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策

!
1
1農
業
生
産
力
の
維
持
・
植
民
手
中
心
と
し
で

A 

木

芳

之

助

一
園
の
農
業
政
策
は
そ
の
闘
の
農
業
を
殻
達
・
繁
築
せ
し
め
る
乙
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
如
何
た
る
欣
態
を
以

て
、
そ
の
闘
の
農
業
が
最
も
殻
達
・
繁
栄
し
て
ゐ
る
も
の
と
た
す
か
に
就
い
て
は
、
諸
家
の
見
解
は
必
や
し
も
一
様
で
は
左
い
。
と

の
冊
却
に
闘
し
て
は
、
従
来
か
ら
少
く
と
も
桐
異
友
る
二
つ
の
見
解
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。

第
一
の
見
解
は
詰
は
ピ
農
業
経
営
接
的
立
揚
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
農
業
生
産
に
携
は
る
個
々
の
農
業
者
を
繁
柴
せ
し
め
る
こ
と

に
重
貼
を
置
く
も
の
で
あ
る
e

従
ワ
て
こ
の
見
解
に
於
て
は
、
農
業
生
産
に
投
ぜ
ら
れ
る
皐
位
勝
目
働
の
生
産
力
を
増
加
せ
し
め
る
と

と
を
重
視
し
、

と
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
農
業
者
の
生
活
を
経
済
的
に
向
上
せ
し
め
得
る
も
の
と
な
す
。
こ
の
汲
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

た
と
へ
農
地
の
単
位
面
積
首
り
の
生
産
力
は
減
少
し
て
も
よ
い
が
、
単
位
投
下
務
働
の
生
産
力
は
之
を
増
加
せ
し
め
た
け
れ
ば
左
ら



な
い
と
設
〈
も
の
で
る
る
a

と
の
見
解
は
今
日
も
庚
く
行
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

ド
イ
ツ
農
業
経
営
撃
の
大
家
た
る
エ

ー
レ
ボ
ー
も
、
大
戦
後
の
ド
イ
ウ
農
業
の
復
興
針
策
に
関
し
て
、

「
従
っ
て
農
業
支
出
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
た
く
し
て
、
農
業
生

産
力
を
高
め
る
こ
と
が
最
も
心
要
で

b
る
。
更
に
此
の
目
標
は
、
農
産
物
の
油
度
友
る
債
格
に
於
て
も
、
有
ゆ
る
手
段
を
以
て
達
成

せ
ら
れ
・
な
け
れ
ば
左
ら
ぬ
。
一
向
し
て
こ
の
際
、
問
題
と
な
る
最
も
章
一
要
友
る
手
段
は
、
農
業
者
の
人
的
努
働
能
率
、
即
ち
弊
働
の
生

産
カ
を
高
め
る
と
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
投
下
車
位
弁
働
の
生
産
力
を
高
め
る
こ
と
の
必
要
を
力
設
し
て
ゐ
る
。
更
に
ア
メ
リ
カ
合

衆
閣
の
J
7
ピ
イ
ス
も
ま
た
、
農
業
者
の
生
活
向
上
を
刷
る
た
め
に
は
、
同
単
位
投
下
界
働
の
生
産
力
を
市
大
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
な
し
、
吹
の
如
く
さ
へ
主
張
し
て
ゐ
る
。
即
ち
-
f

合
衆
国
の
各
部
分
、
活
く
ば
世
界
の
令
諸
閣
を
比
較
す
る
な
ら
ば
刊
農
業

に
従
事
し
て
ゐ
る
人
口
の
」
日
間
ぎ
比
率
と
、

良
心
未
に
於
け
る
持
間
前
卒
若
し
く
は
農
民
生
前
の
向
き
水
準
と
の
聞
に
は
ず
市
も
直
一
説
的
た

る
聯
闘
は
な
い
。
多
少
の
例
外
を
除
き
、
犬
間
に
於
て
、

一
般
的
傾
向
は
寧
ろ
雨
者
間
の
逆
の
相
閥
L
R

係
を
示
し
て
ゐ
る
」
と
。
要

す
る
に
、

と
の
派
に
開
局
す
る
人
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
農
民
の
生
活
向
上
を
粛
す
上
に
は
、
単
位
商
積
首
り
の
農
業
生
産
力
の
増
大

を
闘
る
よ
り
も
、
寧
ろ
皐
位
投
下
努
働
営
り
の
生
産
力
増
大
を
刷
る
と
と
が
、
よ
り
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
見
解
は

一
一
闘
の
農
業
の
帯
以
遠
・
繁
栄
は
単
に
之
を
個
々
の
農
業
者
の
立
揚
よ
り
考
察
す
る
に
止
ら
や
、

一
闘
の
農
業
の

務
逮
・
繁
柴
は
之
を
出
聞
く
図
民
経
済
的
に
考
察
し
、
更
に
一
図
の
農
業
が
壁
常
に
食
料
を
生
産
し
、
ま
た
強
健
在
る
多
数
の
農
民
人

口
を
包
容
す
る
と
い
ふ
民
族
的
蚊
に
閤
防
的
考
慮
を
も
加
味
し
て
、
之
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

且
民
業
に
投
ぜ
ら
れ
る
車
位
弁
働
の
生
産
力
が
如
何
に
高
く
と
も
、
農
地
単
位
面
積
常
り
の
生
産
力
が
著
し
く
低
下
し
、

一
園
の
生
産

ず
る
農
産
物
、
殊
に
食
料
品
の
総
長
が
減
少
し
て
、
そ
の
閣
の
食
料
需
要
を
充
す
に
足
ら
十
、
外
岡
よ
り
之
を
多
く
輪
入
せ
ざ
る
を

戦
時
の
農
業
政
策

第
四
十
七
巻

五

告存

続

互王

F. Aereboe， Der Ein日m~s des Kriege'づ a.ufdie Jandwirtschaftliche Produktion 
in Deubchland， 1927， S. 194・
J. S. Davi!" AgncuItural Fundamenl:ali:-ln (F，conomics， Sociology anct the 
te Modern ¥Vorld， Essays in Honor of T. N. Carver) 1935， p. 18. 
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戦
時
の
農
業
政
策

第
四
十
七
巻

占

ノ、

策

競

ーノ、

得
な
い
こ
止
、
な
り
、
ま
た
農
地
単
位
面
積
蛍
り
の
生
産
カ
が
低
下
す
る
結
果
と
し
て
、
農
業
の
人
口
旬
谷
力
も
甚
だ
し
く
低
下
せ

ざ
る
を
得
ざ
る
が
如
き
欣
態
を
以
て
、

一
閣
の
農
業
が
笈
達
し
繁
栄
し
て
ゐ
る
も
の
と
放
す
を
得
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
見
す
れ
ば
、

そ
の
図
に
於
て
生
産
せ
ら
れ
る
食
料
農
産

一
闘
の
農
業
に
投
ぜ
ら
れ
る
単
位
労
働
の
生
産
力
が
高
き
に
拘
ら
や
、

物
佐
以
て
し
七
、

干
の
閣
の
食
料
需
嬰
を
定
た
ず
に
足
ら
や
、
ま
た
農
業
人
口
も
著
し
く
減
退
す
る
が
如
き
収
態
は
、

そ
れ
白
樺
一

の
矛
厨
で
あ
っ
て
、
決
し
て
斯
か
る
欣
限
は
起
り
仰
げ
な
い
や
う
に
も
考
八
ら
れ
る
。
円
れ

r〕
も
斯
か
る
欣
怨
は
呪
貧
困
仰
に
於
て
は
起

り
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
英
吉
利
の
農
業
を
考
へ
る
左
ら
ば
明
白
と
た
る
c

卸
ふ
り
同
園
K
於
て
は
、
産
業
革
命
以
来
、
商
立

業
立
岡
主
義
を
と
り
、
表
業
は
之
を
捻
て
L
顧
み
な
か
っ
た
た
め
、
海
外
よ
り
の
低
廉
な
る
穀
物
輸
入
に
よ
っ
て
、
大
い
な
る
打
撃

を
家
り
、
今
日
に
於
て
は
英
吉
利
の
長
業
人
口
は
全
人
口
の
八
%
を
占
め
る
に
過

F
J
r
、
ま
た
英
吉
利
の
産
出
す
る
食
料
農
産
物
を

以
て
し
て
は
、
同
閣
の
需
要
す
る
食
料
品
を
充
す
に
足
ら
や
、
特
に
穀
類
の
不
足
が
甚
だ
し
く
、
パ
ン
の
原
料
た
る
小
萎
及
び
小
萎

粉
に
閲
し
て
は
、
園
内
産
の
小
委
を
以
て
し
で
は
全
需
要
の
僅
に
一
一
一
%
を
充
し
得
る
に
過
却
さ
な
い
同
然
ら
ば
英
士
口
利
の
農
業
者
は

斯
か
る
事
情
の
下
に
於
て
、
如
何
に
劉
廃
し
た
で
あ
ら
う
か
。
と
の
黙
に
つ
い
て
河
回
博
士
は
次
の
如
く
週
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
帥
ち

「
然
れ
ど
も
経
済
摘
k

進
歩
し
、
商
工
般
盛
を
極
め
、
之
を
以
て
立
闘
の
本
旨
と
震
す
が
如
き
程
度
に
迄
設
建
せ
る
閣
に
あ
っ
て
は
、

一
と
度
集
約
的
と
た
れ
る
農
業
経
倍
も
、
再
び
梢
々
粗
放
的
に
退
化
す
る
の
傾
向
を
阻
止
し
難
き
も
の
が
あ
る
。
農
業
の
如
き
企
業

利
潤
乏
し
き
も
の
に
、
多
大
の
資
本
と
貴
重
の
弁
働
と
を
集
注
せ
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
北
(
の
経
営
を
粗
放
に
し
て
、
共
の
資
本
と
持
働

と
を
他
の
更
に
有
利
な
る
商
工
業
に
投
や
る
を
以
て
優
れ
り
と
す
る
に
至
る
と
と
、
淘
に
避
け
難
き
勢
と
す
る
。
英
同
近
時
の
農
業

の
如
き
は
、
此
の
寅
例
を
一
不
ナ
も
の
で
た
け
れ
ば
た
ら
ね
」
と
。
卸
ち
英
吉
利
の
農
業
者
は
、
そ
の
農
業
持
働
を
粗
放
化
し
た
の
で

The Foundations of Agricultural ECO:DOffi'ics， I935， P・480・
農業経済弟、一五二頁。

T. A. Venn， 
何回嗣郎氏、
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あ
っ
た
。
而
し
て
之
に
よ
っ
て
農
業
労
働
の
限
界
生
淀
力
を
し
て
今
迄
よ
り
も
迭
に
高
い
黙
に
於
て
均
衡
を
と
ら
し
め
た
の
で
あ
っ

た
。
か
く
て
英
士
口
利
に
於
て
は
、
設
業
単
位
労
働
の
生
産
力
は
v

両
く
保
た
れ
て
ゐ
る
が
、
併
し
農
業
の
粗
放
化
に
よ
っ
て
‘
農
業
人

口
は
激
減
し
、
食
料
生
産
も
著
し
く
減
退
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
h

る
英
吉
利
の
農
業
欣
態
を
以
て
、
川
市
し
て
共
の
農
業
が
愛
達
し
、

繁
栄
し
℃
ゐ
る
も
の
と
得
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。

ソ
ム
プ
ソ
ン
は
英
士
口
利
及
び
丁
抹
の
農
業
生
産
力
を
比
較
し
て
、

一
九
二

O
年
乃
至
二
四
年
平
均
の
一
エ
ー
カ
ー
首
り
の
穀
物
平

均
牧
民
設
を
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ウ
エ
イ
ト
を
以
て
示
し
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
英
吉
利
に
於
て
は
小
委
は
一
七
・
六
、

大
多
は

一甘同一
-

b
也
、

-

U

J

 

ア
抹
に
於
て
は
小
婆
は
二
二
。
九
、

四
・
一
二
と
な

燕
奈
は

大
裂
は

八
・
七
、

燕
姿
は

二
・
六
と
な
っ
て
居
り
、

つ

居

る):1)

こ
れ
に
よ
江
ぱ

I
H怖
の
方
が
宍
士
口
利
よ
り
も

担
ミ
山
山

MH怜
ヤ

L
H刀
主
日
Lγ
叫
)
〉
一

L
ヒ
vv一
l
t
r
H
-了
う

'
J
o

t
土
H
f
-
f
a
H
r
f
'
r
j
j
y
J
J
h
u
イ
ノ
甘
斗
ノ
ヴ

k
d
z

ゾ
ム
。
ソ
ソ

tt 

(1) 

抹
の
農
地
問
早
位
商
積
首
り
の
生
産
力
の
大
た
る
迎
巾
は
之
を
、
丁
抹
に
於
け
る
自
作
農
氏
の
土
地
愛
情
心
に
も
蹄
し
て
ゐ
る
が
、
ま

た
、
工
抹
の
農
業
者
が
英
士
口
利
の
農
業
者
よ
り
も
共
の
投
下
資
本
及
び
弁
働
に
封
し
て
よ
り
少
な
い
報
酬
を
以
で
満
足
し
て
ゐ
る
事

情
忙
も
賭
し
て
ゐ
Z
干
即
ち
換
言
す
れ
ば
丁
抹
の
農
業
者
は
、
英
士
口
利
の
農
業
者
よ
り
も
、
そ
の
投
下
持
働
を
上
れ
集
約
化
せ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
農
業
山
労
働
の
限
界
生
産
力
は
英
士
口
利
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
低
い
と
一
一
品
は
た
け
れ
ば
友
ら
ね
。
然
る
に
拘
ら
十
、

何
人
も
英
士
口
利
の
農
業
を
以
て
、
丁
抹
の
農
業
よ
り
も
よ
り
登
遣
し
繁
栄
し
て
ゐ
る
も
の
と
は
、
主
張
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
れ

ば
之
に
よ
る
も
農
業
単
位
労
働
の
生
産
力
の
高
い
こ
と
は
、
農
業
の
護
法
及
び
繁J
柴
を
測
定
す
る
唯
一
の
指
標
で
た
い
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。

然
ら
ば
現
賓
の
我
凶
に
於
て
は
、
如
何
な
る
意
味
に
於
付
る
農
業
の
護
達
・
繁
柴
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
上
惑
の

戦
時
の
農
業
政
策

第
凶
十
七
巻

事事

競

七

七

R. J. Thom.pson， Th.e Productivity of B:riti:<b and_ Danish Fa.rmi時 (The
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第
二
の
意
義
に
於
け
る
農
業
の
護
法
・
繁
柴
を
以
て
望
ま
し
い
も
の
と
考
へ
る
。
云
ふ
ま
で
も
た
〈
、
我
闘
の
農
村
氏
於
て
は
、
耕

地
面
積
に
比
し
て
人
口
が
多
く
、
従
っ
て
一
農
家
営
り
の
平
均
耕
作
商
積
は
一
・

O
八
町
歩
に
過
ぎ
た
い
。

こ
の
狭
小
た
る
耕
地
を

以
て
一
農
家
の
生
活
を
支
持
す
る
た
め
に
は
、
勢
ひ
農
業
経
営
を
集
約
化
せ
ざ
る
を
得
友
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
耕
地
単
位

間
積
常
り
の
生
産
力
増
大
を
常
陀
念
到
に
置
か

f
る
を
得
友
か
つ
宍
の
で
あ
る
。
ま
た
斯
〈
耕
地
単
位
間
積
川
町
旬
の
生
産
力
の
紘

持
仙
…
増
大
そ
闘
っ
た
が
放
に
‘
そ
れ
に
よ
っ
て
我
闘
の
商
工
業
の
波
注
に
拘
ら
「
¥
我
闘
は
今
日
と
雌
も
食
料
の
向
給
を
な
す
と
と

を
得
、
ま
た
英
士
口
刺
の
八
%
、
狽
品
訟
の
一
二
C
%
、
偽
商
附
聞
の
一
二
八
%
J
り
も
よ
れ
高
い
比
率
の
長
談
一
人
口
を
鰍
村
寸
る
と
と
を
得
た

の
で
あ
る
。
卸
ち
我
図
の
農
業
人
口
は
全
人
口
の
四
八
%
を
占
め
て
ゐ
る
が
、
か
L

る
高
率
な
る
農
業
人
口
を
有
す
る
こ
と
は
、
管

に
都
市
の
商
工
業
に
封
ず
る
強
力
た
る
園
内
市
揚
と
し
て
役
立
つ
に
留
ら
や
、
ま
た
豊
富
に
し
て
低
廉
な
る
持
働
力
を
都
市
の
商
工

業
に
供
給
す
る
源
泉
と
し
て
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
農
業
人
口
の
著
し
く
減
退
し
た
英
士
口
利
に
於
て
は
、
農
村
人
口
を
以

て
都
市
の
持
働
力
を
補
給
す
る
乙
と
を
得
十
、
た
め
に
都
市
持
働
力
の
新
陳
代
謝
は
全
〈
行
は
れ
や
、
都
市
持
働
者
は
世
襲
的
・
惨

着
的
と
友
り
、

そ
の
労
賃
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
吉
利
の
経
済
力
を
弱
め
て
ゐ
る
。
加
之
、
農
村
人
口
が
総
人
口
の
四
八
%

を
占
め
る
こ
と
は
、
直
接
に
大
い
友
る
園
防
力
を
構
成
す
る
も
の
で
る
ワ
て
、
特
に
戦
時
に
於
て
は
、
旺
盛
左
る
開
力
と
困
苦
快
乏

に
針
す
る
耐
久
力
と
を
有
す
る
農
民
の
多
数
に
存
在
す
る
と
と
は
、

一
因
の
大
い
た
る
強
味
で
あ
る
。
か
く
て
我
闘
に
於
て
は
、

商
工
業
が
高
度
に
稜
淫
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
拘
ら
や
他
面
農
業
は
衰
退
せ
や
、
食
料
の
肖
給
と
高
率
の
農
業
人
口
と
を
保
持
し
て

ゐ
る
貼
に
、
我
闘
の
大
い
た
る
強
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
我
闘
に
於
け
る
斯
か
る
強
味
は
、
耕
地
単
位
面
積
営
り
の
生
産
力

の
維
持
、
換
一
一
目
す
れ
ば
農
業
純
生
産
力
の
維
持
乃
至
向
上
に
よ
っ
て
、
保
持
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
調
泡
及
ぴ
伊
太
利
が
何



放
に
最
近
氏
、
農
業
生
産
の
増
大
蛇
に
農
業
人
口
の
維
持
・
増
加
に
努
力
し
つ
L
あ
る
か
は
、
上
漣
せ
る
所
に
よ
っ

τ白
か
ら
明
白

で
あ
ら
う
。

以
上
の
考
察
に
首
つ
て
は
農
産
物
の
需
要
を
無
践
し
た
の
で
あ
る
が
、
人
口
の
増
加
に
伴
ひ
、
農
産
物
に
針
す
る
需
要
も
増
加
す

か
L
る
事
情
に
あ
り
な
が
ら
、
英
吉
利
に
於
て
は
.
そ
の
農
業
を
粗
放
化
し
た
る
た
め
、
原
料
且
同
産
物
陀
就
い
て

る
も
の
で
あ
る
。

は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、

そ
の
食
料
農
濯
物
に
関
し
て
は
、
そ
の
犬
部
分
は
之
空
白
園
植
民
地
や
外
岡
よ
り
移
輸
入
せ
ざ
る
を
得
ぎ
る

に
至
づ
た
も
の
で
あ
る
。

英
吉
利
の
如
き
成
大
友
る
植
民
地
を
有
ず
る
同
比
於
て
は
、

本
闘
の
農
業
が
祐
一
だ
し
〈
粗
放
化
す
る
と

も
、
外
国
に
依
存
せ
や
、
自
閣
の
植
民
地
上
り
之
bw一
移
入
し
得
る
で
あ
ら
う
ョ
然
る
に
英
士
口
利
の
如
金
一
成
大
な
る
植
民
地
を
有
し
な

川
わ
珂
剖
剖
亡
人
一
、

f

一、

E
L
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-
J
3
仁
川
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み
h
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V

そ
の
本
闘
の
農
業
が
茜
だ
し
く
粗
放
化
寸
る
と
き
は
、
食
料
の
供
給
も
ま
た
之
を
外
岡
K
依
存
せ
ざ
る
な
仰
ぎ
る

に
至
る
で
あ
ら
う
。
我
閣
内
地
農
業
の
粗
放
化
に
よ
っ
て
起
る
食
料
の
不
足
が
、
た
と
へ
外
地
の
農
業
に
よ
っ
て
充
分
に
補
給
さ
れ

る
と
す
る
も
、
そ
れ
を
以
て
我
々
は
充
分
に
満
足
す
る
を
得
た
い
。
我
々
は
戦
時
に
於
け
る
朝
鮮
海
峡
や
義
湾
航
路
の
危
険
を
憂
ふ

る
が
故
に
、
内
地
に
於
け
る
食
料
増
産
の
必
要
を
提
唱
す
る
も
の
で
は
た
い
。
寧
ろ
内
地
農
業
の
粗
放
化
、
喚
一
言
ロ
ナ
れ
ば
、
我
闘
農

業
立
地
の
外
地
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
生
や
る
内
地
農
業
の
人
口
包
容
力
の
減
少
を
憂
ふ
る
が
故
で
あ
る
。
内
地
農
業
の
粗
放
化
は
そ

れ
だ
け
内
地
農
業
人
口
の
減
退
を
来
す
こ
占
は
必
然
で
あ
る
。
更
に
考
慮
す
べ
き
は
、
今
岡
の
事
時
撲
に
際
し
で
も
、
内
地
農
村
か
ら

は
多
〈
の
出
征
兵
士
を
出
し
て
ゐ
る
に
拘
ら
や
J

、
外
地
、
剖
ち
朝
鮮
や
裏
湾
の
農
村
か
ら
は
出
征
兵
士
を
出
し
て
ゐ
な
い
ム
」
い
ふ
事

貸
で
あ
る
。
若
し
内
地
に
於
て
農
業
を
粗
放
化
す
る
と
き
は
、
農
産
物
の
需
要
に
し
て
鍵
化
し
た
い
限
り
.
乙
れ
を
補
ふ
た
め
に
は
、

営
然
外
地
の
農
業
を
集
約
化
し
、
そ
の
生
産
数
量
を
増
す
こ
と
L
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
も
一
旦
、
外
地
農
業
を
集
約
化
し
、
之
に

職
時
の
農
業
政
策
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害事

披

四
O 

よ
っ
て
増
加
し
た
る
農
産
物
の
販
路
が
聞
定
化
す
る
と
き
は
、
之
を
再
び
粗
放
化
す
る
こ
と
は
甚
だ
し
〈
困
難
で
あ
る
。
加
之
、
戦

与
が
終
了
し
、
出
征
兵
士
が
内
地
農
村
に
腕
還
す
る
担
額
ム
口
に
は
、
そ
の
大
部
分
の
も
の
が
再
び
農
業
に
従
事
す
る
も
の
と
考
へ
友
け

れ
ば
な
ら
ね
。
か
L

る
復
員
に
よ
っ
て
、
戦
時
中
粗
放
化
し
た
る
内
地
農
業
を
再
び
集
約
化
す
る
と
き
は
、
+
訟
に
内
地
及
び
外
地
を

通
じ
て
生
時
過
剰
を
惹
起
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
内
地
及
び
外
地
問
の
農
業
上
の
摩
捺
を
一
居
甚
だ
し
か
ら
し
め
る
で
あ
ら
う
。

C‘ 
fL 

ば
戦
時
中
と
昨
も
、
内
地
山
刊
民
主
hr一
甚
だ
し
〈
組
放
化
せ
し
め
る
と
と
は
望
ま
し
く
は
友
い
。
勿
浩
一
剛
、
戦
時
中
に
於
て
は
農
産
物
の
供

粉
J
V

町
一
向
叶
訟
に
比
し
ピ
不
足
ず
る
傾
向
に
あ
あ
か
ら
、
と
れ
に
肱
中
る
た
め
に
は
門
地
及
び
列
地
は
お
ふ
ま
で
も
紅
〈
、

そ
め
位
満
州
制

国
及
び
北
支
を
も
加
へ
、
之
を
プ
ロ
ッ
ク
的
に
考
へ
て
、
泊
地
酒
生
産
主
義
に
よ
り
、
そ
の
農
業
の
総
生
産
力
の
禁
揮
に
努
む
べ
き

で
あ
る
が
、
併
し
之
に
よ
っ
て
内
地
農
業
が
打
撃
を
蒙
り
、
そ
の
人
口
匂
容
力
を
著
し
く
減
少
せ
し
め
た
い
や
う
工
夫
し
託
け
れ
ば

友
ら
ぬ
。

か
く
の
如
き
内
地
及
び
外
地
聞
の
農
業
事
怖
を
考
慮
外
に
長
く
も
、
申
引
に
蓮
ぺ
る
諸
事
情
に
よ
っ
て
、
戦
時
に
於
て
は
農
産
物
の

需
要
が
増
加
す
る
に
反
し
、
農
産
物
の
供
給
は
退
減
す
る
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
戦
時
に
於
て
は
、
問
来
る
限
り
農
地
皐

位
面
積
営
り
の
牧
量
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
園
の
農
産
物
生
産
綿
量
の
維
持
乃
至
増
加
を
岡
ら
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
戦
時
に
於
け
る
農
業
政
策
の
目
標
は
、
我
同
農
業
の
線
生
産
力
の
維
持
乃
至
増
大
に
之
を
置
く
べ
き
で
あ
っ
て
、
投
下
単
位
弊

働
の
生
産
力
増
大
に
之
を
置
く
べ
き
も
の
で
は
泣
い
。
既
述
せ
る
如
く
、

ェ
l
レ
ボ
ー
も
農
業
に
投
下
さ
れ
る
単
位
持
働
の
生
産
力

増
大
を
説
く
も
、
氏
は
之
を
戦
時
に
於
て
主
張
す
る
も
の
で
は
悲
〈
、
戦
後
に
於
け
る
濁
遜
農
業
の
復
興
に
際
し
て
、
之
を
提
唱
せ

る
臨
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
る
が
如
く
、
戦
時
に
於
て
は
、

一
闘
の
線
農
業
生
産
力
の
維
持
・
携
交
に
努
め
、

以
で
農
産
物
生
産
総

量
の
維
持
・
榊
大
を
闘
る
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
戦
時
に
於
て
は
、
農
産
物
、
殊
に
食
料
農
産
物
は
、
そ
の
需
要
に
比
し
て
、
そ
の
供

給
が
不
足
勝
ち
と
な
っ
て
現
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。

先
づ
農
恋
物
に
針
す
る
需
要
の
側
に
於
て
は

一
↑
兄
す
れ
ば
靴
時
に
川
町
て
は

h

兵
釘
と
軍
民
と
が
幽
門
か
ら
戦
地
へ
移
動
す
る
に
過
ぎ
一
た
い
か
ら
、

(
 

そ
の
消
費
す
る
食
糧
及
ぴ
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右
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」
も
戦
地
代
於
て
は
食
糧
及
び
町
内
機
の
品
明
治
が
如
何
陀
合
辺

化
さ
れ
る
に
し
て
も
、
躍
進
す
る
軍
隊
に
充
分
に
之
を
供
給
す
る
た
め
に
は
、
常
に
そ
の
背
後
に
於
ず
徐
裕
あ
る
貯
蔵
を
準
備
し
た

け
れ
ば
な
ら
ね
3

交
通
の
使
整
は
た
い
戦
地
ほ
ど
其
の
必
要
が
一
一
唐
痛
感
さ
れ
る
。
従
っ
て
戦
線
が
携
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ

だ
け
多
く
の
濠
備
的
貯
蔵
を
必
要
と
す
る
と
と
L

友
り
、
農
産
物
に
針
ず
る
需
要
の
増
加
を
来
す
。

に
人
聞
が
生
理
的
に
必
一
安
と
す
る
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
の
行
ふ
作
業
の
蛭
草
に
よ
っ
て
異
友
る
も
の
で
あ
る
。
超
人
間
的
作
業

を
要
求
す
る
戦
場
に
於
て
は
、
平
時
よ
り
も
よ
り
多
く
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
従
っ
て
ま
た
営
然
に
よ
り
営
養
的
な
る
食
糧
を
必
要
と

す
る
と
と
は
営
然
で
あ
る
。
従
っ
て
戦
時
に
於
て
は
雷
に
米
安
そ
の
他
の
穀
類
の
み
た
ら
や
九
肉
類
そ
の
他
競
奈
の
需
要
を
も
増
す
。

日
戦
時
に
於
け
る
農
村
努
力
の
軍
需
工
業
へ
の
吸
牧
も
ま
た
米
穀
に
劃
す
る
需
要
の
増
加
を
粛
す
。
蓋
し
農
村
か
ら
都
市
に
移
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
雑
穀
食
を
廃
し
て
米
食
を
友
ナ
か
ら
で
あ
る
。
か
t
A

る
諸
事
情
に
よ
っ
て
戦
時
比
於
て
は
特
に
食
料
農
産
物
に
針

戦
時
の
農
業
政
策
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す
る
需
要
の
増
加
を
来
す
と
と
は
明
か
で
あ
る
。

次
に
農
産
物
の
供
給
の
側
に
於
て
は

一
戦
時
に
於
て
は
農
村
か
ら
多
数
の
臆
召
者
を
出
す
。
し
か
も
此
等
の
際
召
者
は
青
・
壮
年
者
で
あ
る
か
ら
、

一
居
農
業
持
働
力

の
減
少
を
来
す
。
殊
に
熔
召
者
が
粧
品
同
主
で
め
る
揚
合
に
は
、
経
伎
は
そ
の
中
心
を
失
ふ
と
と
与
な
る
か
ら
、

そ
の
影
響
は
特
に
甚

大
で
あ
る
。

一
一
戦
時
に
於
て
は
多
数
の
軍
民
が
徴
税
さ
れ
る
。
前
し
て
一
般
に
民
一
劃
は
耕
転
上
男
子
四
人
の
務
倒
力
に
匹
敵
す
る
正
一
-
一
同
は
れ

r
t
、

て
ゐ
る
か
ら
、
馬
匹
の
減
少
は
農
業
に
犬
い
怠
る
影
響
を
及
ぼ
す
。
内
地
に
於
け
る
明
四
歳
以
上
の
馬
匹
教
は
昭
和
十
年
末
百
十
八

高
顕
で
あ
る
が
、
そ
の
ろ
ち
四
十
九
高
頭
は
北
海
道
及
び
東
北
六
燃
に
集
中
し
て
ゐ
る
。
農
作
物
の
生
育
期
間
短
く
、
従
つ
で
短
期

聞
に
一
切
の
作
業
を
途
行
せ
ざ
る
を
得
た
い
東
北
地
方
に
於
て
は
、
馬
匹
の
不
足
は
一
居
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

三
戦
時
に
於
て
は
軍
需
工
業
が
隆
盛
と
左
る
か
ら
、
自
然
と
の
方
面
へ
も
農
業
持
力
が
移
動
す
る
と
と
L
た
り
、
農
村
に
於
け
る

持
カ
の
不
足
に
拍
車
を
加
へ
る
。

四
戦
争
が
長
期
と
友
れ
ば
、
硫
安
工
揚
は
軍
需
工
場
に
樽
化
さ
れ
る
か
ら
、
窒
素
質
肥
料
の
供
給
減
争
来
た
す
虞
が
あ
る
。
ま
た

農
村
弊
力
の
不
足
に
よ
っ
て
刈
草
堆
肥
の
生
産
が
減
少
し
、
更
に
馬
匹
の
徴
殻
陀
土
っ
て
厩
肥
の
生
を
が
減
退
す
る
虞
が
あ
る
。

か
L
る
持
力
、
高
力
及
び
肥
料
の
不
足
は
、
農
業
経
皆
の
集
約
度
の
低
下
、
卸
ち
経
費
の
粗
放
化
を
来
た
し
、
農
産
物
の
供
給
が

そ
れ
だ
け
減
少
す
る
こ
と
h

な
る
ロ
さ
れ
ば
戦
時
に
於
て
は
、
極
力
、
農
業
総
生
産
力
の
維
持
を
岡
つ
で
、
農
産
物
の
需
給
調
節
に

努
め
、
以
て
供
給
不
足
よ
り
起
る
こ
と
あ
る
ぺ
者
農
産
物
債
格
の
昂
騰
を
防
止
し
友
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。



け
れ
ど
も
元
来
戎
闘
に
於
て
は
、
平
時
の
農
村
に
は
季
節
的
に
も
、
ま
た
絶
叫
制
的
に
も
過
剰
搾
働
力
が
多
分
に
あ
る
か
ら
、
戦
時

に
於
て
相
営
の
膝
召
者
を
出
す
と
し
て
も
、
卒
時
の
農
村
に
は
過
剰
弁
働
力
が
殆
ど
な
い
か
、
若
く
ぽ
幾
分
の
不
足
を
さ
へ
感
や
る

諸
外
闘
に
比
較
し
て
、
我
閣
農
村
が
戦
時
に
労
働
力
の
不
足
を
感
や
る
程
度
は
透
に
低
い
で
あ
ら
う
。
ま
た
我
闘
に
於
て
は
、
内
地

及
び
外
地
を
打
っ
て
一
丸
と
す
る
と
き
は
、
平
時
に
於
て
充
分
友
る
食
料
の
自
給
自
足
が
濯
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
戦
時
に
於
て
多

少
の
食
料
供
給
の
減
少
が
超
る
と
し
て
も
、
平
時
に
於
て
も
食
料
が
不
足
し
外
国
よ
り
之
を
職
人
せ
る
欧
洲
諸
国
が
大
戦
中
苦
し
み

た
る
が
如
き
食
料
不
足
は
、
決
し
て
我
闘
に
は
越
ら
友
い
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
戦
争
の
摘
大
と
そ
の
長
期
戦
化
と
に
件
ひ
、
捜
査

物
の
供
給
に
は
、
多
少
の
減
少
傾
向
を
一
不
す
こ
と
は
之
を
認
め

γ
る
を
得
友
い
か
ら
、
充
分
な
る
刻
策
を
確
立
し
て
h
m

か
ね
ば
な
ら

国ユ。
食
料
農
還
物
の
供
給
は
戦
時
に
於
て
減
退
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、

こ
れ
に
闘
臨
別
し
て
考
忠
す
e

へ
き
は
農
産
物
作
柄
の
殺
凶
関
係
ゼ

あ
る
。

天
候
の
順
調
は
毎
年
継
続
せ
や
、

ま
た
豊
作
で
あ
れ
ば
地
力
を
吸
牧
す
る
こ
と
が
大
で
る
る
か
ら
、

一
度
大
豊
作
が
あ
れ
ば

共
の
後
数
年
は
減
牧
の
緩
く
を
通
例
と
す
る
。

と
の
状
況
を
米
穀
に
つ
い
て
示
せ
ば
左
の
如
〈
左
っ
て
ゐ
る
。

内地及び外地の単位
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戦
時
の
農
業
政
策

第
四
十
七
巻

第

量是

四
凶

四
四

即
ち
内
地
に
於
て
は
、
明
治
二
十
七
年
の
製
作
後
、

そ
れ
を
越
す
豊
作
は
四
年
後
の
=
一
十
一
年
に
始
め
て
現
は
れ
て
居
り
、
一
二
十

七
年
の
堕
作
後
、

そ
れ
を
越
す
豊
作
は
五
年
後
の
四
十
二
年
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
大
正
九
年
の
豊
作
後
、

そ
れ
を
越
す
聖
作
は

十
年
後
の
昭
和
五
年
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
か
の
昭
和
八
年
の
大
豊
作
後
に
は
二
ヶ
年
聞
の
大
凶
作
が
絞
い
て
ゐ
る
。
朝
鮮
す
も
略
々

同
様
な
る
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
。
素
描
崎
の
米
作
は
二
期
作
事
八
る
聞
係
上
、
左
程
甚
だ
し
き
豊
凶
を
示
し
て
ゐ
泣
い
が
、
そ
れ
で
も
幾

分
同
級
の
傾
向
山
認
め
ら
れ
る
。
昨
十
二
年
皮
は
内
地
の
米
作
は
相
等
の
堕
作
で
あ
り
、
朝
鮮
及
び
苓
一
嶋
崎
の
米
作
も
大
型
作
で
・
φ
つ

渋
か
ら
、
附
和
十
一
一
一
年
以
秋
の
取
拡
に
枇
い
て
は
必
十
[
も
紫
肌
を
許
さ
た
い
。
さ
れ
ば
内
地
双
び
れ
地
を
泊
じ
充
分
た
お
針
策
を

講
じ
て
た
〈
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

戦
時
に
於
て
は
農
業
総
生
産
力
の
維
持
・
菰
充
に
努
む
べ
き
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
持
力
及
び
畜
力
の
不
足
に
よ
っ
て
低
下
す

る
傾
向
に
る
る
か
ら
、
機
械
力
を
以
て
之
を
補
ふ
こ
と
が
先
づ
第
一
に
考
へ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
黙
に
闘
し
で
は
山
戦
時
に
於

て
は
機
械
製
治
工
揚
が
軍
需
工
業
に
動
員
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
農
業
用
機
械
の
製
造
が
困
難
と
怠
る
と
と
、

ω農
誕
生
産
行
程
を

機
械
化
す
る
と
い
ふ
も
、
我
閣
の
農
業
に
於
て
は
之
を
金
行
程
に
及
ぼ
し
難
い
と
と
等
の
諸
事
情
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

我
図
の
農
業
界
に
於
て
は
、
そ
の
経
営
の
規
模
が
過
小
友
る
上
に
、
各
農
家
の
耕
地
が
一
村
幕
内
の
一
ケ
所
に
集
圏
し
で
居
ら

中
、
八
刀
散
献
態
を
呈
し
て
ゐ
る
か
ら
、
耕
転
の
機
械
化
は
甚
だ
困
難
で
あ
も
σ

従
っ
て
従
来
に
於
け
る
我
岡
農
業
の
機
械
化
は
耕
転

そ
の
も
の
よ
り
も
、
寧
ろ
生
産
物
の
調
製
、
加
工
及
び
濯
減
・
排
水
の
方
面
に
於
て
多
く
行
ば
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
吹
去
に
示
す
如
く

で
あ
る
。

岡山豚児島郡興除村の開拓農場では稲作にも多数むトヲクダーがIIIひられて
ゐるが、この特殊農村事例を以て会図的傾向を推定F するこ止は出凍ない。

7) 



調5

農業構械の普及紋況
(昭和十年十一月末現在)

農業機械種目 蓋

動力耕萩用機

{ヶーフ，"式
耕転機
トラクタ{

動 力 岡 護 用 機

{噴霧機 i

ilIj果機 i

動力肥料汗l機

(粉砕、粉末、) ! 
西己 主~ IfJ 

稲 妻 扱 機 l

(股殻機)

籾摺機!104，498 

葬摺機 13，749
精米機 iSI，116
精 姿 用 機 i16，368 
製粉機 8，866

製麺機 1，340
i殿粉製造機 1，244

藁打機 8，175
製強機 4，127
製 細 川 機 17，988
!Jò~ !f1i剥 皮 機 1，585
製 5号号 機 I 81，042 
渦 巻 ポ ン フ ・ 16，467

縦型ポンプ 16，146

備考農務局，捷業用器具
機械対共同作業揚普
及欣況制査(昭和十
二年三月)による

数

6;;16 
46 

5，903 

91，735 

11 

211 

表
部
削
で
機
内
の
利
川
中
市
促
進
す

F
J

引
之
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
か
ら
、

E
h
:
〆

F
K

、-
J
Eう
〉

7
0

F

品
川

V
L歩
ん

し

『

L
A
d
c
z

器
産
物
の
調
整

及
び
加
工
部
副
に

於
て
は
、

と
も
か

土
l

ノ
:
、
ノ

P
P
F
H
川
、
ノ
拾
え

hw内

P

4

3

ト
ヨ

u
a
量
r
h
1
4
:
↓
F
J

ト
J
h
L
:
2
r
h
n
・
F--み
九
、

お
υ
J
L

と

江
J
Z

ロ
同
征
羽
川
い
お
し
引

4
7
j日
u
t
r
F
自
ド
ノ
イ
七
十
4
v
(
Z
F
z
し
と
」
ト
い

旦
』
七

b
#
?
一
氏
、

L
J
5
2ゴ
F~、ζは
え
拾
品
、

n
M
F

f
向
屯
ド
占
レ
1
2
稿
者

J

ト
百
担
電

〈
或
る
程
度
の
機

世

b
t
一
丁
土
1
亡

中
イ
ヵ

4
』
オ

τ

居
り
、
ま
た
と
の

と
の
部
副
で
は
戦
時
と
雌
も
甚
だ
し
い
芥
力
の
不
足
は
之
を

摺
機
及
び
唱
す
摺
機
の
合
計
平
均
一
蚕
首
り
の
農
家
戸
数
及
び
田
面
積
の
比
較
よ
り
し
て
明
白
で
あ
る
。

第三表

米安部j製機の地方的普及扶況

北海道|

東北区|

聞東匝 i
北附I亘|

東1.11匝|
東海匝|

近畿匝|

中風極 l

凹凶医|

九州直|

沖縄 l

合計(

鷲型車lFZ
町

国

邑2

15 

6 

20 

36 

21 

8 

19 

23 

戸

8 

品。

;13 

42 

7 

37 

15 

J8 

ハリロり

101 

24，150 

10，ilti ' 

26，880 
.54，507 

4，260 

11，155 
15，170 
40，705 
7，G81 

14，7HI 

39 

職
時
の
農
業
政
策

15 

農林省、農業IIJ器具機械挫
共同作業」品千平」叫況調査及
び農林省統計表より算出
(昭干11-1-""1末引在)

26 209，982 ， 

備 考

即
ち
稲
本
女
扱
機
、
籾
摺
機
及
び
姿
摺
機
の
合
計
を
全
国

的
に
平
均
す
れ
ば
、
田
十
五
町
歩
に
一
憂
存
在
す
る
こ
と

ミ
友
る
が
、
東
北
地
方
に
於
て
は
五
十
二
町
歩
に
一
事
存

る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
他
の
事
情
に
し
て
同
一
な
る
限

り
東
北
地
方
は
戦
時
に
於
て
最
も
努
力
の
不
足
を
感
や
る

こ
と
L
-
友
ら
ざ
る
を
伺
日
夜
い
a

か
ι-A

る
農
産
物
の
調
整
及
び
加
工
に
比
較
し
て
、
有
機

第
四
十
七
巻

四
五

第

披

四
五



鞍
時
の
農
業
政
策

第
四
十
七
巻

四
六

宮存

続

四
六

的
た
る
農
業
生
産
行
程
た
る
耕
転
、
橋
種
、
挿
枚
、
施
肥
、
除
草
、
刈
取
等
の
作
業
は
之
を
機
械
化
す
る
飴
地
が
少
な
い
か
ら
、
戦

時
に
於
け
る
農
村
持
力
及
び
事
力
の
不
足
は
、

ζ

の
部
商
に
於
で
最
も
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
も
此
等
の
作
業
の
う

ち
に
於
て
も
、
山
橘
種
、
挿
供
、
定
植
佐
一
寸
の
如
き
作
業
は
、
そ
の
期
聞
が
殆
ど
一
定
の
短
期
間
に
固
定
・
集
中
し
て
ゐ
る
蹴
係
上
、

誌
で
は
持
力
の
不
足
が
最
も
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
殊
に
稲
作
の
何
枚
期
聞
が
煩
〈
、
之
が
線
上
又
は
繰
下
を
去
し
得
な
い
東
北
や

北
陸
地
方
に
於
て
特
に
然
り
と
す
る
。
山
耕
転
、
整
地
、
中
排
除
草
枕
干
の
如
き
作
業
は
、
減
る
程
度
ま
で
之
を
繰
上
げ
、
繰
干
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
業
時
期
を
利
蛍
移
動
し
符
る
か
ら
、
勢
力
の
不
足
以
左
程
痛
切
に
は
感
ぜ
ら
れ
た
い
で
あ
ら
う
c

問
問
問
桜
に
濯

概
・
排
水
、
除
草
、
疏
菜
類
の
牧
槌
・
版
責
等
の
作
業
は
、
之
を
合
計
す
れ
ば
、

そ
の
持
働
量
は
大
な
る
も
、
日
L
K

の
所
要
務
働
量

は
少
く
、
且
つ
作
業
期
間
は
長
期
に
亙
っ
て
分
散
す
る
を
以
て
、
持
働
力
を
調
整
し
、

そ
の
不
足
に
趨
雁
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易

で
あ
る
。
漉
概
・
排
水
に
は
従
来
か
ら
相
首
に
動
力
ポ
ン
プ
が
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
戦
時
に
於
て
は
こ
の
利
用
を
高
め
る
と
と

に
よ
っ
て
、
弊
力
の
不
足
を
補
ふ
こ
と
が
笠
ま
し
い
。

ま
た
良
作
物
の
種
類
に
よ
っ
て
、
そ
の
掛
川
程
準
備
上
り
牧
穫
に
至
る
ま
で
に
要
す
る
持
働
力
に
差
異
る
る
こ
と
は
、
次
表
に
之
を

一
不
す
如
〈
で
あ
る
。

第四表

各農作物の段常
P所要勢働力
(延人員)

号車 日 [延人員

71< 手品 25.7 

F主 ヰ白 23.5 

大 霊長 23.3 

ヨF 19.4 

粟 15.4 

五日 麻 19.0 

大 立 12.0 

4、 主主 13.8 

震 .R 17.5 

最包 51- 31.0 

茶 豆 38.5 

五E 子 106.5 

審 方日 92.5 

西 瓜 42.0 

削 瓜 79.0 

牛 士ノ号ヨ' 68.0 

甘 藷 30目。
馬 鈴 薯 ; 25.0 

里 芋 29.0 

結球白菜 36.5 

タ~ 設， 51目。
葉煙草 88.0 

害島 22.8 

か
く
の
如
く
、
農
作
物
の

種
類
に
よ
り
、
所
要
務
働
を

著
し
〈
異
に
す
る
。
而
し
で

戦
時
に
於
て
努
働
力
が
不
足

帝凶農舎、農作業別勢働J二関する調査(昭和十二年三月)による。8) 



す
る
と
き
は
、
集
約
作
物
よ
り
粗
放
作
物
に
移
る
こ
と

-Fな
る
が
、
併
し
之
が
紳
換
を
個
々
の
農
家
の
経
営
的
要
求
に
の
み
放
任
ナ

る
と
き
は
、
戦
時
に
於
け
る
国
家
的
要
求
と
の
聞
に
翻
艇
を
来
す
こ
と
、
左
る
か
ら
、
農
業
生
産
及
び
農
業
経
替
に
封
し
、
卒
時
よ

り
も
上
ト
ド
強
力
左
る
統
制
を
加
へ
、
以
て
我
国
農
業
の
線
生
産
力
の
維
持
・
掠
充
に
努
め
な
け
れ
ば
た
ら
ね
。
而
し
て
と
の
揚
合
左

の
如
き
針
策
が
と
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

↓
先
づ
第
一
に
戦
時
に
於
け
る
崎
町
力
不
足
を
補
ふ
た
め
に
は
、
共
同
作
業
を
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
共
同
古
代
.
共
同
持
秋
、

共
同
耕
転
、
共
同
除
草
、
共
同
刈
取
等
の
農
業
生
産
部
副
に
於
け
る
部
分
的
共
同
化
、
位
に
生
産
物
の
調
製
、
加
工
及
び
荷
匙
等
の

共
同
化
を
闘
っ
て
、
各
農
家
及
び
各
部
薄
の
持
力
調
整
を
闘
る
と
共
に
、
共
同
作
業
に
よ
っ
て
持
働
能
率
の
増
大
を
闘
ら
左
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
幸
に
我
閣
に
於
で
は
此
等
の
共
同
作
業
を
行
ふ
農
家
小
組
合
た
る
決
事
賀
行
組
合
救
一
は
十
三
市
内
一
一
一
千
(
昭
和
八
年
四
月
〉
に

上
る
わ
ら
、
戦
時
に
於
て
は
此
種
組
合
の
活
動
を
一
一
勝
前
倒
化
オ
る
こ
と
が
虫
ま
し
い
。
ま
た
今
日
行
は
れ
亡
ゐ
る
各
村
々
の
「
勤

持
奉
仕
施
設
」
も
、
と
の
州
良
市
計
賀
行
制
合
を
ぷ
磁
と
し
て
、
之
を
能
率
的
な
ら
し
仁
べ
き
で
あ
る
。
殊
に
紅
川
町
十
工
の
臨
月
口
せ
る
農
家

に
針
し
で
は
、
農
事
費
行
組
合
が
代
っ
て
、
そ
の
農
業
経
営
設
討
を
樹
立
し
、
総
省
の
遂
行
を
闘
滑
な
ら
し
む
べ
き
で
あ
る
。
ま
た

系
統
農
舎
放
に
産
業
組
合
も
協
力
し
て
、
費
行
組
合
の
援
助
・
指
導
に
首
る
べ
き
で

b
る
。
更
に
畜
力
及
び
機
械
力
の
不
足
を
補
ム

た
め
に
は
、
利
用
組
合
の
活
動
力
が
促
進
さ
れ
友
け
れ
ば
去
ら
ね
。

第五表

農業従業者男女別割合

t
一

内

課

男

女

剖

合

|
|
]
一
引
「
引
日
ハ
パ
引

農
業
従
業
者
、
一
回
口
」
七
、
茜
一
ユ
人
一
六
五
九
七
人
一
音
対
里
山
一

町
農
耕
、
五
四
九
一
也
、
回
王
国
一
六
、
口
九
五
一
ま
る
霊
・
口

内

一

畜

産

六

一

四

五

一

一

六

一

室

入

実

・

一

一

課

一

蜜

業

主

歪

九

九

一

二

五

六

一

-

予

九

哲

三

，

林

業

一

幸

一

四

五

一

三

口

一

合

一

-
h

一守一
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殊
に
婦
人
H
W
働
が
重
姿
と
在
る
。
我
園
農
業

に
於
け
る
婦
人
の
地
位
を
見
る
に
上
表
の
如

〈
な
っ
て
ゐ
る
。

即
ち
農
耕
に
於
て
は
婦
人
従
業
者
が
会
従

第
四
十
七
巻

第

銃

四
七

四
七

こ白書告に就いては拙着、協同組合論、ニ七ー二頁以下参照。9) 



戦
時
の
農
業
政
策

第
四
十
七
巻

p] 
j¥、

第

競

四

月、

業
者
の
四
五
%
、
資
業
に
於
て
は
賓
に
七
二
%
を
占
め
て
ゐ
る
。

更
に
男
女
別
農
議
従
業
者
の
従
業
日
数
及
び
従
業
日
数
一
日
首
り
の
持
働
時
聞
を
、
年
齢
別
に
示
せ
ば
友
の
如
〈
左
ヲ
て
ゐ
る
。

印
ち
平
均
し
て
婦
人
の
農
業
勢
働
日

数
は
男
子
の
労
働
日
教
の
六
七
%
、
婦

人
の
一
日
の
労
働
時
聞
は
男
子
の
持
働

時
間
の
八
五
%
と
な
っ
て
ゐ
る
の
時
人

の
持
働
日
数
及
ぴ
労
働
時
間
の
少
た
い

の
は
、
分
娩
等
の
生
理
的
理
由
の
外
に

炊
事
、
子
供
の
枇
話
等
の
家
庭
弊
働
に

備考

服
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
戦
時
に

於
て
、
男
子
持
働
力
の
手
不
足
を
補
ふ
に
婦
人
弊
働
力
を
以
て
す
る
に
は
、
托
児
所
、
共
同
炊
事
壮
一
寸
の
枇
舎
施
設
に
よ
っ
て
、
婦
人

の
家
庭
に
於
け
る
努
働
時
聞
を
節
約
し
た
け
れ
ば
友
ら
ね
。
け
れ
ど
も
婦
人
が
徐
り
に
過
労
に
陥
っ
て
、
そ
の
健
康
を
損
は
ざ
る
や

う
充
分
注
意
ず
ぺ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
貼
に
闘
し
で
も
遁
切
な
る
針
策
を
樹
立
す
べ
き
で
あ
る
。

巴
戦
時
に
於
て
は
動
も
す
れ
ば
農
産
物
の
供
給
は
需
要
に
比
し
て
不
足
し
、
農
産
物
債
格
は
騰
貴
す
る
虞
が
あ
る
。
従
っ
て
出
来

る
だ
け
綿
農
業
生
産
力
の
維
持
・
績
充
に
努
め
、
農
産
物
の
生
産
線
量
を
増
大
し
、
以
て
農
箆
物
需
給
の
均
衡
を
悶
る
べ
き
で
あ

る
a

こ
れ
が
農
産
物
債
格
騰
討
を
防
止
す
る
最
善
の
方
法
で
る
る
。
こ
の
揚
合
に
際
し
長
期
戦
に
針
廃
す
る
た
め
に
は
山
先
づ
第
一

に
軍
需
農
産
物
の
生
産
数
量
を
豊
富
に
し
て
閤
滑
な
る
供
給
を
闘
る
こ
と
、
仰
申
叫
に
国
際
牧
支
の
改
善
に
資
す
べ
き
農
産
物
を
増
殖



ず
る
こ
と
、
問
更
に
一
般
園
民
生
活
の
安
定
を
刷
る
た
め
食
糧
農
産
物
の
供
給
を
確
保
す
る
と
と
が
肝
要
で
あ
る
。
従
っ
て
全
岡
的

見
地
よ
り
川
極
力
増
産
す
〈
き
作
物
、
明
現
生
産
を
確
保
す
べ
き
作
物
、
的
他
の
作
物
に
特
換
す
る
h
r
L

溜
蛍
と
す
る
作
物
等
を
詳
細

に
調
資
し
て
、
之
を
基
準
と
し
て
各
村
々
に
於
け
る
農
作
物
の
生
産
統
制
を
固
ら
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。
従
っ
て
戦
時
に
於
て
は
平
時

よ
り
も
更
に
姐
力
た
る
農
産
物
生
産
統
制
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
貼
に
闘
し
左
の
二
附
加
を
考
慮
す
る
を
一
処
す
る
。

第
一
に
戦
時
に
於
て
一
般
凶
民
生
活
を
安
定
せ
し
め
ん
と
す
れ
ば
、
農
産
物
、
殊
に
食
料
農
産
物
を
安
慣
に
一
般
消
究
者
に
供
給

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
農
家
か
ら
云
ふ
も
、
戦
時
に
於
て
は
愛
蹴
心
に
訴
へ
て
、
山
川
北
米
る
限
り
安
慣
に
販
寅
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
り
な
が
ら
農
家
の
資
却
す
る
器
産
物
の
債
格
が
徐
り
板
端
K
低
い
と
き
は
、
且
民
家
生
活
の
ポ
安
を
来
し
、

ひ
い
て
共
の
生
産
荷
動

を
も
萎
縮
せ
し
め
る
結
川
市
と
な
る
か
ら
、

一
一
同
於
て
消
費
者
の
家
計
を
甚
だ
し
く
堅
治
し
た
い
や
う
、

他
耐
に
於
て
農
家
生
研
を
兆
一

だ
し
ノ
¥
陪
泊
し
な
い
や
う
、
農
産
物
阿
国
絡
を
泊
営
の
水
準
に
保
た
託
け
れ
ば
な
ら
臥
。
更
に
民
家
を
し
て
比
バ
の
敗
寅
す
る
理
運
物
の

憤
俗
引
下
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
農
産
物
生
法
費
を
低
下
す
る
必
妥
が
る
る
。
従
っ
て
生
産
費
主
要
項
目
を
た
ず
、
肥
料

及
び
農
家
の
生
活
必
需
品
の
債
絡
、
小
作
料
等
に
関
し
で
は
、
之
を
泊
営
な
る
程
度
に
保
ワ
と
と
が
肝
要
で
あ
る
。

第
二
に
農
産
物
の
増
産
及
び
生
産
の
統
制
に
閲
し
て
は
、
内
地
、
外
地
、
満
洲
及
ぴ
北
支
や
一
打
っ
て
一
丸
と
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
経
済

の
立
揚
か
ら
、
各
種
農
産
物
の
池
地
通
産
性
に
立
脚
し
て
、
各
地
域
の
農
業
生
産
統
制
計
書
を
具
悌
的
に
樹
立
す
べ
き
で
あ
る
。
但

し
こ
の
際
に
は
、
各
地
域
の
農
業
開
に
摩
擦
を
生
ぜ
し
め
な
い
や
う
、
各
地
域
の
食
料
及
び
原
料
生
死
農
業
に
針
し
、

そ
の
種
目
及

ぴ
数
量
に
つ
き
、
溺
切
な
る
園
家
統
制
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
。
特
に
内
地
農
村
よ
り
多
〈
の
出
征
兵
士
を
出
し
て
ゐ
る
貼
に

鑑
み
、
内
地
農
業
を
粗
放
化
し
て
、
そ
の
人
口
包
容
力
を
減
退
せ
し
め
友
い
や
う
充
分
友
る
針
策
を
確
友
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

安
之
、
戦
時
の
農
業
政
策
は
農
産
物
の
線
生
産
教
室
の
維
持
・
培
大
を
岡
る
と
い
ふ
意
味
に
於
け
る
、
我
岡
農
業
の
線
生
産
カ
の

維
持
・
披
充
を
共
の
目
標
に
置
か
左
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
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時
の
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業
政
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