
と
と
い
は
ね
ば
怒
ら
ぬ
｡
佃
堆
肥
の
増
産

嘆
願
に
せ
よ
水
稲

の
特
産

奨
励
に
せ
よ

要
は
努
力
不
足
又
は
努
銀
の
高
騰
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
'
そ
の
原
因
の
除
去
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
o
要
す
る
に
こ
の
案
は

細
目
に
わ
た
-
問
題
と
な
-
祐
る
郡
を
網
羅
的
に
列
馨
し
て
ゐ
る
か
に
見
え
｢
畢
な
る
指
導
を
以
て
し
て
は
到
底
そ
の
赦
臭
は
期
待

し
得
ぬ
如
く
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
-
'
更
に
首
燕
に
考
慮
せ
ら
る
べ
-
し
て
考
慮
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
鮎
も
有
す
る
の
で
あ
る
｡
勿
論

わ
れ
わ
れ
は
斯
様
な
経
瞥
指
導
上
の
増
産
方
策
に
止
ま
つ
.て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
'
夏
に

一
段
上
位
に
立
っ
て
増
産
を
阻
止
せ
る
諸

鮎
を
摘
出
し
'
そ
れ
に
封
す
る
施
策
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

攻
に
わ
れ
わ
れ
は

｢
至
上
命
令
｣
に
射
し
如
何
に
答

へ
ら
る
べ
き
か
を
問
題
と
し
よ
う
.

1
般
に
農
#
/隼
走
力
棺
大
の
方
法
に
は
b
/
の
三
つ
が
考

へ
ら
れ
る
o
即
ち

(
l
)
土
地
の
生
産
力
を
増
大
せ
し
む
る
方
津
'
(
二
〕

努
働
の
生
産
力
里
凧
め
る
方
法
'
(
≡
)
土
地
の
生
産
力
旦
長
め
且

つ
塔
働
の
生
産
力
を
も
高
め
畠
方
津
が

)̂
れ
で
あ
る
｡
考
察
を
開

.I

拓
政
兼
に
限
定
せ
ず
建
国
以
後
の
浦
洲
囲
鼻
業
政
策
に
つ
い
て
見
れ
ば
'
こ
～
で
は
尊
ら

(
一
)
の
方
法
が
と
ら
れ
葬
っ
た
の
で
あ

-
､
即
ち
具
賠
的
に
は
肥
料
'
哲
軍

準
[芸
p等
に
封
す
る
凝
策
と
し
て
硯
ほ
れ
て
居
る
が
'
土
着
民
の
鼻
糞
替
金
不
足
と
教
養
の

佐藤武夫,沸fJ111農米再編成の研究,八〇頁D7)



讐

一
I

雷

t

■
-

-

･･

-

t･凱
那

-

暫

劉
馴郡劉乱
刺
淵着

て

錬
加
の
下
で
幾
何
の
効
果
が
あ
げ
ら
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
.
充
も
あ
れ
従
来
僅
少
の
増
産
で
事
足
り
た
の
で
あ
る
が
'
大
東
弟
戟

季
以
後
そ
の
事
情
に
は
本
質
的
な
韓
襖
が
要
請
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
は
'

二
刀
に
於
て
は
船
腹
不
足
に
因
る
南
方
よ
-

の
食
糧
輸
送
の
困
難
に
塞
き
.
ロ
満
支
を
通
す
る
食
糧
の
自
給
が
賀
意
の
課
題
と
な
-
'
食
桟
増
産
が
愈
々

急
務
と
な
つ
た
こ
と
F

他
方
に
於
て
は
工
鋸
増
産
の
た
め
労
働
力
の
大
な
る
需
要
に
も
拘
ら
ず
逐
年
北
支
よ
-
の
大
浦
努
働
者
の
大
減
少
並
に
今
後
の
見
透

し
難
に
よ
り
'
単
に
農
産
物
の
増
産
を
期
待
す
る
の
み
に
止
ま
ら
す
'
よ
り
少
い
農
業
額
働
力
を
以
て
よ
り
大
な
る
農
売
物
の
生
産

を
な
し
'
農
柴
部
門
よ
り
の
健
側
塀
働
力
の
邦
佃
が
張
-
妥
請
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
C
換
言
す
れ
ば
'
推
索
取
ら
れ
て
来
た
如
く
土

地
垂
琴
刀
を
増
大
せ
し
む
る
に
止
i.ijら
雪

取
に
進
ん
で
甥
慨
の
先
薄
惟
l>癌

度
に
高

む
る
こ
と
が
新
た
な

｢
至
上
命
令
｣
に
迫
課

=

て
ゐ
る
如
き
'
躍
っ
て
rltJ
の
士
軸
の
LUE
然
的
.
社
に
鮮
兜
的
,t･TLi榊
的
技
巧
に
華
.TuTl
十
や
帽
弥
し
梢
て
居
ら
L,i両

院
竹
に
･7jJ舛
崇
業
tT.

こ
の
生
産
力
増
大
な
る

｢
至
上
命
令
｣
に
封
L
t
開
拓
地
の
直
接
指
導
者
た
る
満
祐
は
上
述
の
如
き
営
農
指
導
方
針
に
基
き
指
導

を
な
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
､
わ

れ
わ
れ
に
は
よ
-
裸
本
的
に

(
こ

開
頼
地
農
業
経
営
の
厚
賀
が
増
産
方
策
に
如
何
な
る
開
聯
を

持
つ
で
あ
ら
う
か
'
こ
の
質
理
の

下
に
増
産
を
推
進
す
る
に
は
如
何
な
る
鮎
を
考
藩
す
べ
き
か
'
(
二
)関
所
地
の
現
状
は
如
何
で
あ

ら
う
か
'
そ
の
中
に
増
産
を
阻
止
す
る
素
因
が
認
め
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
か
を
考
察
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
｡
開
拓
地
農
菓
経
営
の

i

原
理
確
立
は
､柘
諸
省
柘
預
局

｢
北
浦
に
放
け
る
移
民
の
豊
実
経
瞥
標
準
案
｣
(昭
和
十

二
年
刊
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
-
.

こ
の

｢
為
莫
経
営
棟
準
案
｣
は
開
拓
地
震
柴
経
営
に
A
'け
る
燕
史
意
義
を
持
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の
要
旨
は
攻
の
如
-

農
産
増
減
と
油
洲
開
拓
政
荒
の
課
題

第

三
巻

三
C
三

第
二
流

1
〇
七

北7掛 :於 Tは,T:とへLp北 唯 今簿閲 に 於 :1るが 如 く,耕地の畢付面積常り
の生産力は減退して もよろし いが, rFFi什捜下卑 潮の鐘岸カはこれを増加せ
ねLrTSらぬのと実 り,,単位郡 モノ[三'Jbの 生･整カ も 同時に高めねばT3らぬので
､f''J､

8)



農
産
堵
張
と
淋
洲
開
拓
政
策
の
課
題

籍
三
懸

三
(リ
円

第

二
班

10
八

で
あ
る
｡

(
イ
)

農
家
は
畑
作
を
主
と
し
.
之
に
i
部
水
田
を
取
入
る
る
と
共
に
家
畜
飼
糞
ib
L加
へ
た
る
混
合
農
業
の
経
営
を
濁
す
も
の
と

｣
r'

(L
n
/)

巌
簸

て
声
音

鮮
魚
商
環
は
二
C
剛
歩
と
し
7
.円
二
し
町
渉
は
耕
作
地
∵

札
叩
歩
は
放
牧
地
'
抹
草
地
及
び
林
地
と
し
､
残

-

1
剛
歩
は
除
軸
(
屯

池
.
菜
園
.
作
況
詳
)
と
づ

(

ハ

)

用
苔
と
し
て
緬
華

1
0
頭
'
成
牝
種
豚

l
:班
'
役
畜
及
び
用
富
と
し
て
午
'
馬
各

一
頭
宛
を
耗
入
す
る
も
の
と
す
｡

(

It
)

収
入
増
加
を
圃
る
薦
放
牧
採
草
地
利
用
の
牧
畜
及
び
通
常
な
る
副
柴
を
皆
む
外
.
可
及
的
共
同
経
営

(耕
作
'
牧
書
共
同
'

共

同

産
業
施
設
利
用
'
部
落
林
鮮
皆
'
共
同
鮫
繋
共
同
粋
人
其
他
共
同
農
産
加
工
等
)
の
利
益
を
抹
入
る
る
こ
と
｡

(
ホ
)

移
民
農
豪
は
自
家
努
力
を
王
と
し
'
自
給
自
足
を
原
則
と
す
る
自
作
農
軽
皆
を
賃
す
こ
と
を
樫
準
と
L
r･
侃
物
は
取
敢

へ

ず
在
葬
作
物
を
探
る
も
'
将
来
は
特
用
作
物
に
も
相
首
の
力
を
用
ふ
る
も
の
と
す
O

斯
按
に
清
洲
開
布
地
豊
栄
経
営
の
基
準
と
し
て
経
営
規
模
が
あ
た
へ
ら
れ
る
と
共
に
､

日
豪
労
作
経
営
'
有
畜
農
業
､
協
同
主

義
t
d
I給
自
足
等
の
諸
原
理
が
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
.
更
に

｢
清
洲
開
拓
政
策
基
本
要
綱
附
愚
書
参
考
資
料
｣
(昭
和
十

四
年
十
二
月
決
定
)

に
於
て
開
拓
地
鼻
糞
経
営
に
開
し

｢
開
拓
地
の
自
然
的
経
桝
的
保
件
を
考
慮
し
'
之
に
酢
豚
す
る
営
農
形
態
に
抹

ら
し
め
大
陸
新
選
港
の
積
極
的
創
成
を
目
途
と
す
る
｣
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
と
共
に
'
上
述
の
家
族
労
作
経
営
.
協
同
主
義
､
有
畜

農
業
等
が
再
確
認
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

上
に
述
べ
た
る
如
-
開
拓
地
農
業
経
営
の
原
理
に
か
て
最
も
注
目
す
べ
き
は
豪
族
単
作
経
営
主
蓑
で
あ
り
'
こ
れ
に
密
接
な
る
開

9) 本岡武,前端論女,七二頁,七三頁参照O
.り
∵
';.+
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tt
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-

･

＼

聯
を
持
つ
も
の
と
し
て
自
給
自
足
主
義
が
あ
げ
ら
れ
る
.
従
っ
て
開
柘
地
に
於
け
る
増
産
方
策
も
か
1
る
原
理
に
別
し
て
進
め
ら
れ

ね
ぼ
な
ら
ぬ
の
は
勿
論
で
あ
-
'
資
本
家
的
豊
栄
に
於
け
る
如
-
収
窟
獲
得
目
標
に
よ
-
指
導
す
る
の
み
で
は
十
分
た
る
教
具
は
期

せ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
｡
即
ち
浦
洲
殊
に
北
浦
に
於
け
る
特
殊
経
済
事
情
に
基
き
､
後
に
詳
述
す
る
如
き
方
法
に
よ
-
開
拓
民
に
大
な

る
負
椿
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
成
果
を
あ
げ
る
と
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
｡
増
産
は
と
の
場
合
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
'

1
途
に
国
家
の
御
用
に
立
つ
'
即
ち
公
季
三
乗
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
れ
ぽ
な
ら
す
'
精
神
的
要
素
の
一
層
重
硯
せ
ら
れ
る
所
以
が
あ

る
｡
開
拓
民
は
す
べ
tJ
国
家
に
判
す
る
御
奉
公
の
念
に
も
え
て
居
-
'
そ
の
紅
紫
が
赤
字
を
出
き
っ
と
屯
革
ん
で
増
産
に
挺
身
せ
ん

iJ
と
む
ち
か
つ
て
居
る
｡
併
し
な
が
佐
瀬
等
の
こ
の
献
身
に
安
ん
じ
て
政
府
が
依
揖
し
て
ゐ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
で
あ
-
7

長
期
忙
官
盲

欄
津
の
た
め
忙
は
か
･-
る
増
床
の
傾
向
が

一
時
的
の
も
の
に
止
坐
っ
て
は
な
ら
な
い
S
経
営
の
合
理
性
保
柿
の
基
礎
の

上

空
u二
･朝
顔
こ
そ
政
僻
村
別
局
部
の
目
標
で
放
け
&･ー
ほ
な
ら
聖

撒
根
に
開
拓
地
の
甥
脚
が
は
廃
し
て
如
何
1
あ
ら
う
カ
.
Ey
針
は

増
産
を
阻
止
し
あ
る
素
因
を
包
含
し
あ
ら
ざ
る
か
を
問
題
と
す
る
.
以
下
便
宜
上
生
産
部
面
､
流
通
部
面
'
消
費
部
面
に
値
分
し
考

察
を
進
め
て
行
か
う
｡

三

増
産
を

阻
止
す
る
も
の
'
そ
の
劃
策
若
干

t

生
産
部
面

(
イ
)土
地
に
つ
い
て
'
現
在
開
拓
地
義
民
に
は
平
均

l
戸
皆
.閉り
約
十
五
'
六
町
歩
･-
二
十
町
歩
の
土
地
が
割
首

て
ら
れ
る
こ
と
ゝ
な
っ
て
ゐ
る
が
t
と
の
配
分
を
如
何
に
決
定
す
べ
き
か
は
現
在
の
開
拓
民
に
あ
た
へ
ら
れ
た
重
大
問
題
で
あ
り
'

村
落
の
密
流
､
耕
地
の
散
集
状
態
の
問
題
と
閲
聯
し
て
'
直
棲
農
発
生
豪
力
に
影
響
を
あ
た
へ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
故
に
'
こ

れ

農
産
増
強
Ju痛
洲
開
拓
政
策
の
課
題

軍

二
番

三
〇
五

第

二
班

1
〇
九



農
産
野
張
と
油
州
開
拓
政
策
の
課
魅

第
三
者

三

〇六

第

二
拡

二

〇

が
配
分
は
最
も
合
理
的
な
る
を
要
請
せ
ら
る
べ
き
で
あ
-
､
不
合
理
な
る
配
分
は
た
だ
ち
に
曙
産

を
阻
止
す

る
素
因
と
な
る
こ
と
は

明
か
で
あ
る
｡
閑
編
地
方
は

一
般
に
低
地
と
高
地
と
に
よ
-
そ
の
間
に
土
地
の
生
琵
力
は
著
し
-
相
異
し
'
こ
の
鮎
に
つ
い
て
も
各

戸

へ
の
配
分
は
陀
ふ
か
ぎ
り
公
許Lを

顕
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡
土
地
に
関
し
均
整
を
阻

tヒ
し
あ
る
乾
も
茸
要
な
る
鮎
は
'
上
述
の
各
戸

へ
の
配
分
が
未
了
の
状
絶
這

あ
る
開
拓
村
を
重
要
賢
で
あ
り
.
舷
等
が
耕
作
梓
を
杵
つ
邦
の
土
地
が
ど
の
土
地
で
あ
る
か
判
明
せ
ぬ

J

t
rJJ
か
り
1J
唱

へ
ら
m
T;d･̂
同
紙
;yl如
く
鞘
跡
地
の
土
柚

は
世
襲
農
場
法
に
よ
-
土
地
の
所
有
相
は
各
開
拓
民
に
あ
た

へ
ら
れ
す
.
た
ゞ
あ
た
へ
ら
れ
る
の
は
耕
作
杵
の
み
で
あ
る
と
い
ふ
帝

J

茸
も
､

一
部
論
者
の
言
ふ
如
-
ア
ー
サ

ー

･
ヤ
ン
グ
の
有
名
な
る
所
有
権
の
魔
術
は
砂
株
を
化
し
て
黄
金
と
な
す
と
い
ふ
青
葉
よ
り

考

へ
て
も
幾
分
生
産
力
の
埠
張
を
妨
げ
る
恐
れ
た
し
と
し
な
い
が
'
鮪
洲
囲
都
市
の
土
地
が

l
匿
獲
得
せ
る
日
本
人
の
手
か
ら
滞
人

の
手
中
に
移
さ
れ
て
行
-
硯
放
よ
-
見
て
.
聾
想
新
農
村
確
立
に
は
安

富
に
し
て
映
き
得
ざ
る
と
こ
ろ
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

か
-
て
耕
作
榛
の
設
定
は

T
R
も
早
く
完
了
せ
ら
る
べ
き
で
あ
hソ'
こ
れ
な
-
し
て
秋
耕
そ
の
他
､
土
地
の
十
全
な
る
管
理
は
琶
み

難
い
で
あ
ら
う
O
要
は
現
在
配
分
の
章
確
を
妨
げ
て
ゐ
る
と
き
-
測
量
技
術
員
の
不
足
な
る
技
術
的
困
難
を
'
日
本
昇
任
技
術
貞
の

動
員
そ
の
他
考

へ
得
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
以
て
完
枇
し
.
開
拓
民
rL6り
も
積
極
的
に
協
力
し
､
速
か
に
土
地
配
分
を
完
了
し
'

開
拓
民
を
し
て
安
ん
じ
て
土
地
の
地
i=
回
復
に
全
力
を
投
す
る
如
-
用
意
し
'

一
刻
も
早
-
埼
露
の
賓
を
あ
げ
る
べ
き
秋
で
あ
る
と

信
す
る
O
攻
に
開
拓
地
に
於
て
は
新
に
開
墾
さ
る
べ
き
土
地
が

一
腰
残
さ
れ
て
居
る
か
と
い
ふ
基
本
的
問
題
が
あ
る
｡

か
つ

て
ヤ

i

シ
ュ
ノ
フ
は
そ
の
箸

｢支
那農
民
の
北
滞
植
民
と
其
の
前
途
壱

於
て
'
支
那
農
民
に
よ
る
北
林
植
民
の
前
途
に
封
す
る
見
透
し
､を
得

る
た
め
､
開
墾
可
能
の
未
開
拓
地
の
面
積
が
は
た
し
て
幾
何
で
あ
る
か
む
決
定
す
る
に
際
L
t
伝
搬
す
る
に
足
る
材
料
の
不
足
に
困

b
一m■
rかいr
Lh■
-1



窮
し
て
吊
る
が
･
こ
の
事
茸
は
硯
空

｣
い
ヘ
ビ
も
大
し
た
変
｡
は
な
-
･
最
近
に
至
っ
て
滴
や
-
地
政
稚
局
は
土
地
生
産
力
等
調
査

要
綱
に
基
き
･
興
農
部
其
の
他
関
係
機
関
の
協
力
を
得
て
､
(
こ
農
作
物
別
作
小
面
積
及
其
の
耕
作
考

(
二
)農
作
場
別
収
穫
量
'

(
≡
)
休
耕
地
二
耕
地
及
未
利
帯
地
の
分
布
状
況
等
の
調
査
に
着
手
す
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
等
の
調
査
完
了
'
集
計
整
理
の
結
果
に

上
り
は
じ
め
て
科
挙
的
な
る
精
確
さ
を
以
て
云
鴛
し
得
る
わ
け
で
あ
る
O
し
か
し
問
題
は
残
さ
れ
て
屠
る
土
地
が
は
た
し
て
た
だ
ち

に
開
拓
可
能
で
あ
る
か
･
容
易
忙
増
産
の
茸
を
あ
げ
得
ら
れ
る
か
で
あ
-
･
こ
れ
等
の
郡
に
つ
い
て
開
拓
総
局
の
直
誓

芸

者
の
言

に
よ
れ
ば
,
僚
-
楽
観
的
で
は
な
く
･
現
在
残
さ
れ
て
ゐ
る
未
鞘
地
は
す
べ
て
何
等
か
の
相
嘗
深
刻
誉

還

由
に
よ
り
'
耕
作
の
著

し
く
不
利
な
る
土
地
で
あ
-
,
そ
れ
ら
の
土
地
を
耕
作
可
離
地
に
改
良
す
る
に
は
芸
大
の
努
力
･義

余
生
茂
年
月
む
質
す
為
如
く
Li.'J

暫

1㌔

縫
つ
･,-･草
笛
-
糖
準

1･妨

げ
こ
そ
す
る
が
.
漁
場
の
間
に
骨
は
ぬ
ー環
状
ご
あ
る
C
土
地
の
問
返
に
於
て
こ
の
他
薦
栄
典
褒
力

を
左
右
す
る
重
要
因
子
と
し
て
･
土
鮒
所

有
形
態
の
問
題
'
輝
瞥
規
模
の
鯨
岡

小
作
形
態
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
･あ
る
が
'

こ
1
で
は
北
浦
農
業

l
殻
は
問
題
と
せ
ず
･
-開
拓
慧

蔓

に
限
定
す
る
故
に
･
而
し
て
開
拓
地
に
於
て
は
上
述
の

｢
農
業
絃
皆
標
準

案
｣
に
よ
-
そ
の
経
営
規
模
は
ほ
竺

定
せ
ら
れ
'
自
家
努
作
経
営
原
理
に
ょ
-
自
作
喪
主
蓑
が
探
岡
さ
れ
'
開
拓
農
場
故
に
よ
り

土
地
所
有
の
問
題
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
あ
る
故
に
､
こ
1
で
は
問
題
と
せ
ぬ
.
た
だ
土
地
関
係
を
通
じ
て
.
た
と
へ
ば
開
市
民
が

浦
島
と
小
作
契
約
を
な
す
場
合
･
或
は
又
開
布
地
民
富
農
経
営
が
支
配
的
で
あ
-
'
そ
の
経
皆
は
覆
農
に
よ
っ
て
立
ち
'
幼
稚
怒
り

と
は
冒

へ
,
比
較
的
大
規
模
の
農
具
と
多
数
の
富
力
に
凄
ま
れ
･
曲
り
な
-
に
も
南
米
的
産
業
の
基
礎
と
社
食
経
済
的
環
境
を
持
つ

如
き
鼻
糞
形
態
の
支
配
的
な
る
経
済
的
環
境
の
中
に
あ
っ
て
･
現
在
関
布
地
に
於
て
韓
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
経
営
規
模
が
は
た
し
て
妥

嘗
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
釦
も
重
要
な
る
問
題
で
あ
る
が
.
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
す
る
事
と
す
る
.

農
産
材
強
と
淋
洲
開
拓
政
策
の
課
題

第
三
啓

二
I(〕
七

第
二
択

l
二

10) 小松幸雄.北林の農業形矧 こついて~(常習】【嬰稚苗,第八巻,帯二択)二五
頁以下参照｡

]1) 嶋村茂樹,北面削こ於ける小作形荘紺)二鞍# (佐藤博j=還暦記念 農業締済単
論叢)五三九頁以下参照｡



農
産
増
強
と
満
洲
開
拓
政
策
の
課
題

第
三
者

三

〇八
第

二
批

二
二

(

ロ

)

賓
本
に
つ
S,ttJ

開
捕
民
は
す
べ
て
自
己
の
賓
本
を
有
す
る
,LJ
と
な
く

入
植
の
際
僅
か
に
二
〇

〇
鳳
程
度
を
生
清
費
用

補
足
的
意
味
を
以
て
携
行
す
る
に
過
ぎ
ず
'
従
っ
て
開
拓
村
建
設
の
費
用
も
'
農
業
経
営
の
資
金
も
す
べ
て
は
日
本
の
国
家
資
本
を

eLLT

満
祐
を
通
じ
て
導
入
し
.
そ
の
補
導
下
に
開
拓
地
の
建
設
は
行
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
'
,LJ
の
資
本
は
餐
金
と
賛
材
の
形
式
を
以
て
供

給
せ
ら
れ
'
何
れ
も
統
制
せ
ら
れ
て
ゐ
る
O
し
か
し
て
現
下
の
欺
勢
は
直
接
故
力
増
韻
に
向
け
ら
る
べ
き
生
産
部
門
の
'
国
家
賓
本

家
資
本
の
放
出
は
極
力
利
服
せ
ら
る
べ
-
､

そ
の
回
復
に
も
以
前
に
此
し
て

1L暦
の
努
力
が
排
は
れ
る
竿
で
あ
る
｡
と
,LJ
ろ
で
閑
稚

村
の
現
状
は
ど

う
で
あ
ら
う
か
｡

一
昨
年
'
昨
年
と
二
ヶ
年
授
い
た
不
作
の
た
め
営
農
資
金
に
つ
い
て
か
な
り
逼
迫
せ
る
放
願
に
あ

る
開
拓
村
の
多
き
管
状
の
下
に
於
て
'
更
に
皆
農
法
の
韓
換
期
に
常
-
'
在
釆
農
具
に
加
ふ
る
に
プ
ラ
ウ
そ
の
外

一
聯
の
北
海
道
農

具
の
調
達
に
よ
-
'
農
具
に
封
す
る
費
用
支
出
は
過
重
負
緒
と
な
-
､
観
象
資
本
放
出
制
限
を
要
請
せ
ら
れ
る
時
.
却
っ
て
従
葬
よ

り
も
多
く
の
賓
金
を
要
す
る
の
で
あ
っ
て
､
賓
金
の
不
足
は
必
然
に
各
農
家
を
し
て
消
極
的
な
経
営
方
針
を
と
ら
し
め
'
極
力
自
給

自
足
の
殻
の
中
に
閉
ぢ
こ
も
ら
ん
と
欲
す
る
'
こ
れ
が
増
産
を
阻
害
す
る
役
割
を
演
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
｡
佃
開
拓
地
に
封
す

る
資
本
は
上
述
せ
る
如
く
閣
家
賓
本
な
る
が
故
に
'
資
金
の
合
理
的
な
る
利
用
が
要
請
せ
ら
れ
る
の
で
あ
-
､
清
瀬
'
開
布
民
共
に

慣
重
な
る
態
真
を
以
て
こ
れ
が
敬
具
の
大
な
る
棟
努
め
'
農
業
生
産
力
増
大
を
園
る
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
o
し
か
ら
ば
現
在
行

:,

は
れ
つ
1
あ
る
資
金
道
用
が
は
た
し
て
合
理
的
で
あ
ら
う
か
'
標
準
建
設
賓
余
計
葺
は
左
の
如
く
で
あ
るI
.

集

国

開

拓

国

(
三

C)〇
月
賢
樹
)

科

目

三
〇
〇
戸
培

円

各

戸

施

設

費

八
C
七
t
C
C
O

1

dJJ.

ilLH

二
'
｣ハ
九
〇

貢及び一一八束参照0
13) 二宮冶重,揃洲開拓事業の経滑的方面 (満洲,東洋経済持輯)一三東｡



一

電

覆

tl

J.
､
1

.
∫

共
同
利
用
農
具
崇

公

共

施

設

貿

共
同
産
業
施
設
貿

計 流 共

同

宿

舎

賓

通

資

金
集

rj
･

F
H

各

戸

建

設

費

共
同
利
用
農
具
費

九
三

〇
〇
〇

四
三
.
二
〇
〇

三
八
､
五
〇
〇

三
四
'
五
〇
〇

三
〇
〇
'
0
0
0

1
､
三

T
六
.
二
〇
〇

合

開

拓

国

(
五
〇
月
集
合
)

五

〇

月

鴬
円

流

通

茸

会

計

一
〇
､
0
0
0

｣＼.
"L
r
/｢
ノ.

/
.▼▲

四
〇
'0
0
0

7
七

三
'六
1六

三

1
〇

一
四
四

一
一
五

一
'
〇
〇
〇

四
､
三
八
八

]

]TT

JnH

一

上
ノ

/JJ･LL
円

て

二
｢ノ
｢ノ

L

■i〔
′し

二
c
c
.

]
二
二

三
〇

･!.r
J(
.I

三
'
四
七
二

右
の
う
ち
流
通
資
金
は
建
設
に
充
昔
し
得
べ
き
政

府
補
助

金
約
九
盲
験
囲

(集
合
は
八
百
飴
Ef
)
程
度
を
以
て
柳
へ
る
方
針
が
と
ら

れ
､
従
っ
て
漂

公
社
の
貸
付
は

1
戸
嘗
り
集
園
的
三
千
五
百
些

乗
合
二
千
七
百
個
程
度
が
標
準
と
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
'
そ

の
他
土
地
代
が
四
〇
〇
園
程
度
附
加
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
'
上
述
の
如
き
資
金
の
各
費
目
へ
の
配
分
が
は
た
し
て
合
理
的
で
あ

ら
う
心
'
科
目
の
内
容
の
詳
細
を
明
か
に
知
り
得
ぬ
た
め
'
簾
密
に
指
摘
し
緒
ぬ
次
第
で
あ
る
が
'
私
の
硯
奏
し
た
璽

ハ
次
開
拓
村

の
一
例
に
よ
れ
ば
､
十
二
戸
の
屯
に
於
て
､
改
良
農
具
の
完
全
に
そ
ろ
っ
た
も
の
は
僅
か
に
三
組
で
あ
-
'
カ
ル
チ
ベ

ー
タ
ー
二
人

に
一
組
.
方
形
ハ
ロ
ー
仝
屯
に
二
違
'
除
草

ハ
Tl
I
三
重
に
過
ぎ
ず
'
各
農
家
に
は
日
本
馬
が
昔
つ
て
は
屠
ら
ぬ
状
態
で
あ
っ
て
､

農
産
堵
報
と
油
洲
開
拓
政
策
の
課
題

第
三
番

三
〇
九

弟

二
鍍

二
三



農
産
骨
張
と
清
洲
開
拓
政
策
の
課
題

~

夢

二
啓

三

一
〇

第
三
啓

二

四

北
海
道
農
業
の
醍
鹸
者
鈴
木
重
光
氏
が
要
望
せ
ら
れ
る
如
き
賓
金
の
配
分
と
甚
し
く
距
離
の
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
取
の
で
あ

る
o
同
氏
に
よ
れ
や

｢
二
幸

五
首
園
の
金
は
ど
う
催
ふ
か
と
云
ふ
と
.
建
物
は

i
千
二
1r.n-
嘩

豪
富

!
千
三
百
喝

農
具
に

一
千
胤

建
物
と
家
畜
と
農
具
と
大
鰐
二
等
分
'

一
寸
読
詩
に
琵
淫
を
慣
L
(
て
頂
き
た
い
云
々
｣
と
.
建
物
に
封
し
て
貰
鮎
が
置
か
れ
て
ゐ
る

の
は
相
思
意
味
が
あ
る
こ
と
は
訟
め
て
も
よ
い
が
､
象
番
に
封
す
る
賛
金
の
割
常
は
人｢
沖
jjた
し
加
に
少
将
に
過
ぎ
て
尼
-
､
内
地
農

業
と
異
れ
る
畜
力
鼻
糞
に
劉
す
る
考
敵
が
鮮
-
忙
屯
僅
少
Lで
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
連
れ
て
よ
い
ー
J
状
芯

如
iRJ争
射
た
る
農

-L%
と
番

力
を
以
て
十
五
､
六
町
歩
の
.i=
Eq
を
自
家
努
力

1
人
を
以
て
耕
作
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
｡
こ
れ
に
封
す
る
増

産

へ

の
期
待
は
'
皆
兵
方
法
の
改
善
'
従
っ
て
家
畜
LEE
敦
の
相
加
'
農
具
の
整
備
な
-
し
て
は
困
難
で
あ
り
'
現
状
の
亨

^
で
の
櫓
産

へ

の
期
待
は
'
高
賃
銀
の
支
排
に
よ
る
満
濃

の
雇
傭
に
よ
る
外
な
-
､
徒
ら
に
経
営
の
結
果
は
赤
字
を

不
L
t
結
局
政
府
賓
金
の
回
収

は
困
難
化
し
'
勢
ひ
周
囲
よ
り
高
利
貸
的
資
本
又
は
商
業
賓
本
の
導
入
室
誇
ふ
楼
骨
を
多
く
b
}
O
c
批
監

議

案
の
商
業
資
本
が
そ

の
原
料
調
達
上
の
必
要
か
ら
開
拓
地
に
進
出
し
て
前
貸
金
的
融
通
'
特
約
取
引
的
資
材
の
供
給

を

行
ひ
始
め
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
｡

こ
れ
に
よ
っ
て
も
資
金
不
足
の
相
首
著
し
い
こ
と
が
明
か
で
あ
ら
う
｡
相
互
の
零
細
な
る
資
本
を
集
め
て
'
そ
の
政
見
を
襲
揮
せ
し

.i?

む
る
様
開
拓
聯
合
食
の
堅

止
並
に
そ
の
合
理
的
な
る
違
用
が
必
要
と
さ
れ
pOI所
以
で
あ
る
O

(

ハ

)

努
働
に
つ
い
て

上
適
せ
る
如
く
開
拓
豊
栄
は
自
家
努
力
を
以
て
経
営
す
る
を
豆
L前
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
開
拓
村
の

家
族
様
成
就
態
は

l
於
に
最
も
単
純
で
あ
っ
て
'

永
安
屯
開
拓
園
農
業
縦
横
調
査

(開
拓
研
究
所
庶
後
入
年
刊
)
に
よ
れ
ば
､

部
落
貞

た
る
男
子
と
そ
の
婁
及
び

子
供

一
人
と
い
ふ
状
態
で
あ
り
､

水
出
御
開
靖
国
農
家
程
蹄
調
査

(開
拓
研
究
伊
東
徳
八
年
刊
)
に
よ
れ
ば

平
均
農
家

一
戸
昔
豪
族
員
数
は
三
二

人
に
し
て
､
そ
の
TE=
一
七

人
(
享
九
〆ご

は
男
で
あ
る
o
而
し
て
農
穀
に
碓
事
す
る
者
は
二

･

14) 鈴木重光,在満邦人の 瞥農法について (北満経済調:'#併腰寓,鈴木重光氏

15) 小西俊夫,前視論文, 一一八頁亡,



三
人
に
し
て
'
従
事
せ
ざ
る
も
の
は

O
･<
人
IL.な
っ
て
屠
-
'

両
者

共
大
し
た
差
異
は
認
め
ら
れ
す
'
入
植
者
の
多
-
は
豪
族
四

人
乃
至
五
人
中
庭
に
労
働
可
能
と
見
ら
る
べ
き
は
現
在
男

t
人
で
あ
っ
て
'
宴
は
幼
き
二
人
乃
至

二
人
の
子
供
の
萎
青
に
迫
は
れ
'

そ
の
労
働
能
力
は
過
大
に
許
慣
せ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
.
経
て
か
･̂
る

t
人
乃
至

1
･五
人
程
度
の
努
力
を
以
て
'
満
席
二
頭
或
は
日

本
馬

一
頭
を
使
役
す
る
J.J
JJ
に
よ
り
老
雄
遵
法
を
如
何
に
巧
妙
に
駆
使
す
る
に
し
て
も
'
あ
た

へ
ら
れ
た
る
面
積
の
耕
作
は
無
理
JJ

い
ふ
外
は
か
い
の
で
あ
-
･
又
在
来
農
法
の
特
徴
と
し
て
除
草
期
及
び
収
穫
期
に
特
に
集
約
的
P.努
力
を
要
す
る
結
果
.

1
戸
富
-

雇
巣
に
封
し
支
梯
ほ
れ
た
額
銀
は
約
五
rJ
C
)別
に
上
る
iJ
と
は

一
般
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'
い
は
ば
生
産
費
の
大
部
分
は
苦

力
賃
に
と
ら
れ
る
計
算
と
な
る
O
更
に
南
'
中
浦
に
比
較
し
て
塔
働
賃
銀
は
北
浦
の
そ
れ
は
著
し
-
高
-
.
除
草
期
の
日
工
の
努
銀

午
:

TTT勺
瑚
-

Ll
到
-J-
C
;

塘
働
紺
的
爪
間
摘
･し
そ
膿
灘
望

腰
解
放
の
牌
L芸
ち

こ
も
巽
･e
J
L,ま
L
f･
u

l巧

r･1
LP
t
5
C
L
舵
石

-

･-

■

p
-

月
.
,火F
訊
.I/rnTr
1
ー
＼
旨

つ.つ
Lヒ
巨
工.り
砂
田
E
やい
｢nTゝ
正
44]t
rO
つ
.エ
折
半
耶
l芸
里
JF
こ
と
払
′＼
り
持し
レD
乙JO

生
産
に
関
す
る
今

l
つ
の
基
本
的
問
題
と
し
て
'
個
人
経
営
か
'
共
同
経
営
か
'
い
づ
れ
が
生
産
増
張
に
役
立
つ
か
の
間
頴
が
存

す
る
｡
島
木
健
作
氏
の
有
名
な
る

｢
満
洲
紀
行
｣
に
よ
れ
ば
'
開
拓
民
の
農
業
経
営
の
不
振
は
そ
の
罪
'
個
人
経
営

へ
の
飴
む
に
早

急
な
る
移
行
に
あ
-
と
結
論
さ
れ
る
如
-
で
あ
-
'
北
海
道
の
鈴
木
氏
の
前
掲
記
録
に
よ
れ
ば
'
そ
の
反
対
に
開
拓
地
に
於
て
は
む

し
ろ
共
同
経
営
の
時
代
を
倹
い
て
'
た
だ
ち
に
各
個
の
草
濁
経
営
に
進
む
べ
L
と
の
意
見
の
標
で
あ
-
'
雨
着
共

一
膝
そ
の
正
常
性

を
誰
む
る
忙
せ
よ
'
普
遍
安
常
性
は
要
求
し
が
た
い
も
の
を
考

へ
ら
れ
る
O
賓
は
か
～
る
抽
象
的
な
問
題
の
提
起
の
仕
方
が
誤
っ
て

居
る
と
言

へ
る
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
っ
て
'
嬰
は
あ
た

へ
ら
れ
た
る
自
然
的
諸
侯
仲
'
歴
史
的
経
緯
的
諸
保
件
並
に
そ
の
田
身
土
柚

の
農
業
形
態
､
生
括
慣
習
等
を
す
べ
て
考
慮
し
'
よ
-
懐
件
に
適
合
せ
る
経
営
方
法
を
'
従
っ
て
個
人
経
営
か
共
同
経
営
か
､
或
は

農
産
智
弘
と
捕
洲
開
拓
政
策
の
課
題

第
三
番

三
二

第

二
就

二

五

一
一1】'
1
..･.～
..



農轟窄張と描洲開端政策の課題第三番三1二第二郎二六

その雨着を或割合で混合した経営かを接岸~すべきものと考へる｡現在ハルビン附近の阿城のi(谷開賄園の徹底せる共同経皆の成功も'北海道の賓験農家の完全に近き白豪勢作経営の成功も'この苧虹暫惑するものと11jlnへるであらう.生産に閑職して偏的言すべきは立地配置の開墾経営捜術の問題'指導者の問題があるO立地配意の問題については穀滋農業が現在限界線を超えて北方地域に涜げられてゐる辛苦により'気象的影響による作物の望i･.･,iI.I.･q.II･..=.･T,･:,･[==･)は野∴∵∵,.IJII..∵.ノ[;日中.,･･!JI∴二㌧∵∴,･･'.･]::J･.,1.i.‥‥､LT;;Lrl'=∵]_:=廿:Tr:農業の競合の問題もその中に解決さるべき多くの問題をふくむのであrqc経営技術の問題については.資本'勢働の問題と閲聯して上述したところであるが'北海道裏革の北浦農法への能ふ限-退かにして完重なる撃化適腰

t=

が要請せられるのである｡併し北海道に於げろプラウ蟹達の歴史よ-見て'北浦プヲウの発見にはかな-の長年月を要するであらうLtその一般への背及には更にかなゎノの日時を要するAJLと敬老へる時'増産に封する北海準兵法の即時の寅敵は期待薄である｡農産棺張が焦眉の急を要する時'経営技術上第二'第三の方策も考慮すべきであ-､在来農法のよ-徹底的なる研究も必要であI,J肥料の致具的使用の問題も重要であるo最後に指導者の.不足が農産埠輝に及ぼす影郷廿は深刻なものがあ-'たとへば屯長の統率力'経営に封する執恵の有軸'盤業者としての能力の大小はただちに仝屯の成績に影響を及ぼすものであり､か1る指導者に封する人材の不足は近き将来青少年義勇軍出身の慣琴者より指導員を日給する̂)と忙よ-庄和されるものと考へられる.史に開拓地指導の
l元化もこの際要望される.現在直接間接qtJ開拓園叉は村を指導するものには満洲柘植公社'輿真部'開拓維局'

●

協和倉'浦鐙､開拓研究所その他十指に静るものがあり'時には開拓圃又は村に於て相合致せざる指導によりそ

16)永友繁雄,
満洲の農業経
皆立地に関する研究
(F
W
El拓研配所軸賃
,
第2既)

一七頁,
参照017)松野侍

,開
拓農業とプラウ問題参照｡



讐

一I

雷
It
ltII

の
進
む
方
向
に
迷
ふ
場
合
も
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
O

〓

流
通
部
面

ま
づ
債
格
の
問
題
で
あ
-
'
公
定
慣
格
制
と
農
産
増
強
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

一
般
に
戟
時
に
於
て
食
檀

.
の
最
大
生
産
の
確
保
が
決
定
的
に
喜
税
さ
れ
る
時
'
慣
格
政
策
上
攻
の
二
鮎
が
問
題
と
さ
れ
る
.
即
ち

(
1
)
公
定
さ
れ
た
慣
柊
が

十
分
に
原
債
を
補
ふ
忙
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
.I
(
二
)利
潤
の
確
保
を
通
じ
て
'
農
民
が
よ
-
利
益
の
多
い
方
面
に
走
り
生
産
の
放

棄
を
し
な
い
よ
う
に
誘
導
す
る
こ
と
.
か
1

る
方
策
が
こ
の
債
北
浦
の
農
発
着
に
安
富
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
｡
何

故
な
ら
ば

｢
淵
洲
農
業
経
済
社
食
に
於
て
は
資
本
主
菜
的
経
営
方
法
の
下
に
概
念
さ
れ
る
原
債
は
な
い
O
満
洲
農
民
の
大
部
が
平
均

叫
喝
)
茎
等
･u
TTIT
票
L
:

U
坪
JlL
こ
造
巨

ノ
て
ゐ
る
の
ご
な
′＼

自
己
の
糖
働
わ
の
再
生
塵
を
惟
椿
す
る
た
め
の
年
自
給
自
足
を
,王

TT
Wr耶
バU
もmW山ノン1
･M1
-
LT々
し
-
--
.
｣■司
･∫1
.･.-
ノイ
q】
L
.

‥
L.二
]･J･
ノ
1
.
-
-rl
.
n
^
].,l
)
.)
〇
一∩リ
/
]
]
]ヽ
ノ
:
二
Lゝ
rTTTゝ
]T
fTT】二
′
こ
と

～

,L

PJ
オ
｢J匂
荊
rプ
｢ノ】ノく6-
}-
レい
+E3
/
ィJ
に
もり
.PC
I二日
.LFii崩
に
.ぶ7.-
in
し
て
託
,U-tlJ
L
･刀
Ji
lて
請叫
iJg

｢t:
1し
て
'し
げ
'J
JJ
いいJlli血
州
.-
,EI,I
-
i,i

前
よ
す
る
関
都
凝
析
に
つ
い
て
屯
Jylの
7..-5ゝ

紫
常
す
る
の
で
や
り
..
湘
洲
光
栄
に
聖
.J
は
'
再
生
産
の
純
綿
近
日
硝
｣し
け
る
場
合
i

農
産
物
慣
格
統
制
上
'
先
づ
第

1
に
考
慮
さ
る
べ
き
こ
と
は
塞
豪
の
頁
却
す
る
嬰
買
情
緒
と
購
入
す
る
努
働
力
山也
に
生
括
必
管

叩
償

格
の
均
衡
維
持
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
-
.
農
産
増
張
を
目
標
と
す
る
場
合
､
少
く
JJ
も
か
1
る
最
少
隈
の
基
準
は
常
に
堅
持
す
べ

き
で
あ
ら
う
O
傭
小
兵
経
癖
の
支
配
的
な
-
し
帝
政
ロ
シ
ャ
及
び
イ
ン
ド
に
放
け
る
如
-
公
定
憤
格
の
低
嵐
は
却
っ
て
増
産
へ
の
意
､

欲
の
伸
張
と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
る
と
説
か
れ
て
ゐ
る
こ
JJ
が
満
洲
鼻
糞
に
も
安
富
す
る
如
く
考
へ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
大
な
る
誤
謬
と

言
は
ね

ば
な
ら
ぬ
｡
北
浦
の
如
-
流
動
資
金
中
労
銀
に
支
梯
は
る
る
部
分
の
過
大
な
る
と
こ
ろ
で
は
公
定
慣
格
の
飴
-
に
も
低
廉
な

る
こ
と
は
た
だ
ち
に
経
営
の
活
動
停
止
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
.
叉
こ
れ
と
反
封
に
公
定
慣
格
の
引
上
げ
に
よ
-
直
ち
に
資
本
主
義

的
工
業
に
於
け
る
如
く
生
産
を
大
い
に
刺
戟
す
る
も
の
で
は
な
い
と
dL1-1:
へ
よ
う
｡
よ
-
止
確
に
云
へ
ば
'
生
産
を
刺
戟
す
る
に
し
て

農
産
噂
強
と
清
洲
開
拓
政
策
の
課
題

第

三
啓

三
1
三

第

二
既

二

七

ヽ

◆

▲

18) 下僚英男,満洲殿轟物僻柊,.11&,利く朋FF究 (満銭調査月報 別助 罪一九既,
第二〇巻,第七択)六頁O



農
産
噂
渦
と
満
洲
開
拓
政
策
の
課
屈

第
三
番

三
1
四

第

二
披

二

八

も
規
菅
生
産
は
そ
れ
だ
け
増
加
し
な
い
で
あ
ら
う
｡
何
故
な
ら
浦
洲
開
拓
民
を
含
む
清
洲
農
民
の

i(
部
分
は

企
業
経
営
と
し
て
盛
栄

経
営
を
維
持
す
る
の
で
な
く
'
白
巳
の
労
働
力
の
再
生
産
に
必
要
な
貨
幣
量
の
獲
得
=

生
活
手
段
､
他
人
労
働
力
'
生
産
用
具
の
購

入
'
金
利
租
税
の
支
柿
の
充
足
の
た
め
に
経
常
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
AJ
ろ
で
上
述
の
喪
家
の
費
却
す
る
轟
産

物
墾
贋
債
格
と
膿
T<
す
る
生
活
必
需
品
(
工
産
品
)
債
格
の
均
衡
維
持
は
著
し
く
周
難
な
の
で
あ
り
､｢
建
設
経
稗
に
於
て
は
特
に
エ
達

-m
Ll.腰
潅
品
･
m
偶
格
差
の
慌
た
が
必
然
的

-
Tu-
u:
〕
7
-
-
柘
は
惜
格
紅
I

昇
せ
し
め
､
こ
れ
に
つ
れ
輸
入
品
も
騰
貴
し
て
行
-
o
勿
論
慣
裕
は
統
制
せ
ら
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
'

コ
ス
上
向
の
理
由
に
ユ
-
灘

慶
か
引
上
げ
ら
れ
た
｡
農
産
品
も

1
股
的
傾
向
と
し
て
は
騰
勢
を
示
し
て
は
ゐ
渇
げ
れ
ど
も
.
エ
産
品
に
及
ぼ
す
'
統
制
に
よ
-
常

に
低
位
を
保
持
ぜ
ざ
る
を
得
な
-
さ
れ
る
o
か
く
て
エ
産
品
に
比
較
し
て
の
農
産
品
の
慣
格
低
廉
に
よ
り
増
産
の
困
難
は
加
増
す
る

も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
0
倍
開
拓
民
を
し
て
安
ん
じ
て
廉
業
に
従
事
せ
し
む
る
た
め
に
は
'
殊
に
増
産
へ
の
努
力
を
轟
Tu
L
む
る

た
め
に
は
.
そ
の
生
産
せ
る
農
産
物
を
合
理
的
に
集
荷
し
'
墾
軍
す
る
機
関
が
必
要
で
あ
-
'
こ
1
に
最
近
設
け
ら
れ
た
開
我
協
同

組
合
の
存
在
の
関
布
政
策
上
有
す
る
意
義
を
高
-
評
慣
す
べ
き
で
あ
り
'
そ
の
今
後

1
暦
の
活
動
が
期
待
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
本

年
度
よ
り
は
満
拓
の
子
合
杜
と
し
て
滞
洲
開
拓
被
服
株
式
骨
杜
が
設
立
せ
ら
れ
'
そ
の
生
産
品
は
開
拓
協
同
組
合
の
手
を
通
じ
て
配

給
さ
れ
る
由
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
よ
-
幾
分
で
も
工
産
品
と
の
借
格
差
を
小
な
ら
し
む
る
こ
と
は
最
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
傭

交
通
立
地
の
不
利
に
rLj
る
開
拓
地
農
産
物
の
販
貸
借
格
の
低
廉
､
購
買
工
産
品
慣
格
の
高
債
は
開
拓
地
に
於
け
る
農
産
埠
張
を
阻
止

し
あ
る
か
な
-
有
力
な
る
素
因
で
あ
ら
う
D
支
部
農
民
の
北
浦
植
民
の
如
く
自
然
の
勢
に
よ
る
場
合
'
交
通
立
地
の
不
利
は
恐
ら
-

植
民
の
途
を
鎖
づ
る
も
の
で
あ
ら
う
が
'
我
国
の
如
-
政
府
の
手
に
よ
-
入
植
地
の
決
定
が
行
は
れ
つ
1
あ
る
場
合
'
菜
園
開
拓
圃

山木巽次郎,浦洲に於ける粍潜昏杜の再組織間榎 (贈j郎撃;滑論叢,第-馨,
第三班)一二七東o
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f

一

に
あ
つ
て
は
土
地
の
選
韓
は
許
さ
れ
す
､
し
か
も
今
後
の
入
植
地
の
蹟
大
は
未
利
用
地
従
っ
て
又
撫
任
地
帯
に
向
つ
て
進
め
ら
れ
ざ

る
を
得
な
い
が
故
に
'
茶
々
交
通
地
位
の
不
良
な
る
開
拓
地
が
増
加
し
'
開
布
地
全
膿
と
し
て
交
通
地
位
を
語
化
せ
し
め
る
性
質
を

持

つ
の
冨

る
恥

こ
れ
は
著
し
く
増
産

へ
の
意
欲
を

滅
誓

し
め
ざ
る
是

す
,

若

の
こ
れ
に
封
す
る
葉

が
要
望
せ
ら
れ

る
｡三

消
費
部
面

摘
草
部
面
に
於
て
は
食
生
清
の
合
理
化
､
勝
頼
村
娯
柴
の
問
題
､
筈
療
鶴
設
の
完
備
等
増
産
に
間
接
と
は
い
へ

大
な
る
影
響
を
あ
た

へ
る
と
こ
ろ
で
あ
-
｡

ロ
マ
ノ
フ
カ
相
の
蛋
巣
の
生
活
二

二
河
地
方
自
露
人
の
生
活
が
科
草
的
忙
調
査
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
も
そ
の
土
地
の
自
然
に
骨
致
せ
る
合
理
的
生
活
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
≠
日
本
開
拓
民
の
生
晴
を

一
骨
合
理
的
な
ら
し

め
'
精
埠
民
族
と
し
て
服
し
か
ら
ざ
る
頻
発
渚
に
育
成
せ
ん
と
サ
端
に
め
-
'
源
は
濃
謂
譜
と
し
て
の
儲
カ
の
同
上
に
あ
る
と
靖

へ

ら
れ
る
｡
滑
費
部
面
に
つ
い
て
は
戦
時
に
あ
つ
て
は
消
極
的
と
は
い
へ
節
米
そ
の
他
の
方
法
も
考
へ
ら
れ
る
が
'
こ
･J
で
は
た
だ
内

地
の
食
慣
習
た
る
米
食
を
そ
の
ま
1
北
浦
の
地
に
持
ち
込
み
.
内
地
よ
-
の
米
の
移
入
を
加
増
せ
し
め
る
こ
と
の
能
ふ
限
り
の
阻
止

1

が
要
請
せ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
o

E
E

薦

上
述
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
明
か
な
る
如
-
'
現
在
開
拓
政
策
に
あ
た
.へ
ら
れ
た
緊
急
の
課
題
は
農
産
増
張
で
あ
久

し
か
も
そ
れ
は

理
想
新
兵
村
の
建
設
と
い
ふ
理
想
の
茸
規
を
同
時
に
常
に
考
慮
し
つ
1
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に

l
骨
の
困
難
を
随
伴
す
る
の

で
あ
る
｡
今
日
か
1
る
増
産
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
は
上
鴇
の
多
数
の
素
因
が
把

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
中
長
も
基
本
的
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農
産
埠
強
と
満
洲
開
拓
政
策
の
課
題

第
三
番

三
T六

第

二
抗

1
二
〇

な
る
も
の
と
し
て
は
盛
業
労
働
力
の
不
足
と
こ
れ
に
件
ふ
努
銀
の
高
騰
が
そ
の
一
'
土
地
の
各
兵

家
へ
の
配
分
の
未
了
が
そ
の
二
'

規
萱
に
そ
は
ざ
る
公
定
慣
格
制
の
萱
確
が
そ
の
三
で
あ
ら
う
｡
こ
れ
等
に
封
し
て
は
考
へ
得
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
り
封
策
を

講
じ
､

一
の
方
沈
む
以
て
足
れ
-
と
す
べ
き
で
は
な
い
｡
か
く
て
開
拓
地
に
於
る
泉
産
増
強
の
成
功
は
AJ
れ
と
同
環
境
に
位
置
す
る

土
着
島
民
に
刺
戟
を
あ
た
へ
'
そ
の
櫓
産
を
惹
起
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
-
'
開
拓
民
の
櫓
産
は
即
ち
北
浦
全
農
民
の
増
産
量

風
味
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^
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一中ゝ
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)
.
′ヽ
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窮
男
系
SV
白
頭
噸
力
世
ji
増
声
､か
為
り
軒
は
串
b.彬
零
は
国
表
に
某
省
K
l山
東
坑
til
て
透
り

生
責
さ
か
さ
fta
に
等
し
レ
.
荊
洲
匪

政
府
は
現
在
我
国
に
於
て
そ
の
必
要
を
叫
ば
れ
て
ゐ
る
供
出
方
法
を
既
に
本
年
度
よ
-
筆
箱
し
､
播
穫
期
に
先
立
ち
各
農
家
に
封
す

る
出
荷
割
昔
を
行
ひ
､
供
出
畳
を
濠
め
決
定
し
.
そ
れ
以
上
の
増
産
分
は
各
々

自
由
の
虞
分
を
許
可
し
た
と
き
-
が
､
か
･J
る
方
浜

に
よ
ら
ざ
る
全
部
的
出
荷
強
制
は
翌
年
度
に
於
て
生
産
の
減
退
と
な
っ
て
硯
は
れ
る
こ
と
は
改
め
て
諭
す
る
迄
も
な
い
｡


