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士
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學
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物
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事

第

2自

六
八

第
三
十
四
谷

大
八

貰

論

穀

物

専

-事長三L

論

人

芳
'
之

曾
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木

て
緒
一
吉
田

二
、
殺
吻
事
責
の
意
義

一
、
殺
物
事
費
論

問
、
結
論

一
、
緒

意-

我
幽
民
の
主
要
食
糧
口
聞
に
る
米
に
就
て
、
そ
の
債
格
の
激
盤
ぞ
防
止
し
之
を
安
定
せ
し
か
る
こ
と
は
、

一
方
農

業
と
農
民
と
を
保
護
す
る
た
め
、
他
方
一
般
消
費
者
の
生
計
な
安
定
せ
し
な
る
た
め
に
、
結
封
に
必
要
な
る
こ
と

は
、
今
日
何
人
も
之
を
否
認
し
得
ぎ
る
所
で
あ
る
。
き
れ
ば
政
府
に
於
て
も
大
正
十
年
以
来
、
米
穀
法
の
賓
施
と

其
後
の
数
次
の
改
正
と
に
よ
り
、
鋭
意
米
債
の
安
定
を
園
ら
ん
と
努
力
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
吾
人
の
之
を
多
と

せ
t
d

る
を
得
r
d

る
所
で
あ
る
。
さ
れ
ど
米
穀
法
は
其
の
責
金
の
関
係
よ
り
し
て
充
分
な
る
放
力
を
後
揮
す
る
を
得

示
、
如
何
に
米
穀
法
そ
の
も
の
を
改
正
す
る
と
も
、
米
穀
特
別
舎
計
法
が
根
本
的
に
故
正
ぎ
る
る
に
あ
ら
宇
ん

ぱ
、
特
別
曾
計
の
資
金
は
藷
雨
三
年
の
内
に
又
々
枯
渇
し
て
、
米
穀
法
そ
の
も
の
の
運
用
が
行
詰
に
陥
る
で
あ
ら

う
こ
左
が
議
恕
さ
れ
る
し
、
ま
た
米
穀
法
に
よ
る
米
債
調
節
策
は
、
之
を
過
去
の
経
験
に
照
し
考
ふ
れ
ば
、

E
大
な

か
か
る
高
債
な
る
政
策
は
我
が
圃
民
経
済
の
よ
〈
耐
へ
得
る
所
で
あ
る
か
否
か

る
経
費
を
必
要
と
す
る
が
故
に
、

勧
嘗
邑
F
叢
齢
，
T
宣
告
を

S
中
古
t
-
p
t
d
tド
除
落

1
3
3
v
h

河田博士、米償基準の理論と寅際 p. 128. 



し

ヘ

へ

も

が

問

題

と

な

り

、
米

償

安

定
策

と

し

て

は

、
更

に
よ

り

少

な

き

経
費

を

以

て

よ
り

大

い
な

る
致

果

を
擧

げ

得

る
方

策

な

き

や

否

や

が
問

題

と

な

り

、

践

に
米

穀

法

に
謝

す

る

根

本

的

批

判

が

加

へ
ら

れ

る

。
米

穀

法

に
よ

る
大
便

安

定

策

の
根

本

的
弱

鮎

は

、

米

穀

の

需

要

供

給

を
国

家

的

に
統
制

し

得

ざ

る
貼

に
あ

る
と

さ

れ

て
み

る

。
即

ち

現
今

の
如

く

、

米
穀

の
生

産

、
交

易

及

び
消
費

に
關

す

る
各

人

の
自

由

活

動

を
認

め

て
置

き

な

が
ら

、

一
米
穀

法

に
よ

っ

て
米

償

を
完

全

に
統

制

せ

ん
と

要

求

す

る

は
、

要

求

そ

れ
自

艦

が
無

理

で
あ

っ
て

、

米

慣

の
安

定

を
圖

ら

ん

と

す

れ

ば

、

少

な

く

と

も

米
穀

の
需

給

に
騙

し

て
統
制

的

計

書

縄

濟

組

織

を
樹

つ
る
外

な

く

、
米

の
供

給

に
就

て
も

到
藍

D

蜀
誓

な

を

a

τ

、
乞

を
充

団

ず

る

二

と

こ
よ

つ
τ
、
冶

わ

τ
長

質

D
竜
奄

㌧ふ
る
受

ヒ

。P
尋

ら

る

る
5

D
」

駈
Fよ¢
.(
ぢ

「
　ノ
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舶
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イ
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峨「ノ
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」
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毒
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(

一

し

て
、

米

穀

の
專

責

制

度

の
採

用

が

提

唱

さ

れ

て
る

る

。

先

般

、

政
友

會

に
よ

っ
て
米

穀

專
責

案

が

登

表

さ

れ

て
以
来

、
此

の
問

題

は
大

い

に
世

人

の
開

心
を

引

く

に
至

っ
た

。
政

友

會

の
主

張

す

る
米

專
責

制

に
於

て

は

、「
債

絡

の
公

正

な

る
決
定

と
数

量

の
完

全

な

る
調

働

を
圖

る

こ

と

を

目
拘

と

す

る

こ
あ

る

一
と

さ

窪

,

そ

D
爲

わ

こ
ま

、
勾

也

壮

ま
護
菜

自

身

D
宵
費

嚢

を
零
余

ノ
、

そ

τ
ヌ

牛

,
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の
米

を

、
專
責

と

す

る
も

の

で
あ

っ
て
、

そ

の
尊

貴

償

格

は
米

の
生

産
費

を

償

ふ
を

以

て
標

準

円

し

、
現
今

の
米

穀

配

給

組

織

た

る
米

穀

取

引

所

及

び

米

穀
商

を
魔

止

し

、
之

に
代

ふ
る

に
國

菅

の
配
給

機

關

を

以

て

せ
ん

と

す

る

も

の

の
如

く

で
あ

る
。

か

く

し

て

「,米
専

頁

に
よ
り

生

産

者

の
収

益

を
確

立

安

全

な

ら

し

め

る
と

共

に
、
消

費

者

に

一
定

廉

償

の
食

糧

を
供

給

し

以

て
農

家

経

済

の
不

安

を

一
掃

し

、
一
般

国

民

生

活

の
安

定

を

確

保

せ
ん

と

す

る
」

の

も

の

で

あ

る
。
併

し

米

の
專

責

償

格

に
就

て
は

、
軍

に
生

産

費

を

償

ふ
と

云

ふ
だ

け

で
あ

っ
て

、
生

産

嚢

そ

の

穀

物

專

責

請

第
三
+
凶
巻

六
九

、

第

一
號

大
力

2)河 田博士 、米 專責 の可否(大 阪朝 日新 聞 昭 和6年8月21日 一28日)



穀

物

專

費

論

集
三
十
四
巷

七
〇

第

一號

七
〇

も
の
に
關

し
て
は
何
等

の
解
説
な

く
、
ま
た
現
今

の
米
穀

配
給
組

織

を
磨
止

せ
ん
と
す

る
が

、
如
何
な

る
理
由

よ

わ

　

り
主

張
さ

れ
た
る
か
、
此

の
鮎

に
就

て
も
何
等

の
理
論
的
根
擦

が
説

明
さ

れ
て
み
な

い
。

惟

ふ
に
経
濟
.政
策

の
樹

立

は
経
濟

理

論
の
存
在

を
前
提

と
す

る
。

一
経
済
政

策
と

し
て
米
尊
貴

政
策

を
主
張

す

る
限
り

、
米
專
責
制

は
如

何
な

る
理
論

的
根
擦

の
上

に
樹

立
さ

れ
た

る
か
を
明
示

せ
な
け
れ
ば

な
ら

臓
。
米
専
責

案

を

一
経
済
政
策

と
し

て
樹
立
す

る

に
先
ち

、
吾

々
は
我

が
國
民
経

済

、
就
中
農
業

及
び
配
給
組
織

の
必
要
的
登

展
傾
向

が
何
虜

に
向
び

つ
つ
あ

る
か
を
認
識

せ
な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
。
而

し
て
此

の
必
然

的
登
展
傾
向

よ
り

し
て
、

米
暮
費
制

の
採

用
が
許

さ

る
る
や
否

や
を
検

討

せ
な
け

れ
ば
な

ら

ね
。
蓋

し
国
民
脛
濟

の
必
然

的
楼
展
傾
向

を
無

視
す

る
経
濟
政
策

に
は
永
続

の
可
能

性
が
存

せ
な

い
か
ら
で
あ

る
。
ま

た
假
令

か
か
る
必
然

的
搬
展
傾
向

が
米
專

責
制

を
許
す

に
し
て
も

、
か

か
る
傾
向

は
米
専

責
制

の
即
時

の
實
施

を
許
す
や
否

や
を
更

に
検
討

せ
な
け

れ
ば

な

ら

ぬ
。
政
友
會

の
米
專
責

案

は
自
由
商
業
組

織

の

一
部

分

の
贋
止

を
含
む
が
故

に
、
必
然

的

に
資
本
主
義

経
濟
制

度

の

一
部

分

の
止
揚

を
意

味

す

る
も

の
で
あ

る
か
ら

、
我

寿
は
か
か

る
重
大

な

る
米
専
責

問
題

に
就

て
は

、
極

め

て
愼
重

な

る
態

度
を
以

て
、
徹
底

的
な

る
研
究

を
逮
げ

な

け
れ
ば
な

ら

蹟
。
吾

々
は
新
な

る
経

済
政
策

を
探

用

せ

ん
と

す

る
に
際
し

て
は
、
之
が
實
現

に
よ

っ
て
、
國

民
全
般

の
幅
利

を
増
進

し
得

る
や
う
、
国

民
純
濟

の
内
部
機

構
が

充
分

に
成
熟
し
居

る
か
否

か
を
考
究

せ
な
け

れ
ば
な

ら
ね
。

私

は
此

の
小
論

に
於

て
、
我
國

に
於

て
米
專
責
制
實
施

の
可
否
を

判
断

す

る
に
資

せ
ん
が
矯

め

に
、
諸
外
國

に

於

け

る
穀

物
專
責

論
者

は
如

何
な
る
経
濟

的
背
景

の
下

に
於

て
、
如

何

な

る
経
済
的

理
論
よ
り
し

て
穀
物
專
責

請

3)胎 中楠右衛門 、我 等の提唱 する米專費案(帝 國農會報第2[巻 第-ow)参 照



を
樹

立
し

て
み
る
か

に
就

て
論
じ
、
以

て
他

山

の
石

た
ら
し

め
ん
と
す

る
も
の
で
あ

る
。
勿
論
各
國

の
專
責

論
者

.

の
見
解

は
、
各

論
者
の
有

す

る
経

済
観

と
其

の
國

の
特
殊
経
済
事
情

及
び
経
済
登
展

傾
向
と

に
基

い
て
、
夫

々
異

な

る
所

で
あ

っ
て
、
彼

等

の
見
解

は
直

ち

に
移

し

て
、
我
国

の
米
穀
專
責

論
を
構
成

し
得
ざ

狂
や
瞭

か
な

る
所

で

あ

る
。

二
、
穀

物

專

萱

の
意

義

穀
物
專
　寅
問
題

の
考
究

に
ば
必
然

的

に
多
く

の

困
難

を

作

ふ
を

免

れ
難

い
。
蓋

し

各
論
者

は
國
家

穀
物
喜
喜
ハ

へ畢
諺
臣
}
m
O
卑
「色
腎
ヨ
9
δ
じ
。
3

を
以

て
、
常

に
司

一
の
概
念

を
表

現
す

る
も

の
で
は
な

い
か
ら

で
あ

る
。
穀
物

1～
11
Fll
I-
I
I
.
I
I

F

＼

-
`

8
1
11
.

1
司

〆̀

」

生
産

そ

れ
自
膿

の
國
家

統
制

に
就

て
は
、

ロ
シ
ア
以

外

に
於

て
は
未

だ
何
庭

に
於

て
も
考

へ
ら

れ
て
る
な

い
。
穀

物
専
責

を
以

て
穀

物
配
給
又
は
穀
物
加

工

方
面

に
於

け

る
国
家

の
濁
占

的
管

理
と
解

せ
ら

れ
て
み
る
。
併

し
此

の

場

合
と
錐
も

、
穀

物

に
封
ず

る
國
・家
統
制

の
範
團

に
關

し
て
は
、
論
者

の
見
解

は
歴

々
で
あ

る
。
即
ち
國
家

穀
物

専

責

を
外
國

穀
物

の
輸
入
又

は
輸
出

に
限

る
も
の
あ

り
、
ま
た
国
内

穀
物

の
專
責

、
少
な
く
と
も
園
内
穀
物
市
場

に
饗
す

る
國
家

猫
占

を
要
望

す

る
も

の
も
あ

る
。
更

に
製
粉
業

及

び
麺

麭
製

造
業

の
如

き
加
工
業

を
も
国
家

濁
占

の
下

に
置

く

べ
し
と

の
要
求
が
盛

ん

で
あ

る
。

故

に
私
は
穀
物
專
頁
制
を
全
部

的

(完
全
)
專
頁
制

と
部
分
的

(不

完
全
)
尊
貴
制

と

に
分
ち

、
全
部
的
専
責

と
は
、

一
国

の
穀
物
往
産

を
除

い
て
、

一
因

の
全
穀
物
、
即

ち
植
民
地
及
び
外
囲
産
穀
物

の
移
輸
入

、
此
等

の
穀
物
と
内

穀

物

專

責

論

策

三
十
四
倦

七

一

第

一
號

七

一
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穀

物

恵

山買

論

集

三
十
四
巻

七
二

第

.一
穂
伽

七
二

地
産

穀
物
と

の
内
地
市
場

に
於

け

る
販
責

と
を
全
般
的

に
包
指
す

る
も

の
で
あ
り
、
更

に
.製
粉
及
び
製
麺

麹
の
如

き
加

工
業

を
も
含
む

こ
と

も
あ
.つ
て
、
食
糧

穀
物

に
就

て
は
、
そ

の
配
給

を
國
家

に
於

て
完
全

に
統
制

せ
ん
と
す

る
も

の
を
意

味

す

.》
。
反
之

、
部
分

的
專
責

と

は
外
國

又

は
植

民
地
産
穀

物

の
輸
移

入

の
業
務

を
專
責

的

に
国
家

の
濁
占
業

と
し

て
行

ふ
も

の
で
あ

る
が
、
此

の
派

の
論
者
中

に
は
外
國
及

び
植

民
地
鍮
移

入
穀
物

に
限

て
、
・そ

の

國
[内

に
於

け

る
販
責

を
も

專
責
制

に
依
ら
し
む

べ
し
と
爲

す
も

の
も
あ

窃
。

斯

く

の
如

く
穀
物
專
士買
制

は
各
国

の
主
要
食
糧

品
た

る
穀
物

の
配
給
を
国
家

的

に
統
制

せ
ん
と
す

る
も

の

に
し

て
、
そ

の
目
前
と

す
る
所

は

、
何
れ
も
穀
償

を
安
定

せ
し
め

て
、

一
方
農

業
及
び
農

民
を
保
護
し

、
他
方
濡
飾

者

の
空
活
安
定

を
保
讃
せ
ん
と
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
か
か

る
穀
慣

の
安
定

は
、
外
國
穀
物

の
輸

入
及
び
国
産
穀
物

の
販
責

を
現
今

の
穀
物

配
給

機
關

の
自
由
活
動

に
委

し

て
は
、
之
を
達

し
得
ざ

る
こ
と

を
意

識
し
、
之

を
國
家

樺

力

に
よ

ろ
濁
占
的
統
制

に
よ

っ
て
代
ら

さ
し
め
ん
と
要
求

す

る
も

の

で
あ

る
。
此

の
意
味

に
於

て
、
専
責
制

は
資

本
主
義

的
経

濟
自
由
活
動

の
部
分

的
止
揚
を
含
む
と

は

い

へ
、
農
業

生
産
自

膿

に
つ
い
て
は
直
接

に
何
等

の
干
渉

を
加

へ
す

、
從

て
資
本
主
義

の
根
本

的
基
礎

た

る
土
地
私
有
制
度

に
謝
し

て
は
何
等

の
干
渉

を
加

へ
ざ

る
が
故

に
、

問

此

の
鮎

に
於

て
専
責
制

は
杜
會
主
義
制

と
匪

捌
す

べ
き
で
あ

る
。
併

し
專
責
制

に
在

て
は
、
穀
慣
決
定

の
機
構

を

通

じ

て
、
農

業
生
産

に
間
接

的

に
重
大

な

る
影
響

を
及

ぼ
す
も
の
で
あ

っ
て
、
農

民

の
穀

物
販
責

に
關
す

る
自
由

活

動
を
奪

ふ
も

の
で
あ

る
か
ら

.
専
責
制

が
理
想
的

に
行

は

る
る
な

ら
ば

、
農

民
は
生
産

せ
る
穀
物

の
販
責

に
聞

し

て
は
何
等

の
心
配
な
き
理
想
郷
が
出
現
す

る
で
あ
ら
う

,
併

し
若

し
專
費
制

に
し
て

一
歩
を
誤

ま
れ
ば
、
農

民

5)河 田博士 、 来慣 問題 の根 本 的解 決策(経 済 時報 第:【 倦)P・6i参 照
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を
し

て
、
穀
物

に
關

す

る
限
り
、
實

質
的

に
見

て
國
家

に
撤
す

る
出
家
高
彿

の
賃
勢
働

者

の
地
位

に
沈
澱

せ
し
め

な

い
と
も
限
ら
な

い
。
故

に
穀
物
専
責

制

に
就

て
は
充

分

に
研
究

せ
な

け
れ
ば

な
ら

兎
も
の
で
あ

っ
て
、
軽

々
し

く
之

を
取
扱

ふ
こ
と
を
許

さ
れ
ざ

る
も
の

で
あ

る
。

三
、
穀

物

専

受

講

穀
物

専

責

制

採

用

の
可

否

は
、

一
図

の
経

済

的
事

情

の
如

何

と

之

が
採

用

を

必

要

な

ら

し
む

る
所

の
経

濟

的
登

展

傾
向

の
存

否

と

を
前

提

と

す

る

も

の
で
あ

る

か
ら

、

一
國

に
於

け

る
穀

物

專

責

制

の
貴

地

方
策

は
、

直

ち

に
他

国

に
於

け

る
專

責

實

施

の
可

能

性

に
謝

す

る
擁

護

を

與

ふ
る
も

の

で
は

な

い
。
蓋

し
穀

物
専

責

の
前

提

條

件

、
專

責

實

施

成

功

の
機

曾

、

穀

物

關
税

と
比

較

せ

る
專

責

制

の
優

劣

等

に
關

す

る
判
断

は

、
輕

濟

政

策

的

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

の
範

園

内

に
於

て
樹

立

さ

れ

た

る
各

種

の
異

論

か
ら

離

れ

て
樹

立

し
得

る
と

し

て
も

、

各
経

済

地

域

に
撤

し

て

ま
ヒ

ケ
塁

よ
り

ご
≧

セ
封

並

ポ

、丸
く

、
ま

ヒ
墜
-薄

拘
考

量

D

み

に
よ

っ
て
算

出

さ

る

べ
き
設

物

事

責

制

に
封

ず

る

`

」一ノ
ノ
匠ヨノ才!
1

,

F困
國'ー
ネ

一、
一
蟹

!

`
一一
面所
書

♂「
一一昭
」1
一一(

`
1

冒

,-「・
.
1
1

げ

.̀一■ノ
ε

,■
一i
」l
-
,7.

判

断

構

成

に
際

し

て
も

、
實

質

的

に
は
少

な

く

と

も

、

次

の
三
事

情

に
よ

っ
て

規

定

さ

る

る
を

免

れ

な

い
か

ら

で

あ

る

.
帥

ち

一
國

め

経

済

領
域

に
於

け

る
穀

物

の
全

需

要

量

と
自

國

の
穀
物

生

産

額

と

の
關

係

、
世

界

市
場

償

格

と

封

比

せ

る
国

内

穀

物

の
生

産

費

構

成

、
更

に

一
国

の
経

濟

領
域

内

に
於

て
生

産

さ

る

る
穀

物

の
各

部

分

(内

地

の

と
植
民
地
間

の
如
し
)

の
生
産
費

の
差
異
等

之

で
あ

る
。
故

に
私
は
各
種

の
専
責

請
を
吟
味

す
る

に
際

し
て
も

.

如

何
な
る
純
濟

的
背
景

の
下

に
於

て
提
唱

さ
れ
た

る
か
、
ま

た
そ
れ
が
實

現
さ
れ
ざ
り
し

は
、
如
何

な

る
経
済

的

穀

物

導

管
ハ
論

策
三
十
四
巻

七
三

第
一
號

七
三
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●

穀

物

專

資

論

策
三
十
四
巻

七
四

第

一
號

七
四

必

然

性

に
基

く

も

の

で
あ

る
か

を
瞭

に
し

や

う

と

思

ふ

。

ラ幽
ヵ

一一
ッ
ツ

の
穀

物

再
贅

論

穀

物

厚
賞

ぱ

既

に
前

世

紀

末

に
於

て

、
佛

蘭

西

の

ジ

ヨ
レ
ー

(闘
長
Φ
。・)、
墺

太

利

(

の

チ

ル
(司
≡
)、
濁

逸

の

カ

=
ッ
ッ

(Ω
箪
{
く
.
ス
磐

一ε

に
よ

っ

て
提

唱

さ

れ
た

。
薮

で

は
最

も

有

名

な

る

ヵ

ニ
ッ
ッ

の
提

案

に
就

て
論

及

す

る

。

一
八

九

五
年

一
月

二
十

五

日
濁

逸

保
守

賞
…の

カ

ニ
ツ
ッ
.伯

に
よ

っ
て

、

濁
逸

議

會

に

提

出

さ
れ

た

る
穀

物

專

責

案

を

骨

子

と

す

る
專

責

論

に
し

て

、
此

の
提

案

の
要

鮎

は
次

の
如

き

も

の

で
あ

る
。

一
、
蜀
逸
關
視
腿
域
内
に
於
て
消
費
さ
る
ぺ
を
外
国
穀
物
の
購
入
及
び
販
費
は
、
穀
粉
を
も
加

へ
て
、
を
く
帝
闕
の
計
算
に
於
て
之
を
行
ふ
。

…一、
穀
物
の
販
咀賃
借
旧格
は
、

{
八
五
〇
年
.乃
一至

㎜
八
九
〇
年
の
期
間
に
い
け
る
園
内
一穀
物
の
平
均
慨
轄
が
購
λ
屈唄
格
を
温楓
ふ
限
り
、
こ
の
平
均
槽
眠

格

に
よ
り

て
決
定
ナ
る
,
価

し
購
入
償
糖

が
之

よ
リ
上
る
揚
A
匿

は
販
貴

僧
柘

を

も
引
上

ぐ
る
も

の
と
す
る
。
穀

粉

の
販
宣

慣
格

は
穀

物
慣
格

を
標

準

と
し
て
、
實
際

の
製

粉
産
出
高
割
合
.を
幽
幽

し

て
之

を
決
定

す

る
。

三
、
穀

物
及

び
穀

粉

の
販
萱

よ
り
得

ら

る

㌧
利
益
金

の
使
用

は
、
次

の
如
く
規

定
ナ
る
。
四
少

な
く

と
も
現
左

の
關
税
政
入

に
均

し
き
額

は
年

々

之

を
国
庫

に
納
…入
す
る
。
の
緊

急

の
必
要
(
戦
争
)
に
暫

し
穀

物

貯
蔵

を
行

ふ
に
要

す
る
資

金
を
準
・備
ナ

る
。
ω
内
国

及

び
外
閾
穀

物
償

格

が
高

儂
な

る
時
期

に
於

て
も
、
年

々
の
国
庫
納
入
金

(
昆
)
を
確

保
す
る
た
め

に
積

立
倉
を
構
成

す
る
。

右

に
よ

っ
て
瞭

な

る
如

く
、

カ

ニ
ッ
ッ
の
提

案
は
部

分
的
專
貞
案

で
あ

っ
て
、
輸

入
穀
物

の
專
責

を
要
求

す

る

も

の
で
あ
.る
。
氏

は
か

か
る
部

分
的
専
責
制
を

以

て
、
國
内
農

業
を
保
護

す

る
に
は
穀
物

關
税

に
遙

に
優

れ
る
制

度

で
あ

る
と

し
て
み
る
。
何
と
な

れ
ば
關
税
率

は
通
商
條

約

に
よ
り
多
年

に
一11
万

て
固
定

さ
る
る
が
故

に
、
不
断

の
景
気
鎚
動

に
饗

し
適
恋

し
難

い
。
節
ち
世
界
市
場
償

格

の
騰
落
如
何

に
拘
ら

す
、
關
税

は
同

}
の
高

さ

に
於

て

輸

入
穀
物

に
課

せ
ら
る

る
が
故

に
、
か
か
る
關
税

に
よ
る
農
業

保
護

は
或

は
不

充
分
と
な

る
こ
と
あ
り
、
或

は

必

要

な

る
程
度

を
越

ゆ

る
こ
と
が
あ

る
。
然

る

に
外
國
穀
物

の
輸

入
を
専
責
と

な
す
と
き
は
、
全

く
國
内

市
場

の
需

7)v.K:anitz-PC)dangeロ,DieFestsetzungvon
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要

に
慮

じ
て
慣
格

を
決
定

し
得

る
こ
と
が
出
来

る
と
謂

ふ
に
あ

る
。

即
ち

カ

ニ
ッ
ツ
は
關
税

に
よ

る
農
業

保
護

を

不

徹
底

で
あ

る
と
し
て
、
部

分
的
專
責

に
よ

っ
て

墓

に
し
'・
農
業

と
農

民
・
、
を
充
分

に
擁
護

し
得

る
樂
園

を
出

現

せ

し

め

ん

と

し
た

。
然

ら

ば

か

か

る
提

案

が

提

出

さ

れ

し

當
時

の
燭

逸
農

業

事

情

は

如

何

な

る
状

態

に
あ

っ
た

で
あ

ら

う

か

。

十

九

世

紀

末

の
濁
逸

及

び

西

欧

諸

國

の
農

業

状
態

は

、
北

米

、

ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
、
濠

洲

等

の
低

廉

な

る
穀

物

輸

入

に

よ

っ
て
惹

起

さ

れ

た

る
農

業

恐
慌

の
渦
中

に
あ

っ
た

時

代

で
あ

る

。
帥

ち
海

陸

運

輸

機

關

の
賢
達

と

、

そ

れ

に
基

く
低

安

な

る
運

賃

と

に
よ

り

、
新

開
國

の
低
廉

な

る
農

産

物

が

西

欧

諸

国

の
市

場

に
歴

倒

し

来

た

り

、
嬬

め

二
野

局

唖

)
匿
蓬

も
気

霊

ま

塗
攻

こ
戎

塵

ノ
、

筵

張

D
』目
剛

よ

る
ド

易

野

系

レ
噛ヨ
帽諾

し

τ
契

陶

さ

紅

に

る
責

場

ば
陸

4
一「
圭
.EいF
イ

.'
-ー
ノヌ

『
「「二
轟d1
1
.「轟
噛

耳

語1

一
嚢

降
「
口埋
門)
雇

錯

牝

ケ』
塩
∠　渡
渉

一
む

、・ユ
ー

るτ
フ
ノ
(

pノ

だ

し

き
苦

痛

を

齎

す

に
至

っ
た

。
此

の

恐
慌

を

克

服

す

る
爲

め

に
、

マ
ハ
農
業

経
螢

の
改
善

を

行

ふ
た

め

に
、
更

に

新

な

る
負

債

を

起

す

こ
と

を

必
要

と

し

た
。
常

時

の
農

政
學

者

の
見
解

は
、

凡

て
悲

観

論

に
傾

き

、
農

業

の
衰

退

と

農

民

の
没

落

す

べ
き
運

命

と

を
豫

言

し

て

み

る

。

ラ

ッ
チ

ン
ガ

ー

は

日

ふ
、
コ

八

六

六

年

以

来

農

民

の
幸

輻

は

迅

速

に
消

滅

し

つ

つ
あ

る
。

而

し

て
負

債

は
驚

く

べ
き

亘
額

に
達

し

て

み

る
。

大

資

本

に
依

て
農

地

が
併

呑

さ

る

る

の

は

、
輩

に
時

日

の
問

題

た

る

に
過

ぎ

な

い
。
負

債

を

被

れ

る
農

民

は
壱
里
蒙

に
農

地

を
購

入

せ

ら

れ

ん

こ
と

を

懇

願

し

て

み

る
。

然

か
も

一
八

六

六

年

の
債

格

の
年

額

を
以

て
。
吾

人

は
恐

慌

中

に
立

っ
て

る

る
。
吾

人

は
蕾

に

濁
逸

の
国

民

経

済

の
根

底

の

み
な

ら

す

、
更

に
其

の
肚
會

的

娃

設
物

を

も
動

揺

せ
し

め

ん
と

脅

や

か

す

災

害

に
直

る

面

し

て

み

る
」

と

。

か

く

し

て

カ

ニ
ッ
ッ
は
農

民

は
没

落

の
運

命

を

辿

り

つ

つ
あ

る
も

の

と

す

る

。

併

し
叢

で
彼

穀

物

再

出買

論

策

三
十
四
春

七
五

第

一
號

七
五
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醜
い

物

導

管
ハ

臥
調

・

算

三
十
四
巷

七
六

第

一
號

七
六

は
自

問

す

る
、「
彼
等

は
果

し

て
何

庭

に
行

く

で

あ
ら

う

か

。
此

の
瞼

し

き

軌

道

を

更

に
進

む

べ
き

で
あ

る

か
。

或

は
此

の
登

山
車

を
支

持

す

る
方

策

が

存

せ
な

い

で
あ

ら

う

か
。

否

確

か

に

一
方
策

が

存

す

る
。

そ

れ

は

祀

國

の
総

て

の
産
業

部

門

に
謝

し
嘗

て
享

受

せ
し

こ
と

あ

る
李

等

な

る
幅

阯

を

回

復

す

る

こ
と

で
あ

る

。
農

業

は
自

己

を
燧

迫

す

る
未

曾

有

の
償

格

下

落

か
ら
解

放

さ

れ
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ

.
ム
ーや

著

し

く
不

安

と
な

り

つ

つ
あ

る
彼

等

の
將

來

に
封

ず

る
確

信

を
新

に
確

立

せ
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
。

而

し

て

そ

れ

に

は
先

づ

第

…
に
、
農

民

に
繁

榮

な

る
生

存

の
可

能

性

を

保

護

す

る
所

の
農

産
物

に
封

ず

る
斯

か

る
償

格

の
恢
復

を

必

要

と

す

樹
。」
か

く

て

カ

ニ
ッ
ッ
は
世

界

的

経

済

過

程

の
所
産

た

る
穀

償

の
下

落

と
之

よ

り
結

果

す

る
所

の
農

民

の
災

害

及

び
不

幸

を

、
確

實

に

㎜
朝

に
し

て
排
除

し
得

る

一
種

の
魔

力

を

國
家

立

法

の
内

に
求

め

ん

と

す

る
も

の
で
あ

る
。
穀

物

轍

入
園

螢

と

云

ふ
簡

箪

な

る
方

策

を

以

て

、

現
在

の
有

ゆ

る
混
齪

か
ら

、
即

ち
慣

格

低

落

、
地

代
低

下

、
負

債

増
加

及

び

貧
、窮

の
堪

へ
得

ざ

る
状

態

か

ら

、

生

活

が

確

保

せ
ら

れ

る
聖
地

へ
と

、
直

ち

に
且

つ
確

か

に
導

く
所

の
進

路

が

示

さ

れ

た

る
如

く

で

　
ラ
コラ

サ
ビむ

　し
　
ゆト

む

ヒみ
き　
　

の　　
しみヒ
レ
へ
　
ぬ
き

　
コじヨコこ
コ
　

ノ
セ

じ
ら　

コ　

ヨし

じ
に
ロ　し
ヨコ

δ

!
.ナ

ぎ

ナ

汐

屋

穆

筍

σ
芋
理

鳶

一
寿

に
祷

彫

ゼ
ら

れ

ヰ

備

な

る
直

さ

に
催

稲

を
磁

保

す

る

こ

と

に
依

て
、

地

代

自

膿

及

び

之

に
基

い

て
地

主

階

級

も
亦

再

び

安

固

と

な
り

、
此

の
階

級

の
失

は

れ

た

る
満

足

が

恢
復

せ
ら

れ

勘

幸

運

に
も
猫
逸
農

業

の
幸

幅
時

代
が
齎
ら
さ

れ
る
や
う

に
思
は
れ
た
。
併

し
此

の
専

責
案

は
帝
国

議
會

に
於

け

る

討
議

に
際

し

て
は
、
不
幸

に
し

て
微

溺
な

る
反
響
を
得
た

る
に
留

ま
り
、
提
案

者
及
び
其

の
徒
堂
…を
失
望

せ
し

め

た

。力

昌
ッ
ッ

の
提

案

に
射

し

て

は

、

シ

ユ

モ
ラ

ー

、

ブ

ッ

ヘ

ン

ベ

ル

ガ

ー

、

コ

ン
ラ

ー

ド

、

ス

カ

ー

ル

ワ

イ

ト

等

9>Kanitz,a.a.0.S.II.12.
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の
批
評
が
あ

る
。
何

れ
も
反
劉
的
態

度
を
表

示
し

て
み

る
。

今
此
等

の
諸
見
解

を
綜
合
し
て
カ

ニ
ッ
ツ
の
主
張

の

當
否

を
検

討

し
や
う

。

一
、
内
國

穀

物
の
債

絡
を
中

庸
な

る
高

さ

に
維
持

し
、
農

民
が
其

の
生
産

穀
物

を
右

の
償
格

で
販

質

し
得

る
こ

と

に
よ

っ
て
農

民
生
活

を
安

定

せ
し

め
ん
と
す

る
此

の
提
案

の
目
的
が

、
外
因

穀
物

の
輸

入
濁
占

の

み
を
以

て
達

せ
ら

る
る
や
否
や
が
極

め
て
疑
問

で
あ

る
。

カ

=
ッ
ッ
の
提
案

に
よ
れ
ば
、

尊

貴
局

は
外
国

で
購
入

せ
る
穀
物

を

ば

、

皿
八
五
〇
-
九
〇

年

の
平
均
慣
格
を
以

て
、
輸
入
地

で
直
ち

に
商

人
叉

は
製
粉
業
者

に
轄
責

す

る
か
、
ま

た

は
外
因

で
購

入

せ
る
穀
物

は
專
責

局

に
依

て
倉
庫

に
輸
送

さ
れ
、
此

の
場
合

に
は
保
管
費

用
だ
け
引
上
げ
ら

れ
九

る
計
算

を
以

て
、
・倉
庫

か
ら
需
要

に
癒

じ
て
初

め

て
販
費

せ
ら

れ
る
か
の
何

れ
か

で
あ

る
。
だ
か
ら
専
責

馬
が
外

國
産

小
変

一
顧

の
交
附

、儂
格
を
假

に

二

一
五
馬
克

と
決
定

し
た
と
す

る
も
、
内

国
産
小
変

に
鋼

し
て
も
、
此

の
最

低

償
格

で
何
時

で
も
購

買
者
を
見
出

し
得

る
と

は
限
ら
な

い
の
で
あ

る
。
従
来
製
粉
業

者
が
外
囲
産

小
変

を
使
用

し
た

る
理
由

ば
、
粘
力

多

い
此
等

の
品
種

と
然

ら
ざ

る
自

国
産

小
変

と
を
混
用

す

る
こ
と

に
よ
b
て

、
湾
費
者

の

嗜

好

に
適

す
る
純
白
な

る
褻
粉
を
製
造

し
得

る

に
あ

っ
た

。
從

て
消
費

者

の
嗜

好

に
し
て
塗
化

せ
ざ

る
限

り
、
穀

物

轍
入

の
國
螢
化

は
、
た
だ
そ
れ
だ
け

で
、
製
粉
業

に
よ

っ
て
加

工

さ
れ

る
外
囲
穀
物

の
分
量

に
憂

化
を
惹

起
し

得

ざ

る
は
明
白

で
あ

る
。

ま
た
か
か

る
國

螢
化

は
、
製
粉
業

に
よ

る
外
因
産
穀

物

の
選
揮
が
従

来
國
内

穀
物
市
場

に
及

ぼ
せ

る
煙
迫

を
緩
和

す

る
に
役
立

た
な

い
も

の

で
あ

る
。
從

て
外
国
産
穀

物
輸

入
國

管

に
よ

っ
て
、
内
国
産

へ

へ

穀

物
を

し
て
販
責
力

を
よ

り
大
な
ら

し
め
、
其

の
儂
格
構

成
を
有

利
な
ら
し
む

る
た
め

に
は
、
外
國
産

穀
物

の
轍

穀

物

專

萱

論
.

・

第
三
十
四
巻

七
七

第

一號

七
七
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し

穀

物

專

轡
ハ
私娼

.

第
三
十
四
巷

七
八

第
一
號

七
八

入

は
、
各
種
類
の
穀
物

及
び
品
質

に
就

て

、
國
丙
収

穫
高

に
輸

入
量

を
加

へ
た
る
供
給
量
が
、

一
ヶ
年

の
消
費

量

を
丁
度

充

た
す
や
う

に
、
輸
入
量

を
制
限

せ
ね
ば

な
ら

頃
。
國

内
牧
穫
高

、
國
内

需
要

量

に
就

て
の
誤
算

よ
り
起

る
配
給

の
概
猷

を
防

止
す

る
た
め

に
も
、
專
責

馬
に
於

て
充
分
な

る
穀
物

を
貯
蔵

す

る
を
要
す

る
で
あ
ら
う
。
而

し
て
内

因
穀
物

の
供
給
量

は
、
収

穫

の
豊

凶

に
よ

っ
て
年

々
凝

動
ず

る
が
故

に
、

こ
の
供
給
量

を
以

て
園
内
消
費

を
充

た
し
得
ざ

る
分
量

だ
け
を
輸

入
す

る
を
要
す

べ
く
、
從

て
外
國
産

穀
物

の
内
国
産
穀
物

に
饗
す

る
割

合
は

、

内

國

の
収

穫
豊

凶

の
如
何

に
よ
り
年

々
異

な

る
こ
と
と
な

る
。
從

て
従
来

の
如

く
製
粉
業

を

し
て
自
由

に
外
因
産

穀
物

を
躍
捺

せ
し
む

る
セ
得
な

い
の
で
あ

つ
で
.
導
贈買
勘

に
欝

て
内
外
産
穀
物

の
混
合
割
合
を
毎
年
確
定

せ
ぎ

ヴ⇔

を
得
ざ

る

こ
と
と
な

り
、
其

の
結

果
内
国
産
穀
物

の
專
責

を
も
併

せ
行

は
ざ

れ
ば

、
内
国
産
穀

物

の
販
責

が
完

全

に
保
讃

さ
れ
ざ

る
こ
と

と
な

る

で
あ
ら
う
。
か

く
て
力

昌
ッ
ッ

の
部

分
的
專
責

は
之

を
蟹
張

し
て
全
部
的
尊
貴

と

な
す

に
あ
ら
ざ
れ
ば

、
内

因
産

穀
物

の

一
定
慣

格
を
以

て
す

る
販
責

は
保

讃

さ
れ
ざ
る
結

果
と
な

る
で
あ
ら
う

。

二
、

カ

ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
部

分
的
専
責
制

の
下

で
.
外
国
穀

物
を

一
八
五

〇
1
九

〇
年

の
李

均
償
格

で
販
貢

す

る

に
よ

っ
て
、
内

國

産
穀
物

の
慣
格

を
少

く
と
も
右

の
高

さ

に
釣

上
げ

ん
と
す

る
に
あ

る
が

、
併

し
濁
逸

の
穀
慣

は
北
東

部
と
西
南

部
と

で
著
し

く
異
な

り
、
ま
た
各
個

の
生
産

地

方
内

に
於

て
.も
、
穀
債

は
場

所
を
異

に
す

る

に

從

ひ
、
鐵

道
叉
は
水
路

の
便
否

如
何

に
よ
り
相
違

し
、
穀
物

の
生
産
費

に
至

っ
て
は
地
方
的

に
、
ま
た
場
所
的

に

も
著

し

く
異

っ
て
み

る
。
全
国

的

に

一
律

に
慣
格
を
引

上
ぐ

る
こ
と

に
よ
り
、
各
地

方

の
受

く
る
利
益

は
著

し
く

異

な

る
こ
と

と
な

り
、
不
公
準

な

る
結
果
を
来

た
す

で
あ
ら
う

。
從

て
力

昌
ヲ
ッ

の
提
案

は
各
地
方

の
特
殊
事

情



を

一
切

顧

慮

し

て

み
な

い
缺

陥

を

識

し

て

み

る
。

三

、

カ

ニ
ッ
ッ

の
提

案

は

、

穀

償

を
国

家

権
力

に
糠

て
釣

上
げ

ん

と

す

る

に
あ

る
が

、

か
く

し

て
釣

上
げ

ら

れ

た

る
穀

債

は

一
般
消

費

者
階

級

の
負

捲

に
於

て

、

一
部

農

民

の
利

益

を

増
進

す

る
結

果

と

な

る

で
あ
ら

う

。
殊

に

国

家

に
よ

る
穀

償

の
釣

上

は

、
穀

作

を
圭

と

す

る
東

部

地

方

、
然

か

も

同
地

方

の
農

地

の
大

部

分

を

所

有

す

る
少

数

大

地

主

を

利

益

す

る

こ
と

と

な

る
は

、

カ

ニ
ッ
ッ
の
よ

く
意
識

し
居

b

し
庭

で
あ

ら

う

一

シ

ユ

モ
ラ
ー

の
如

き

學

者

で
さ

へ

「
カ

ニ
ッ
ッ
伯

の
思

想

を
採

用

す

る
と

せ
ば

、

輩

に
土

地

所

有

者

の

み
な

ら

す

、
国

民

全

般

も
ま

た

利

益

を

得

る
方

浩

に
於

て
、
之

を
要

求

せ
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
」

と

謂

っ
て

み

る

。
併

し

か

か

る
穀

慣

の
釣

上

は
無

制

限

に
ほ

ば

る

る
を
得

歩

、
必

ず

や
と

を
負

責

す

べ
き
清

費

者

、

殊

に
都
會

勢

働

者

の
負

憺
…能

力

の
如

同

に
よ

っ

て
制

限

を

受

く

べ
き

も

の

で
あ

る

。

カ

ニ
ッ
ッ

の
專

責

案

提

出

常

時

に
於

て

は

、
都

會

の
勢

賃

は
低

落

傾

向

に
あ

り

、
多

数

の
失

業

者

さ

へ
も

存

し

て

み
た
事

實

を

、
彼

は
眼

中

に
澱

い
て
る

な

か

っ
た

も

の

で
あ

る
。

カ

ニ
ッ
ッ

D
是
嚢

ま
茸

こ
也

D
壁

監

皆

及

D

附
孟

P
一霞

こ

し

く

設
員

し

τ

D

み
、
費

見

し

与

る
ケ

衰

容
あ
・つ
ト
;

`
モ工
嘱
、
一
ノ
壱
儒■」
一
4

(
一「犀
(一17
F
誰

(
月
ヨ

.',

.「㍗
ツ
ー

r『71

・
(

`

西-'コ」
・
ーイ

`
一
ノ∠8ノ
馴
.̀

り
「一

か
か

る

カ

ニ
ッ
ッ

の
提

案

が
批

難

さ

れ
た

る

は
當

然

で
あ

っ
た

。

カ

ニ
ッ
ッ

が
要

求

せ

る

一
八
五

〇
一

九

〇
年

の
内

國

小
変

の
準

均

慣

格

た

る

二

一、五
馬

克

は

、

一
九

〇

七

年

以

來

、

カ

ニ
ッ
ッ

の
提

案

を
侯

た
す

し

て
實

現

せ

ら

る

る

に
至

っ
た

。

こ

の
内

国

穀

物

の
償

格

騰
貴

は
農

業

恐
慌

の
終

熄

に
伜

ふ
世

界
慣

格

の
上

昇

と
或

る
程
度

迄

は

一
九

〇
六

年

の
穀

物

關

税

引

上

の
結

果

と

で
あ

っ
た

。

か

く

し

て
大

戦

迄

は

穀
物

専

責

論

は

そ

の
影

を
潜

む

る

に
至

っ
た

。

穀

物

專

費

論

策
三
十
四
巻

七
九

第

一
號

七
九

H)

二2)

c3)

Schmoller,a・a.O.S・236・

Sch【noller,a・a・03.・239・

Skalweit,a.a.0.S.&



穀

物

專

責

請

第
三
+
四
巻

八
○

第
一
號

八
0

　二
大
…戦
後

の
穀

物
]尋
贅
論

穀
物
尊
貴

は
、
多
敷

の
国
家

し
て
消
費

者

の
利
益

の
た

め
穀
物

の
強
制
管

理
を
行

(
は
ぎ

る
を
得

ざ
ら
し

め
た

る
大

戦

に
よ

っ
て
、
初

め
て
實

際

に
行

は
れ
、
實
験

せ
し

め
ら
れ
た

、
而

し
て
此

の
張

へ

へ

制

管

理
は
戦
後

に
於

て
も

、
よ
り
緩
和

さ

れ
た

る
形
式

に
於

て
で
あ

る
が

、
瑞
西

と
諾
威

と

に
於

て
行
は
れ
た
。
.

(註

[)

多
数

の
國
家

に
於

て
穀

物

の
自

由
経
濟

が
挨
復

さ
れ
た
時

に
は
、
之

を
以

て
夢
魔

か
ら

の
解

放

で
あ

る
と

戚

ぜ
な

か

っ
た
人
達

は
、
殆

ん
ど
な

か

っ
た
。
今
や
消
費
者

は
食
糧
消
費

の
量
的
制

限
を
除

か
れ
、
望
む
だ
け

の

絢

分

量

が

再

び

得

ら

る

る

こ

と

と

な

っ
た

。

欧

洲

戦

後

に
於

て

、
殊

に
濁

懊

諸

国

に
於

て

穀

物

専

責

請

が

人

気

を

博

し

了

い

つ

に

D

よ

、

省

も

ず

先
-よ

乞

こ

よ

つ

τ

馬

ケ
粋
噌
レ

τ
ド

兜

よ

蜀

芋

D

簿

重

量

阿

穿

里

セ
.亜

目

ナ

レ

わ

に

P

・
-
・'
甲

・

r㌧
ー

-

・
祠

る

闘(
P
l

・
"

甲

ノ
・
・'
.
.
.肋
[
ノ
堆
　
『開ノ
"「
.げ

r
・
∠
.
.
・兆
皿
晶
」
ノ
『
歪
-
糞
.
∬
.図
6
ヌ

甲
・

、計
・
.焔一
・ツ
♂

ら

で

あ

っ
た

。

註

網
、
瑞
西

に
於

て
.は

一
九

一
四
年
か
ら

一
九
二
九
年
・三
月
乾
}、
穀
物
車
;
買
が
行
は
れ
、
諾
威

に
於

て
は

　
九

[
.七
年

よ
り

一
九
二
七
年
・ま

で
行
は
れ
た
。
之
は
雨
國

の
特
殊
事
情

に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
瑞
西
は
園
内

の
小
峯
需
要

の
二
八
%
を
自
給
し
得
る
に
留
ま
り
、
諾
威
に
於

て
は
億

に

一
〇
%
を
自
給

し
得
る
に
過

ぎ
た
か
っ
た
。
両
国
と
も
中
立
圃
で
あ

っ
た
が
、
大
戦
中
、
自
由
商
業
に
よ
っ
て
は
、
充
分
な
る
穀
物

を
輸
入

し
得
な
か
っ
た
の
で
、
醗
俄
な
く
穀
物
尊
貴
を
行
ふ
に
至

っ
た
。
戦
後
も
そ

の
惰
性
に
よ

っ
て
引
続
き
專
費
を
繍
け
た
。
諾
威
は
世
界

的
農
業
㎝恐
慌
と

ロ
シ
ア
か
ら
の
ラ
イ
夢
ダ

ン
ピ

ン
グ

に
謝
し
、
自
國
農
業
を
保
護
ナ
る
た
め

　
九
二
八
年
以
来
穀
物
車
耳
買
を
再
び
採
用
し
て
み

る
。
此
等
爾
國

の
穀

物
事
萱
制

に
關
す
る
考
究
は
他
日
の
機
曾

に
認
る
。
-

　イ

部

分

的

專

費

論

一
九

二

〇

年

ア

メ

リ

カ
農

業

を

襲

へ

る

恐

慌

を

機

と

し

て

.
欧

洲

に
於

け

る
農

業

恐

慌

を

く

惹

起

し

穀

償

は
低

廉

な

る

海

外

よ

り

の
輸

入

穀

物

に

よ

っ

て

歴

せ

ら

れ

、

農

業

収

益

は

低

落

の
途

を

辿

る

に

蟄

つ

た

。

か

か

る

事

情

の

下

に
於

て

は

、
農

業

關

税

に

よ

る

國

内

農

業

の

保

護

を

以

て

不

充

分

な

り

と

な

し

、

國

家

統

制

の
要

求

が

起

る

の

は

當

然

の
勢

で
あ

っ

た

。

既

に

一
九

二

三

年

に

は

墺

太

利

の
杜

會

民

主

堂
…は

外

國

穀

物

專

責

14)

15) 撚難 鴛襯 羅 継藩　1　黙 黙 総
9離tsch,皆 練 。諜1閉 工駿 。瓢,器,1驕41i。S'謡 繰 。 σ。h,b・・h・・
furNatinalbkono皿ieand、StatistikBd. 126.Ig27.S.[66・Bd・ エ25・1926・S・
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の
採
用
を
以

て
、
穀

物
關

税

に
代
ゆ

べ
き
こ
と
を
議
會

に
提
議

し

、
此

の
要

求
を

一
九

二
五
年

の
同
煎

の
農
業

綱

領
中

に
左

の
如

く
塞

ぐ

る
に
至

っ
た
。

ラ一
穀

物
、
穀
粉
、
糠

の
輸

入
及

び
輸
出
を

聯
邦

の
奪
責

と
宣
言
す
る
。

こ
れ

は
、
聯
邦

が
農

民
及
び
漕
費

組
合

の
代
表

者

と
共
同

で
管

理
す
る
專

く

う

珊買
局

に
よ
っ
て
虜
理

さ
れ
る
。

二
酉
國
産
穀
物
及

び
穀

粉

の
商
業

は
聯
邦
内

に
於

て
は
自
由

と
す

る
。
併

し
專
膏
ハ局
は
、
専
噌買
燭

に
買
上
を
申
込

ま

く

　

れ
た

る
内
國
産
穀
物

は
、
事
費

局

が
訥推
定

せ
る
償
放
㎎
を
以

て
、
す

べ
て
引
受

け
る
主我
務

が
あ

る
。

三
此

の
引
受
栢
風
格
は
世
界
〔市
場
個旧
格

と
は
關
係

な

く

う

く

、
園

内

の
穀
物
栽
培

の
持
繧
を
確

保

し
、
然

か
も
此

の
目
的

に
必
要

な
ら

ざ
る
消

費
者

の
員
撫

は
凡

て
之
を
避

く
る

や
う

に
確
定

す
る
。

四
更
賢

く

局

は
、
外
國
穀

物
は
外
國

で
無

税
で
其

の
時

の
世
界
市
場
慣
格

で
購

入

し
、
國

産
穀
物

は
事
資
局

の
確

定

し
た
る
引
受
偵
格

で
購
入

す
る
。
而
し

て

の

專

貸
馬

は
そ

の
両
者

を
混
合
便

絡
で
、
利
潤

を
と
ら
ず
し

て
、
沿
…費
者

に
提
供

す
る
。
-

げ
た

o

猫
逸
杜

會
民
三ヒ
蕪
も.

九

二
七
年

の
キ
ー

ル
の
農

業
綱
領
中

に
於

て
、
左

の
如

き
外
國
穀
物

の
専
責

決
議

を
掲

穀

物

關

税

の

代

り

に

、
穀

物

及

び
穀

物

の
輸

出

入

を

国

家

の
猫

占

と

す

る

。

濁

占

の
便

格

政

策

の
た

め

に

は

、

國

注

を

以

て
規

定

す

る

原

則

を

敲

く

る

。

即

ち

生

産

者

に

は

そ

の
勢

働

の
適

當

な

る

取

盆

と

穐

資

に

野

す

る
報

償

と
を

確

保

し

、

然

か

も

沿
…
費

者

に

は

不

必

要

な

る
資

措

を

課

せ

な

い

や

う

に

す

る

。

専

責

馬

は

外

国

軽

物

を

無

税

で
輸

入

す

る

構

能

を

與

へ
ら

れ

、

内

国

産

穀

物

も

亦

、

園

内

の
敗

穫

の
聲

凶

き
國

内

債

格

の
安

定

に

必

じ
ご

じ

コ
ミ

　

マ
ぼモ

て

ロ

ユ
レきゆ
キ

つ
モ

へ
む

ま

ヨ

こ
ミ
し
ヨ
　ロ

ラ
　
ご
ヒし
ラ
も
ゴ

ユ

ら
ニ
　ニ
ド
リ
コ

ゆコく
し　ま

し
し
の
　

ノ

ヨ

ト
　　
ジ

ロ
ド

ロ
　ユ　
　
ロ

コ

聖

霊

ア
。
円

『
。

口要
理

づ

7
。
～尋
粥

を

妻

.心

置

β

耶

網

瞠
」
魅

¢
偵

註

己
須

ど

に

彷

妹

君

解

畷

生
汗
に

査
!
へ
ら

れ

た

る

法

得

郎

手

段

は

堕
詮
買
居
〔
に

移

さ

れ

る

`

.
尊

貴

局

は

外

國

及

び

内

國

産

穀

物

及

び

穀

粉

を

混

合

慣

格

で
沿
…費

者

の

た

め

に
原

債

で
提

供

す

べ
き

で

あ

る

㍗
、

英
吉
利
に
於
て
も
努
働
黛
は

一
九
二
⊥ハ
年
の
秋
の
農
業
綱
領
に
於
て
小
変
及
び
肉
類
の
輸
入
濁
占
を
揚
げ
て
ゐ

.

る

。然

る
に

一
九

二
八
年
以
來
欧

洲

の
農
業
恐
慌

は
愈

々
深
刻
と
な

り
、
農
産

物
殊

に
穀
物
慣
格

の
暴
落

は
未
曾
有

に
達

し
、
農

業
困
窮

は
愈

々
加

は

つ
た
。
専
責

論
者

ハ
イ

=
ッ

シ
ユ
は

日
ふ
、「
此

の
穀
償
低

落

の
原
因

に
就

て
は

穀

物

事

由買

弧醐

第
三
十
四
港

八

一

第

一
號

八

一

量6)

}7)

539)

Baade,Europ且i5じhcδGじ τ;.cidelnon〔 〕pol(【.)…eGに3¢115£h几ftlld.11-1930S.556)
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穀

物

專

責

請

箋

盲

管

八
二

至

號

八
二

吾

々
は
頭
を
憐
ま
す

こ
と
を
要

せ
な

い
。

そ
れ
は
吾

々
を
危
殆

に
瀕

せ
し
む

る
や
う
脅

や

か
す
断

切
海
外

の
競
争

ハ

に
基

く
こ
と
を

知
る
。

だ
か
ら
農

業
が

一
層

熱
心

に
保
護

を
要
求

す

る
は
明

白
な

こ
と

で
あ

る
。
L
か
く
し
て
關
税

.
に
よ

る
農
業

保
護

を

以

て
手
緩

し
と
な
し

、

一
奉

に
し

て
農

業

恐
慌

を
克

服
し
得

る
如

く
思

は
る
る
魔
力

を
國
家

権

力

に
よ

る
穀
物
專
責

に
求

め
ん
と
す

る
要
求
が

、
右
窯

た

る
濁
逸
農

民
堂
…に
よ

っ
て
も

、

一
九

二
八
年
十

月

に

.主

張

さ
れ
た
。
此

の
綱

領
は
吾

々
を
し
て
往

年

の
カ

ニ
ッ
ヅ
提
案

を
想
起

せ
し
め
る
。

　

　

↑
小
夢
、
ラ
イ
嚢

び
菱

霧

・
鍵

關
譲

藷

へ
の
費

・
、
之
、恕
す
べ
・
聚

監

m
保
す
る
。
仁
國
家
。
之
に
學

る
糠
襲

び
霧

を
霧

鐘

麺

雛

・
、
馨

・
の
監
置

李

る
。
無

寝

惚

霧

養

藩

入

み

礎
贋

撞

、
錐

丸
抱

還

確
定
。
、

一
空

晶

ト

ト

　

コ
ゴ

ロし

ロ
ヘ

コ

き

へ

くに

らコ

ノ
ロ

ト
し

コ
ヨ

ロ
コ

も
ラ

ざ　む
げ
　
マ

ト

　

ま

ロ
りす

ノ
一
円
な

ド
お

コ
　
コし
　

き

らじ

ニ
る

ヒら
ト
　
う

ロ

ロ

え
え
き

り
　
コ
コ
を

ド
ヨ
ほ　

九

年

大

月

一
日

遙

は

躍

』

品

¢

,4

参

に

塾

し

て

ね

一
陣

、二

弄

(

月

易

;.
イ

謬

K

韮

ー

マ

に

一
睡
.
一
一
ヨ

(

鰐
翻3

～

、毒

気

「
、
-毛

α

鍔

」ヲ

ρ

正

系
.
月

啓

し

て

、

自

家

に

於

て

パ

ン

及

び

穀

粉

の

形

状

で

自

作

の

小

夢

、

ド

イ

ツ

小

夢

叉

は

ラ

イ

夢

を

治

卿
具
ナ

る

者

は

、

ド

ツ

。ヘ

ル

・
ツ

エ

ン

ト

ナ

1

當

り

五

ラ

馬
克
の
製
粉
奨
働
金

(7同・ξ

蛋
・・ご

を
猫
占
管
理
届

の
利
金
金
中
よ
最

得
す
る
。
五
其
れ
以
外

の
利
益
金
は
業

の
穀
物
關
税
取
入
を
補
償
ナ

タ

く

さ

る
た

め
国
家

に
踊
扇
馴せ
し
め
る
。
1

墺

太
利

に
於

て
も
農

民
蕪

の

一
部

に
よ

っ
て
、

一
九

二
九

年
四
月

に
穀
物
輸
入

の
国

家
濁
占
が
要

求

せ
ら
れ
、

ま
た

一
九

二
九
年
七
月

に
は
濁
逸
議

會
内

に
於

て
穀
物
專
責

調
査
委
員

會
が
設
け
ら

れ
、
農
業

恐
慌

の
対
抗
策

と

し
て
の
專
責

請
が
各
國

に
於

て
喧
し

く
な

り

,
濁
逸
肚
會

民
主
蕪

の
農

政
論
者

バ
ー
デ

の
如

シご
は
、
漱
洲
諸
國

が

今

に
も
穀
物
専

費
制

を
採

用
す

る
客
観

的
状
勢

が
存
す

る
も

の
の
如

く
論
じ
て
み

る
。
併

し
乍

ら
戦
後

に
於

け

る

隊

洲

の
各
國
政
賞
…の
尊
貴

案

は
何

れ
も
部
分
的
専
責

を
主
張
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
原

則
と
し

て
穀

物
輸

入

の
國

家

濁
占

の
提
唱

で
あ

る
。
各
政
黛

の
綱
領
中

に
は
專
責

に
關

す
る
詳
細

な

る
理
論
的
根
撮

が
示
さ
れ

て
み
な

い
。

18)

弓←

Z.・.kunft,ZeitschriftfurWarumGetreidemonopol?(Diegrime

15128.:〕Bεしuerpolitik,Sonderdruclく,ausNr・L

EuvoplischesGe忙reidemonopol(Des.∈.11schaft,RweiterBandBaade,

336,任 ・〕

deutsche

1930,S.



ガ
ー

デ

は
租

詳

細

に
穀

物

專

責

に
就

て
論

述

し

て

み

る
。
彼

に
よ

れ
ば

「
輸

入

濁
占

制

度

は
自

国

の
穀

物

償

格

構

成

を

ば

世

界

市

場

に
謝

し
完

全

に
封

鎖

す

る

こ
と

に

ま

っ
て

、
絶

対

に
確

實

な

る
償

格
安

定

の
板

櫃

を

與

ふ
も

の

で
あ

っ
て
」

吾

々
は
穀

物

專

費

を

以

て

、
瑞

西

の
尊

貴

制

に
於

け

る
如

く

、

生
産

者

に
高

慢

な

る
買

上
償

格

を

保

護

す

る
を

目

的

と

す

る
も

の

で

は

な

い
。

穀

物

輸

入

の
國

象

濁

占

制

度

に
よ

っ
て
、

穀
物

の
需

給

を
充

分

統

制

し

得

る
も

の
と

考

へ
て

る

る

.
而

し

て
園

内

の
穀

物

取

引

は
原
・財

と

し

て
私

的
商

業

に
委

し

て
差

支

な

き
も

の

で
あ

る
。

バ
ー

デ

の
考

へ
に
よ

れ

ば

、
猫

逸

の
穀
物

専
責

に
は

、
瑞

西
及

び
諾

威

の
穀

物

専
責

の
如

く

、
内

国

産

穀

物

D
窒
.量

を

蜀

臨

D

昂

也

右

こ
詮

τ

、

=
し
・D
疑

♪
質

各

垂

泣

τ
罰

L

ぐ

5
.P
㎞

き
斐

多

'ρ
こ豊
新㌔
"、
と

ドじ
;

P
幽
P
)
。

一

!.
睡
.恥

一7
,
,;
一

二
↓濯
開
'一
.フ

.

}
'
,r̀
、
工非
ノ
[イ

ー

;
.」

甲
r「ノ

一

・
メ

」ノノ
.、・
.、ニ引
潮

.〆一
'-
、'
r

〆
・
.
..」
甲
子1.
ナ

・晶
・・

專

責

馬

に
は

、
主

要

市
場

に
於

け

る
内

國
疑

慣

を

し

て
.

一
定

の
限

界

以

下

に
低

下

せ

し

め
な

い
と
云

ふ
任
務

を

法

律

に
振

て
負

は

す

れ
ば

充

分

で
あ

ら

臥
σ

專

賞

局

は
此

の
任

務

を

次

の
如

く

に
し

て
、
履

行

心
得

る

で
あ

ら
う

。

即

ち

専

責

局

は
穀

物

市

場

に
干

渉

し

、
慣

格

が

限

界

以

下

に
低

落

す

る
傾

向

あ

る
場

合

に
は

、

一
時

的

な

る
過

剰

穀

物

を

冒
ハ上

ぐ

べ

き

で
あ

っ
て

、
農

業

に
齢

す

る
最

低

償

格

の
保

護

は

、
簡

軍

な

る
機
構

に
よ

っ

て
保

諦

さ

る

る

で
あ

ら

う

。

勿

論

か

く

の
如

く

に
し

て

は

、
穀

償

の
固

定

は
達

せ
ら

れ

な

い

で
あ

ら

う

が

、

か

か

る
穀

償

の
固

定

は

、
健

實

な

る
償

格

政

策

の
目

標

で
は

な

い
。「
併

し

近

年

に
於

け

る
如

き

一
六

〇

乃

至

三

〇
〇

馬
克

の
小

変

慣

絡

の
憂

動

を

.

二

二
○

乃

至

二
五

〇
馬

克

の

狡

い
範

園

に
限

る

こ
と

が

出

来

る
な

ら
ば

、
既

に
そ

れ

だ
け

で

も
素

晴

　

し

い
進
歩

で
あ
ら
う
」

と
。

　但
全
部
的
鍛
物
專
責
請

以

上
の
部
分

的
専
責

論

に
謝
し

、
全
部
的
専
責

請

の
提
唱
者
と

し
て
は
、
嘗

て
埃
太

穀

物

蒐
}
費

論

第
コ
.十
四
巻

八
三

第
一
號

八
三
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穀

物

專

費

論

策

=
.十
四
巻

八
四

第

一
號

八
四

利

の
大
統

領

た
り
し

こ
と
あ

る

穿

・ヲ

シ
ユ
を
翠

ぐ

る

こ
と
が
出
來

る
。
彼

は
外
国

穀
物

の

み
な
ら
す
、
内

國

嚇

穀
物

を

も
專
責

の
対
象

と
す

る
。

蓋

し
國
内

穀
物
市

場

の
完

全
な

る
支

配
が

、
専
責

の
不
可
敏

な

る
前
提

と
な

る

斑

か
ら
で
あ

傷
。
從

て
必
ず
外
因

に
織
出

せ
ざ

る
を
得

ざ

る
が
如

き
種
類

の
穀
物

に
在

て
ば
、
内
國

市
場

の
支

配
を

臨

」

訣
毒

に
、
妻

の
契

り
得
な
い
と
・
れ
る
.
而
し
て

ハ
イ

・
ッ
シ
亭
は
猫
占
を
穀
物
の
配
給
の
み
に
限

岬

り
、
製

粉
業

や

パ

ン
製
造
業

ま

で
を
も
國

家
櫛
占

た
ら
し
む

る

こ
と

に
は
躊

躇
す

る
も

の
の
如

く
で
あ

ワo
。

そ
れ

隅
.

艦

籍

難

雛

麓

糠

賜
騰
難
鰻

醗

鍛
欝

繍

嚢

硯
隈
苔

ダ
灘

∴

・
信
添

ら
で
　
↓
づ
製
革

毛
を
國
讐

す
…

を
以
て
、
國
民
の
杜
會
生
活
に
迄
干
渉
を
加
へ
凝

繋
講
謳
麟
欝
撫
灘
翻卿暇
灘
響
縦
覗篇
職
・　へ雛

郵
欝
羅

翻賊
難

舞
蹈虻露
髄
警

報
難
寒

鰤熱

～

H

り
11

H

産

に
於

て
は
機

械
使

用
、
分
業

の
範

園
狭

く

、
加

ふ
を

に
収
穫
逓

減
法
則

の
支

配
を
受

く

る
が
故

に
、
技

術
的

に
`

の

の
の

見

て
う
住
産
費

低
下

の
除
地

が
乏

し

い
。
從

て
農

産

物

の
償
格
下

落

に
際

し

て
は
、
農
業

純
牧
盆

は
減

退

せ
ざ

る

、

。.
、



・

を
得

な

唾
。
自

由
貿
易

論
者

は
、
海

外

の
競
争

に
よ

っ
て
穀
作

が
引

合
は
な

く
な
れ
ば

、
豊
饒

な

る
農

地

に
於

て

の
み
穀
作

を
行
び
、
他

は
之

を
放

牧
地

と
な
し
牧
畜

を
行

ふ
こ
と

に
よ
り

て
、

一
図

の
農

業

を
救

び
得

る
吃

論
す

め

る
が

、
「
穀
償

が
低
落

し
た

る
割
合

に
慮

じ
て
、
畜

産
物

に
劃

す

る
需
要

が
増
加
す

る
と

は
保
護

さ
れ
な

い
」
。
國

民

の
大
多
敷

が
農

業

に
於

て
生
計

を
螢

み
、
食
糧

の
大

部
分

が
國
内

に
於

て
生
産

さ

る
る

こ
と
が

、
國
民

的
及
び

経
濟

的

理
由

か
ら

正
常

視

さ

る
る
な

ら
ば
、
農

産

物

の
償

格
維
持

は

必
要

で
あ

る
と
云
は
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

資
本
主
義

肚
會

に
於

て
は
、
企
業
家

は

一
定

の
貨

幣

を
資
本
と

し

て
投

下
し

て
、
商

品

を
生
産

し

、
之

を
販
賀

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

よ
b
多
く

の
貨

幣
を
獲
得

す

る
。
然

.⇔
に
國
綜

間

に
於

て
は
、
富

源
生
産
力

の
豊

な

る
新

開

國

は
、
僅
少

な

る
貨
幣

資
本

の
投
下

に
よ

っ
て
、
多

く

の
農

業

商
品
を
生
産

し

、
富

源
生
産
力

に
乏

し
き
穫
開

へ

へ

國

に
之

を
廉

資

す

る
.、
と

に
よ

っ
て
、
他
國

を
叢

し

て
、

、
り
多

く

の
纂

を
獲
得

す

る
.
故

に
薦
織

縞

等

か
の
方
策

に
よ

っ
て
之

を
防

止

す

る

に
あ

ら
ざ

れ
ば
、
他
國

に
謝

し
負

債
奴

隷

の
状
態

に
陥

る

で
あ
ち
う
。
従

来

に
於

て
、

か
か
る
方
策

を
穀
物

關
税

の
内

に
求

め
た
。
.併

し
乍

ら
穀
物

關
税

は
そ
れ
を
達

す

る
に
通
常

な

る
手

段

で
あ
ら

う

か
。
穀
物

關
税

に
よ

っ
て
確

か

に
園

内
穀

慣
を

世
界
債

格

か
ら
幾
分
引

上
ぐ

る
を
鴨

る
で
あ
ら
う
。
・

併

し
穀
偵

の
騰
貴

に
慮

じ
て
差
益

地
代

も
上

る

で
あ

ら
う

。
ま

た
從

て
地

償
も
騰
貴

す

る
で
あ

ら
う

。
地

償
が
騰

貴

す
れ
ば

す

る
程

、
地

主

は
愈

々
農

地

を
責

卸

し
て
、
利
得

を
得

や

う
と
努

む

る
で
あ

ら
う
。
併

し

か
ぺ
騰
貴

せ
.

る
農

地
を
購

入
し

た

る
者

に
と

り

て
は
、
従

前

の
穀
物

開
枕

は
何
等

の
保
護

を

も
與

へ
な

い
で
あ
ち

う
。

か
か

る

際

に
は
小
農

が
農

地

の
購

入
者
と

し

て
現

は
れ

る
。
彼
等

は
・農

地

を
ば
畢

な

る
資
本
と
考

へ
Fす
局
勢

働

を
完

全

に

穀

物

虫
}

咀買

論

策
三
十
四
巻

八
五

第

一
號

八
五
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穀

物

専

心買

㎝論

集
三
十
四
巻

八
六

第

一
號

八
六

利
用

す

る
作
業

場

と
考

へ
、
濁

立
生

計

を
保
護

し

て
呉

れ
る
仕
事

場
と

し

て
評
慣

す

.o
が
故

に
、
地
主

の
頁

却

す

る
土
地

を
資

本
家

的
打
算

以
上

に
高

債

に
購

入
牛

る
を
嚇

せ
な

い
。
だ

が

一
朝

に
し

て
穀
償
が
下
落

す

る
場
合

に

は
、
菰

に
農
業

純
牧
盆

と
地
慣

と

の
不

釣
合
を

一
暦
甚
だ

し

か
ら

し
め

、
農
業
問
題

が
起

ヴo
。
か

く
し
て
關
税
引

上

の
要

求
が
無

限

に
繰
返

さ

る

る
で
あ
ら
う
と

主
張

し
て

み
る
。

だ

か
ら
穀

償

の
引

上
は
、
差
益

地
代

、
從

て
地
偵

の
騰
貴

を
件

は
ざ

る
方
法
を
以

て
、
之
を
行

は
な
け

れ
ば
な

ら

ぬ
。

ハ
イ

輪
ッ

シ
ユ
は

穀
物
専

責

を
以

て
、
此

の
要

求

に
含
致

せ

る
方
策

で
あ

る
と
信

じ
て

み
る
。
之

は
如

何

な

る
根
擦

に
於

て
,
し
か
一
主
張

さ
れ

る
の
で
あ

ら
う

か
。
疏

.コ

ニ

・

豊

は
注
脚

に
よ

っ
て
,
地
盤

を
雅

楽

の
牧
盒
債

格

に
等

し

く
確

定

し
、
此

の
確

定
地
償

の

一
定

の
利
子

を
以

て
、
農
産

物
専
責
償

格
決
定

の
基

礎

た

る
生

産
費

の

一
部
分
を
構
造

せ
し
め
ん
と

す

る
も

の
で
あ

る
。
彼

は

か
か

る
地
債
確
定

が
極

め
て
容
易

に
實

行
出

来

る
と
自
信

し

て
み

る
。
此

の
場
合
と
錐

も
、
同

一
の
農

地

に
皮
下

み

る
る
資
本

が
、
以
前

の
投
下
資

本

に
比

し

ヘ

へ

て
よ
り
少

な
き
牧
盆

を
齎

す

限
り

、
以
前

の
投
下
資

本

に
謝

し

て
は
差
益

地
代

が
登
生

す

る
こ
と
と
な

る

で
あ
ら

う
が

、
併

し
此

の
差
益

地
代

は
地
生

に
蹄
属

せ
す

し

て
ゾ
土
地

耕

作
者

に
取
得

さ

る
る
こ
と
と

な

る
。
蓋

し
地
債

は
既

に
法
律

に
よ

っ
て
確
定

さ

れ
て
る

る
か
ら

、
地

代
の
増
加

は
地
.儂

の
騰
貴

を
齎
ら

さ
な

い
か
ら

で
あ

る
。
假

令

地

代

の
高

ま

っ
た
た
め

に
、
農

地
が

法
定
.偵
格
以

上

に
責

却

さ

る
る
こ
と
が
あ

る

に
し

て
も
、

そ
れ

に
よ

っ
て

消
費

者

は
何
等

の
不

利
益

を
も
被
ら
な

い
で
あ
ら

う
。
蓋

し
農

産

物

の
尊
貴

償
格

の
基
礎

た
る
生
産
費
中

に
は
法

定
地
償

の
利
子

が
算

入

さ

る
る

に
過

ぎ
な

い
か
ら

で
あ

る
と
。

コ8)正 【εLinisch,a.a.O・S.331一



克
に
専
貰
制
に
よ
っ
て
、
消
費
者
は
自
由
商
業
の
下
に
於
け
る
よ
り
も
、
よ
り
低
廉
な
る
穀
物
営
購
入
す
る
こ

と
が
出
来
る
と
主
張
す
る
。
蓋
一
し
専
貰
局
は
現
金
支
梯
を
な
す
大
消
費
者
と
し
て
、
個
々
の
商
人
に
優
れ
て
ゐ
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
専
貰
に
よ
っ
て
、
中
間
商
業
を
最
小
限
に
縮
少
し
、
生
産
者
と
消
費
者
と
の
結
合
を
密
接
な

ら
し
む
る
利
盆
が
め
る
と
し
て
ゐ
る
。

h
y
t
し
て
専
貨
に
よ
っ
て
、
外
幽
の
穀
物
競
宇
一
か
防
が
れ
、
農
民
ば
農
業

、、

恐
怖
か
ら
救
は
れ
、
消
費
者
は
自
由
商
業
の
下
に
於
け
る
よ
り
も
、
よ
り
低
廉
な
る
穀
物
を
購
入
す
る
こ
と
が
出

来
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
n

h
r

〈
し
て
A

イ
ニ
ツ
ジ
ユ
は
高
明
す
る
J
l
穀
物
専
寅
の
採
用
以
外
に
、
今
日
の
困
難
ゼ
見

れ
る
注
は
な
い
。
苦
々
の
農
民
が
凡
て
の
偏
見
(
絞
物
募
資
に
暫
y

と
か
ら
際
放
さ
る
る
な
ら
ば
、
甚
だ
し

t
望
ま
し

い
で
あ
ら
う
リ
蓋
し
、
若
し
然
ら
ざ
れ
ば
、
彼
等
は
理
刷
用
の
不
足
か
ら
白
か
ら
め
裏
穴
宕
抑
制
る
も
め
で
あ
る

tmw一

非
難
に
偵
す
る
で
あ
ら
う
」
と
。

斯
く
の
如
く
A

イ
ユ
ツ
シ
ユ
ほ
農
業
恐
慌
封
抗
策
と
し
て
穀
物
専
責
を
高
唱
す
る
も
の
で
あ
石
一
炉
、
か
〈
理
想

通
h
に
貫
現
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
彼
は
ふ
t
日
の
農
村
崎
題
を
以
て
、
農
業
純
牧
盆
と
地
債
と
の
不
釣
合
に
原

因
す
る
と
云
ふ
が
、
之
に
は
一
面
の
異
理
め
る
こ
と
は
争
ば
れ
な
い
。
農
地
の
市
場
債
格
は
肱
盆
債
格
以
上
に
騰

貴
し
勝
で
あ
る
が
故
に
、

T
h
t
Q
高
値
な
る
土
地
合
購
入
す
る
な
ら
ば
、
純
牧
益
を
以
て
購
入
代
金
を
慣
却
す
る

こ
と
難
〈
、
若
し
一
朝
に
し
て
農
産
物
の
慣
格
下
落
に
際
命
目
す
れ
ば
、
農
家
経
携
の
破
綻
を
惹
起
す
る
で
あ
ら
う
。

か
か
る
例
は
筏
凶
の
自
作
農
創
定
事
業
に
就
て
も
見
出
し
得
る
露
で
あ
る
。

A

イ
ニ
ヅ
シ
ユ
は
か
か
弓
眺
害
を
防

止
す
る
七
め
、
法
律
に
よ
っ
て
農
地
の
債
格
を
純
牧
盆
債
格
と
一
致
せ
じ
か
る
や
う
規
定
し
、
比
の
法
定
地
慣
に

畢量

物

八
七

第
三
十
四
巻

第

披

事

資

吾ム
恥刷

八
七
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穀

物

受

第
三
十
四
谷

第

盟主

事

Z危

八
八

i¥. 
八.

劃
す
る
一
定
利
子
を
他
の
費
用
と
共
に
生
産
費
中
に
加
へ
、
此
の
生
産
費
を
基
礎
と
し
て
専
責
債
格
を
決
定
せ
ん

と
す
る
が
、
併
し
各
農
地
の
肱
盆
債
格
の
算
定
は
A

イ
エ
ツ
シ
ユ
の
信
や
る
如
〈
決
し
て
容
易
な
る
も
の
で
は
な

い
。
般
に
之
が
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
農
地
の
肱
盆
債
格
の
基
礎
と
な
る
純
肱
盆
は
、
一
般
軽
郡
事
情
の
麗
勤
、

(
肥
料
値
持
、
勢
賃
等
の
鑓
動
)
に
件
ふ
て
年
々
麗
化
す
る
を
見
れ
な
い
か
ら
、
年
々
調
査
せ
.
ざ
る
を
特
な
い
で
あ
ら

う
。
然
る
限
り
.
彼
は
一
塁
員
制
の
下
に
於
て
も
、
同
一
の
農
地
に
投
下

3
る
る
資
本
炉
、
従
前
の
投
下
資
本
に
比

、、

し
て
よ
り
少
な
き
牧
盆
を
生
や
る
限
り
、
従
前
の
投
下
資
本
に
は
差
盆
地
代
が
殺
生
す
る
こ
v

と
あ
る
を
認
め
て
ゐ

る
が
、
こ
の
差
盆
地
代
は
伺
故
に
純
牧
盆
と
宥
倣
し
持
む
い
の
で
あ
ら
う
か
。
此
の
地
代
と
従
来
の
地
代
と
を
何

仁
よ
り
て
臨
別
し
科
弓
で
み
巴
う
か
り
氏
以
↑
鹿
島
地
小
法
定
収
益
伯
格
を
秒
一
定
す
れ
ば
、
、
氷
点
じ
艶
更
す
べ
か

ら
.5
る
も
の
と
考
ふ
る
も
の
で
あ
る
か
。
若
し
然
り
と
す
れ
ば
農
業
の
集
約
化
を
姉
ヤ
る
結
果
と
な
る
で
あ
ら
う
。

又
右
の
地
代
を
純
牧
盆
に
加
ふ
る
限
り
、
ぞ
れ
ピ
け
一
塁
員
債
格
の
基
礎
た
る
生
産
費
は
高
ま
ら
ぎ
る
を
得
F
る
こ

と
と
な
る
で
あ
ら
う
。

更
に
A

イ
ユ
ツ
シ
ユ
は
専
責
制
に
よ
っ
て
、
闘
内
の
農
業
生
産
者
に
は
耽
盆
を
保
読
す
る
債
格
ぞ
以
て
穀
物
を

買
上
げ
、
消
費
者
に
は
従
来
よ
り
も
安
値
な
る
殻
物
を
供
給
し
得
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
彼
は
同
家
濁
占
に
よ
っ
て

外
国
穀
物
を
自
由
商
業
よ
h
，
も
一
層
安
債
に
購
入
す
ろ
を
得
る
と
考
へ
て
ゐ
る
が
、
来
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
専

貰
局
が
大
量
穀
物
を
購
入
せ
ん
と
す
る
際
は
、
外
国
の
設
物
商
が
一
等
責
局
の
大
量
購
入
の
気
勢
を
察
す
れ
ば
穀

債
を
投
機
的
に
引
上
げ
ゃ
う
と
試
み
る
べ
く
、
此
の
事
は
カ
ナ
ダ
の
小
姿
プ

l
y
が
大
量
販
・
一
一
一
員
の
気
勢
を
示
せ
ば
、

小
委
債
格
は
直
ち
に
下
落
の
傾
向
を
示
し
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
ニ

夏
に
園
内
穀
物
生
産
者
と
消
費
者
と
の
利
害
関
係
の
封
立
が
、
専
責
制
に
よ
っ
て
如
何
に
調
和
さ
れ
る
で
あ
ら

Dietzc， a. a. O. S. 13 



う
か
。
諾
威

に
於

け

る
穀
物

專
責

が
比
較

的
好
都
合

に
行

は

る

る
は

、
同
國

は
自
國
穀
物

を
以

て
園
内

滑
費

量

の

約

一
〇
%
を
充

た
す

に
過

ぎ

な

い
と
云

ふ
特

殊
事
・情

に
基

く
も

の

で
あ

る
。
帥
ち
諾
威

に
於

て
は

、
完
全
専
責
.に

よ

り
、
外
國
穀

物

の
国
内

販
責
慣

格
を

世
界

市
場
償

格

よ
b
少

し
く
引

上
ぐ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
其

の
差
額

収
入

に
よ

っ
て
、
消
費

者

に
は
大

な

る
質
権

を
課
す

る
こ
と

な
く
し

て
、
生
産

者

に
生
産
費

を
充
分

補
償

し
得

る
の

で

あ

る
。
帥

ち
同
国

に
於

て
は
穀
物
専
責

が
輩

な

る
地

主
階
級

の

み
を
利
す

る
結
果
を
齎

さ
な

い
た

め

に
、
ま

た
穀

作

を
萎

靡

せ
し
め

な

い
た
め

に
、
穀
物
生

産
者

に
は
自
家

消
費

穀
物

に
謝

し
て
も

一
定

の
補
償

金

(嵐
、一、蕊

巳

。
)

の

コ
ら

　
ム

　

う

ち

ロ
へ

を
支
給

し

つ
つ
あ

る
が

、
之

は
諾
威

の
如

き
特
殊
事

情

の
下

に
あ

る
國

に
於

て
、
甫
め

て
貴
行

可
能

で
あ

る
、
撚

る
こ
山前
町

こ
詮

τ
ま
哉
麦

も
λ

し
く
殺
吻

D
完
全
専

費

を
行

ひ

っ

っ
あ

っ
た
が
、

一
九

二
九
年
三

月

に
至
り
之

を

ノ
く
エ　
　じ
く
　ノ
ロ
む
ロよ
イ

ノピ

　ビロワ
と

く
よ
ザ
ノ

　
　　

ノノ
　

鷹
…止

せ
ざ

る
を
得

ざ

る

に
至

っ
た
。
同
国

に
於

て
は
小
多

需
要

の
約

二
八

¢
を
貞
給

し
得

.
少

量

の
ラ
,召
褻
需
孤

は
全
部
自

給

し
得

る
状
態

に
あ

る
。
最
初

は
諾
威

と

同
様

に
園

内

小
褒
生
産

を
振
興

す

る
目
的

を
以

て
、
生
産

者

の
自
家

消
費

小
褒

に
謝

し

て
も

一
定

の
補

償
を

與

へ
て
る
た

の
で
あ

る
が
、
諾
威

に
比

す

れ
ば
自

給
量

が
多

き
た

め
、
生

産
者

を
充
分

保
護

せ
ん
と

す

れ
ば

、
國

内
債
格

を
世
界
市
場
償

格
よ
り
著
し

く
引

上
ぐ

る
を
要

し
、
消
費

者

に
人

な

る
負

搬
を

課
す

る
こ
と
と
な

り

,
生
産
者

と
消
費
者

と

の
利
害

の
不

一
,致

は
巻

に
専
責
制

の
塵
止

に
導

い
た
。

こ
れ
瑞

西
よ

り
更

に
自

給
穀
物
割

合

の
人

な

る
濁
懊
諸
国

に
於

て
、
消
費
者

階
級

に
大

な

る
負
捲
を
課

す

る
こ
と

な

く
し

て
、
世
界
市

場
償

格

に
謝

し

て
自

國
農

業

を
充
分

に
保
護

し
得
ざ

る
理
由

で
あ

る
。

こ
れ
肚
會

民

主

堂
…の
バ
ー
デ
洛が
專
責
制

の
目

標
は
軍
な

る
國

内
債
格

の
激
愛

防
止
策

で
あ

る
と
主
張
す

る
所

以

で
あ

る
。

四

、
結

・穀

物

專

萱

請

口

第
三
+
四
巻

八
九

第

一
號

八
九

Fischmejster,a.32)
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穀

物

專

責

請

、

第
三
十
四
巻

九
〇

第

一
號

九
Q

以

上
に
よ

っ
て
各
国

の
穀
物
專
責

論
は
如

何
な

る
経
済

的
背
景

に
於

て
、
ま

た
如
何
な

る
理
論
を
根
慷

と

し
て

主

張

さ
れ

た
る
か
を
瞭

に
し
、
之

に
就

て
若

干

の
考
察

を
試

み
た
。

論
者

に
よ
り
或

は
部

分
的
專
責

を
可
と

し
、

或

は
全
部

的
專
費

を
提

唱

す

る
。
更

に
專
責

の
目
標

に

つ
い
て
も

、
國
内
殻

償
愛
動

の
安

定
を
主

眼
と
す

る
あ
り

ま
た
穀
物
生

産
者

に
生
産

費

を
償

ひ
同
時

に
消
費
者

の
生
活
安

定
を
期

す

⑤
も

の
あ

り
、
或

は

一
塞

に
し
て
農
業

恐
慌
克
服

の
魔

力

を
求
む

る
も

の
も
あ

る
。
專
責
制

採
用

の
可

否

、
其

の
範

囹

の
如

何
、
之

に
課

す

る
目
的
如
何

の
問
題

は

,
各
国

の
特

殊
経
濟
事

情

と
時
代

的
背

景

の
如

何
と

に
よ

っ
て
、
夫

々
異

な
ら
ざ

る
を
得
な

い
。
專
責

制
採
用

に
關

し

一
貫
し

て
存
在
す

る
困
難

は
、
實

に

農

業
生
産
者

と

消
費

者

と
の

利
害
關
係

の

劉

立
調
和

に
あ

る
。
蓋

し
尊
貴
制

に
よ

っ
て
。
決

し
て
国
民
全

般

の
購
買
力

が
増
加

し
な

い
か
ら

で
あ

る
.

一
方
農

業

生
塵
者

の

利
益

は
、

必
ず
他
方
消
費

者

の
損
失

と

な

っ
て
現

は

る
る
か
ら

で
あ
.る
。
專
責

制

の
提

唱
が

、
従
来
常

に
農

業
不

況
期

に
於

て

.
從

て

一
般
経
濟
界

の
不

況
時

に
際

し
て
、
行

は

る
る

に
於

て
、

一
層
此

の
戚
を
強

く
す

る
。

周

り

　

新
聞
紙
の
繋

る
所

に
よ
れ
嫉
、
政
友
會
特
別
委
員
會
に
於
て
は
、
米
專
責
制
の
断
行
を
決
議
さ
れ
て
み
る
が
、
ゆ

レ

コ

ロ

ト

エ

其

の
意
気

や
誠

に
肚
と

す

べ
き

で
あ
ら

う
。
其

の
意
味

す

る
所
は

、
内
地

植
民
地

を
打

っ
て

一
九

と

し
た

る
米

の

咋

生
産
統
制
を
行
び
・
米
配
給
を
も
國
霧

占
と
す
・
も
の
の
㌍

、
諸
外
国
伽
專
貞
案
に
比
し
三

歩
進
ん
で
ゐ

繭

る
観

が
あ

る
。
併

し
米

生
産

費

の
合

理
的
低
減

は
米
專
責

の
實
施

に
よ
り
生
産
者

を
苦

し
む

る
こ
と
な

く

し
て
達

臥

成
せ
ら
れ
・
清
薯

の
永
久
的
馨

妄

　

國
民
経
済
の
蓋

姦

固
な
ら
し
む
・
と
護

・
れ
て
る
・
が
、

噺

米
専
責
に
・
つ
て
智

に
・
て
米
生
嚢

蓋

的
に
低
減
さ
る
・
の
か
、
私
に
鐘

蟹

來
な
い
.
含

の
蕊

家
経
濟
の
困
窮
の
原
因
は
、
農
家
の
販
貢
す
べ
き
農
産
物
償
格
と
農
産
物
の
生
産
費
を
構
成
す
る
生
産
諸
要
素
の

)糾

償
格

と
が

、

一
般
不

況
詩

に
捺

し
、
伺

一
歩
調

を
以

て
低

下

せ
ざ

る
黙

に
存
し

て
み
る
。
此

の
原

因

は
、
資
本

主



義
的
生
産
関
係
の
機
構
の
内
に
、
即
ち
農
村
に
於
け
る
地
主
、
小
作
人
の
一
祉
曾
的
勢
力
の
消
長
の
内
に
、
小
農
経

済
と
濁
立
資
本
と
の
封
立
の
内
に
存
し
て
ゐ
る
。
か
か
る
資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
封
し
て
は
何
等
の
統
制
を
加

へ
十
し
て
、
軍
に
米
専
寛
制
に
よ
っ
て
米
債
を
引
上
ぐ
る
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
か
か
る
米
専
責
制
は
如
何
な
る
階

級
の
犠
牲
じ
よ
っ
て
、
何
人
を
刺
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
米
配
給
に
闘
す
る
民
業
を
麿
止
せ
ん
と

主
張
き
る
る
が
、
如
何
な
る
理
論
的
根
醸
に
於
て
で
あ
る
か
。
米
配
給
の
私
的
機
闘
の
存
績
に
は
弊
害
あ
っ
て
‘

国
民
粧
梼
上
そ
れ
に
耐
へ
得
な
い
と
言
ふ
の
で
あ
る
か
。
在
は
米
専
寅
の
如
き
重
大
案
を
決
議
さ
る
る
に
際
し

τ

み
也
、

}
肱
闘
民
に
理
解
出
来
る
や
う
、
そ
の
現
論
的
根
披
を
詳
細
に
提
示
せ
ら
る
る
こ
と
を
切
望
す
る
。

我
闘
の
米
穀
問
題
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
ο

併
し
な
が
ら
米
穀
の
特
殊
性
と
岡
民
mw
之
仁
掛
す
乙
軌
者
カ
と
い
し

よ
っ
て
、
世
界
農
業
恐
慌
に
聴
き
る
る
こ
と
が
少
な
い
。
た

r朝
鮮
と
豪
漕
米
と
の
内
地
米
陸
迫
が
問
題
で
あ
る
。

だ
か
ら
我
凶
の
米
穀
問
題
は
、
か
か
る
凶
家
椎
刀
の
過
大
の
後
動
に
よ
る
、
一
専
貰
制
に
よ
る
に
あ
ら
.
ざ
れ
ば
、
解

決
は
不
可
能
で
あ
ら
う
か
。
私
は
信
中
る
、
有
ゆ
る
経
済
政
策
の
樹
立
に
就
て
は
飛
躍
は
禁
物
で
あ
る
と
。
今
日

の
資
本
主
義
経
済
組
織
の
下
に
於
滑
る
凶
家
は
、
か
か
る
米
返
り
貰
と
い
ふ
如
き
重
大
な
る
任
務
に
耐
へ
得
る
で
あ

ら
う
か
。
濁
逸
の
り
一
百
円
Nn

敬
授
は
、
そ
の
穀
物
専
貰
論
を
結
ぶ
に
嘗
っ
て
言
ふ
。
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今
日
の
我
闘
に
於
て
は
碗
味
す
べ
き
一
一
日
葉
で
あ
ら
う
。
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