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南
方
農
業
に
於
け
ろ
労
働
力
の
問
題

八

木

芳

之

助

大
束
亜
共
栄
圏
に
含
ま
れ
る
南
方
熱
帝
地
域
の
濃
紫
に
は
'
甚
だ
し
-
奥
な
る
二
つ
の
封
既
的
経
常
形
態
た
る
栽
植
経
営

(P
lan･

【at.ICn
.r
F･hlaLe)
と
土
人
農
業
経
常
と
の
存
す
る
こ
と
1
故
に
そ
れ
ら
の
性
格
の
.如
何
聾

匂
も
の
な
る
や
に
就
い
て
は
'
既
に
指
摘

し
た
る
JJ
こ
ろ
で
あ
ー争

こ
の
栽
植
経
営
は
数
百
年

額
の
熱
帯
閲
喪
の
興
型
的
産
瞥
形
態
を
な
す
も
の
で
あ
り
,
滋
に
於

て
は
栽
植

企
装
着
は
自
国
の
濯
脊
振
術
及
び
資
本
力
と
尿
住
着
の
輿
働
力
と
を
結
合
し
て
'
桂
物
性
原
料
品
の
生
産
を
将
官
し
凍
っ
た
も
の
で

あ
る
.
敗
に
こ
の
栽
梧
経
営
に
よ
っ
て
､
軍
需
そ
の
他
の
必
寓
資
材
を
穫
緒
す
る
た
め
'
ま
た
稚
衆
こ
の
栽
植
寮
費
把
関
係
せ
る
原

住
民
に
封
す
る
轡
動
を
最
少
限
度
に
留
め
､
そ
の
生
活
を
安
定
せ
し
め
る
た
め
に
も
･
従
頻
の
鹿
植
雑
費
を
改
善
利
用
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
｡
併
し
碓
氷
の
栽
植
躍
皆
に
関
し
て
は
､
大

東
意
共
輿
の
理
念
に
合
致
す
る
や
う
,
そ
の
疋
督
日
焼
及
び
趣
替
原
則
に

淵満､熱帯虚栄経静の二つの型(趣済諭饗､夢五十四馨､滞四汝､昭和十七年
四月)三五貢以下ノ参府｡
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南
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農
薬
kr於
け
る
労
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問
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欝
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溌

二

か

ち
糾
従
雄
の
欧
米
式
栽
植
経
営

は
其
の
目
標
量

ら
利
潤
の
追
求
に
僅
い
た
が
,
こ
れ
を

排

除

して
､
公
篠
使
先
,
由

Ti,利
潤

の
確
保
を
そ
の
日
概
と
し
て
経
営
せ
し
め
る
こ
と
｡
軌
徒
衆
の
栽
植
軽
骨
は
専
ら
利
潤
追
求
の
見
地
よ
-
'
そ
の
栽
培
作
物
の
種
類

を
選
球
せ
る
が
,
今
後
は
大
東
亜
共
柴
田
の
自
給
自
足
化
を
胃
槙
と
し
て
F
適
地
適
作
重
義
に
基
く
,
計
罫
生
産
に
向
は
し
め
る
こ

と
｡
拘
殊
に
普
分
は
戦
争
完
蓮
の
見
地
よ
-
し
て
'
過
剰
な
る
農
産
資
源
の
生
産
を
縮
少
す
る
と
共
に
'
不
急
の
農
産
物

たる
香
料

や
噂
好
品
の
作
付
株
之
を
制
限
し
て
'
共
柴
国
内
に
不
足
せ
る
作
物

(例
(
ば
棉
花
)
の
栽
培
は
･赫
力
之
を
喫
掛
す
べ
r-
､
従
っ
て
栽

植
経
密
も
ま
た
白
か
ら
進
ん
で
斯
か
る
圃
豪
的
要
請
に
奉
仕
す
べ
き
こ
と
等
こ
れ
で
あ
る
｡

か
-
の
如
-
大
東
電
共
菜
園
に
於
て
ほ
'
今
後
は
そ
の
自
給
自
足
を
日
榛
と
し
.U
物
資
の
生
産
計
嘉
を
樹
立
す
べ
き
も
の
な
る
が

故
に
'
南
方
熱
帯
地
域
に
於
て
栽
植
擢
皆
の
占
め
る
面
碑
は
､
歯

分
或
る
程
度
減
少
さ
必
べ
き
こ
と
が
濠
憾
せ
ら
れ
る
｡
之
に
伴
ふ

て
栽
棺
鞄
と
し
て
は
適
地
の
み
が
凍
る
が
故
に
'
そ
の
経
営
は
よ
り
能
率
的
と
な
る
が
'
併
し
准
衆
我
棺
経
常
に
雇
傭
せ
ら
れ
た
る

蔑
典
男
働
者
の
一
部
分
は
'
之
を
土
人
式
為
菜
に
樽
換
せ
し
め
る
か
'
若
-
は
鍍
発
弊
働
者
に
稗
化
せ
し
む
る
こ
と
の
必
要
も
起
り

得
る
で
あ
ら
う
｡
こ
れ
ら
は
今
後
解
決
甘
ら
る
べ
き
問
題
た
る
で
あ
ら
う
｡

TJ
の
小
論
に
於
て
は
'
南
方
熱
取
農
業
･
特
に
栽
植
経
費
に
於
け
る
労
働
力
の
閉
商
を
取
扱
ひ
､
碓
凍
こ
の
問
題
解
決
の
た
め
に

ノ

探
ら
聖

諸

政
党
を
吟
味
し
'
今
後
に
於
け
る
大
東
亜
濃
集
政
策
の
確
立
に
聯
か
な
｡
七
も
資
し
廿
う
と
思
ふ
パ

二

､熱
帯
黄
葉
の
稚
巣
着
払
高
級
妓
術
者
と

一
般
的
儲
肉
頻
働
者
と
に
分
か
れ
る
｡
前
者
は
王
に
大
規
模
な
る
栽
植
経
営
を
枚
術
的
に

指
導
す
る
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
奴
'
後
者
は
冊
者
の
精
錬

･
僧
督
下
に
筋
肉
的
濃
紫
弊
樹
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
O
こ
の
栽
植
経

常
の
人
的
軸
蹄
は
盈
場
の
種
類
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
'
錐
魂

の
ジ
ャ
ヴ
ア
に
於
け
る
甘
喝
フ
ラ
ン
テ
ィ
シ
ヨ
ン
に
於
け
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J

右
の
経
営
者
は
農
場
の
最
高
麿
潜

方

針
を
稀
正
し
､
特
に
卓
湯
の
金
融
及
び
農
産
物
の
販
責
を
括
常
す
る
O
農
場
管
疎
音
は
有
の

畢
向
方
針
の
下
収
'
外
部
と
の
交
渉
'
蔑
園
全
股
の
監
督
'
襖
算

･
決
算
の
作
成
､
作
菜
計
葺
の
樹
立
等
に
皆
る
｡
農
務
係
長
は
管

理
者
の
計
賓
に
従
ひ
'
農
場
の
農
事
作
柴
を
絡
括
す
る
.
其
の
下
に
数
筒
の
柴
匿
を
設
け
'
そ
れ
ぞ
れ
塵
匡
主
任
を
瞥
-
.
農
匝
主

任
は
補
助
監
督
の
助
を
括
り
て
貴
静
穿
幽
者
を
使
用
し
て
作
物
の
栽
塙
に
常
pOmo

奥田義民､簡額凍印度の農串(竜腐時灘 ､昭和千五年六月班)---t;貫以下｡
農場哲理者の本俸は月 SOO乃至 Soo眉､車代は月 100倍に して､その他任宅､
醤療費､貿輿 (粗利潤の 5乃郵 0%)を支給せ られたoElnPJoyeの本俸は 月200
乃至4CID盾､AssIStentは50乃劃 50倍､耐暑は外に共同にて貨輿 tJして粗利 潤
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南
方
農
薬
に
於
け
る
勢
働
力
の
閉
居

弟

五
十
五
番

L
四

鱒
1
親

四

l

直
接
作
物
栽
培
に
普
る
も
の
1
申
t
,H
o
o
rd
m
an
do
er
は
請
負
作
柴
の
監

督

を
な

す

苦
カ
国
に
ん

て
'
百
人
乃
室
数

百
人
の
苦

力
を
募
集
使
役
す
る
O
.
H
u)p
m
aTld
.
er
･豊

ハの
偶
助
を
な
す
｡

H
aJ･lan
m
an
d.
er
は
時
間
給
頻
働
恕
な
す
背
カ
の
画

に
し
て

負
極
主
任
の
指
揮
を
受
け
て
作
巣
を
な

し
'
通
常
十
人
乃
至

｣
十
人

の
営
力
の
取
締
を
な
す
.

一
殿
t笛
内
に
数
人
乃
至
卜
数
人
の

H
al)an

m
an
do
eT
が
ゐ
る
｡
T
o
ek
ang
は
普
通
の
苦
力
と
臭
っ
て
､
特
別
の
技
能
を
右
す
る
も
の
､
例
へ
ば
規
郡
又
は
護
講
の
芽
按

人
'
工
場

の機
械
職
工
又
は
大

工
の
如
き
も
q
之
で
あ
り
'
盈
匠
の
補
助
監
督
や
工
場
技
師
に
直
属
す
る
.
K
apata
k
am
po
n
g
は

農
場
内
に
あ
る
催
込
歩
働
者
部
落
の
取
締
を
な

す
も
の
で
あ
り
tI
S
ch
rlJV
er
は
農
庭
内
の
使
用
苦
力
に
関
す
る
記
録
を
せ
る
書
記
で

替

O
叫

斯
か
る
人
的
組
織

を有
す
る
在
雅
の
欧
米
式
栽
棺
経
営
に
於
て
は
､
欧
米
人
は
壬
に
農
場
経
営
者
'
管
理
者
'
技
師
へ
監
督
者
と

し
て
従
事
し
､
原
住

着た
る
土
人
及
び
移
入
背
力
を
寄
倒
者
と
し
て
償
用
し
虎
O
而
し
て
｣
栽
輯
経
常
常
り
の
所
要
労
働
者
敦
は
'

臥.

ジ
ャ
ヴ
ア
に
於
て
は
約
八
百
人
､
ス
マ
･L
]フ
~
ボ
ル
ネ
オ
に
於
て
は
約
三
百
五
十
人
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
併
し
こ
の
Lhm
.弊
働
者
数
は
､

栽
培
作
物
の
種
類
に
よ
っ
て
も
異

っ
て
ゐ
る
.
即
ち
所
要
夢
働
者
教
は
､
最
も
頻
働
集
約
的
な
る
煙
草
栽
培
に
於
て
は
百
ヘ
ク
タ
I

ル
酋
ヱ

四
三
人
へ
茶

栽
培
は
之
に
つ
い
で
一
三

人
'
護
誌
栽
増
竺

ハ
五
人
,
油
郁
子
栽
培
は
五
〇
<
V,
伽
排
栽
確
は
､五
〇
人
,

カ
カ
オ
栽
増
は
四
八
人
,
規
郊
栽
培
は
四
C
人
,
サ
<
ザ
ル
栽
増
は

一
五
人
と
な
っ
て
ゐ
る
S

か
-
の
如
-
熱
帯
栽
椎
経
営
に
於
て
此
校
的
多
量
の
歩
働
力
を
嬰
す
る
所
以
は
,
加
工
過
程
を
除
-
の
外
,
栽
培
及
び
管
球
に
常
､

り
機
械
力
を
利
用
す
る
故
地
の
比
較
的
狭
音
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
護
講
の
採
液
､
劫
桝
の
収
穫
'
茶
菓
の
摘
取
'
煙
草
の
収

納
等
は
､
之
を
機
械
化
す
る
潅
持
す
､
王
と
し
て
人
力
に
よ
っ
て
其
の
接
伴
が
な
さ
れ
る
D･
ま
た
熱
神
農
業
に
は
楓
滞
選
集
に
伸
ふ

冬
季
の
農
閑
期
を
軟
-
こ
と
'
地
に
熱
帯
農
柴
は
特
殊
操
作
と
ん
て
､
日
夜
操
作
､
防
風
輯

作
'
除
草
摸
作
､
寄
轟
及
び
病
菌
駆
除

の3乃至 5%を受けた｡
4) IiooEt1mandoeruJ本俸は月20乃至SO盾､Ila p alaKa-pongは20倍､Sch7-ユj-

verは20汚至50盾､外に住宅賓として月給の牛 ヶ 月乃至 一 ケ 月分 を受けた｡
5) 根世態滑 氏 ､栽植企業方式論､一 五三貢｡



操
作
等
を
必
輿
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
､
人
聞
鼎
胸
の
優
用
を

大

な
ら
も
め
る
.
従
っ
て
栽
相
経
営
に
と
-
て
は
'
叫
必
要
な
る

敦
に
上
る
静
物
者
を
如
何
に
し
て
調
達
す
る
か
'
物
ま
た
調
達
せ
る
鼎
働
者
を
如
何
に
し
て
規
則
正
し
-
弊
個
に
徒
事
せ
し
め
る
か

が
重
大
な
る
問
題
と
な
る
O
栽
枯
避
督
に
と
-
て
叢

力
の
.必
要
な
る
鮎
に
つ
い
て
は
｣
栽
鵬
経
営
を
絶
髄
と
し
て
決
定
す
る
有
ゆ

る
妥
素
の
う
ち
.で
'
人
間
穿
働
カ
の
調
達
は
迄
に
最
も
重
要
な
る
要
素
を
な
す
｣
と
さ
へ
謂
は
れ
て
ゐ
る
｡

三

/

斯
く
の
如
く
熱
樽
栽
相
経
営
は
弊
働
集
約
経
営
と
し
て
'
多
数
の
弊
働
者
を
使
用
す
る
が
散
に
'
栽
植
紅
紫
の

立

地
催
件
と
し
て

は
原
住
着
人
口
の
欄
密
な
る
地
域
た
る
を
要
す
る
o

頗
る
に
他
方
に
於
て
'
栽
柵
経
営
は
大
規
模
農
業
と
し
て
腐
大
な
る
土
地
野
額

を
必
要
と
す
る
0
両
ん
て
此
の
要
求
を
充
し
得
る
地
域
は
t

Z
蝦
に
人
口
稼
蕗
な
る
場
所
に
於
て
見
出
さ
れ
る
｡
得
っ
て
此
等
両
面

の
嘗
請
を
如
何
に
し
て
調
和
す
る
か
ゞ
問
題
と
な
る
O
而
し
て
土
地
は
固
定
的
で
あ
り
､
労
働
は
可
動
的
で
あ
る
か
ら
､
原
佳
肴
弊

働
力
の
乏
し
き
地
域
に
於
て
は
,
勢
ひ
他
囲
又
は
他
地
方
よ
P
頻
働
力
を
移
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
o
JJ
れ

｢
栽
植
地
域
肘
熱
帯
労
働

移
動
地
域
化
す
る
]
と
謂
は
れ
る
所
以
で
あ
る
O
故
に
裁
縫
粧
皆
の
頻
働
者
と
し
て
は
,
原
任
頻
働
者
と
移
住
労
働
肴
と
の
二
型
態

が
勃抑
め
ら
れ
る
.
滋
で
は
先
づ
原
任
弊
働
者
に
就
い
て
述
べ
よ
う
｡

<
口
桐
襟
に
し
て
廠
任
者
の
多
い
勲
御
地
域
で
は
､
栽
摘
経
費
は
併
任
者
を
労
働
者
と
し
て
使
用
す
る
.
お
る
に
多
-
の
原
住
民

族
に
於
て
は
荘
蹄
の
頚
達
が
幼
稚
に
し
て
へ
そ
の
妊
演
は
食
糧
及
び
其
e
L他
の
生
括
必
需
品
を
完
全
に
自
給
し
得
る
家
内
経
癖
の
段

階
に
あ
る
｡
気
供
に
恵
ま
れ
'
殆
iU
一
年
中
野
生
の
生
産
物
を
入
手
し
得
る
た
め
ー
ま
た
彼
等
の
信
す
べ
か
ら
ざ
る
塞
慾
な
る
た
め
'

最
少
量
の
労
働
を
以
て
生
清
を
鮮
持
し
得
る
.
か
-
る
事
情
と
自
己
の
立
身
的
世
を
何
等
顧
慮
し
な
い
心
理
状
態
JJ
に
基
い
て
､
熱

帯
原
住
着
を
裁
縫
経
営
の
鹿
傭
穿
働
者
に
柚
化
せ
し
め
る
lJ
と
は
困
難
で
あ
る
.
ヱ
の
鮎
に
関
し
て
は

｢
原
住
着
の
畢
栢
観
念
は
弊

し
〉南
方
産
嚢
に
於
げ
る
労
働
力
の
問
題

欝
五
十
五
巻

＼

五

第
1娩

五

∫
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1

i

南
方
農
集
に
於
け
る
歩
働
力
の
問
題

舞

五
十
五
番

六

.
帝

1
親

六

働
の
制
限
に
あ
る
｡
従
っ
て
生
活
の
支
持
に
必
要
な
る
粗
度
以
上
に
途
行
す
べ
き
弊
働
は
'

彼
等
に
J
J
-

て
撫

用

の
も
の

と
児
は
れ

る
｣

と
TJ
へ
謂
ほ
れ
て
ゐ
る
dl

吾
た
熱
滑
の
原
住
民
は
'

1
股
帆
煽
情

(TTldc.ユence)
で
あ
り
､
無
智

(TgrLO,anCe)
で
あ
り
'
保
守
的

(Conse
･vatl;m
)
で
あ
る
か

ら
'
適
者
な
る
指
導
と
訓
練
と
を
施
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
'
凄
艶
頻
働
者
と
し
て
も
不
適
格
で
あ
る
｡
即
ち
彼
等
は

月分
の
土
地
で
生

活
里
苦

る
た
め
に
は
潤
し
-
働
か
ぬ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
'
極
力
鼎
働
を
個
越
し
へ
ま
た
明
日
ま
で
延
ば
し
得
る
仕
事
は
決
し
て

今
H
之
を
な
さ
う
と
は
し
な
い
の
を
建
前
と
す
る
が
如
-
で
あ
る
｡
彼
等
は
そ
の
租
父
が
な
し
衆
っ
た
仕
事
を
共
.の
ま
1
踏
襲
L
t･

従
っ
て
竜
も
進
歩
を
望
ま
な
い
.
彼
等
は
そ
の
保
守
性
の
た
め

〆
､
番
茶
の
慣
習
を
墨
守
L
t
そ
の
故
郷
に
射
し
執
着
性
を
持
ち
.
経

.

(盤
一)

ち

て
向
上
の
見
込
が
あ
つ
て
も
新
地
域
へ
は
移
任
し
ょ
う
主
せ
ず

､
ま

た
新
奇
な
る
も
の
に
封
t

て
は
常
に
偏
見
を
持
つ
も
の
で
か

る

｡執
藩

膜
住
民
の
塞
慾
'
却
ち
彼
等
の
経
瀬
的
向
上
に
射
す
る
生
酒
意
慾
の
消
極
性
は
'
歴
々

彼
等
の
弊
働
意
識
の
低
位
性
を
も
蘭

す
も
の
で
あ
る
.
然
か
も
動
感

地
域
に
於
て
は
生
活
が
容
易
で
あ
-
F
僅
少
の
生
市
費
を
以
て

足
る
が
故
に
､
原
任
増
は
此
の
僅
少

な
る
生
活
費
を
獲
得
す
る
に
足
る
だ
け
の
男
働
を
な
す
も
'
そ
れ
以
上
の
労
働
は
敢
て
之
を
な
す
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
を
常
と
す
る
｡

I

加
ふ
る
に
原
住
民
が
自
給
自
足
本
瓜
の
盈
柴
を
以
て
生
活
を
な
し
樽
.TO
碧

計

は
･
貸
簡
獲
得
の
刺
観
を
受

ガ
な
い
限
れ
,
偉
然

と
し
て
自
給
打
足
凍
位
の
濃
集
を
継
綬
す
る
か
ら
'
彼
等
は
虐
傭
男
働
者
と
な
る
こ
と
を
初
し
な
い
場
合
が
多
い
O
ベ
ル
ツ
ァ
ー
に

ょ
れ
ば
'
･熱
帯
地
域
に
於
て
､
｢
今
日
労
働
者
を
見
出
し
得
る
の
は
'
原
任
属
の
収
入
と
経
済
欺
態
と
を
以
て
し
て
は
､彼
等
の
必
需

レ

生
活
慾
望
を
充
足
し
得
な
い
場
合
に
限
る
の
で
あ
る
.
而
し
て

斯
か
る
事
情
は
､
例

へ
ぼ
人
口
が
著
し
-
将
加
し
た
た
め
'
絶
て
の

四八貫｡
Wllcox,Tropicalag,iculture,19Z6,p 241'伊藤兆司氏､南方歴筆に於 はる我
術の開国(新盤細塵､昭和十六年一 月故)-O頁｡
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土
地
を
持
た
ぬ
J
群
の
無
産
者
が
生
れ
る
か
ら
で
あ
る
｣
と
O
か
1

る
場
合
に
収
入
増
加
の
見
込
が
あ
れ
ば
'
原
住
民
は
雇
傭
虜
働

者
JJ
な
心
'
ま
た
海
外
へ
JJ
H
様
を
た
す
も
の
で
あ
る
.
碓
つ
て
偶

令
原
住
民
人
口
の
多
い
場
合
に
於
て
も
'
如
何
に
し
て
彼
等
を

輿
働
に
従
事
せ
し
め
も
か
ゞ
問
題
と
な
る
｡

原
住
民
を
し
て
規
則
正
し

く
労
働
に
従
事

す
る
習
慣
を
葦
は
せ
し
め
ん
が
た
め
に
従

弟
探
ら
れ
た
声

T
の
方
策
は
'
金
納
課
税
法

で
あ
る
O
即
ち
こ
の
方
策
に
於
て
ほ
､
金
納
を
傭
件
と
す
る
人
頭
松
岩
-
は
家
屋
税
を
課
し
'
原
種
属

を

し
て
納
税
に
必
要
な
る
現

金
を
獲
得
す
る
た
め
に
労
働
に
従
事
せ
ん
と
す
る
決
意
を
生
ぜ
し
め
､
之
を
横
倉
と
し
そ
彼
等
に
歩
働
の
債
借
を
知
ら
し
め
'
漸
攻

規
則
正
し
く
弊
働
に
碓
事
す
る
風
習
を
生
ず
る
や
う
之
を
誘
破
指
導
す
る
も
の
で
あ

d
o

原
任
民
を
し
て
穿
働
に
従
事
せ
し
め
io
泡
め
に
,
採
ら
れ
た
第
二
の
方
策
は
'
常
鱒
的
誘
致
策

(PoLlCYOfecon
rJ
mlC
lnducement)

で
あ
る
｡
即
ち
此
の
方
法
に
於
て
は
､
原
佳
肴
の
慾
望
意
職
を
端
大
し
､
或
は
彼
等
の
需
要
を

1

盾弾力的
とな

し

'
そ
の
庖
僻
労

働
倭
件
ik
J原
佳
肴
部
落
の
そ
れ
よ
り
も
1
鳳
引
力
的
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
彼
等
を
雇
傭
鼎
働
忙
誘
致
す
る
も
の
で
あ
NPh
o

従
っ
て
､
と
の
方
港
に
於
て
は
､
原
住
着
の
慾
鷺
を
刺
乾
し
'
こ
の
新
な
る
慾
里
の
充
足
に
必
要
な
る
貸
聴
努
箕
を
自
発
的
に
獲
得

す
る
や
う
彼
等
を
促
す
も
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
方
法
は
土
人
の
慾
望

･
舘
要
は
決
し
セ
固
定
不
可
壁
的
の
も
の
で
な
く
､
或
る
程

度
ま
で
之
を
弾
力
的
な
ら
し
め
得
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
原
住
民
の
生
活
状
態
の
改
善
'
即
ち
其
の
物

質
的
及
び
精
神
的
生
所
傑
作
の
向
上
進
歩
を
促
す
方
面
に
向
つ
て
､
彼
等
の
慾
望

･
需
要
の
晩
起
を
促
す
こ
JJ
が
望
ま
し
5
.

そ
れ
ら
の
方
策
の
外
に
'
原
住
民
を
し
て
労
働
に
確
事
せ
し
め
る
方
簾
JJ
し
て
､
従
爽
彼
等
の
生
清
規
操
し左

れ
る
土
地
を
液
牧

L
t
彼
等
を
し
て
生
活
上
巳
む
を
得
ず

頻働
に
稚
事
せ
し
め
る
方
法
も
考
へ
ら
れ
る
D
こ
の
方
簾
は
常
て
ア
ル
ゼ
リ
ア
及
び
n
ン
ゴ

I
に
於
て
寛
施
さ
れ
k
no
併
し
此
の
方
策
は
中
等
階
級
た
る
自
作
農
骨
の
絶
滅
に
導
き
､
徒
ら
に
下
盾
男
働
者
階
級
の
み
を
増
加
す

南
方
農
業
に
於
け
る
労
働
力
の
問
題

解
五
十
五
番

七

解
一汝

七
.

._

.

.J
ー_汁
_

Vgl･K ･I Pe17eT,T).eA,beiterwanderungcninsiidostaslen,工935,S.3.
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南
方
侵
襲
に
於
け
る
静
働
力
の
問
題

葬
五
十
五
番

八

草

7
銑

入

./

徽
費
す
､る
方
覚
も
考

へ
ら
れ
る
C
併
し
公
共
目
的
の
た
め
､
原
住
民
を
徴
用
す
る
必
要
あ
る
場
計
の
外
,
単
な
る
私
人
の
企
柴
経
営

に
規

制
使
用
牌
を
輿
(
る
こ
と
は
､
平
時
に
於
で
は
必
ず
し
も
常
を
得
た
る
方
束
で
は
な
い
｡

原
住
民
を
し
て
規
則
正
し
く
労
働
に
従
事
せ
し
め
る
方
策
と
し
て
は
､
金
納
説
税
法
そ
の
他
の
方
策
が
乱
る
が
'
他
方
教
育

･
啓

蒙
忙
よ
っ
て
'
労
働
の
神
聖
な
る
こ
と
､
個
家
批
愈
生
活
上
姓
に
産
業
閑
祭
上
弊
働
の
必
要
な
る
所
以
を
彼
等
に
充
分
自
覚

･
認
識

せ
し
め
'
徐
々
に
規
則
正
し
-
労
働
に
従
事
す
る
美
風
を
葦
は
し
め
る
,JJと
が
最
も
望
ま
し
い
uo

ジ
ャ
ヴ
ア
の
如
-
人
口
桐
襟
な
る
虚
で
は
､
栽
栢
紅
紫
は
附
近
の
村
落
か
ら
､
必
要
た
る
数
の
弊
働
者
を
容
易
に
雇
入
れ
る
こ
JJ

が
出
凍
る
｡
戯
か
も
ジ
ャ
ヴ
ア
に
於
て
は
､
土
地
狭
-
人
口
過
剰
の
た
め
､
原
住
民
は
礎
魂

の
耕
地
の
み
で
は
契
な
生
満
を
な
し
得

′′

な
い
か
ら
､
栽
砥
粒
皆
で
貨
弊
勘
に
従

事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
清
費
の
不
足
を
稼
ぐ
雑
食
を
得
る
こ
主
1
な
る
.
而
し
て
ジ
ャ
ヴ

了
に
於
け
る
裁
梅
津
潜
の
穿
働
者
に
は
､
栽
梅
糞
塊
附
近
の
村
落
か
ら
農
閑
期
に
働
き
仁
木
る
通
勤
弊
働
者
と
'
栽
植
農
場
円
に
企

発
着
か
ら
蛇
供
さ
れ
る
弊
働
住
宅
に
住
む
仕
込
労
働
者
と
の
二
種
が
あ
る
｡
こ
の
両
者
の
券
職
者
は
何
れ
も
自
由
労
働
者
で
あ
る
｡

ジ
ャ
ヴ
ア
Q
栽
植
経
営
に
於
け
る
弊
働
者
に
封
す
る
昇
賃
の
支
排
方
法
と
し
て
は
､
日
給
制
と
出
来
高
排
制
と
9
1
1種
が
行
ほ
れ

て
ゐ
る
.
前
者
は
仕
事
を
入
念
に
す
べ
き
碧

口
･
若
-
は
仕
事
の
a
=釆
高
を
測
定
す
る
こ
L
の
困
灘
な
る
望

昆

探
肝
さ
れ
･
後
者

は
出
飛
柴
が
粗
雑
で
も
よ
い
が
仕
事
を
成
る
べ
く
早
-
完
√
す
べ
き
場
合
､
君
-
は
仕
享
の
糾
釆
高
が
此
紋
的
容
易
に
測
定
出
凍
る

揚
合
に
採
用
さ
れ
る
｡
即
ち
茶
菓
の
摘
取
､
龍
首
蘭
の
刈
取
､
護
譲
の
嬬
液
等
に
は
出
爽
高
林
鼎
食
倒
が
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
O
.I,h
ヤ

ヴ
ア
で
は
､
出
来
る
限
-
粒
凍
高
擁
壁
貸
制
を
採
用
せ
ん
と
努
め
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は
之
′に
よ
っ
て
券
貨
を
節
約
す
る
と
同
時
に
頻
俄

の
監
督
費
を
も
節
約
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
.
ジ
ャ
ダ
ア
の
裁
縫
経
営
で
株
券
働
資
は
'
農
場
磨
貸
費
の
五
〇
乃
至
六
〇
%
を
占
め
て

石の両が降 むうとも､や は サ故郷 V=ゐるのが 一番_良い けといほれてゐ古｡
I C Wlll】S,AgrlCllllurelnthetropICS,1922.p I2
K.J.PelZCr工)LeArbelteTWanderuz)genltlSudosFasJeI一.Ⅰ935.S･7･
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ゐ
る
か
ら
'
弊

勧
奨
の
節
減
が
企
柴
経
営
上
重
視
さ
れ
て
ゐ
る
o

田

原
任
者
人
口
の
稀
薄
な
る
南
方
熱
禅
地
域
に
於
て
労
働
力
を
調
達
す
る
方
法
は
'
穿
働
着
の
移
入
で
あ
る
C
而
し
て
南
方
熱
帯
地

域
へ
邸
働
者
を
連
出
し
得
る
地
方
は
､
人
口
過
剰
に
し
て
土
地
が
不
足
L
t
住
民
の
生
活
が
困
難
と
な
-
'
従
っ
て
人
口
の
7
部
を

他
地
方
へ
迭
出
す
る
必
要
が
あ
已

然
か
も
執
藤
券
鋤
に
堰
へ
得
る
住
民
を
多
数
布
す
る
虞
で
参
る
Q
斯
か
る
便
件
を
債
へ
ろ
頻
働

者
の
造
出
地
は
'
両
支
部
'
印
度
(特
に
マ
ド
ラ
ス
州
)
及
耶
ジ
ャ
ヴ
ァ
(
マ
ブ
ラ
を
合
/i
j)
で
あ
る
｡

(
こ
南
支
那

(福
建
'
庚
東
)

人
口
過
剰
と
政
治
的
不
安
と
に
悩
め
る
南
支
部
.
殊
に
太
平
洋
に
而
す
る
t柑
建
及
び
腐
東
の
両
省

は
'
南
洋
方
面
に
多
-
の
華
僑
を
迭
出
し
て
ゐ
る
o
彼
等
は
経
滞
観
念
に
強
く

生
満
粗
度
低
-
､
熱
瀞
に
も
充
分
に
渚
惜
し
得
る

素
質
を
有
L
tJ
ゐ
る
｡
ま
た
彼
等

が

政
治
的
で
な
-
､
控
辞
的
穿
刺
的
で
あ
る
こ
と
も
'
南
洋
方
面
に
於
て
彼
等
の
蟹
展
を
簡
し
潅

7
国
を
な

し
て
ゐ
る
O
南
洋
.に
於
け
る
華
僑
は
壬
JJ
し
て
商
巣
部
門
に
所
躍
し
て
ゐ
る
が
'
ま
た
昔
力
と
し
て
南
方
熱
帯
諸
地
域
の
.

錦
山
や
'
栽
植
経
常
で
努
働
に
従
事
す
る
者
も
少
-
は
な
い
｡

(
二
)
印
度

(
マ
ド
ラ
KIf
)

英
吉
利
響

印
の
抽
入
に
よ
っ
て
印
度
癖
衆
の
手
工
柴
は
腰
倒
さ
れ
,
農
村
人
口
の
過
剰
北
を
蘭
し
･

米
作
に
代
る
棉
作
の
奨
励
は
れ
度
盛
属
の
白
糖
生
新
を
破
壊
し
存
.
租
税
の
重
蛭
･
･局
剰
貨
に
よ
る
搾
取
,
歴
々
繰
返
さ
れ
る
凶
作

等
は
農
民
を
貧
困
化
せ
ん
め
'
そ
の
土
地
を
矢
は
し
め
て
'
小
作
人
及
び
薦
柴
労
働
者
め
数
を
堵
加
せ
し
め
k
.

彼
等
は
よ
-
よ
き

貿
銀
を
待
ん
と
し
て
'
蔑
柴
穿
収
着
JJし
て
他
地
方
へ
出
様
す
る
JJ
と
-
な
っ
た
｡
人

口
桐
密
な
る
マ
ド
ラ
ス
洲
か
ら
出
る
ク
ミ
ー

ル
人
が
薦
糞
青
力
と
に
て
最
も
多
い
O
彼
等
は
潜
働
能
率
の
邦
に
於
て
劣

る
JJ
は
云
へ
.

一
般
に
柔
順
で
あ
り
'
｢
人
種
的
に
は
支

部
人
よ
ゎ
も
栽
植
事
柴
に
適
し
て
ゐ
る
｣
と
謂
は
れ
て
ゐ
る
｡
而
し
て

｢
彼
等
が
出
様
を
な
す
目
的
は
､貯
金
を
し
七
故
郷
に
厨
-
､

南
方
農
葉
に
放
け
る
勢
働
カ
の
閃
親

.
ノ

葬
五
十
五
懸

九

竺

鼓

九

I.C.G reiLVeS,Modem prOductlOnamongbackwardpeoples-Z935,
P S RelrlSCll,ColonlaladmlnlStratlO▲】, r905,P36Z･ -
奥 田或 氏､前掲論真二(竃 滞時報 ､昭 和 十五年六月)一二〇貫 ｡
ll.SLernberg,a a0.S･6I
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南
方
農
業
に
放
け
る
労
働
力
の
問
題

集
五
十
五
巻

1
0

帝
1
鍵

一
〇

露
で
土
地
を
購
入
し
て
安
住
す
る
に
あ
る
EJ
一
九

二
ハ
年
以
降
に
於
て
t､
印
度

背
力

の
出

様
を
な
t
得
る

栽

植
経
営
地
域
は
'
川
南

印
度
の
西
ガ
ッ
ツ
栽
粘
地
域
､
物
北
印
度
の
ベ
ン
ガ
ル
及
び
ア
ッ
サ
ム
裁
板
地
域
.t
何
セ
ィ
｡
ン
の
栽
植
地
域
'
㈱

マ
レ
ー
牛
島
の

裁
板
地
域
こ
れ
で
あ
る
｡

(三
)
ジ
ャ
ヴ
ァ
(
マ
ブ
ラ
を
含
む
)

南
方
熱
神
栽
植
経
営
へ
労
働
力
を
捷
供
し
得
る
第
三

の
地
域
は
ジ
ャ
ヴ
ァ
で
あ
f6
p
ジ
ャ
ヴ
ア

の
面
嶺
は
〓
二
二
.

二
七

四
平

方

肝
で
あ
り
'
綿
人
口
は
四
〇
､
八
八
九
へ
五
〇
〇
人
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
人

口
密
度
は

一
平
方
粁

普
-
二
二

凹

･
五
人
･iU
琴
S
o
そ
の
人
口
癖
度
は
,
中
部
ジ
ャ
ヴ
ァ
に
於
て
は
四
部
及
び
東
部
ジ
ャ
ヴ
ア
把
於
け
る
よ
り
も
上
-
高

い
｡

一
八
C
O
年
に
於
け
る
ジ
ャ
ヴ
て
の
人
口
は
四
百
常
で
あ
っ
た
か
ら
'
過
去
百
三
十
年
の
間
に
其
の
人
口
は
十
倍
し
た
こ
と
ゝ
.

な
る
D
凝

っ
て
其
の
人
口
額
度
も

1
八
六
〇
年
に
は
九
四
人
､

一
八
八
〇
年
に
は

1
四
九
人
t

l
九
〇
〇
年
に
は
.二
二
ハ
人
､

一
九

二
〇
年
に
は
二
六
二
人
二

九
三
〇
年
に
は
千
二

四
人
と
な
っ
て
ゐ
る
O
而
し
て
ジ
ャ
ヴ
ア
に
於
て
は
,
JJ
の
椅
加
人
口
を
収
容
す

べ
き
大
工
柴
の
頚
達
を
見
な
S
か
ら
'
勢
ひ
農
村
人
口
は
過
剰
と
な
り
'
1
農
家
常
り
耕
地
面
磯
は
噺
攻
教
小
と
た
っ
た
O
滋
に
於

て
菌
蘭
印
政
府
は
過
剰
人
口
封
衆
と
し
て
､

i
方
に
於
て
､
農
l事
改
良
'
液
滴
試
備
の
改
善
を
周
っ
て
'
稲
作
経
静
の
集
約
度
主
局

め
る
と
共
に
'
重
た
煙
草

茶
'
加
誹
t
n
プ
ラ
､
玉
同
軍

キ
ャ
ッ
サ
バ
等
現
南
利
な
る
輸
出
農
作
物

の
栽
格
を
奨
脚
し
た
O
更

Fl

に
他
方
に
於
て
.I,)
ヤ
ヴ
h
J人
を
人
口
稀
薄
な
る
ス
了
l
ラ
､
ボ
ル
ネ
オ
等
の
外
領
へ
移
住
せ
し
め
よ
う
と
努
め
た
o
併
し
こ
の
移
住

政
策
は
､
既
述
せ
る
如
き
ジ
ャ
ヴ
7
人
の
故
郷

へ
の
執
着
性
と
ジ
ャ
ヴ
ァ
日
髄
に
於
け
る
裁
板
経
皆
の
埴
供
す
る
雇
傭
頻
働
横
合
と

に
よ
り
'
充
分
な
る
成
功
を
収
め
な
か
っ
た
C
併
し
そ
れ
で
も
'
ジ
ャ
ヴ
ア
か
ら
外
領
へ
の
移
住
者
敦
は

一
九
二
七
年
に
は
六
七
'

壷
､一)

が

五
7
0
人
t

l
九
三
〇
年
に
些

一九
､
三
五
〇
人
を
不
し
た

が
h
そ
の
後
は
著
し
-
減
少
し
て
ゐ
る
｡

以
上
掲
げ
た
三
均
域
よ
り
森
住
す
る
苦
力

の
重
な
る
吸
収
地
は
'
比
律
第
㌧
マ
レ
I
牛
島
及
び
束
印
度
諸
島
で
あ
る
｡
此
律
賓
で

L C.A.Knowles.TheecpnomlCdevelopmentoEttleこBTlt'Sll亡)ve'seasEm･
pLre-T924,p･Ⅰ83

蛸)

'19) Wll】lS,OP.Clt･P.工4. J 2O) 1930年の人 口調査k よる｡
2Ⅰ) K･J.Pelzer,a a.0 S 971 22) K I Pe17･er,a.a･O S.上｡4.



は
支
邦
人
の
多

-
は
栽
植
農
産
物
の
取
引
に
従
事
す
る

｡

マ

レ
ー
牛
島
で
は
支
那
人
苦
力
は
錫
疎
山
で
働
-
も
の
が
如
-
'
栽
植
歴

I.

営
た
る
護
誤
聞
の
背
力
と
し
て
は
印
度
人
が
最
も
多
く

支
那
人

及
酔
ジ
ャ
ヴ
ァ
人
こ
れ
に
次
ぐ
O
東
印
度
諸
島
中
の
ス
マ
･L
Jフ
及

び
ボ
ル
ネ
オ
の
栽
植
農
園
で
は
､
土
人
の
不
足
を
補
ふ
に
ジ
ャ
ヴ
ア
及
び
支
那
人
苦
力
か
以
て
し
て
ゐ
る
.

7
九
三

一
年
に
ス
マ
･L

ラ
東
岸
の
怖
草
栽
培
に
従
事
せ
る
背
力
は
､
ジ
ャ
ヴ
7
人
六
,
三
〇
九
人
､
支
那
人

一
八
,
九
九
〇
人
で
あ
りPた
｡
以
下
,
壬
と
し

て
ス
マ
･L
tフ
東
海
岸
地
方
に
於
け
る
栽
棺
経
常
の
移
入
弊
働
関
宿

に
つ
S
て
述
べ
よ
う
O

ス
マ
土
フ
は
人
口
稀
薄
な
る
上
に
､
原
任
土
人
は
壬
と
し
て
西
部
の
高
地
に
住
み
､
雇
傭
弊
働
.iit従
事
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
か

ら
'
親
権
企
弟
は
外
闇
頻
働
に
仕
布
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
.
最
初
'
外
圃
弊
働
の
大
部
分
を
占
め

た
β
は
支
邦
,<
で
あ
っ
た
｡
彼

等
は
常
時
に
於
て
唯

T
の
栽
植
鹿
僧
で
あ
っ
た
煙
草
耕
作
に
貢
戯
し
た
｡
そ
の
後
､
碍
誤
そ
の
他
の
裁
縫
経
営
が
適
-
'
頻
働
需
要

が
急
速
に
増
加
し
'
移
入
安
部
八
の
み
を
似
て
し
て
は
之
を
発
し
得
ざ
る
に
至
る
や
'
ジ
ャ
ヴ
ァ
人
を
移
入
す
る
こ
と
1
な
っ
た
,

こ
の
ジ
ャ
ヴ
ア
人
は
煩
卑
耕
作
ほ
ど
細
心
を
要
し
鬼
5
栽
桔
葬
働
に
適
し
て
ゐ
る
o

J
九
二
五
年
末
ス
マ
ト
ラ
東
海
岸
に
解
け
る
外

囲
契
約
雰
働
者

丁
九
六
㌧
七
〇
八
人
中
'

六
二

･五
%
は
ジ
ャ
ヴ
ア
人
へ
二
三
二

一
%
は
ジ
ヤ
ヴ
ア
婦

人

'

1
三
･六
二
%
は
専
ら

煙
草
耕
作
を
な
す
支
邦
人
､
〇
･
七
七
%
は
英
領
印
度
か
ら
凍
れ
る
家
畜
飼
孝
者
で
あ
っ
た
O

汐
ヤ
ヴ
テ
人
男
女
の
割
合
は
六
二
封

2

二
三
で
あ
-
'
支
邦
人
は
喝
身
で
渡
粧
し
蘇
り
'
ジ
ャ
ヴ
ァ
婦
人
と
結
婚
す
る
も
の
が
多
い
｡

こ
の
.･･)
ヤ
ヴ
ァ
の
苦
力
募
集
に
は
'
叫
営
巣
募
集
'
物
自
家
募
集
'
織
目
TEE
白
寿
集
の
三
方
港
が
あ
る
o

第

1
の
営
巣
募
集
は
'
苦

力
募
集
を
簿
巣
と
す
る
募
集
人
が
ジ
ャ
ヴ
ァ
に
於
て
千
九
を
募
集
L
t
之
を
外
餌
の
裁
板
企
柴
に
周
旋
す

る
も
の
で
あ
る
が
'
苦
力

需
要
の
増
加
に
伸
心
､
そ
の
手
数
料
を
著
し
く
引
上
げ
､
邦
か
且
市
力
の
素
質
如
何
に
拘
ら
ず
'
単
に
頭
数
に
よ
っ
て
､
手
数
料
を

要求せ
る
を
以
て
､
攻
弟
た
日
豪
募
集
に
代
る
こ
JJ
1
な
っ
た
｡
第
二
の
自
家
募
集
に
あ
り
て
は
'
栽
穂
企
発
着
が
白
か
ら
苦
力
蕃

南
方
農
業
に
於
け
る
労
働
力
の
問
題

欝
五
十
五
番

二

芳
一
故

二

(註- )この 67,510人のうち､35,987人がスマ トラ東岸-の移住者で ある｡
23)根岸勉櫓氏､前掲論文(農林経済諦考､葬一掃)一一七貫0
24) Ⅰ931年の調査では印度人3哨 4千人､支郡人8高6千人､ジャダア人2寓9千人.兵r)他5千人となってゐる｡(Pelzer.a,a.0.565)



南
方
農
業
に
於
け
る
券
働
力
の
問
題

滞
五
十
五
巻

一
二

歩

7
鯉

T
二

2

集
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
日
家
事
集
の
た
め
t

T
九

二
ハ
年
五
月

1
日
に

｢
各

ス

マ

･L
lフ
東
梅
岸
講

読
栽

培
巣
者
組
合
｣

｢
デ
リ
ー
潜
巧
発
着
組
合
｣
と
が
虎
濁
し
て
､
ジ
ャ
ヴ
ァ
の
ス
マ
ラ
ン
に

｢
デ
リ
I
共

同

移
児
取
扱
所
｣
(A
･D
IL
K
l
即
ち
A
青

m
een

D

ellSChEmigratle
JLan
E00･)
を
設
立
し
た
.

第
三の
自
由
募
集
方
法
は
'
既
に
充
分
の
券
働
力
を
有

する栽植経営にして'
そ

の

不
足
歩
働

力
の
み
を

.･シ
ャ
ヴ
ア
で
葬
葦
す
る
際
に
之
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
O
こ
の
方
法
の
賓
砲
は
磯
め
て
簡
単
で
あ
る
O
即
ち

ス
マ
ト
ラ
東
梅
岸
で
契
約
頻
働
期
間
を
勤
め
ー
敵
対
の
ジ
ャ
ヴ
ァ
へ
原
簿
し
た
良
質
の
頻
働
者
が
､畢
欄
又
は
御
所
者
た
る
知
人
と
共

に
再
び
ズ
マ
,L
17
東
岸
へ
渡
航
す
る
形
式
こ
れ
で
あ
る
O
こ
の
券
集
方
法
の
特
徴
は
,

一
方
に
於
て
移
住
者
の
道
義
的
良
質
に
封
す

＼

る
保
誰
を
輿
へ
る
JJ
と
1
'
他
方
に
於
て
志
原
潜
掛
者
は
ジ
ャ
ヴ
ァ
に
於
て
ス
ヤ
rl
.7
東
岸
の
特
定
企
巣
と
穿
働
契
約
を
結
ば
す
'

●

従
っ
て
庖
封
的
自
由
の
身
分
で
ジ
ャ
ヴ
ァ
を
的
費
す
る
こ
と
～
で
あ
る
｡
然
る
に

Ji
越
せ
る
二
方
港
に
あ
り
て
は
'
ス
マ
･L
17
に
於

け
る
頻
働
契
約
は
既
に
ジ
ャ
ヴ
ァ
で
之
を
締
結
し
て
置
か
ぬ
ば
な
ら
ぬ
o
裁
縫
地
に
到
着
後
､
労
働
契
約
を
締
結
す
る
か
若
-
は
栽

恥

ノ

概
企
琴
の
費
用
で
･･.h
ヤ
鞍
ア
ぺ
迭
遅
さ
れ
る
か
は
,
志
朗
頻
働
者
の
自
由
に
要
さ
れ
て
ゐ

るmo
/

女
都
に
於
け
る
晋
力
募
集
は
､
仙
頭
､
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
及
び
ペ
ナ
ン
に
設
定
さ
れ
た
官
営
募
集
事
務
所
に
ょ
つ
て
行
は
れ
潅
｡
ま

た
盲
参
の
苦
力
(所
謂
ラ
オ
ケ
･
)
が
'
こ
の
目
的

の
た
め
'
ヂ
リ
I
栽
増
発
者
風
合
に
よ
っ
て
葬
集
代
浪
人
と
し
て
支
部
へ
派
遣
さ
れ

＼

た
｡
併
し
約
十
年
以
前
か
ら
､
支
那
大
背
力
の
募
集
は
行
は
れ
て
ゐ
億
い

.O

一
八
八
〇
年
に
初
め
て
背
力
投
の
費
布
を
見
た
が
へ
そ
の
後
時
勢
の
壁
化
に
膝
じ
て
歴

々
改
正
せ
ら
れ
k
o
こ
の
.背
力
法
の
杵
徴

は
,
左
の
如
き
背
力
の
恋
意
な
る
契
約
破
棄
に
射
し
て
,
法
律
的
制
裁

(poenaJer
sancL1e)
た
る
刑
罰
言

由
刑
)
を
規
定
せ
る
封
に
あ

る
｡
即
ち
苦
力
が
山
鹿
王
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
る
期
間
そ
の
企
柴
に

放
柴
す
べ
き
義稗
を
履
行
せ
ざ
る
と
き
'
物
逃
亡
せ
る
と

き
.

el̂
薫

せ
ら
れ
た
る
労
働
の
連
行
宗

綾
を
稚
鬼
蔓

る
と
き
等
之
で
雪

｡
同
時
に
企
莱
者
が
契
約
供
項
に
逮
屈
し
た
る
と
き

この租 合は A V R 0 S (Al1geme2e6n)evSier霊 ?gr.gn,gav芸nOkuSb-b㌫ ante,le,
Pe17_er,a a.0 S.95.

0ostkustvanSumatra)と云ふ ｡

25)
27)

28) こか,ほ煙草栽精巣者 の組合 に して､DPV (Dell-Plan LcfS-Verccn▲glng)と云ふ O



は
罰
金
に
廃
せ
LD
る
1
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
.

斯
か
る
法
律
的
制
裁
を
有
す
る
苫
力
法
に
封
し
て
は
'
既
に

卑
-
か

ら

激
し
い

賛
否

の

両
論
が封
立
し
て
ゐ
る
｡
栽
椎
柴

者
は

法

的
制
裁
が

磨
止
せ
ら
れ
る

場
合匹
は
ー
そ
の
経
費

が

重
大
な
る
危

険
に
瀕

す
る
と

の
理
由
で

背
力
法
に
貸
間

す
る
｡
即
ち
彼
等

は｢
法

的

制
裁
を
持
つ
苦
力
法
は

､今日
の
蕃
情
で
は
外
街

の
裁

板
経
常
-
そ
れ

は此
の

地
域

の

経
済
的閃
電
及
び
萄
達

を
保讃
す
るも

の

-
G

で
あ
る
が
-
に
7J
り
て
'
従
っ
て
ま
た
蘭
領
印
度
の
仝
経
碑
生
活
に
と
り
て
も
'
緬
射
的
に
必
要
で
あ
る
｣
と
主
張
し
た
｡
之
に
射

し
晋
力
法
の
反
射
者
は
､､
か
1
る
法
的
制
裁
を
持
つ
契
約
制
度
は
､
苦
力
の

｢
近
代
的
奴
隷
化
L
で
あ
る
と
な
L
T
そ
の
反
射
の
諭

球
と
し
て
'
マ
レ
ー
半
島
及
び

ア
ッ
サ
ム
地
方
に
於
世

や
法
的
制
裁
の
廃
止
は
'
そ
の
地
方
の
栽
枯
経
営
に
何
篤
の
撹
乱
を
も
輿

へ

な
か
っ
た
事
茸
を
指
摘
し
た
｡

韓
蘭
印
政
柄
も
紘
律
的
制
裁
を
持
つ
苦
力
法
は
之
を
漸
次
塵
止
せ
ん
と
す
る
意
向
を
耶
し
た
.
即
ち
先
づ

1
九
｣

一
年
の
官
報
弟

五
四
〇
視
掲
載
の
規
定
を
以
て
'
屈
壬
及
蔦
労
働
者
間
の
移
民
契
約
又
は
再
奥
約
は
､
法
的
制
裁
盈

拭
け
す
に
'
11-1年
又
は
二

年
を

最
長
期
と
し
て
之
を
締
結
し
得
る
速
を
開

S,た
｡
而
し
て
斯
か
る
契
約
者
を

｢
自
由
邸
働
者
｣
と
呼
ん
発
｡
更
に
一
重

三
.年
l',
月

一
日
の
昔
力
法
で
は
tJ
労
働
契
約
は
庖
め
て
傭
伸
付
で
の
み
制
裁
規
定
を
持
つ
べ
き
こ
と
(
1
九
佃
二
年
を
讐

軸
哉
規
定
を
完
苦

慮
止

す
)
と
し
た
O
を

た

｢
制
開
発
式
｣
を
定
9
.
栽
抱
荘
蛍
は
契
約
昔
力
の
外
に
使
用
す
べ
き
自
山
背
力
数
を
漸
次
段
帽
的
に
埼
加
す

劉

べ
き
こ
と
を
規
定
し
た

｡

苛
力
の
頻
個
喫
約
期
間

に
関
し

ては､籍
住
奥
約
と

再
喪
約
と

の
間
に
差
が
あ

る
O
前
者
は
常
囲
域
(
ス

マ･L
ラ

東

海岸)外
で
結
ば

れ
た
昇
働

契
約
､
若
-
は

外
部
か

ら爽た
弊
御
者
と
常

陸
域
で
最

初
に
結

ば
れ
る

労
働
契
約
(ス
マ
ト
ラ
東
海

岸
の
自

由

募集)を
指
し
'

後
者
は
そ

れ
以
外
の
場
合

に
常
拓

域で
外
囲
弊
働
者
と

結
ば
れ
る

契
約
を
指
す
O

移
住
契
約
の
最

長
は
三

年
､
再

契

約
のそ
れ
は
十

南
方
農
業
に
於
け
る
歩
働

カ

の問
題

簾
五
十
五
番

二
二

帝
一故

一三

II.Sternberg,a.a 0.S･50･
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南
方
良
柴
に
於
け
る
弊
倒
力
の
阿
題

-

算

五
十
五
巻

J

T
四

帝

1
戟

7
四

三
ケ
月
で
あ
る
.
栽
摘
企
来
者
は
歩
働
力
調
達
費
の
高
敵
な
る
に
鑑
み
,
奥
的

期
間

の
延

長
を
希

望

し

､
通
常
法

規
の
許
す
最
溝
執

r

り

間
と
な
っ
て
ゐ
る

｡

苦
カ
の
弊
働
時
間
に
紺
L
LJは
1
董
間
藤
働
偲
十
時
励
'
夜
間
弊
働
は
八
時
間
と
な
っ
て
ゐ
る
･
ま
た
幼
年
頻
俄
に
関
し
て
は
十

二
歳
以
下
の
も
の
1
使
用
は
之
を
禁
止
し
て
ゐ
る
｡
′

苦
力
の
腰
貿
決
定

に
閑
し
て
考
察
す
る
に
､
普
通
の
静
励
市
場
に
於
け
る
が
如
く

雰
働
力
打
数
す
る
幣
給
関
係
の
如
何
に
倣
存

ーす
る
こ
と
な
く
'
専
ら
大
我
桓
企
兼
業
-
は
其
の
組
合
の
1
薮
的
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
｡
荒
し
J･･W

ヴ
ァ
で
募
集
さ
れ
る
券

働
者
は
無
数
の
村
落
に
分
散
し
て
居
-
'
従
っ
て
弊
貸
決
定
に
常
り
琴
言
樺
を
持
ち
得
ず
'
加
ふ
る
に
彼
等
の
郷
土
に
於
け
る
経
済

は
磯
め
て
窮
乏
状
態
を
点
せ
る
を
以
て
'
募
集
者
の
申
出
を
甘
受
*
!ざ
る
を
得
な
い
.か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
苦
力
の
労
資
は
最
少
生

括
費
に
｣
致
す
る
こ
と
1
な
る
｡

こ
の
最
少
生
活
費
以
上

に
背
力
の
鼎
賃
を
引
上
げ
る
こ
と
が
'
彼
等
の
頻
働
能
率
を
高
め
る
上
町
果
し
て
有
数
な
り
や
香
や
に
関

し

て
は
'
之
を
疑
問
と
す
る
者
が
多
い
O
蓋
し
ジ
ャ
ヴ
ア
笥
力
は
府
軍

小
を
有
せ
ず
'
僚
分
の
弊
食
は
直
ち
に
之
凌
借
博
や
娯
紫
の

た
め
に
濫
費
す
る
が
政
に
'
反
っ
て
穿
働
能
率
の
低
下
を
凍
す
か
ら
で
あ
る
O
嘗
て
自
由
労
働
者
を
使
用
す
る
ジ
ャ
ヴ
ア
の
栽
枇
経

ノ轡
が
､
堺
働
能
率
を
高
め
'
且
つ
潜
働
力
の
供
給
量
を
相
加
す
る
潅
め
'
請
負
頻
箕
を
引
上
げ
た
る
に
t,
そ
の
結
果
は
漁
期
に
反
し

て
､
労
働
者
の
出
勤
を
不
規
則
な
ら
し
め
､
出
勤
労
働
者
敦
の
減
少
を
乗
せ
る
が
如
き
'
そ
の
∵
例
語
で
あ
る
｡
熱
帯
地
域
の
労
働

者
が
其
の
生
桁
の
維
持
に
必
要
な
る
限
度
収
上
に
'
高
音
輿
箕
を
支
耕
ほ
れ
る
と
き
は
へ
そ
れ
を
以
て
生
活
を
文
へ
得
る
間
､
遊
惰

に
過
し
'
頻
佃
に
従
事
し
な
い
こ
と
は
'
我
々
の
度
々
耳
に
す
る
と
TJ
ろ
で
あ
る
O

従
っ
て
敢
昏
政
策
的
見
地
よ
り
熱
帯
労
働
者
を
保
護
す
べ
き
場
合
に
於
て
も
､
直
ち
に
彼
等
の
歩
貨
引
上
げ
を
な
さ
ず
､
寧
ろ
之

ll Sternberg,a a O･S 49 即ち Ⅰ92王叉はそれ以前 に創設 された企葉は､
1932年上月工EI以降は EL由菅 力を/9 くとも2,5%､1934牛 工月llJ以降は少 くとも
40%､Ⅰ936年Ⅰ月日ヨ以降は少 くとも50%使用すべ きこと ゝしたo Ⅰ922-Ⅰ927

年棚 1設 された企兼 は､創設後 Ⅰ畔 El､13年 目及びⅠ5年 帥 -1月1EltJ=gそれ
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を
保
健

･
衛
生
及
び
腎
療
設
備
k
封
す
る
費
用
､
畢
校
'
映
葺
館
'
連
動
湯
設
備
等
の
教
育
及
び
健
全
娯
柴
に
封
す
る
費
用
'
若
-

は
藁
老
年
金
と
し
て
支
出
す
る
方
が
'
よ
ゎ
効
果
的
で
あ
る
｡
偽
性
養
老
年
金
と
し
て
も
t
tJ

時
に
之
室
父
付
せ
す
､
月
々
支
給
す

a

る
必
要
が
あ
る
｡

苦
力
労
賃
の
支
排
形
態
と
し
て
は
'
仰
視
金
券
賃
形
態
の
外
に
t

eL7苦力
及
び
其
の
豪
族
に
封
す
る
無
判
住
宅
､
E2･
^
無
料
腎
療
虚

壇
､
仙
食
料
米
の
安
偵
供
給
等
の
形
態
が
考
へ
ら
れ
る

O此
等
を
通

常に
加
味
し
て
給
輿
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡
常
設
頻
働
要
点

LL5cc

セ
ン
･L
t
無
料
住
宅
費
五
セ
ン
Ti
t
無
料
習
癖
費
五
セ
ン
･L
t
聖

ハ
三
セ
ン
J･
で
あ
っ
ノた

ol

裁
縫
穿
働
者
の
労
賃
は
'
大
部
分
'
な
さ
れ
た
昇
働

日
数
に
礎
っ
て
計
算

さ
れ
る
が
'
魔
力

苦
力
の
奨
働
能
率
里
向
め
る
た
め
'

｢
券
働
時
細
め
伸
縮
を
髄
め
る
日
給
制
｣
(T
ale)olm

･m
t
Zeitak
k.･d)
が
収
用
さ
れ
る
o
IJ
の
方

法
で
は
固
定
の
日
給
を
叫
て
r

1
E
:

の
仕
事
と
し
て
日
是

す
べ
き
男
働
量

を
著
力
に
指
定
す
る
｡
稚
っ
て
此
の
碧

口
,

盲

の
歩
徴
宰

壷

賃
と
は
固
定
的
で
あ
In
;

労
働
時
間
の
＼み
が
可
壁
餌
で
あ
る
｡
即
ち
菅
力
の
努
力
攻
鼎
で

一
日
の
夢
働
時
間
が
伸
縮
さ
れ
得
る
｡
iJ
の
頻
賃
制
の
下
で
は
､
苦

㌔

力
は
鹿
骨
者
の
監
硯
な
-
iJも
熱
心
に
働
せ
'
所
定
の
仕
事
を
す
ま
せ
'
午
後
阜
-
豪
に
陶
-
得
る
を
以
て
､
之
に
射
し
満
足
を
表

し
て
ゐ
る
O
従
っ
て
こ
の
弊
貿
制
は
屈
王
及
び
晋
力
の
蟹
方
略
と
り
て
便
宜
で
あ
-
'
ま
た
ジ
ャ
ヴ
ァ
人
音
力
の
気
質
に
も
藩
す
る

も
の
と
さ
れ

て
ゐ

る
｡

裁
板
鹿
骨
に
於
け
る
普
通
の
耕
作
男
偽
に
つ
5
て
は
'
斯
か
る
日
給
制
が
行
は
れ
る
が
'
収
穫
弊
働
は
古
参
の
熟
練
苦
力
に
よ
っ

I
J･
1

･

･
･

･
･
Y

-_
_

.

_
-_T

･
･
.

･
-

-
I

･

!

L.
._
･

･
一
.
.~
･

採
用
さ
れ
て
ゐ
る
.
-

ぞれ上記の割合に微ふ こと､19281t930年に創設 された企蓑は､Ⅰ942年工月Ⅰ日
に於 て､50封SOの割合 を寅現せねば な らない と規定 してゐる0
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南
方
農
糞
に
於
け
晶

働
カ
の
問
題

＼

舞

芋

憲

二
ハ

竺

娩

二
ハ

デ
リ
ー
の
憤
革
栽
培
支
灘
人

｢
畑

苦
力
｣
(Fek)kutlS)
に
旗
い
て
は
特
殊
な
る
鼎

質

形

態

が

採
用
さ
れ
る
.
即

ち

1
人
の

畑
苦
力
に

射
し
'
普
通

1
寓
六
千
株
内
外
の
煙
草
の
稔

っ
て
あ
る
1
ボ
ウ

(〇
･七
1
(
ク
ク
ー
ル
)
の
煙
草
畑
を
委
ね
､
そ
の
栽
培
'
接
収
に
懲

ら
し
め
､
採
収
せ
る
悟
草
葉
を
乾
燥
場

へ
納
入
せ
し
め
る
O
そ
の
弊
資
は
出
奔
高
排
に
よ
り
~
収
納
せ
も
煙
草
乗
の
臼叩
質
忙
麿
じ
て
､

煙
草

一
千
株
を
基
準
と
し
て
之
を
定
め
る
｡

l
九
二
六
年
で
は

1
千
株
の
昇
質
は
八
主

力
至

一
一
五

ギ
ル
ダ
ー
で
あ
っ
脅

五

今
や
大
東
亜
共
柴

田
に
含
ま
れ
る
南
方
軸
背
地
域
に
於
て
は
~
日
本
の
指
導
下
に
栽
栢
把
常
の
更
生
と
そ
の
頚
展
と
を
頗
る
べ
-
'

rl

を
利
用
す
べ
き
で
あ
.ら
う
0
而
し
て
熱
帯
原
住
民
の
う
ち
に
は
勉
め
て
怠
惰
な
る
も
の
が
多
い
か
ら
､
彼
等
を
再
教
育
し
て
規
則
正

し
-
労
働
に
服
す
る
習
慣
を
毒
は
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
た

溝
た
之
が
た
め
に
は
通
常
な
る
頻
働
改
発
を
璽

音

る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
｡

35) H.SteTT】tN-g,a a,0,S-57.
36) II･Slernberg,a a,0･S･59-6Ⅰ.




