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租
税
白
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

^ r-

租
税
の
農
業
に

及
ぼ
す
影
響

チ
タ
求

y
「
孤
立
園
」
に
於
け
る

山

d定

岡

チ
ウ
ネ
ン
の
「
農
業
及
び
園
民
経
済
に
閲
す
る
狐
立
図
」
は
「
穀
物
債
格
、
肥
力
、
及
ぴ
租
税
の
農
業
に
劃
す
る
影
響
」
を
そ
の

副
題
と
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
チ
ウ
ネ
ン
は
租
税

r針
し
て
「
孤
立
園
」
第
一
部
、
第
三
編
全
部
を
あ
て
て
ゐ
る
。
こ
の
外
に
遺
稿
よ

り
な
る
第
二
部
、
第
二
編
に
も
、
租
殺
を
論
守
る
部
分
が
見
出
さ
れ
L
。
こ
h

に
チ
マ
不
ン
の
租
税
論
を
紹
介
す
る
所
以
は
之
が
租

税
論
と
し
て
特
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、

千
ウ
ネ
ン
の
租
税
論
が
そ
の
事
的
慢
系
か
ら
見
て
興
味
あ
る
も

の
と
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
。
具
健
的
に
言
ふ
品
な
ら
ば
チ
ウ
ネ
ン
は
租
税
を
、
典
型
化
、
孤
立
化
の
方
法
に
よ
り
完
成
せ
ら
れ
た
孤
立

闘
か
ら
一
歩
現
貫
に
近
づ
か
ん
が
た
め
の
外
的
要
素
導
入
の
一
膝
用
と
し
て
遁
べ
て
ゐ
る
。
邸
ち
五
n
k

は
千
ウ
、
ネ
ン
か
ら
一
の
理
想

型
と
し
て
の
孤
立
図
が
、
岡
家
機
力
に
基
き
そ
れ
に
一
定
の
租
税
が
課
せ
ら
れ
る
揚
合
、

一
徳
如
何
左
る
さ
ア
イ
フ
イ
ケ

1
L
V
ヨ

y

を
受
る
で
る
ら
う
か
を
抽
象
的
結
論
の
現
寅
へ
の
趨
川
の
一
模
範
例
止
し
て
皐
ぴ
と
ら
ん
と
ナ
る
も
の
で
る
る
。
一
吉
ふ
迄
も
な
く
彼

の
租
税
論
を
理
解
せ
ん
が
た
め
に
は
、
先
づ
何
よ
り
も
「
孤
立
園
」
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
併
し
こ
L
で
狐
立
図
の
撃
的
措
采

を
全
般
に
亙
っ
て
説
明
す
る
と
と
は
無
知
で
あ
る
。
吾
闘
に
於
て
も
既
に
近
藤
康
男
氏
其
他
の
優
れ
た
研
究
が
存
在
す
る
か
ら
。

J. H. v. Thunen; Der isoIierte Staat usw. eingeleitet von W:墨田tig 3. Aufl. 
1930 1. Teil III. Abschnitt u. II. Teil II. Abteilung. (i患者は SCRum3cher 
版による)との同者とも近藤康男氏の邦鐸から除かれてゐ品。
起草E康男氏、チウネン孤立園の研究
山田雄三氏、チウネン分配論の研究
菊田太郎氏、生産立地論大要、 29頁-100頁
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近
藤
氏
は
次
の
如
〈
活
ぺ
ら
れ
る
。
「
千
ウ
ネ

y
の
農
業
者
の
目
標
は
最
大
粗
牧
穫
で
は
な
く
、
最
大
貨
幣
牧
徒
で
あ
る
。
従
っ
て

彼
の
農
業
理
論
は
市
場
に
関
両
制
し
て
説
明
せ
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
ナ
る
。
放
に
債
格
が
中
心
と
な
っ
て
他
は
附
加
物
と
な
る
。
し

か
も
望
に
憤
岬
悼
の
影
響
を
知
る
の
で
は
左
く
て
、
慣
性
情
に
却
し
て
完
全
に
農
業
を
説
明
ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
土
地
の
肥
力
と
租

役
と
に
つ
い
て
は
そ
の
農
業
に
及
ぼ
す
影
響
が
等
ね
ら
れ
る
。
肥
力
は
技
術
的
に
土
地
の
生
産
力
を
通
じ
て
生
産
物
の
債
格
に
影
響

し
、
租
税
は
枇
合
的
統
制
に
よ
り
直
接
に
債
格
闘
係
に
影
響
す
る
か
ら
で
あ
針
。
」
斯
様
に
チ
ウ
ネ
ン
に
於
て
租
税
が
問
題
と
な
る
の

い
は
ぱ
私
経
済
的
に
、
生
産
費
の
一
部
と
し
て
租
税
を
見
、
そ
れ
が
個
K

の

{
主
)

続
営
方
式
に
如
何
友
る
影
響
空
あ
た
へ
る
か
が
荒
要
な
る
問
題
で
あ
り
、
と
の
結
果
〉
一
し
て
、
間
交
の
租
税
収
入
に
如
何
な
る
作
用

は
そ
れ
が
直
接
に
債
格
闘
係
に
影
響
す
る
放
で
あ
る
。

を
及
げ
す
か
は
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
副
題
K
於
て
、
穀
倒
、
肥
力
、
租
税
と
一
一
一
者
ゆ
が

μ

一
北
列
せ
し
め
て
ゐ
る
が

M

上
波
の
如
〈
穀
倒
閣

は
他
の
二
者
と
異
る
本
質
的
意
味
を
持
ち
、
租
税
は
モ
デ
イ
ブ
イ
ケ

l
シ
ヨ
ン
の
一
例
と
し
て
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
た
い
。

ーー

千
ウ
ネ
ン
は
租
税
を
抱
一
酬
や
る
第
三
編
を
初
版
に
於
て
既
に
論
じ
て
ゐ
る
こ
と
は
特
に
注
目
せ
ら
れ
ね
ば
左
ら
な
い
。
彼
自
身
一
一
面
つ

て
ゐ
る
様
に
こ
の
時
未
だ
チ
ウ
ネ

y
は
リ
カ
ル
ド
オ
「
経
済
事
及
び
課
税
の
原
理
」
を
讃
ん
で
は
居
ら
友
か
っ
た
。
併
し
た
が
ら
租

殺
の
定
義
に
閲
し
て
は
リ
カ
ル
ド
オ
が
租
税
論
の
冒
頭
ピ
掲
げ
た
「
租
税
は
一
図
の
土
地
と
持
働
と
の
生
産
物
の
一
部
で
る
っ
て
、

政
府
の
使
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
究
極
に
於
て
は
、

必
や
そ
の
園
の
資
本
か
ら
か
、
若
く
は
所
得
か
ら
か
支
沸
は
れ
る
。
」

が
そ
の
ま
L
受
賞
す
る
様
で
あ
る
。

こ
れ
が
千
ウ
ネ
ン
に
於
て
も
亦
租
殺
の
本
質
で
あ
り
、
租
税
の
賓
瞭
で
あ
る
。
彼
の
租
税
論
が

主
と
し
て
ス
ミ
ス
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
彼
の
他
の
忠
一

a

設
が
ス
ミ
ス
の
足
ら
ざ
る
を
補
ひ
、
訣
れ
る
を
正
す
と
と

租
税
申
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

二
八
七

近藤康男民、上掲書 '7買
「租稔り不公平は皮々費支せられるよりもはるか陀小なる害惑である左推論し
得るJ(ThUIlen; •. a. O. S・345)なる命抱晴彼自宅且挽に針ナる私経済的期勤を
非常に明硬に示してゐる。
Ric.aruo; Principles etc. Gonner's edition Chap. VIU目 p.131目

(註)
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租
税
の
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

二
八
八

を
主
友
る
目
標
と
す
る
の
を
見
れ
ば
、
ほ
ぽ
推
察
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
め
る
が
、
と
L

で
は
ス
ミ
ス
租
税
論
と
の
事
読
史
的
聯
闘
は

論
じ
一
な
い
。
た
だ
チ
ウ
ネ
ン
が
ス
ミ
ス
の
租
税
の
四
大
原
則
加
を
常
に
念
願
に
置
い
て
ゐ
た
と
と
は
そ
の
租
税
論
の
種
々
な
る
箇
所
か

ら
窺
は
れ
る
と
と
を
注
意
す
る
に
と
い
と
め
る
。

「
州
立
図
」
に
於
る
租
枕
の
影
響
佐
一
言
に
し
て
議
す
た
ら
ぽ
恐
ら
〈
突
の
如
〈
一
吉
は
れ
よ
う
。

「
租
税
は
闘
家
の
成
長
を
阻
害
す

る
。
人
口
増
加
と
岡
家
の
資
本
増
加
と
を
制
限
ず
る
ο
」
以
下
と
れ
に
説
明
を
加
へ
、

克
に
か
九
り

om立
川
捌
陀
於
る
澗
枕
の
影
響
が
現

買
に
は
如
何

κる
ら
は
れ
て
ゐ
る
か
を
チ
ウ
ネ
y
の
具
臆
化
へ
の
線
に
沿
ふ
て
明
か
に
し
、
最
後
に
千
ウ
ネ
ン
の
租
税
論
の
難
鮪
を

指
摘
す
る
と
共
に
そ
れ
の
立
つ
営
時
の
農
業
生
産
の
護
展
段
階
に
つ
き
一
言
論
及
し
よ
う
。

第
一
編
に
於
る
孤
立
図
は
全
然
租
税
は
徴
牧
せ
ら
れ
ぬ
と
の
保
件
の
下
で
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
貨
の
統
計
か
ら
借
り

来
っ
た
関
係
に
従
っ
て
農
業
の
純
牧
盆
が
計
算
せ
ら
れ
て
ゐ
る
第
五
章
に
於
て
は
岡
家
へ
の
租
税
は
支
出
中
に
加
へ
ら
れ
で
居
ら

ぬ
。
従
っ
て
チ
ウ
ネ
ン
が
そ
こ
で
地
代
と
呼
ぶ
と
と
る
の
も
の
は
、
如
何
た
る
租
税
も
存
在
せ
ぬ
揚
合
の
土
地
の
純
牧
往
左
の
で
あ

る
0

4

7

迄
如
何
た
る
租
税
も
課
せ
ら
れ
て
居
ら
な
か
っ
た
同
家
が
、
今
も
し
現
賓
の
諸
岡
家
に
一
般
の
租
税
が
課
せ
ら
れ
た
と
仮
定

す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
農
業
に
、
更
に
図
民
の
あ
ら
ゆ
る
妖
態
に
如
何
左
る
影
響
を
及
ぼ
ず
で
あ
ら
う
か
。
斯
様
左
設
問
と
共
に
チ

ウ
ネ
ン
は
似
立
聞
を
具
憶
化
せ
ん
と
の
一
歩
を
ふ
み
出
す
。

A
、
孤
立
園
に
於
る
租
踏
切

ま
づ
第
一
に
粧
笹
口
規
模
に
比
例
せ
る
租
挽
を
問
題
と
す
刷
。
農
村
の
必
需
品
た
と
へ
ば
盤
、
安
粉

等
々
に
課
せ
ら
れ
る
所
の
消
費
税
、
或
は
人
頭
税
.
家
畜
税
、
闘
税
、
管
業
税
、
印
紙
税
並
び
に
そ
の
他
の
多
〈
の
租
税
は
、

そ
の

経
管
規
模
に
比
例
し
て
、
土
地
の
純
牧
盆
は
顧
慮
せ
ら
れ
や
に
す
ぺ
て
の
農
揚
に
課
せ
ら
れ
る
。
孤
立
固
に
於
る
都
市
か
ら
三
十
哩

十人

1
J
P

紳戸博士「スミスの租税原則」経済論叢崎容r競スミス言i:J-会続 .'68頁以下参照。
Vgl.， Thunen; a. 3. O. S. 325-329 
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祝

町

w
~
:亀
官
争
犠
警

離
れ
た
一
農
相
場
は
、
十
哩
離
れ
た
農
場
に
於
る
と
同
額
の
租
税
を
負
捲
し
・
な
け
れ
ば
友
ら
た
い
.
た
だ
し
雨
農
場
の
経
替
が
同
一
規

模
の
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
雨
農
場
が
そ
の
経
営
に
同
じ
弊
働
力
と
同
じ
資
本
支
出
と
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。
都
市
か
ら
一
一
一

了
五
哩
離
れ
た
農
揚
は
第
十
四
章
に
よ
れ
ば
三
岡
式
で
経
営
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
乙
の
三
岡
式
は
た
だ
農
地
面
積
の
二
十
四
%

の
み
が
穀
物
を
生
産
し
得
る
。
(
第
八
章
)

し
か
る
に
都
市
か
ら
十
哩
離
れ
た
農
場
は
こ
れ
と
反
封
に
穀
草
式
で
経
管
せ
ら
れ
、
四
十

三
%
が
穀
物
生
産
に
向
け
ら
れ
る
。
穀
草
式
は
農
地
の
著
し
〈
多
く
の
部
分
が
穀
物
栽
培
に
あ
て
ら
れ
、
更
に
三
園
式
に
於
る
よ
り

も
農
耕
に
よ
り
多
く
の
費
用
を
要
す
る
故
に
、
三
了
五
哩
離
れ
た
農
場
は
十
哩
離
れ
た
農
場
(
爾
者
。
農
場
面
積
は
同
二
の
ま
づ
宇

分
の
負
捲
で
あ
ら
う
。
後
者
の
租
税
負
婚
制
を
ち
μ

と
へ
ば
十
高
平
方
ル

l
ト
の
面
積
に
つ
き
二
両
タ

1
レ
ル
と
す
れ
ば
、
前
者
は
百

タ
l
レ
ル
の
租
枕
を
負
播
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う

d

後
品
世
(
都
市
に
返
き
万
)

の
地
代
は
十
高
平
方
ル

1
ト
に
つ
き
六
八
五
タ
l
ν

凡
で
め
h
り

(
第
五
山
叩
」
、
和
税
を
女
桝
っ
た
後
に
土
地
所
有
者

κ酬
明
る
の
は
間
八
五
グ
ー
し
ル
で
あ
る
地
代
が

行

L
h
J
5
2バ
Lr一-tf
〕

4
t
l
J
E
H
?寸
よ

v
m
d
v

農
場
所
有
者
の
全
所
得
は
農
場
建
物
、
及
び
農
具
の
資
本
領
値
か
ら
の
利
子
に
す
ぎ
ね
が
、
百
タ

1
レ
ル
の
租
税
は
資
本
部
分
か
ら

も
引
き
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
年
K
減
少
し
て
行
く
資
本
は
間
も
な
く
資
本
で
る
る
と
と
を
止
め
、
土
地
の
耕
作
は
中
止
せ

ら
れ
、
荒
廃
地
と
し
て
捨
て
去
ら
れ
る
。

さ
て
三
園
式
経
替
闘
に
於
て
は
都
市
か
ら
二
六
・
四
咽
離
れ
た
農
場
が
奥
へ
ら
れ
た
商
積
か
ら
、
百
タ
l
レ
ル
の
地
代
を
獲
得
す

る
。
従
っ
て
そ
れ
以
上
都
市
か
ら
離
れ
た
農
揚
で
は
、
穀
物
生
産
に
向
け
ら
れ
た
士
地
の
耕
作
は
と
の
新
し
い
租
税
に
よ
り
行
は
れ

た
く
友
る
。
し
か
し
こ
の
地
域
が
無
人
地
と
た
る
と
い
ふ
の
で
は
友
〈
て
、
穀
作
に
代
っ
て
畜
産
が
経
替
せ
ら
れ
る
、
そ
し
て
結
局
今

迄
の
畜
産
閤
の
外
側
の
境
界
地
方
は
全
く
放
棄
せ
ら
れ
‘
孤
立
閣
の
こ
の
部
分
は
租
税
徴
牧
に
上
っ
て
荒
廃
地
に
化
す
る
で
あ
ら

h-

租
税
由
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

i¥ 
九

最遠隔地が放棄せられるとい」、租税の影響は同時にいはば小孤立図たるー農
場内でもあらはれる。一間の全農場を油ピて第五0部分が耕作せられずに捨
てられるか或は各個の農場D各第τ:Ei~e<?-tr目分が犠牲に供せられるかは人口と鴎
民財産。減小に同ーの影響をもっ。

(註)



租
税
の
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

九
C 

か
〈
放
棄
せ
ら
れ
た
地
方
に
今
迄
生
活
し
来
っ
た
人
聞
は
何
慮
に
も
自
己
の
働
き
揚
所
を
見
出
し
得
む
か
ら
パ
ン
を
獲
る
方
法
が
な

ぃ
。
蓋
し
均
衡
欣
態
に
あ
る
岡
家
は
有
用
た
持
働
は
す
べ
て
十
分
に
行
は
れ
る
程
の
人
間
数
を
有
し
て
ゐ
て
、
放
棄
せ
ら
れ
た
地
方

か
ら
新
に
加
は
っ
た
労
働
者
は
何
庭
に
も
有
放
に
は
使
用
せ
ら
れ
得
子
、
従
っ
て
何
出
胞
に
於
て
も
生
計
を
営
み
得
ね
。
併
し
産
業
に

従
事
せ
る
人
K

に
と
ど
ま
ら
や
ヘ
か
く
放
棄
せ
ら
れ
た
地
方
の
た
め
に
働
い
て
来
た
す
べ
て
の
都
市
の
居
住
者
、
邸
ち
手
工
業
者
、

ア
一
揚
去
、

卜
胃

k
g
、λ
-
F
r
r
と
わ
ず

r
:
一
〉
民
主
、

;
f九
、

ノ

E
H
lノ
主

メ

Eι
刀
ツ

4
t
V
4
3
仙
州
出
3
1
c
Aノ

E

!一;-、
3
4

コ

-

F

;

と
広
斜
地
追
事
と
お
七
六
人
口
は
盆
き

-二

ιi
，
J

、『E
L

1

T

A

E

、4
0

・
と
一
王
立
也
ザ
喧

J
V
H
I
民

E
と
E
C
E
p
a

貧
困
と
窮
乏
と
を
売
れ
ん
が
た
め
に
は
自
ら
他
の
佐
閣
を
求
め
て
移
住
せ
ね
ば
友
ら
左
い
。
か
く
て
土
地
の
耕
作
が
以
前
よ
り
狭
き

地
図
に
限
定
せ
ら
れ
、
そ
の
結
日
常
過
剰
と
た
っ
た
人
口
の
移
住
が
完
了
し
て
後
.

す
べ
て
は
も
と
の
均
衡
朕
態
に
戻
る
。
け
れ
E
も

岡
家
は
土
地
の
庚
が
り
と
、
人
口
と
を
喪
失
し
、
同
時
に
費
本
及
び
地
代
の
一
部
を
損
失
す
る
。

租
税
が
以
上
の
様
た
強
力
た
影
響
を
奥
へ
る
の
は
た
だ
そ
れ
が
新
に
謀
せ
ら
れ
た
揚
合
の
み
で
あ
っ
て
、
租
税
徴
収
が
過
去
よ
り

引
績
き
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
事
情
は
全
〈
呉
る
。
と
の
揚
合
租
税
と
矛
盾
す
る
迄
耕
作
は
世
間
張
せ
ら
れ
や
、
人
口
は
増
加
せ
ね
。

と
L
で
は
す
べ
て
が
如
何
在
る
租
税
も
課
せ
ら
れ
て
居
ら
お
図
家
に
於
る
と
全
く
同
一
の
均
衡
欣
態
に
る
る
。
更
に
既
存
の
租
税
が

突
然
永
久
に
陵
止
せ
ら
れ
る
た
ら
ば
、
新
説
徴
牧
の
担
額
合
と
全
く
反
封
の
諸
現
象
が
る
ら
は
れ
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
色
な
い
。

以
上
述
べ
た
所
は
新
税
に
よ
り
穀
物
消
費
量
が
減
少
す
る
揚
合
に
の
み
安
営
ナ
る
。
併
し
た
が
ら
闘
民
が
穀
物
に
封
ず
る
よ
り
高

き
債
格
を
支
排
ひ
得
る
程
富
ん
で
居
り
従
っ
て
消
費
自
燈
は
動
か
ね
揚
合
に
は
租
税
の
影
響
は
以
上
と
は
全
く
異
酌
。
例
へ
ば
孤
立

園
に
於
て
遠
隔
の
地
方
が
、
租
税
の
た
め
に
穀
物
を
都
市
に
供
給
す
る
こ
と
を
中
止
す
る
友
ら
ば
、
と
‘
み
か
ら
た
だ
ち
に
都
市
に
於

る
穀
物
の
鉄
乏
が
生
じ
る
。
供
給
不
足
は
穀
債
を
騰
貴
せ
し
め
、
こ
の
高
き
債
格
は
遠
隔
地
方
に
都
市
の
た
め
に
穀
物
を
生
産
寸
る

Vg1.， Thunen; :1.. a. O. S目 333-339・7) 



こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
か
〈
て
元
の
均
衡
欣
態
に
戻
る
。
従
っ
て
都
市
の
需
要
は
穀
作
が
都
市
か
ら
一
三
・
五
哩
の
地
臨
ま
で
撹
張

さ
れ
・
な
け
れ
ば
充
足
せ
ら
れ
得
な
い
。
結
果
と
し
て
穀
物
の
債
格
は
最
遠
隔
の
農
揚
が
翠
に
穀
物
の
生
産
並
び
に
運
送
費
用
の
み
な

ら
宇
、
新
に
課
せ
ら
れ
た
租
税
を
も
償
ム
程
高
〈
騰
貴
せ
ね
ば
・
な
ら
ね
。
こ
の
場
合
、
穀
物
の
消
費
者
は
農
業
に
課
せ
ら
れ
た
杢
租

税
を
支
携
は
ね
ば
左
ら
・
な
い
。
し
か
る
陀
工
業
宥
も
亦
、
課
せ
ら
れ
党
租
税
を
自
己
の
生
産
物
倒
格
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
償
ふ
の

之
さ

を
常
と
す
る
。
俸
給
生
活
者
た
る
官
吏
は
彼
等
の
勤
労
の
債
格
を
自
力
で
は
高
め
得
十
、
た
だ
に
彼
等
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
租
税
の

み
な
ら
十
、
る
ら
ゆ
る
生
活
必
需
品
に
諜
せ
ら
れ
た
租
税
を
も
支
梯
は
ね
ば
な
ら
ね
。
斯
様
た
事
情
の
下
で
は
も
は
や
官
変
に
た
り

乎
が
た
〈
一
な
り
、
闇
家
は
官
吏
の
俸
給
を
租
枕
並
び
に
租
枕
に
よ
り
高
め
ら
れ
た
必
需
品
川
旧
格
を
償
ふ
に
た
る
程
高
め
ぎ
る
佐
得
左

J

、明i
九

?
3
0

4
2
4
 

従
っ
て
利
子
に
よ
っ
て
生
活
し
て
ゐ
る
資
本
家
を
除
け
ば
.
す
べ
て
の
他
の
階
級
の
人
々
は
租
枕
に
封
ず
る
補
償
を
受
け
て
居
り
、

図
案
は
全
慢
の
一
耐
祉
を
傷
け
る
こ
と
な
〈
、
図
交
の
す
べ
て
の
活
動
的
友
図
民
を
慶
迫
す
る
こ
と
左
く
、
極
度
に
課
税
額
を
増
加
し

得
る
が
如
ぐ
に
見
え
る
。
と
い
ふ
の
は
、
す
べ
て
が
租
税
を
た
に
前
梯
ず
る
の
み
で
、
自
ら
負
拾
す
る
も
の
で
は
友
い
の
だ
か
ら
。

以
上
の
様
友
結
某
を
得
て
来
吃
所
の
推
論
は
、
租
税
を
導
入
し
て
も
消
費
量
は
同
一
で
あ
る
と
い
ふ
前
提
の
上
陀
立
っ
て
ゐ
る
α
吾

々
は
こ
の
前
提
が
果
し
て
正
常
で
あ
る
か
否
か
を
究
明
せ
ね
ば
左
ら
ぬ
。

さ
て
穀
物
使
格
な
る
も
の
は
雷
に
農
業
者
が
穀
物
を
市
場
に
供
給
せ
ん
が
た
め
に
要
し
た
費
用
の
大
さ
に
よ
っ
ナ
の
み
な
ら
や

J

、

同
時
に
こ
の
償
格
を
支
排
ふ
と
こ
ろ
の
消
究
者
の
財
産
状
態
に
よ
り
保
件
づ
け
ら
れ
る
。
今
孤
立
閣
に
於
て
、
直
接
或
は
間
接
に
農

業
の
負
携
に
節
す
る
租
枕
に
よ
り
、
穀
物
債
格
が
騰
貴
し
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
貧
し
き
都
市
住
民
は
こ
の
債
格
を
支
梯
ひ
得
ぬ
か
ら

租
拐
の
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

六4
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租
税
白
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

九

し
て
消
費
を
節
減
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
併
し
な
が
ら
新
税
が
導
入
せ
ら
れ
た
時
に
は
生
産
は
命
減
少
し
た
か
っ
た
し
、
穀
物
の
現
賓

の
紋
乏
は
惹
起
し
得
な
か
っ
た
か
ら
、
治
安
の
節
減
に
よ
り
穀
物
の
過
剰
が
生
じ
、
穀
偵
は
再
び
下
落
し
、
貧
し
き
階
級
の
人
h

も

亦
穀
物
を
再
び
十
分
に
調
達
す
る
と
と
が
出
来
る
。
換
言
す
れ
ば
穀
依
は
以
前
の
中
庸
を
得
点
目
債
格
に
迄
下
落
す
る
。
し
か
し
一
皮

農
業
が
組
税
h
E
負
捺
し
た
後
K

U
、
も
は
や
以
前
の
践
さ
に
於
で
は
経
営
せ
ら
れ
や
、
今
や
上
遁
の
る
ら
ゆ
る
租
税
の
影
響
は
耕
作

間
続
の
狭
小
化
と
し
て
、

従
っ
て
又
放
布
地
せ
ら
れ
た
地
方
の
住
民
及
び
そ
の
地
方
の
た
め
に
仰
ぐ
所
の
都
市
住
民
の
務
住
と
な
っ
で

あ
ら
は
れ
る
。

次
ぎ
に
孤
立
図
に
於
て
工
業
に
劃
す
る
租
税
が
農
業
に
如
何
に
影
響
す
る
か
、
並
び
に
工
業
へ
の
租
税
の
影
響
と
針
比
し
て
農
業

へ
の
租
税
の
影
響
の
特
質
を
明
確
な
ら
し
め
よ
う
。
手
工
業
者
或
は
工
揚
主
に
大
た
る
租
税
が
課
せ
ら
れ
る
と
、
必
や
J

や
彼
等
は
と

の
租
税
を
彼
等
の
生
産
物
の
償
格
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
償
は
ん
と
努
力
す
る
。
し
か
し
、
債
格
が
高
け
れ
ば
多
数
の
人
K

は
こ
の

商
品
の
消
費
を
断
念
す
る
か
制
限
せ
ね
ば
た
ら
た
い
。
か
〈
て
消
費
が
減
少
す
る
と
と
の
種
の
商
品
の
過
剰
を
来
し
、

と
れ
が
商
品

債
格
の
下
落
を
結
目
指
す
る
。
工
揚
主
、
及
び
手
工
業
者
が
か
ミ
る
債
格
の
下
で
は
生
存
し
得
ね
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
の
一
部
分
(
損

失
に
耐
へ
得
ね
)
の
も
の
は
彼
の
仕
事
を
放
棄
し
、
他
の
佐
地
を
捜
し
求
め
ば
た
ら
な
い
。

そ
の
後
は
布
揚
に
は
少
量
し
か
供
給
せ
ら

れ
一
な
い
。
商
品
の
債
格
は
再
び
騰
貴
す
る
、
そ
し
て
労
働
は
こ
の
工
業
に
於
て
の
み
他
の
工
業
に
於
る
よ
り
も
常
に
よ
り
少
く
支
挽

は
れ
る
と
い
ふ
と
と
は
あ
り
得
ぬ
か
ら
、
究
極
に
於
て
は
よ
っ
て
以
て
課
せ
ら
れ
た
租
税
が
償
は
れ
る
程
度
に
商
品
の
債
格
は
高
主

ら
ね
ば
な
ら
た
い
。

か
〈
て
農
業
に
と
っ
て
不
可
飲
の
商
品
た
と
へ
ば
鍛
製
品
の
債
格
が
騰
貴
す
る
こ
と
に
よ
り
土
地
の
耕
作
費
用
は
高
ま
り
、
都
市

ι

泌
さ
ザ
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か
ら
最
も
逮
き
農
相
輔
の
地
代
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。
而
し
て
農
業
に
課
せ
ら
れ
た
租
税
が
生
む
所
の
玩
漣
の
諸
現
象
が
現
れ
る
。
五
日

々
が
生
産
物
の
街
怖
が
租
税
の
導
入
に
よ
り
究
極
に
、
換
言
す
れ
ば
作
肘
の
完
了
後
蒙
む
る
所
の
持
鋭
化
を
見
る
左
ら
は
、
租
税
が
ヱ

業
製
品
の
債
格
と
穀
物
の
債
格
の
上
に
全
く
臭
っ
た
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
を
知
る
。
手
工
業
者
並
び
に
工
場
主
は
彼
等
に
課
せ
ら
れ

た
租
税
を
彼
等
の
製
品
の
高
め
ら
れ
た
倒
絡
に
よ
り
取
戻
す
。
そ
し
て
彼
等
の
供
給
す
る
と
こ
ろ
の
商
品
の
慣
格
の
中
に
は
弊
銀
、

資
本
利
潤
、
地
代
の
み
左
ら
や
、
更
に
叉
第
四
の
構
成
部
分
た
る
租
枕
も
包
括
せ
ら
れ
る
。
と
れ
と
反
封
に
、
穀
物
体
絡
は
組
税
に

よ
っ
て
高
め
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
一
般
に
図
民
の
性
絡
が
依
然
と
し
て
同
一
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
活
動
的
岡
氏
、
従
っ
て
農
業

者
も
亦
、
租
税
に
よ
る
影
響
の
完
了
後
、
以
前
と
同
一
の
生
活
程
度
を
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
問
題
と
左
る
の
は
何
庭

か
ら
一
般
農
業
汗
は
粗
税
に
測
や
る
補
償
を
得
て
来
る
の
か
で
あ
ぷ
。
農
業
は
次
の
貼
び
工
栄
丸
し
本
質
的
K
岡
県
つ
『

J
ね
る
。
帥
ち
由
民

業
U
穣
々
興
一
り
た
税
類
の
土
地
の
上
舵
松
山
中
一
せ
ら
れ
、
同
一
の
人
間
界
働
は
茜
し
く
異
っ
た
生
産
物
数
量
で
報
い
ら
れ
る
n

と
れ
に

反
し
て
工
業
に
あ
っ
て
は
同
一
の
活
動
と
投
怖
と
は
常
に
同
一
の
弊
働
生
産
物
を
供
給
す
る
。
工
業
に
そ
の
商
品
の
岡
山
格
橋
貴
に
よ

り
逃
れ
得
な
い
で
る
ら
う
租
税
が
課
せ
ら
れ
た
時
、
或
は
人
潟
的
方
策
に
よ
り
穀
物
債
格
が
絶
へ
や
そ
の
自
然
的
欣
態
以
上
に
維
持

せ
ら
れ
得
た
時
、

こ
れ
は
、
同
一
の
技
何
と
労
働
能
力
と
を
前
提
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
工
業
者
に
等
し
い
強
さ
で
加
は
る
。
農
業
に

於
て
は
し
か
し
経
質
規
模
に
比
例
し
た
租
税
は
た

r最
劣
等
な
農
場
、
瓜
立
図
で
は
最
遠
隔
の
農
場
、
を
荒
廃
欣
態
に
導
く
の
み
で

あ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
の
土
地
位
質
或
は
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
め
ぐ
ま
れ
た
よ
り
優
れ
た
農
揚
は
放
棄
せ
ら
れ
て
は
居
ら
ぬ
。
邸
ち

如
何
に
し
て
農
業
者
が
租
税
を
支
掛
っ
た
後
に
も
亦
以
前
と
同
巳
位
ゆ
た
か
に
生
活
し
得
る
か
の
問
題
は
次
の
如
く
に
解
容
せ
ら
れ

る
。
農
業
者
が
心
ト
劣
等
在
る
土
地
の
耕
作
か
ら
手
を
引
い
て
、
彼
の
活
動
を
わ
れ
す
ぐ
れ
た
土
地
の
耕
作
に
限
定
す
る
と
と
、
か

租
設
の
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

九



租
拐
の
農
業
に
及
ぼ
ナ
影
響

二
九
回

k

る
優
等
地
は
租
税
を
収
納
し
て
後
も
日
傭
人
の
、
小
作
者
の
或
は
管
理
者
の
持
働
に
、
租
税
を
負
婚
し
左
か
っ
た
以
前
の
劣
等
地

と
同
じ
報
酬
を
あ
た
へ
る
。
更
に
五
口
k

は
州
立
闘
に
於
る
租
税
が
工
業
並
び
に
農
業
の
庚
が
り
に
あ
た
へ
た
所
の
影
響
に
目
を
向
け

ょ
う
、
す
る
と
五
口
々
の
見
州
す
の
は
、
す
べ
て
が
同
じ
割
合
で
損
害
を
蒙
む
る
と
と
で
あ
る
‘
例
へ
ば
農
業
の
庚
が
り
が
よ
刊
だ
け
減

少
す
れ
ば
、
ず
ぺ
て
の
農
業
者
の
た
め
に
働
い
て
ゐ
る
工
業
は
同
様
に
炭
が
り
、
資
本
、

人
間
数
に
於
て

L
M
だ
け
減
」

ra。
し
か

も
こ
の
組
枕
の
影
響
は
円
「
れ
が
個
hr

の
必
一
河
川
川
工
業
に
斜
せ
ら
れ
」
ろ
と
、
ム
ト
一
憾
の
工
業
に
誤
吃
ら
れ
よ
う
と
、
或
は
農
業
に
課
せ

ら
れ
よ
う
と
同
一
で
あ
る
。
人
間
の
肉
健
に
於
て
そ
の
一
部
が
傷
け
ら
れ
る
と
必
十
全
勝
が
共
に
苦
し
む
と
同
じ
く
、
孤
立
図
に
於

て
も
亦
個
々
の
エ
業
或
は
農
業
が
租
枕
を
課
せ
ら
れ
る
と
、
他
の
す
べ
て
の
職
業
の
人
々
も
同
様
に
打
撃
を
受
け
る
。

最
後
に
吾
々
は
ほ
立
閣
に
於
る
地
代
に
謝
す
る
租
税
を
見
よ
%
。
と
れ
は
上
漣
と
具
っ
て
、
純
牧
径
に
封
ず
る
租
税
で
あ
り
、
経

営
規
模
に
比
例
す
る
も
の
で
は
な
い
。
孤
立
園
内
に
於
て
農
揚
が
貸
す
地
代
の
一
部
を
地
主
が
園
家
に
納
め
ね
ば
た
ら
ね
時
、
と
の

こ
と
は
経
替
の
形
態
に
も
庚
が
り
に
も
全
然
崩
変
化
を
あ
た
へ
ぬ
。

地
代
が
ほ
即
日
零
に
近
い
農
揚
は
こ
の
租
税
に
は
極
め
て
僅
か
し
か

寄
奥
せ
ぬ
。
最
も
遠
い
農
揚
や
最
も
劣
等
た
土
地
の
農
揚
は
と
の
租
税
を
全
く
負
捲
せ
ぬ
。
か
く
て
と
の
地
代
へ
の
租
税
は
耕
地
の

庚
が
り
に
も
、
人
口
に
も
資
本
投
下
に
も
生
産
物
数
量
に
も
何
等
不
利
た
影
響
を
る
た
へ
て
は
居
ら
ぬ
。
貫
際
会
地
代
が
租
殺
に

よ
り
取
り
去
ら
れ
で
も
、
土
地
の
耕
作
は
以
前
と
同
様
で
あ
る
。

B
、
現
貸
の
租
税
と
関
聯
し
て

以
上
に
於
て
吾
K

は
千
ウ
ネ
ン
に
従
ひ
、
附
州
立
園
に
租
税
が
課
せ
ら
れ
た
友
ら
ぽ
、
そ
れ
に

如
何
な
る
費
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
を
明
か
に
し
た
。
吾
h

は
チ
ウ
ネ
ン
と
共
に
更
に
一
歩
を
進
め
て
、
現
貫
に
租
税
は
如
何
に
農

業
に
影
響
し
て
ゐ
る
か
を
、
孤
立
園
に
於
る
租
税
の
考
察
で
得
た
所
を
基
礎
と
し
て
問
題
、
t
し
よ
う
。
先
づ
経
替
規
模
に
比
例
し
て

Vgl.， Thun<，n; a. a. O. S. 346. 
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課
せ
ら
れ
た
租
税
の
究
明
か
ら
始
め
よ
う
。
現
寅
に
は
市
場
地
か
ら
の
距
離
は
地
代
が
零
迄
低
下
す
る
程
大
き
〈
は
た
い
が
、
孤
立

聞
に
於
て
租
税
が
回
収
遠
隔
の
農
揚
に
最
も
強
烈
に
影
響
す
る
と
同
様
に
、
最
劣
等
の
土
地
を
も
っ
た
農
場
は
ま
づ
最
も
激
し
〈
鹿
迫

せ
ら
れ
る
。
現
賓
の
筒
々
の
農
場
に
は
、
狐
立
図
で
限
定
せ
ら
れ
た
様
な
完
全
な
る
均
等
は
あ
り
得
ね
。
殆
ど
す
ぺ
て
の
農
揚
は
優

等
地
と
劣
等
地
と
の
混
合
か
ら
な
っ
て
ゐ
る
。
印
ち
一
部
分
は
高
い
牧
谷
能
性
を
持
つ
が
、
他
の
一
部
分
は
低
い
牧
袋
能
性
し
か
持

《
註
}

た
た
い
。
耕
地
の
慣
値
は
種
K

の
理
由
か
ら
甚
だ
小
で
、
時
比
は
一
容
に
近
づ
〈
。
相
営
の
院
さ
の
一
個
の
農
場
に
し
て
、
如
何
友
る

耕
地
と
い
へ
ど
も
何
等
か
の
快
財
を
持
た
ね
も
の
は
注
い
で
る
ら
う
。
今
迄
斯
様
た
諸
h

の
理
由
か
ら
比
較
的
僅
少
の
純
牧
盆
よ
り

る
た
へ
・
な
か
っ
た
土
地
の
地
代
は
新
税
の
徴
収
に
よ
り
零
又
は
一
等
以
下
に
下
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
L
で
は
農
場
は
耕
作
を
断
念

せ
ね
ば
な
ら
や
、
耕
作
さ
れ
得
る
の
は
課
枕
後
も
向
地
代
を
生
む
所
の
よ
り
優
れ
た
耕
地
の
み
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
貨
を
眺
め
る

時
、
全
く
荒
爆
に
侃
し
た
一
村
溶
は
児
官
ら
ぬ
c

疋
中
氷
山
永
放
の
内
悦
生
計
状
態
は
外
却
に
は
隠
さ
れ
セ
ほ
お
故
に
、
細
川
悦
の
徴
収
に
よ

る
農
村
円
余
計
内
部
の
劣
悪
化
は
政
府
営
局
に
よ
り
宥
逃
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
年
々
減
少
し
て
行
〈
租
税
牧
入
か
ら
こ
の
荒
援

欣
態
を
見
と
る
と
と
は
問
来
る
筈
で
あ
る
。
何
故
な
ら
著
し
く
大
友
る
新
税
の
徴
牧
は
第
一
年
目
に
は
最
大
の
牧
入
を
あ
た
へ
る
に

遠
び
な
い
の
で
あ
る
が
、
漸
次
減
少
し
て
行
く
、

と
い
ふ
の
は
そ
れ
か
ら
租
税
が
得
ら
れ
る
と
と
ろ
の
人
々
並
び
に
園
民
財
産
が
減

少
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
租
殺
の
影
響
が
完
了
し
た
時
、
換
言
す
れ
ば
、
耕
作
が
か
L

る
租
税
の
下
で
生
き
、
な
が
ら
へ
て
行
〈

こ
と
が
出
来
る
程
度
迄
制
限
せ
ら
れ
る
と
、
租
税
の
牧
入
は
同
定
的
と
な
る
。

マ
イ
ム
ア
ス

孤
立
図
の
農
業
者
は
事
情
が
捕
鈍
化
す
れ
ば
、
必
や
伎
の
経
替
を
そ
れ
に
臆
じ
て
改
岬
唆
し
て
行
〈
に
相
違
た
い
、
彼
は
地
代
が
負
と

怠
る
で
あ
ら
う
様
友
耕
地
の
耕
作
は
績
け
る
と
と
な
く
断
念
す
る
に
き
ま
っ
て
ゐ
る
。
現
寅
に
は
し
か
し
一
般
の
経
替
は
徹
底
的
な

租
税
ぬ
農
業
に
及
附
す
影
響

一
晶
君

土地の劣悪なる物理的性質、嬰度。位少、農合からの距離遺し、排水0 ため
に深き棋を要す、周閣に高き森林あ P、耕地中に石塊多し等々。

(註)



租
税
の
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

二
九
大

る
ら
ゆ
る
事
情
を
見
透
す
と
こ
ろ
の
思
惟
の
産
物
で
は
た
く
て
、
数
多
の
時
代
の
人
々
の
幾
世
紀
に
も
亙
る
製
作
品
な
の
で

b
る。

徐
々
で
は
あ
る
が
絶
え
ぎ
る
改
善
に
よ
っ
て
経
替
を
時
代
の
諸
闘
係
及
び
揚
所
の
諸
闘
係
に
愈
k

遮
肱
せ
し
め
ん
と
の
骨
折
の
結
間
前

そ
れ
は
今
日
る
る
も
の
に
生
成
し
た
。
斯
様
に
し
て
甚
だ
徐
K

に
生
成
し
た
経
皆
形
態
は
念
症
に
大
た
る
新
安
化
に
肱
ピ
得
な
い
。

従
っ
て
た
と
へ
ば
新
枕
の
徴
収
に
経
営
を
趨
肱
せ
し
め
る
こ
と
は
長
期
間
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
賓
際
に
は
新
税
が
導
入
せ
ち
れ
て

も
た
だ
ち
に
劣
等
な
る
土
地
の
耕
作
を
放
棄
す
る
と
と
は
た
く
、
依
然
と
し
て
農
業
者
は
と
の
土
地
を
耕
作
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

し
か
し
こ
の
こ
と
の
た
め
に
農
業
者
に
は
新
し
い
二
軍
の
支
出
が
生
、
ヂ
る
。
帥
ち
第
一
に
新
校
在
支
桝
は
ね
ば
友
ら
ぬ
じ
、
第
二
に

以
劣
等
耕
地
の
耕
作
に
よ
る
引
火
栓
銅
山
花
佐
山
ば
ゆ
甘
い
じ
り
批
い
戸

か
く
て
生
や
る
政
入
の
損
央
の
た
め
に
、
小
作
人
は
小
作
料
を
、
貧

債
あ
る
農
相
額
所
有
者
は
利
子
を
も
は
や
農
場
所
得
か
ら
引
き
去
る
を
得
ぬ
。
不
足
分
は
屡
々
経
営
資
本
と
農
具
の
喪
失
に
よ
り
償
は

れ
ね
ば
た
ら
ゑ
い
。
農
具
が
数
少
く
な
れ
ば
全
耕
地
の
優
れ
た
耕
作
は
不
可
能
と
友
る
。
併
し
習
慣
の
力
は
甚
だ
犬
な
る
も
の
で
、

+
引
の
様
に
農
業
者
は
確
信
し
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
。
邸
ち
、
向
可
な
り
の
粗
牧
径
は
生
む
が
、
純
牧
径
は
全
然
な
く
、
た

r損
失
る

る
の
み
の
劣
等
地
も
獲
得
す
る
と
と
は
容
易
で
は
た
い
か
ら
通
常
は
か
L

る
一
部
分
の
劣
等
地
を
全
然
拾
て
去
る
よ
り
は
む
し
ろ
金

耕
地
を
劣
悪
に
耕
作
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
法
揚
の
み
エ
純
収
径
は
消
滅
す
る
と
と
も
る
り
得
る
の
で
る
る
。
幾
度
か
斯
桜
左
経
殴

を
重
ね
、
長
き
年
月
を
経
過
し
て
後
、

一
般
の
経
営
が
新
し
い
事
情
に
趨
舷
し
.
耕
作
を
費
用
を
償
ふ
所
の
耕
地
に
の
み
制
限
す
る
。

斯
様
た
漸
次
的
友
動
揺
の
激
し
〈
左
い
轄
換
の
結
梨
、
図
民
か
ら
租
税
自
慌
が
必
然
的
に
仲
ふ
よ
り
も
は
る
か
に
多
〈
の
資
本
が
失

は
れ
て
行
〈
。

一
般
に
稿
祉
の
漸
進
的
た
増
大
が
見
ら
れ
る
則
の
、
現
質
に
あ
っ
て
は
新
枕
の
影
響
は
純
粋
に
は
あ
ら
は
れ
友
い
、

何
故
友
ら
ば
現
賞
に
は
新
枕
が
極
め
て
高
く
な
い
限
り
、
園
長
の
富
の
増
大
に
釘
し
、
破
壊
的
で
は
な
く
、
た
だ
阻
止
的
に
の
み
作



用
す
る
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
。
向
現
貨
に
は
市
内
立
園
と
臭
っ
て
、
多
く
の
園
家
と
互
に
接
燭
し
て
ゐ
る
が
、

か
L

る
揚
合
、
他
園
の
租
税

の
存
否
、

そ
の
額
の
大
小
が
こ
の
園
の
租
税
に
大
た
る
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
詳
論
せ
ね
。

失
に
経
法
規
模
に
比
例
す
る
こ
と
友
く
、
純
牧
盆
の
大
さ
を
願
慮
せ
る
租
税
と
し
て
、
地
代
に
封
す
る
租
税
を
見
よ
引
。
孤
立
図

に
於
て
は
、
吾
々
は
農
業
を
静
的
左
同
一
一
状
態
に
於
て
観
察
す
る
、

し
か
も
経
替
が
す
べ
て
の
農
場
に
於
て
同
一
の
知
識
と
同
一
の

合
辺
性
と
を
以
て
行
は
れ
る
と
と
を
前
提
す
る
。
現
寅
阿
れ
は
か
、
る
事
は
考
へ
ら
れ
ね
。
と
h

で
は
一
一
般
何
を
地
代
と
呼
ん
で
よ
い

の
か
、
如
何
に
す
れ
ば
地
代
の
大
さ
が
見
出
さ
れ
る
の
か
が
閣
留
と
な
る
。

よ
っ
て
以
て
農
業
が
経
貸
せ
ら
れ
る
所
の
活
動
と
知
識

と
か
相
設
す
る
時

u

二
つ
の
恕
場
は
位
世
が
等

L
〈
.
土
地
が
間
二
町
あ
っ
亡
も
、
北
村
し
〈
川
川
中
一
み
純
牧
谷
な
も
た
ら
「
と
と
は
可
能

で
あ
る
。
併
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
拙
劣
に
経
管
せ
ら
れ
た
農
場
が
他
の
農
場
よ
り
元
来
よ
り
小
夜
る
憤
値
と
よ
り
小
友
る
地
代
と
し

か
持
た
ね
と
は
言
ひ
得
ね
ゅ
こ
の
相
違
は
翠
に
経
営
者
の
人
間
能
力
よ
り
生
や
る
も
の
で
、
経
品
百
4
4
が
他
の
人
聞
に
よ
り
交
代
せ
ら

れ
る
や
否
や
消
滅
す
る
。

一
農
場
に
於
る
永
績
的
友
る
も
の
、
位
置
と
土
地
位
質
の
み
が
一
農
場
の
債
値
と
地
代
と
を
決
定
す
る
も

の
で
、
偶
強
的
友
哲
定
的
な
も
の
、
農
業
者
の
人
的
能
力
が
農
場
の
債
値
と
地
代
と
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
個
々
の
農
場
の

地
代
は
か
く
て
農
揚
の
純
牧
益
に
等
し
き
も
の
で
は
な
い
。
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
農
揚
が
最
も
一
般
的
な
経
管
者
の
活
動
と
知
識
と

を
以
て
生
み
得
る
所
の
純
牧
銃
は
地
代
決
定
の
た
め
の
規
準
と
し
て
役
立
つ
1
0

建
物
等
々
の
償
値
よ
り
の
利
子
を
差
引
い
た
後
の
、

全
国
の
あ
ら
ゆ
る
農
場
の
純
収
益
の
線
額
か
ら
地
代
の
線
額
が
知
ら
れ
る
、

こ
の
地
代
綿
額
は
土
地
と
位
置
と
の
優
劣
に
隈
じ
て
個

々
の
農
場
に
分
割
ぜ
ら
れ
て
、
個
々
の
農
場
の
地
代
が
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
一
農
場
の
寅
際
の
地
代
を
知
る
乙
止
が
如
何

に
困
雑
で
あ
る
か
が
推
察
せ
ら
れ
る
。
併
し
か
-
h

る
困
難
を
愈
々
大
と
ら
し
め
て
居
る
の
は
、
農
染
者
が
農
場
の
評
債
に
あ
た
っ
て

租
税
の
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

二
九
七

Th.unen; 3.. 3.. O. s. 34'7 
Thunen; .l.. ::t. O. S・34812) 



租
続
四
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

九
A 

入
L

く
訣
れ
る
原
則
の
上
に
立
っ
て
居
る
と
い
ふ
事
責
で
る
る
。
邸
ち
人
は
全
く
地
代
を
生
ま
ぬ
様
た
耕
地
が
存
在
す
る
こ
と
を
容
易

に
認
め
-
泣
い
。
人
は
寧
ろ
、
最
劣
等
の
耕
地
の
四
又
は
六
平
方
ル
l
ト
が
債
値
か
ら
言
っ
て
最
優
等
耕
地
の
一
一
平
方
ル

1
ト
に
等
し

い
と
評
慣
す
れ
ば
、
そ
れ
が
疋
営
で
あ
る
と
信
や
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
容
を
六
倍
し
て
も
一
に
は
な
り
得
ぬ
様
に
、
畏
劣
等
地
の

六
平
方
i
y
l
ト
も
亦
最
優
等
地
の
一
平
方
d
y
l
ト
の
慣
値
守
一
持
つ
こ
と
は
出
来
泊
。

向
そ
の
上
絵
り
に
も
鹿
島
地
代
と
農
業
に
投
下

ぜ
ら
れ
た
資
本
の
利
子
と
が
混
同
せ
ら
れ
る
。
建
物
、
器
具
、

去
の
他
絞
替
市
計
一
本
の
利
子
の
納
額
以
上
わ
判
体
却
を
も
た
ら
さ
ね
淀
揚

は
そ
れ
が
た
と
へ
農
揚
所
有
者
に
所
得
を
奥
へ
る
に
し
て
も
、
決
し
て
地
代
を
生
む
も
の
で
は
左
い
。
か
ミ
る
農
揚
の
い
は
ば
鹿
俗

の
地
代
に
課
せ
ら
れ
た
す
べ
て
の
租
税
は
、
土
地
の
耕
作
に
封
し
て
、
人
頭
税
、
家
畜
税
等
k

と
正
に
同
様
の
有
害
左
る
影
響
を
及

ぼ
す
。地

代
が
課
税
目
的
の
た
め
に
、
厳
密
正
確
に
決
定
せ
ら
る
べ
き
で
あ
れ
ば
、
特
に
か
L

る
研
究
に
波
頭
寸
る
人
が
必
要
で
る
ら
ろ
、

そ
し
て
か
ミ
る
人
々
は
そ
の
全
生
慌
を
通
じ
て
他
の
職
業
に
は
就
き
得
ね
こ
と
と
た
る
d

従
っ
て
地
代
を
算
出
す
る
と
と
は
甚
し
く

費
用
を
要
す
る
も
の
で
、

こ
の
こ
と
は
地
代
に
封
す
る
租
税
の
徴
牧
突
が
僅
少
で
す
む
と
い
ふ
他
の
租
税
に
封
ず
る
優
越
黙
を
相
殺

す
る
と
と
と
友
る
。
現
貫
に
は
地
代
は
決
し
で
常
住
的
去
る
も
の
で
は
左
く
一
の
甚
し
く
愛
化
ず
る
大
さ
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
一

般
経
替
内
部
の
愛
化
、
生
産
物
債
格
の
鑓
化
、
利
子
歩
合
の
愛
動
等
は
並
K

た
ら
や
高
い
度
合
に
於
て
地
代
の
大
さ
に
作
用
す
る
。

今
も
し
地
代
に
射
す
る
租
税
が
金
〈
同
定
せ
ら
れ
て
居
担
、
地
代
が
増
し
で
も
租
税
が
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、

一
世
紀
後
に
は
か
L

る
租
税
牧
入
は
賓
際
の
地
代
並
び
に
園
家
の
経
費
に
相
膝
せ
む
も
の
と
な
る
と
と
で
あ
ら
う
。
併
し
租
税
が
地
代
と
共
に
高
め
ら
る

ぺ
き
で
る
れ
ぽ
、
費
用
の
多
〈
か
L
る
農
揚
の
評
僚
が
様
、
返
へ
さ
れ
ね
ば
友
ら
ね
。
最
も
悪
い
と
と
は
租
税
の
引
上
を
恐
れ
る
結
岡
市
予

Thunen j a. a. Q. S. 349・13) 



農
業
者
を
し
て
改
良
を
鴎
踏
せ
し
め
、
耕
作
の
進
歩
が
活
気
を
失
ふ
と
と
で
あ
る
。

低
立
闘
に
於
て
は
千
ウ
ネ
ン
は
突
の
こ
と
を
限
定
し
た
、
「
印
ち
土
地
の
牧
径
は
不
獲
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
全
地
代
が
岡
家

に
蹄
属
し
て
も
土
地
耕
作
に
悪
彰
響
は
及
ぼ
さ
即
」
と
。
現
貧
に
は
し
か
し
よ
り
高
き
牧
盆
へ
の
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
が
多
少
と
も
存
在

し
、
か
L

る
目
的
に
到
達
す
べ
き
可
能
性
は
殆
ど
到
る
所
に
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
上
っ
て
以
て
よ
り
高
き
牧
盆
が
象
ら
れ
る
土
地
改

良
は
常
に
英
大
友
る
費
用
を
要
す
る
。
し
か
も
多
く
の
場
合
に
は
改
良
に
投
ぜ
ら
れ
た
資
本
の
利
子
は
農
場
の
純
牧
径
が
高
め
ら
れ

た
だ
け
の
額
に
等
し
い
。
土
地
改
良
が
、
そ
の
作
用
に
し
て
後
に
停
止
せ
子
、
常
に
持
績
す
る
様
た
種
類
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
農
場

の
地
代
も
亦
と
れ
に
よ
り
永
久
に
高
め
ら
れ
み
。
し
か
し
か
k

る
地
代
の
増
大
は
そ
の
生
成
に
於
て
以
前
の
地
代
と
甚
だ
異
っ
て
ゐ

る
。
印
ち
所
有
者
の
首
痛
と
協
力
な
く
し
て
、
躍
な
る
土
地
の
優
越
と
、
山
淀
川
切
の
位
置
の
優
越
ー
し
に
よ
り
生
成
す
る
も
の
で
は
た
く

チ
ウ
ネ
ン
は
第
三
制

κ於
て
吠
の
如
〈
に
さ
へ
説
ぺ
て
居
る
。
土
地
の
物
理
的
性
質
の
改
良
、

て
ー
資
本
の
投
下
山
町
必
要
と
す
る
。

土
地
輩
出
且
の
増
大
に
よ
り
生
じ
る
地
代
は
「
全
農
業
者
の
隔
祉
に
甚
だ
有
利
に
働
ぐ
の
で
、
課
税
に
よ
り
妨
害
す
る
ど
と
る
か
、
愉

助
金
を
粉
奥
す
る
と
と
こ
そ
必
要
で
る
る
」
と
。
要
す
る
に
租
税
の
徴
牧
が
か
L

る
土
地
改
良
事
業
を
破
壊
せ
ぬ
限
り
に
於
て
害
は

た
い
が
、
も
し
勝
来
こ
の
穫
の
改
良
を
脅
し
、
着
手
を
鴎
跨
せ
し
め
る
と
す
れ
ば
甚
ピ
有
害
で
あ
る
。
「
土
地
の
改
良
及
び
土
地
の
耕

作
の
高
度
化
を
目
的
と
す
る
資
本
投
下
以
上
に
全
凶
家
を
禅
益
す
る
も
の
は
恐
ら
く
注
い
で
あ
ら
う
。
何
故
・
な
ら
ば
、
孤
立
闘
に
於

て
八
ケ
ル
ネ
ル
か
ら
十
ケ
ル
ネ
ル
に
穀
物
生
産
数
量
が
増
せ
ば
、
都
市
に
於
る
図
民
教
は
約
五

O
%
だ
け
増
加
し
得
、
し
か
も
穀
物

債
格
は
勝
貴
ず
る
を
要
し
な
い
か
ら
山
と
の
彼
の
綾
活
に
徴
し
て
も
「
斯
様
に
一
困
の
幅
祉
、
闘
力
、
人
口
の
増
大
は
土
地
の
集
約

的
な
耕
作
の
横
大
と
直
接
に
関
聯
し
て
ゐ
る
も
の
だ
か
ら
、
長
期
間
、
少
く
と
も
一
世
組
問
不
鑓
の
ま
L
置
か
れ
友
い
で
、
土
地
が

租
税
の
農
業
に
及
ぼ
十
影
響

九
六，

さ京‘
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租
殺
の
農
業
に
及
ぼ
す
影
響
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あ
た
へ
る
小
作
料
と
共
に
増
減
し
、
か
く
て
土
地
改
良
に
も
課
税
せ
ら
れ
、
従
っ
て
改
良
を
阻
害
す
る
所
の
租
税
は
最
も
岡
家
の
成

長
を
阻
む
所
の
租
税
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
在
ら
ね
o
し
と
い
ふ
チ
ウ
ネ
ン
が
現
賓
の
地
代
(
小
作
料
)
に
謝
す
る
租
枕
に
あ
た
へ
た
政
策

的
立
担
割
の
腰
の
一
強
さ
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

-ー
由

一

上
辿
の
如
〈
チ
ウ
ネ
ン
は
原
理
的
に
は
租
税
刀
一
民
針
者
ご
あ
る
o

定
士
一
札
い
L
相
叫
亡
を
と

y
o
目
白
雪
〉
目
ミ
一
号
:
〉
〉
司
-
F
H
L
主

ん

p
t
i
t
-
、z
u
t
E
』
-
王
4
s
u
p白胆
U
4
L
'
B
寸
却
を

Z
、
巨
回
ほ
れ
主
主
同
旦

の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、

E
に
あ
ら
ゆ
る
租
税
が
、
少
く
と
も
す
ぺ
て
の
新
税
が
図
民
経
済
上
に
惹
起
す
る
筈
の
「
荒
陵
欣
態
」
に
つ

い
て
考
へ
て
ゐ
る
。
か
L
る
思
想
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
彼
の
時
代
の
枇
舎
的
背
景
か
ら
説
明
す
る
乙
と
も
可
能
で
る
る
u

彼
自

身
が
始
め
て
調
立
し
て
農
場
経
皆
に
首
bd
し
か
も
夫
敢
に
絡
っ
た
際
の
重
い
租
税
負
捨
が
如
何
に
深
く
彼
の
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
て

居
た
か
は
し
ば
ら
く
悶
は
ね
と
し
て
も
、
彼
の
「
孤
立
図
」
出
版
に
至
る
時
代
は
恰
も
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
テ
l
ヤ
が
合
理
的
農
業
の
獅

シ
ユ
タ
イ
ン
・
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
農
民
解
放
が
漸
く
そ
の
寅
を
結
び
始
め
た
時
に

逸
へ
の
移
植
を
熱
心
に
提
唱
し
て
聞
も
左
〈
.

る
た
れ
川
、
技
術
の
進
歩
へ
の
期
待
は
誠
に
大
た
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
要
す
る

E
額
の
費
用
、
殊
に
は
土
地
改
良
に
よ
り
土
地
に

同
定
せ
ら
れ
る
費
用
が
租
税
に
よ
り
少
し
で
も
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
は
全
く
苦
痛
で
あ
っ
た
こ
と
を
五
口
々
は
忘
れ
て
は
友
ら
な
い
。

向
彼
の
撃
的
健
釆
よ
り
も
租
税
反
劉
の
必
然
性
は
導
か
れ
る
。
彼
の
研
究
に
於
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
農
業
経
替
は
す
べ
て
が
自
ら
最

合
理
的
に
動
い
て
居
り
、
そ
の
桜
射
に
於
て
成
主
せ
る
一
の
均
衡
欣
態
が
似
立
国
で
る
る
。
従
っ
て
こ
の
闘
で
は
政
府
は
一
の
金
の

か
a
A

る
罪
悪
で
あ
り
、
そ
の
必
要
は
感
ぜ
ら
れ
ぬ
も
の
な
の
で
あ
る
。

斯
様
な
チ
ウ
ネ
ン
の
租
税
論
が
ピ
ユ
ヒ
一
フ

1
の
一
一
昌
ふ
様
に
飴
り
に
も
一
面
的
な
も
の
で
あ
る
ど
と
は
確
か
で
あ
り
ベ
租
税
が
至
極

ネ
3法
耕
民
可
↓

Thunen; a. a. O. S. 35' 
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公
正
に
配
分
せ
ら
れ
、
そ
の
牧
入
が
甚
だ
合
理
的
に
使
用
せ
ら
れ
る
友
ら
ば
、
す
べ
て
の
租
税
が
一
の
罪
悪
友
り
と
確
言
し
得
ぬ
。

む
し
ろ
と
の
細
川
答
は
チ
ウ
ネ
ン
の
主
張
と

E
反
到
の
も
の
で
る
り
得
る
。
即
ち
合
理
的
友
租
税
の
使
用
が
前
提
せ
ら
れ
る
た
ら
ば
、

2
 

租
税
の
徴
牧
の
結
果
園
家
の
獲
得
す
る
国
力
、
宮
、
及
び
人
口
は
、
か
L

る
租
税
が
司
泣
け
れ
ば
決
し
て
獲
ら
れ
友
い
で
あ
ら
ん
y

」
と

の
批
判
も
一
際
は
受
け
取
れ
る
。
併
し
チ
ウ
ネ
ン
に
於
て
は
租
税
が
如
何
た
る
目
的
を
以
て
課
せ
ら
れ
る
か
は

E
う
で
も
よ
い
問
題

で
あ
っ
た
、
租
税

E
C
の
側
面
か
ら
把
へ
る
こ
と
は
彼
の
研
究
か
ら
除
か
れ
て
ゐ
た
、

い
は
ぽ
租
税
を
私
経
済
的
側
両
か
ら
考
察
す

る
こ
と
が
彼
の
任
務
で
る
っ
た
。
五
口
々
が
?
?
不
ン
の
租
枕
論
を
論
評
せ
ん
と
す
る
友
ら
ぽ
斯
様
な
批
判
に
先
立
ち
、

一
際
孤
立
国

の
諸
前
提
の
上
に
立
っ
て
た
す
べ
き
で
あ
ら
う
ョ

ピ
ユ
ヒ
ラ

I
は
倒
立
闘
の
諸
前
提
を
排
し
て
い
は
ぽ
刷
版
系
の
外
か
ら
批
判
し
て
ゐ

る
、
そ
れ
は
ヂ
ウ
ネ
ン
租
税
論
へ
の
批
判
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
み
一
千
ウ
ネ
ン
の
研
究
方
法
へ
の
灰
針
で
あ
る
。
斯
様
な
批
判
は
間
早
に

抽
州
制
的
川
崎
論
の
よ
り
具
側
化
へ
の
一
安
刊
以
上
白
官
時
た
も
つ
も
の
で
は
お
い
。

チ
占
リ
ネ
ン
租
税
論
の
内
在
的
批
判
と
し
て
は
、
例
へ

ば
突
の
如
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
。
今
川
内
立
闘
に
貨
幣
の
形
で
、
同
一
一
徹
の
人
頭
税
が
課
せ
ら
れ
る
と
す
る
、
と
と
ろ
で
言
ふ
迄
も

た
く
各
農
場
の
持
銀
は
市
揚
へ
の
距
離
に
感
じ
て
貨
幣
額
に
於
で
夫
々
相
異
る
、
従
っ
て
抗
女
園
に
於
て
は
人
頭
税
に
よ
る
各
農
一
揚

負
拾
の
軽
重
が
生
じ
る
壮
一
向
で
あ
る
。
と
の
結
チ
カ
ネ
ン
は
究
明
し
て
居
ら
・
泣
い
。
更
に
第
二
部
で
は
じ
め
て
遁
ぺ
ら
れ
た
自
然
持
銀

と
、
勢
銀
へ
の
課
税
、
そ
の
輔
嫁
の
必
然
性
の
一
問
題
も
チ
ウ
ネ
ン
租
税
論
の
展
開
と
し
て
意
義
を
持
つ
で
あ
ら
う
。
併
し
こ
の
小
論

に
於
て
は
吾
々
は
租
税
を
則
ひ
て
倒
立
岡
で
得
ら
れ
た
結
論
を
如
何
に
現
賞
に
趨
用
す
べ
き
か
の
一
例
題
を
説
明
し
得
た
の
み
で
あ

る。

租
積
。
農
業
に
及
ぼ
す
影
響

O 
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