
イ
ン
ド
・
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
平
原
に
お
け
る

農
村
の
展
開
と
「
緑
の
革
命
」

ー
ア
ム
リ
ッ
ツ
ア
ー
県
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
を
事
例
と
し
て
ー
ー

インド・パンジャーブ平原における農村の展開と「緑の革命」（応地）

…㏄

応

地

ぽ禾

明

【
要
約
】
　
「
緑
の
革
命
」
に
関
す
る
諸
研
究
は
、
一
般
に
、
そ
の
社
会
経
済
的
含
意
の
未
来
予
測
的
な
検
討
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
し
か
し
、
霞
下
の

段
階
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
実
在
性
と
定
着
性
を
検
証
す
る
た
め
の
作
業
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
ア
プ
ロ
…
チ
は
い
く
つ
か
考
え
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
代
表
的
な
進
展
地
域
に
属
す
る
村
落
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
こ
で
の
「
緑
の
革
命
」
に
と
も
な
う
変
貌
の
諸
相
を
追

求
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
と
く
に
「
緑
の
革
命
」
を
村
落
の
展
開
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
　
「
緑
の
革
命
」
が
高
収
量
贔
種
の
導
入
に
よ
っ
て

突
如
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
村
落
の
展
開
過
程
の
連
続
性
の
上
に
生
起
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

　
調
査
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
ア
ム
リ
ヅ
ツ
ア
ー
梁
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
を
と
り
あ
げ
た
。
近
代
に
お
け
る
同
村
の
展
開
過

程
を
四
期
に
わ
か
っ
て
述
べ
つ
つ
、
と
く
に
、
　
「
縁
の
革
命
」
の
波
及
に
先
立
つ
農
業
生
産
の
主
穀
商
贔
生
産
へ
の
指
向
と
錯
綜
分
散
耕
地
制
の
解
消
と

が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
強
調
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
七
巻
五
号
　
一
九
七
四
年
九
月

　Mvvt
　　　　　mu　　　船納　　ptmu

は
じ
め
に
－
本
稿
の
目
的

一
九
六
〇
年
代
後
半
よ
り
、
南
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
主
穀
生
産
に
は
、
新
し
い
局
面
が
展
開
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
新
た
に

蘭
発
さ
れ
た
米
・
小
変
・
と
う
も
ろ
こ
し
な
ど
の
高
収
量
品
種
が
農
家
レ
ベ
ル
に
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
主
穀
生
産
が
一
挙

に
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
局
面
は
、
　
〈
高
収
量
種
種
を
は
じ
め
肥
料
・
農
薬
・
人
工
灌
瀧
な
ど
の
一
連
の
近
代
的
諸
投
入
財
の
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投
与
…
↓
生
物
学
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
↓
農
業
生
産
力
の
拡
大
〉
と
い
う
戦
略
に
も
と
づ
い
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

わ
ち
、
そ
れ
は
、
　
「
幾
世
代
に
わ
た
っ
て
農
民
が
使
用
し
つ
づ
け
て
き
た
生
産
要
因
に
全
面
的
に
依
存
」
し
て
い
た
た
め
に
非
生
産
的
な
慣
習

的
農
業
に
、
新
し
い
生
産
要
因
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
資
本
集
約
的
な
近
代
的
諸
投
入
財
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
い
生
産
性
を
実
現
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
新
し
い
局
面
は
、
主
穀
生
産
の
増
大
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
　
一
国
内
の
経
済
・
社
会
の
全
般

に
、
ま
た
、
ひ
い
て
は
国
際
貿
易
・
国
際
関
係
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
波
紋
を
与
え
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
過
程
の
全
体
を
指
し
て
、
ウ
ォ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
が
「
緑
の
革
命
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
一
九
六
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
以
後
、
　
「
緑
の
革
命
」
に
関
す
る
研
究
は
、
各
方
面
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
技
術
的
側
面
に
関
す
る
農
学
的
研
究
を
さ
て
お
く
と
す

れ
ば
、
既
往
の
諸
研
究
の
多
く
は
、
そ
の
主
た
る
濁
的
を
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
も
つ
社
会
経
済
的
會
意
の
検
討
に
お
い
て
き
た
と
い
い
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
れ
ら
の
諸
研
究
の
内
容
は
多
様
で
は
あ
る
が
、
力
点
の
格
違
に
も
と
づ
い
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
う
る
。

　
ω
　
人
日
1
1
食
糧
競
争
と
い
う
発
展
途
上
国
の
新
マ
ル
サ
ス
的
状
況
に
対
し
て
、
　
「
緑
の
革
命
」
が
何
ら
か
の
突
破
口
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、

「
緑
の
革
命
」
は
発
展
途
上
国
の
離
陸
と
経
済
発
展
に
対
し
て
、
ま
た
ひ
い
て
は
軽
質
の
食
糧
問
題
や
人
口
問
題
に
善
し
て
、
ど
の
よ
う
な
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

意
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
た
も
の
。

　
G
D
　
　
「
緑
の
革
命
」
の
展
開
は
、
地
域
的
に
は
、
灌
漉
設
備
・
輸
送
体
系
・
市
場
施
設
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
…
の
整
備
さ
れ
た

先
進
地
域
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
階
層
的
に
は
大
農
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
緑
の
革
命
」
の
展
開
に
つ
れ
て
、
伝

統
的
な
農
民
社
会
の
変
質
、
地
域
間
・
階
層
間
格
差
の
拡
大
、
あ
る
い
は
社
会
的
緊
張
の
増
大
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
問
題
の
検
討
に

　
　
　
　
　
　
⑥

重
点
を
お
く
も
の
。

　
さ
ら
に
、
研
究
対
象
地
域
の
大
き
さ
か
ら
い
え
ば
、
ω
は
一
国
を
単
位
と
す
る
マ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
の
、
G
D
は
一
国
内
の
諸
地
方
を
単
位
と
す

る
メ
ゾ
ス
ケ
ー
ル
の
研
究
と
ほ
ぼ
紺
応
し
て
い
る
と
も
い
い
う
る
。

　
研
究
対
象
地
域
の
大
き
さ
に
相
違
が
あ
る
に
せ
よ
、
ω
・
G
D
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
も
つ
諸
々
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
展
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インド・パンジャーブ平原における農村の展開と「緑の革命」　（応地）

望
と
評
価
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
未
来
予
測
的
な
姿
勢
の
強
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
の
強
さ
は
、
発
展
途
上
国
が
直
面

し
て
い
る
諸
問
題
を
打
開
す
る
た
め
の
突
破
口
を
、
　
「
縁
の
革
命
」
に
見
出
し
た
い
と
い
う
期
待
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本

稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
未
来
予
測
的
な
姿
勢
は
、
で
き
る
だ
け
排
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
第
一
の
理
由
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
が
、
現
在
な
お
進
行
中
の
現
象
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
村
落
と
い
う
マ
イ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
の
レ
ベ
ル
で
さ

え
も
、
近
代
的
諸
点
入
髪
の
導
入
に
と
も
な
う
一
連
の
変
化
は
進
行
中
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
化
の
波
及
は
い
ま
な
お
完
了
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
段
階
で
は
、
な
に
よ
り
も
実
態
の
把
握
を
通
じ
て
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
実
在
性
の
確
認
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。　

理
由
の
第
二
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
定
着
性
の
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
イ
ン
ド
の
場
合
、
　
コ
緑
の
革
命
」
は
、
初
発
以
来
、
比
較
的
順
調
な

天
候
に
恵
ま
れ
て
進
行
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
　
「
緑
の
革
命
」
が
長
期
的
に
定
着
し
た
と
は
い
い
難
い
不
確
定
要
素
が
存
在
す
る
。
こ
う
し

た
不
確
定
要
素
を
含
ん
だ
上
で
の
評
価
は
、
当
然
、
短
期
的
な
展
望
に
終
始
し
、
振
幅
の
大
き
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
本
稿
で
は
、
マ
イ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
で
の
「
緑
の
革
命
」
の
現
状
把
握
に
努
め
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
緑
の

革
命
」
の
進
行
地
域
に
属
す
る
代
表
的
な
村
落
を
選
定
し
て
、
そ
こ
で
の
「
緑
の
革
命
」
の
展
開
過
程
と
そ
れ
に
と
も
な
う
諸
変
化
を
検
討
す

る
こ
と
に
重
点
を
お
き
た
い
。
と
く
に
、
　
「
緑
の
革
命
」
を
村
落
の
歴
史
的
な
展
開
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
緑
の
革
命
」

を
ム
ラ
の
変
化
の
一
環
と
し
て
把
握
し
た
い
。
　
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
す
る
の
は
、
　
ま
た
一
方
で
は
、
　
い
わ
ゆ
る
「
緑
の
革
命
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
ア
メ
リ
カ
的
バ
イ
ア
ス
」
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
「
緑
の
革
命
」
の
戦
略
基
軸
が
、
熱
帯
的
条
件
に
適
応
し
う
る
高
収
董
品
種
の
開
発
に
あ
り
、
そ
れ
を
最
も
積
極
的
に
推
進
し
た
の
は
ア
メ

リ
カ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
　
「
緑
の
革
命
」
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
貢
献
が
過
大
に
評
価
さ
れ
、
発
展
途
上
国
の
農
業
生
産
拡
大
の
た
め
の
自
助

的
な
努
力
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
発
展
途
上
国
の
自
助
的
な
努
力
の
再
評
価
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
努
力
は
、
単
に
国
家
的
レ
ベ
ル
だ
け
で
払
わ
れ
て
来
た
も
の
で
は
な
く
、
農
畏
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
来
た
。
し
た
が
っ
て
、
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「
緑
の
革
命
」
を
ム
ラ
の
歴
史
の
展
開
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
ア
メ
リ
カ
的
バ
イ
ア
ス
」
の
検
討
を
試
み
た
い
。

サ
ン
プ
ル
集
落
と
し
て
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
ア
ム
リ
ッ
ツ
ア
ー
嬢
の
ガ
ヅ
ガ
ル
バ

岡
村
が
「
緑
の
革
命
」

に
選
定
さ
れ
て
い
て
A

の
渦
中
に
あ
る
代
表
的
な
村
落
で
あ
る
上
に
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
の
調
査
報
告
書
が
利
用
で
き
る
た
め
で
あ
る
。

ム
ラ
・

農
民
レ
．
、
ヘ
ル
で
の
自
助
的
な
努
力
．
を
確
か
め
、

ナ
村
を
と
り
あ
げ
る
。
同
村
を
と
り
あ
げ
る
理
由
は
、

九
二
五
年
と
一
九
六
二
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
村
落
調
査
の
対
象
村

ee （654）
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で
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。
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野
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賀
正
則
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イ
ン
ド
盤
業
の
新
し
い
局
面
　
　
い
わ
ゆ
る
『
緑
の
革
命
隠
を

　
め
ぐ
っ
て
（
1
・
正
ご
（
『
ア
ジ
ア
経
済
臨
一
一
－
六
・
七
、
一
九
七
〇
年
）
。

⑦
斎
藤
一
夫
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
食
糧
問
題
と
緑
の
革
命
」
（
斎
藤
一
夫
編
『
緑

　
　
の
革
命
と
ア
ジ
ア
農
業
駈
一
九
七
二
年
、
灰
収
）
二
三
－
三
五
ペ
ー
ジ
。

⑧
一
九
二
五
年
の
調
査
報
管
書
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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｝
九
穴
二
年
の
調
査
報
出
口
書
は
未
刊
で
あ
る
が
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
國
勢
調
査

局
長
P
・
L
　
ツ
ン
デ
ィ
氏
の
好
意
に
よ
り
、
稿
本
の
全
文
を
省
き
と
っ
た
。
一
応
、

こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
名
づ
け
る
こ
と
と
し
、
以
下
、
◎
品
切
霞
鵬
ぎ
話
¢
の
禽
）

と
略
称
す
る
。
∩
O
蕊
器
O
｛
H
乙
昼
月
島
旧
≦
一
㌶
α
q
⑦
ω
旨
く
O
団
置
9
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P
℃
｝
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O
p
σ
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σ
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㌶
ゆ
プ
僧
コ
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ρ
＜
ヨ
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づ
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ユ
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回
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凶
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郎
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■

インド・パンジャーヅ平原における濃村の展闇と「緑の革命」　（応地）

ニ
　
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
村
の
開
類
型
と
し
て
の
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
－
対
象
地
域
の
概
観

D
自
然
的
基
盤

　
（

　
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
は
、
五
つ
の
河
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
河
間
の
地
の
集
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
谷
間
の
地
は
、
　
「
両
水
」
を
意
味
す
る
ド

ア
…
ブ
の
名
で
よ
ば
れ
る
。
各
ド
ア
ー
ブ
は
、
窓
側
を
流
下
す
る
河
川
の
名
に
由
来
す
る
固
有
名
詞
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
諸
ド
ア
ー
ブ
の
う
ち
、

ラ
ビ
河
と
ピ
ア
ス
河
と
に
は
さ
ま
れ
た
パ
リ
皿
ド
ア
ー
ブ
、
ピ
ア
ス
河
と
サ
ト
レ
ジ
河
と
の
聞
に
介
在
す
る
ピ
ス
ト
潮
ド
ア
ー
ブ
、
お
よ
び
こ

れ
ら
の
南
に
広
が
る
マ
ル
ワ
地
方
の
三
つ
を
伽
え
た
も
の
が
、
ほ
ぼ
イ
ン
ド
側
の
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
平
原
に
あ
た
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

者
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
平
原
の
地
域
区
分
に
際
し
て
の
第
一
次
的
な
単
位
を
構
成
し
て
い
る
。
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
平
原
は
、
北
東
－
南
西
方
向

の
平
均
勾
配
一
八
㎝
／
㎞
と
い
う
き
わ
め
て
緩
や
か
な
平
原
で
あ
り
、
ド
ア
ー
ブ
を
区
切
る
河
川
を
除
け
ば
、
さ
え
ぎ
る
も
の
は
何
も
存
在
し

な
い
。

　
イ
ン
ド
側
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
中
心
都
市
ア
ム
リ
ッ
ツ
ア
ー
の
年
強
売
気
湿
は
一
；
丁
二
度
、
年
較
差
は
こ
一
・
四
度
で
あ
っ
て
、
気
温
か
ら

み
れ
ば
、
内
陸
亜
熱
帯
的
で
あ
る
。
ま
た
、
年
降
水
量
は
六
四
六
ミ
リ
と
少
な
く
、
し
か
も
そ
の
う
ち
六
九
％
が
、
七
月
か
ら
九
月
の
夏
期
に

　
　
　
　
　
②

集
中
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ム
リ
ッ
ツ
ア
ー
で
の
マ
ル
ト
ン
ヌ
の
乾
燥
示
数
は
約
二
〇
と
な
り
、
そ
こ
が
湿
潤
か
ら
乾
燥
へ
の
漸
移
地

帯
に
あ
っ
て
、
し
か
も
夏
雨
型
モ
ン
ス
ー
ン
の
西
縁
部
に
位
置
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
漸
移
性
は
、
気
候
だ
け
で
な
く
、
こ
の
地
の
歴
史
地
理
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
史
上
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
は
、
幾
波
に
も
わ
た
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っ
て
申
央
ア
ジ
ア
方
面
か
ら
の
侵
入
者
を
む
か
え
た
が
、
彼
ら
の
亜
大
陸
で
の
最
初
の
根
拠
地
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
設
け
ら
れ
る
の
が
堂

で
あ
っ
た
。
パ
ン
ジ
ャ
…
ブ
は
、
こ
の
ガ
ソ
ダ
1
ラ
地
方
と
ガ
ン
ジ
ス
河
上
・
中
流
地
方
の
政
治
的
中
心
地
と
の
問
に
介
在
す
る
漸
移
地
帯
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
う
位
概
を
占
め
て
お
り
、
北
イ
ン
ド
の
古
戦
場
は
こ
こ
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
文
化
的
に
も
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
は
、
東
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文

化
圏
と
西
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
と
が
接
触
す
る
漸
移
地
帯
で
あ
り
、
両
者
の
間
隙
を
ぬ
う
か
の
よ
う
に
シ
ー
ク
教
が
こ
の
地
方
で
発
祥
し
、
そ

の
凝
集
的
な
中
心
地
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
各
ド
ア
ー
ブ
は
、
共
通
し
た
地
形
的
特
徴
を
も
ち
、
べ
ー
ト
と
バ
ル
に
分
か
た
れ
る
。
べ
ー
ト
と
は
、
現
在
の
河
流
に
沿
っ
て
、
約
　
○
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

二
〇
㎞
の
幅
で
の
び
る
比
較
的
新
し
い
沖
積
低
地
で
あ
る
。
べ
ー
ト
は
、
背
後
を
六
～
一
〇
m
の
崖
に
よ
っ
て
限
ら
れ
、
そ
の
上
に
ひ
ろ
が
る

比
較
的
古
い
沖
積
台
地
と
区
別
さ
れ
る
。
バ
ル
と
は
、
こ
の
沖
積
台
地
の
部
分
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
半
乾
燥
地
帯
に
属
す
る

パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
で
は
、
古
来
、
農
業
の
立
地
は
水
利
用
の
可
能
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
べ
ー
ト
と
バ
ル
の
区
別
は
、
農

業
に
と
ハ
、
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
河
川
水
・
地
下
水
の
利
用
の
可
能
性
が
、
べ
ー
ト
と
バ
ル
と
で
は
明
瞭
に
異
な
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
一
九
世
紀
末
に
な
っ
て
大
用
水
路
灌
漉
が
は
じ
ま
る
以
前
に
は
、
農
業
の
お
こ
な
い
う
る
範
臨
は
、
べ
ー
ト
お
よ
び

パ
ル
の
一
部
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
以
下
の
三
つ
の
飽
域
が
区
翔
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
⑥

　
ω
　
ベ
ー
ト
　
当
時
、
ベ
ー
ト
で
は
、
主
と
し
て
灌
瀧
農
業
が
営
ま
れ
、
そ
の
灌
概
方
式
に
は
つ
ぎ
の
三
方
式
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
洪
水

に
よ
る
盗
流
灌
概
（
サ
イ
ラ
ー
ブ
）
、
河
川
水
量
の
豊
富
な
夏
期
の
モ
ン
ス
ー
ン
中
の
み
通
水
す
る
小
規
模
な
用
水
路
に
よ
る
灌
概
（
ア
ビ
）
、
お

よ
び
井
戸
灌
概
（
チ
ャ
イ
）
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
べ
ー
ト
で
の
農
業
は
、
夏
の
モ
ン
ス
ー
ン
期
の
降
水
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、

降
水
量
が
多
け
れ
ば
水
害
に
、
少
な
け
れ
ば
雷
害
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
ベ
ー
ト
の
農
業
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
よ
う
だ
と
、
後
年
ダ
ー
リ

　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ン
グ
は
評
し
て
い
る
。
ま
た
べ
ー
ト
を
占
居
し
て
い
た
の
は
、
主
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
っ
た
。

　
α
D
　
マ
ソ
ジ
ャ
（
バ
ソ
シ
ャ
ー
ル
）
　
バ
ル
の
中
で
も
、
地
下
水
位
が
比
較
的
高
い
た
め
、
井
戸
灌
概
が
可
能
な
範
囲
。
そ
の
範
囲
は
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

時
の
主
要
な
揚
水
手
段
で
あ
っ
た
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
の
揚
水
限
界
よ
り
も
、
地
下
水
位
が
高
い
と
こ
ろ
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
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み
た
す
と
こ
ろ
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
中
で
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
よ
り
の
地
方
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
を
さ
し
て
マ
ン
ジ
ャ
と
よ
ば
れ

⑩た
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ン
ジ
ャ
で
は
、
井
戸
灌
慨
と
乾
燥
農
業
（
バ
ラ
一
一
）
に
基
礎
を
お
く
村
落
の
成
立
が
み
ら
れ
、
主
と
し
て
シ
ー
ク
・
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ソ
ド
ゥ
の
両
教
徒
に
よ
り
占
居
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
マ
ソ
ジ
ャ
の
代
表
的
な
場
所
が
、
バ
リ
ー
ド
ア
ー
ブ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
嘗
り
の
北
半
分
で

あ
り
、
狭
義
に
は
マ
ン
ジ
ャ
は
、
こ
の
部
分
を
指
す
地
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　
㈹
　
バ
　
ル
　
マ
ソ
ジ
ャ
を
除
く
と
、
残
り
の
バ
ル
は
、
高
度
大
か
つ
低
地
下
水
位
と
な
る
た
め
、
も
は
や
そ
こ
で
は
灌
概
農
業
は
お
こ
な

い
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
ご
く
一
部
で
乾
燥
農
業
が
営
ま
れ
る
の
み
で
、
大
部
分
は
未
耕
の
荒
地
で
あ
り
、
放
牧
地
な
い
し
は
燃
料
用
の

灌
木
の
採
取
地
と
し
て
利
用
ざ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
は
、
主
と
し
て
ジ
ャ
ン
グ
リ
と
よ
ば
れ
る
牛
・
水
牛
遊
牧
民
に
よ
っ
て
占
麿
さ

　
　
　
⑫

れ
て
い
た
。
こ
の
面
取
の
荒
地
が
農
耕
地
と
化
す
の
は
、
英
国
統
治
下
に
は
い
っ
て
、
頭
首
工
を
備
え
た
通
年
通
水
の
大
用
水
路
が
開
通
す
る

の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
拓
か
れ
た
広
大
な
開
拓
地
は
、
キ
ャ
ナ
ル
コ
ロ
ニ
ー
と
よ
ば
れ
、
バ
ル
の
卓
越
す
る
パ
キ
ス

タ
ン
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に
集
中
し
て
い
た
。
キ
ャ
ナ
ル
コ
ロ
ニ
ー
は
、
遊
牧
民
の
定
着
化
と
東
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
・
旧
連
合
州
の
農
村
過
剰
人
口
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

吸
収
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
調
査
村
に
も
、
印
パ
分
離
以
後
、
キ
ャ
ナ
ル
コ
ロ
ニ
ー
か
ら
の
避
難
畏
入
村
者
が
存
在
す
る
。

　
調
査
村
の
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
は
、
県
都
ア
ム
リ
ッ
ツ
ア
ー
（
一
九
七
一
年
入
口
四
〇
．
八
万
人
）
の
東
方
約
四
〇
㎞
に
あ
り
、
前
述
の
㈹
の
マ

ソ
ジ
ャ
の
特
徴
を
具
備
す
る
バ
リ
睦
ド
ア
ー
ブ
上
の
村
落
で
あ
る
。

幻
人
口
構
成

　
（

　
一
九
七
一
年
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
ガ
ヅ
ガ
ル
バ
ナ
村
の
世
帯
数
は
三
七
二
、
人
口
は
二
、
三
八

一
人
と
な
っ
て
い
て
、
村
落
規
模
の
大
き
い
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
規
模
の
急
き

　
　
　
　
　
⑭

い
村
落
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
一
八
五
一
年
以
降
の
同
村
の
人
口
変
化
は
、
第
一
表
の
と
お
り
で
あ
り
、
後
述
す
る
用
水
路
灌
概

の
開
始
直
前
の
一
九
世
紀
末
と
一
九
五
〇
年
代
以
後
と
の
二
時
期
に
、
人
口
の
激
増
が
認
め
ら
れ
る
。

第1衷　ガツガルバナ村の

　　人口変化

年記人刺三三
IRrAIA」　i　qq1 90

　O．49

　3，39

　　1．67

－1．91

　0，22

　0．59

　1．34

　2ユ4

　991

1，137

1，523

1，776

1，436

1，468

1，729

1，961

2，，g81

1851年
　　S王

　　91

1901

　　11

　　21

　　51

　　61

　71
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第2蓑宗派励・カーースト別世帯・入口構成のi変化

カースト名

シ
ー
ク
・
ヒ
ン
ド
ウ

3ats

Brahman＄
Tarlchans

正（hatris

Sunars

Nai＄

Kumars
Mehras

Chhimbas
Sansis

Chamars

Mazbis

その他

宗

教

S
H
S
H
S
S
S
S
H
H
H
S

伝統的職業

農　　民
僧　　侶

大　　工
商　　入
金銀細工
さんばつ人

つぼ作り

水運び
洗だく人
吟遊詩集

皮革細工
農業労働者

境在の代表的職業

自作農・富小作農

村』吏　員
大工・製粉
商　店　憲
自転車修理
商　店　主
輸　送　業
商　店　主
仕立人・席地商

農業労働者
靴　修　理
農業労鋤者

世　　帯　　数

A
1972年

B
1962年

　c
1924年

入　　m

194　（48．0）

8　（2，0）

15（3の
6　（1．5）

6（ユ．5）

7　（1，7）

4　（1．0）

12　（3．0）

2　（O．5）

1　（O，3）

1　（O．3）

133　（33．0）

2　（O．5）

149　（48．7）

5　（1．6）

13　（4．3）

2　（O．7）

4　（1．3）

5　（1．6）

4　（1．3）

10　（3，3）

3　（1．0）

1　（O．3）

1　（O．3）

105　（34．3）

D
1851年

イ

ス

ラ

ム

86（23，5）1265（26．6）

1・（・の1

23　　（6．3）1　73　　（7．4）

・（…）i

4（ユ．エ）1

翻1
　　　　24　　（6。5）i　43　　（4．4）

3（e．s）1

1（・・）l

　　　i
58（15碑42（・43）

　　　i53（5・4）

小 計1
i391　（97．0）i302　（98．7））215　（58．7）］1　576．　（58，1）

Jogi　Raxvals

Sheikhs

Arains

julahas

Kumars
Saqqas

Telis

Dhobhis

Balwalas

Mirasis

Bazigars

Bharais

Faquirs

Mochis

その他

鳥
人
り
鴨
り
び
り
人
守
り
師
き
い
工

賄
歎
布
難
運
ぜ
蹄
議
電
脳

占
商
離
隔
つ
水
滴
洗
村
無
恥
太
物
皮

織布・農業労働者

農業労f動者

4　（1．0）

2　（O・5） P

4　（1．0）

2　（O．5）

1　（O．3）

3　（1．e）

小　　計 t 1　i2　（3．e）］　4　（i．3）

49（・3・4）i・46（14・8）

8（2．2）i

　　　ヒ1111：ll瞬：；；

2（0・6）1

6　　（1．6）1　12　　（L2）

ユ。（2．7）124（2．4）

5（1．4）i9（・，9）

、，。、揚瀦

　　　］

11（3．0）
　　　1
2　　（0．6）i　28　　（2．S）

　　　ミ29　　（7．9）｝　92　　（9．3）

　　　ト151　（4工3）1415　（419）

合 計
14Lo3（ioo．o）i3e6（ioo，o）1366（ioo．o）lggi（ioo．o）

注）S：シーク，H：ヒンドウ
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インド・パンジャーブ平原における農村の展開と「緑の革命」（聖地）

と
く
に
最
近
一
〇
年
間
の
人
口
増
加
率
は
、
二
〇
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
最
高
の
水
準
に
達
し
て
お
り
、
入
口
爆
発
の
進
行
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
一
九
七
二
年
に
お
け
る
ガ
ヅ
ガ
ル
バ
ナ
村
の
宗
派
別
、
カ
ー
ス
ト
別
世
帯
構
成
は
、
第
二
表
A
欄
に
示
さ
れ
る
。
～
般
に
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ

農
村
に
は
、
多
宗
派
・
多
カ
ー
ス
ト
か
ら
な
る
複
合
的
村
落
が
多
い
。
こ
の
村
に
も
、
現
在
、
シ
ー
ク
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
、
お
よ
び
イ
ス
ラ
ム
の
三

教
徒
が
居
住
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
全
世
帯
数
の
九
二
％
と
い
う
圧
倒
的
な
比
率
を
シ
ー
ク
教
徒
が
占
め
て
い
て
、
同
村
は
、
現
在
、
典
型

的
な
シ
ー
ク
農
杜
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ー
ク
農
村
と
し
て
の
性
格
が
、
印
パ
分
離
以
後
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

同
表
の
B
欄
と
C
欄
と
の
比
較
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
シ
ー
ク
教
は
、
グ
ル
　
ナ
ー
ナ
ク
（
一
四
六
八
～
一
五
三
八
）
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
宗
教
改
革
運
動
で
あ
り
、
ブ
ラ
ー
マ
ン
中
心
主
義
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ヒ
ン
ド
ゥ
教
と
当
時
の
支
配
老
宗
教
で
あ
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
と
の
間
に
、
共
通
の
場
を
創
り
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
。
と
く
に
、
宗
教
・
カ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ス
ト
の
如
何
を
問
わ
ず
、
神
の
前
で
は
平
等
で
あ
る
と
い
う
平
等
性
の
強
調
が
、
シ
ー
ク
教
の
特
微
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
こ
の
平
等
性
を
強
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

す
る
行
為
と
し
て
、
寺
院
付
属
の
食
堂
に
お
け
る
ハ
ル
ワ
の
布
施
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
カ
ー
ス
ト
者
の
手
に
な
る
も
の
か
不
明
な
ハ
ル
ワ

を
、
カ
ー
ス
ト
の
別
な
く
同
席
し
て
共
食
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
の
も
つ
カ
ー
ス
ト
間
の
共
食
禁
止
規
制
へ
の
背
反

を
信
徒
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
シ
ー
ク
社
会
は
、
カ
ー
ス
ト
を
単
位
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
せ
ら
れ
、
シ

ー
ク
教
徒
は
唯
一
の
父
た
る
グ
ル
の
子
孫
か
ら
な
り
、
グ
ル
の
共
同
家
督
保
有
老
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
儀
式
に
際
し
て
は
、
信
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
た
が
い
に
バ
ハ
イ
（
兄
弟
）
と
呼
び
合
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ー
ク
教
の
卓
越
す
る
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
村
で
は
、
イ
ン
ド
の
他
地

方
に
く
ら
べ
て
、
カ
ー
ス
ト
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
弱
い
こ
と
、
ま
た
カ
ー
ス
ト
が
職
業
的
専
門
化
の
線
に
沿
っ
て
展
開
す
る
傾
向
が
一
層
強
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ビ
ー
ル
ス
は
、
　
〈
村
落
規
模
・
カ
ー
ス
ト
構
成
・
政
治
構
造
〉
に
も
と
づ
い
て
、
イ
ン
ド
村
落
の
三
つ
の
類
型
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
う

ち
の
一
つ
は
、
　
「
卓
越
カ
ー
ス
ト
を
も
つ
多
カ
ー
ス
ト
村
落
」
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
を
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

人
口
規
模
八
○
○
～
二
、
○
○
○
人
、
カ
ー
ス
ト
数
一
〇
～
二
〇
で
、
土
地
は
単
一
の
卓
越
カ
ー
ス
ト
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
る
。
卓
越
力
i
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ス
ト
が
他
の
カ
…
ス
ト
を
支
配
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
個
別
家
族
を
単
位
と
す
る
支
配
で
あ
っ
て
、
決
し
て
カ
…
ス
ト
集
団
と
し
て
の

そ
れ
で
は
な
い
。
ま
た
、
村
内
の
抗
争
は
、
カ
ー
ス
ト
闘
よ
り
も
卓
越
カ
ー
ス
ト
内
の
派
閥
の
間
で
発
生
す
る
。
ビ
ー
ル
ス
の
こ
の
類
型
設
定

は
、
ガ
ヅ
ガ
ル
バ
ナ
村
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
に
は
、
一
九
七
工
年
現
在
、
第
二
表
A
欄
で
示
し
た
よ
う
に
、
一
七
の
カ
ー
ス
ト
が
認
め
ら
れ
る
。
現
実
の
村
落
生
活
で

は
、
カ
ー
ス
ト
の
平
等
性
と
い
う
先
述
の
シ
ー
ク
教
の
理
念
は
、
完
全
に
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
，
と
く
に
、
マ
ジ
ュ
ビ
と
よ
ば
れ
る
ハ
リ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヤ
ン
層
と
そ
の
他
の
シ
ー
ク
諸
カ
ー
ス
ト
と
の
問
の
懸
隔
は
大
き
い
。
後
者
の
グ
ル
ー
プ
内
で
も
、
農
民
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ト
が
卓
越

し
た
地
位
を
占
め
て
い
る
。
彼
ら
は
、
ブ
ラ
ー
マ
ン
と
な
ら
ぶ
上
層
カ
ー
ス
ト
を
構
成
す
る
が
、
こ
の
村
で
は
、
ジ
ャ
ー
ト
の
方
が
よ
り
上
位

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
最
上
層
カ
ー
ス
ト
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ト
の
地
位
は
、
土
地
所
有
に
お
け
る
彼
ら
の
圧
倒
的
な
優
位
性
に
も
と
づ
い
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
村
の
カ
ー
ス
ト
グ
ル
ー
プ
は
、
シ
ー
ク
・
ヒ
ン
ド
ゥ
両
教
徒
の
間
で
は
、
①
上
層
の
ジ
ャ
ー
ト
お
よ
び
ブ
ラ
ー
マ

ン
、
②
最
下
層
の
サ
ン
シ
・
チ
ャ
マ
ー
ル
お
よ
び
マ
ジ
ュ
ビ
、
⑧
こ
の
両
者
の
間
に
介
在
す
る
中
子
贋
の
職
人
・
サ
…
ビ
ス
カ
ー
ス
ト
群
の
三

つ
に
大
別
さ
れ
る
。
以
上
の
シ
ー
ク
・
ヒ
ソ
ド
ゥ
諸
カ
ー
ス
ト
の
ラ
ン
ク
は
、
第
二
表
の
順
序
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
更
ー
ス

ト
グ
ル
ー
プ
の
外
側
に
、
④
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
諸
カ
ー
ス
ト
が
あ
り
、
そ
の
ラ
ン
ク
は
ほ
ぼ
前
記
の
③
に
匹
敵
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
四
つ
の
カ
ー
ス
ト
グ
ル
ー
プ
の
全
世
帯
数
に
占
め
る
比
率
は
、
①
が
五
〇
・
○
％
、
②
が
三
三
・
六
％
、
⑧
が
一
二
・
九
％
、
④

が
三
・
○
％
と
な
る
。
個
別
カ
ー
ス
ト
別
に
み
れ
ば
、
最
大
の
カ
ー
ス
ト
は
ジ
ャ
ー
ト
で
あ
り
、
金
世
帯
数
の
四
八
・
○
％
を
占
め
て
い
る
。

ジ
ャ
ー
ト
の
高
い
比
率
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
村
が
彼
ら
に
よ
り
開
村
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
ジ
ャ
ー
ト
に
は
土
地
の
所
有
権
と
耕
作
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
を
彼
ら
の
間
で
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
の
強
い
こ
と
、
な
ど
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ト
、
こ
と
に
シ
…
ク
皿
ジ
ャ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
、
　
「
進
取
の
精
神
に
富
む
イ
ン
ド
最
良
の
農
民
」
と
い
わ
れ
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に
お
け
る
「
緑
の
革
命
」
の
進
展
も
、
彼
ら
の
存
在
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ジ
ャ
ー
ト
に
つ
い
で
多
い
の
は
マ
ジ
ュ
ビ
で
あ
り
、
全
世
帯
数
の
三
三
・
○
％
を
占
め
る
。
マ
ジ
ュ
ビ
は
村
の
農
業
労
働

者
層
を
形
成
し
、
男
子
は
ジ
ャ
ー
ト
荘
家
の
常
雇
・
臨
時
雇
と
し
て
、
女
子
は
家
畜
小
屋
の
清
掃
人
と
し
て
、
労
働
力
を
提
供
す
る
。
ジ
ャ
…
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ト
と
マ
ジ
ュ
ビ
を
合
計
す
れ
ば
、
全
世
帯
数
の
八
一
・
○
％
に
達
し
、
現
在
、
こ
の
村
が
村
内
生
塵
の
ほ
と
ん
ど
を
農
業
に
依
存
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
純
農
村
的
な
性
格
も
、
後
に
詳
し
く
ふ
れ
る
よ
う
に
、
印
パ
分
離
以
後
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
、
第
二
表
の
年
次
比

較
に
よ
り
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
間
に
介
在
す
る
中
間
層
は
、
一
般
に
カ
、
ミ
ー
ン
と
よ
ば
れ
る
職
人
・
サ
ー
ビ
ス
カ
ー
ス
ト
群
が
ら

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
高
い
地
位
を
占
め
て
い
る
の
は
タ
ル
カ
ン
お
よ
び
カ
ト
リ
で
あ
る
。
タ
ル
カ
ン
の
伝
統
的
職
業
は
大
工
職
で

　
⑳

あ
り
、
現
在
も
大
工
・
木
工
所
・
精
粉
・
綿
打
な
ど
の
家
内
工
業
に
従
事
し
て
い
て
、
こ
の
村
に
残
る
数
少
な
い
専
業
的
な
家
内
工
業
を
担
っ

　
　
㊧

て
い
る
。
ま
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ
商
人
力
1
ス
ト
の
カ
ト
リ
は
、
村
内
で
商
店
を
営
む
か
た
わ
ら
、
農
産
物
の
仲
買
や
金
貸
し
に
従
事
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
両
カ
ー
ス
ト
は
、
自
ら
の
伝
統
的
な
職
業
を
今
日
も
業
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
間
層
の
他
の
諸
カ
ー
ス
ト
は
、
い
ま
で
は

伝
統
的
職
業
と
は
異
質
な
職
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
、
第
二
表
は
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
農
業
技
術
や
生
活
様
式

の
変
化
に
起
因
す
る
ジ
ャ
ジ
ュ
マ
ニ
制
の
崩
壊
に
と
も
な
う
現
象
で
あ
る
。

の
集
落
の
形
態

　
（

　
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
代
表
的
な
集
村
の
三
越
地
域
で
あ
る
。
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
も
、
　
一
村
一
集
落
制
の
大
規
模
な
単
一
集

落
か
ら
な
る
典
型
的
な
集
村
で
あ
る
。

　
集
落
地
は
ア
バ
デ
ィ
と
よ
ば
れ
、
村
域
の
ほ
ぼ
申
央
に
位
置
す
る
。
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
で
は
集
落
は
、
遺
脱
状
の
微
高
地
の
上
に
立
地
す
る
こ

と
が
多
い
が
、
こ
の
村
の
場
合
、
耕
地
面
と
集
落
地
と
の
比
高
は
小
さ
く
、
集
落
の
設
立
が
新
し
い
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
古
来
、
ア
バ
デ
ィ

は
、
共
同
防
衛
そ
の
他
の
必
要
か
ら
、
村
の
全
成
員
の
唯
一
の
居
住
の
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
居
住
パ
タ
ー
ン
も
、
一
九
六
〇
年
代
末
か

ら
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
集
落
営
外
で
の
孤
立
荘
宅
の
発
生
が
み
ら
れ
る
。
ア
バ
デ
ィ
の
内
部
は
、
模
式
的
に
い
え
ば
、
同
心
円
状
に
配
さ
れ
た

四
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
心
は
、
屋
敷
地
の
密
集
し
た
部
分
で
あ
り
、
こ
こ
を
指
し
て
ア
バ
デ
ィ
と
い
う
雷
葉
が
あ
て
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
つ
い
で
そ
の
外
側
は
バ
ラ
と
よ
ば
れ
る
空
地
部
分
で
あ
り
、
そ
こ
は
、
屋
敷
地
の
将
来
の
拡
張
予
定
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
燃

料
用
の
乾
燥
牛
糞
の
澱
き
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
バ
ラ
の
ま
わ
り
を
、
フ
ィ
ル
ニ
と
呼
称
さ
れ
る
環
状
道
路
が
と
り
ま
い
て
い
る
。
フ
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イ
ル
ニ
は
、
一
九
六
〇
年
の
耕
地
の
区
画
整
理
に
際
し
て
建
設
さ
れ
、
同
整
理
事
業
の
完
成
村
の
特
徴
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
ニ
の
外

に
は
、
屋
敷
の
建
築
や
修
理
の
際
に
、
日
乾
し
レ
ン
ガ
の
原
料
土
を
礫
土
し
た
跡
が
、
池
（
チ
ャ
パ
ー
ル
）
と
な
っ
て
点
在
し
て
い
る
。
パ
ン

ジ
ャ
ー
ブ
農
村
で
は
、
一
般
に
、
チ
ャ
パ
ー
ル
は
、
洗
濯
場
の
ほ
か
家
畜
の
水
飲
み
場
・
水
牛
の
水
浴
池
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
村
で
は
、
集
落
地
の
す
ぐ
東
を
灌
瀧
用
水
路
が
流
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
池
は
も
っ
ぱ
ら
家
畜
用
の
み
に
使
わ
れ
て
い
る
。
チ
ャ
パ
ー
ル
の

外
に
は
、
平
担
な
耕
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
中
を
、
主
要
地
方
道
か
ら
の
集
落
地
へ
の
取
り
つ
け
道
路
が
、
フ
ィ
ル
ニ
に
む
か
っ
て
の
び
、

そ
れ
は
リ
ン
ク
ロ
ー
ド
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
取
り
つ
け
道
路
も
、
耕
地
の
区
画
整
理
時
の
所
産
で
あ
り
、
一
九
七
二
年
に
は
そ
の
レ
ン
ガ

舗
装
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ル
ニ
、
リ
ン
ク
ロ
ー
ド
の
建
設
に
よ
り
、
村
の
交
通
条
件
、
と
く
に
雨
期
の
条
件
が
い
ち
じ

る
し
く
改
善
さ
れ
た
。

　
集
落
地
の
中
心
部
分
の
い
わ
ゆ
る
ア
パ
デ
ィ
に
か
え
る
と
、
そ
こ
に
は
、
屋
敷
地
が
連
管
し
、
公
道
と
虫
垂
状
の
路
地
と
が
錯
綜
す
る
。
こ

れ
ら
の
通
路
の
両
側
に
は
屋
敷
地
の
土
壁
が
つ
ら
な
り
、
そ
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
門
が
ひ
ら
い
て
い
る
。
標
準
的
な
自
作
農
の
屋
敷
地
の
場
合
、

門
を
入
る
と
、
バ
ル
ガ
ン
と
よ
ば
れ
る
ほ
ぼ
方
形
の
閉
鎖
中
庭
が
あ
り
、
そ
の
中
の
四
囲
に
、
住
居
・
家
畜
小
早
・
納
屋
・
台
所
が
配
置
さ
れ

て
い
る
。
住
居
は
、
伝
統
的
に
は
日
乾
し
レ
ン
ガ
で
出
来
て
い
た
が
、
最
近
で
は
焼
成
レ
ン
ガ
に
よ
る
増
改
築
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

「
緑
の
革
命
」
に
よ
る
変
化
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ス
ミ
ス
は
、
シ
ー
ク
教
の
理
念
的
な
集
落
の
基
本
型
と
し
て
、
つ
ぎ
の
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
ω
　
集
落
を
貫
い
て
走
る
、
東
－
西
お
よ
び
北
一
i
爾
の
二
方
向
の
交
差
公
道
を
も
と
に
し
て
、
住
居
部
分
が
四
つ
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
。

　
G
D
　
右
の
四
住
居
区
分
は
、
ク
ラ
ソ
に
あ
た
る
パ
ッ
テ
ィ
の
居
住
区
域
界
と
一
致
し
、
村
は
四
パ
ッ
テ
ィ
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
こ
と
。

　
㈲
　
集
落
内
の
二
本
の
公
道
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
そ
れ
を
と
り
ま
い
て
商
店
が
並
び
、
弊
誌
の
た
ま

り
場
と
な
る
こ
と
。

　
切
　
シ
ー
ク
教
の
礼
拝
堂
（
グ
ル
ド
ワ
ラ
）
は
、
こ
れ
ら
二
本
の
公
道
が
集
落
を
は
な
れ
よ
う
と
す
る
縁
辺
部
の
四
ヵ
所
に
位
置
す
る
こ
と
。

　
（

36 〈662）



インド・パンジャーーブ平原における農村の展際と「緑の革命鐸　（応地）

瓢

φ

／
・・一・・一 cnラの境界　幽，一　一

』創

Ra：滋hawa
　　　　　pt（ohara

　　　　　　斎

鶴

　
　
　
り

γ
’
り

万
㌶
多
〃
割
賦

諺
々
曲
…
諺
貌
廟

　
　
ノ
ノ
　
　
　
　
　
ジ
　
ノ
ノ
　
ノ
ノ

　
　
7
∵
Z
汐
〃
ウ
〃
々
〃
艇

　
　
　
工

　　　　　“i

，一s＝＝’

@iF：i’A“1’

　　　　　r

弘て
一x．　／’一一’t

、＼rA腰

　　　　　Waripg　Mohara

（Waring　ny　Deo・Virl｛）　F

4観～皿一）SX／　一．：．’一．一E．esy．一・ll　・s．」

Mゴ〕〔二選1 3㊨ム

　c
難躍難易

　　　　　　　　　　M。、hb・臨㎞　・旨　e』二「

。G。，dwa，。（シーク教礼擢）。齢耕戸　l

L全カースト典岡　　　　　A・ヴァリング　　國旧モスク　　一Om
2．ランダワ　　　　　　　　　B．ランダワ
3．ランダワ　　　　　　　　　C．ランダワ　　　ニニ：：：iHイスラム教徒

4。マジュビ　　　　　　　　　D．マジュビ　　　芳二居住区

5・ヴァリング・デオ・ヴィルク　E・デオ　　　　エ～班商店所在地

　　　　　　　　　　　　　　F．タルカン

　　　第1図　ガッガルバナ村，集落中央部の詳細図とモハラ（Mohara）区分

　
ガ
ヅ
ガ
ル
バ
ナ
村
の
ア
バ
デ
ィ
の
中
心
部
分
を
図
示
す
れ
ば
、
第
一
図

　
　
　
　
　
　
⑳

の
と
お
り
で
あ
る
。
図
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
あ
げ

る
シ
ー
ク
教
的
な
集
落
理
念
と
こ
の
村
の
現
実
と
は
完
全
に
は
整
合
し
な

　
　
　
　

い
が
、
・
W
の
グ
ル
ド
ワ
ラ
の
縁
辺
立
地
は
ほ
ぼ
妥
当
す
る
。
ま
た
、
集
落

　
　
　
（

内
の
通
路
が
交
差
し
て
袋
状
に
拡
大
す
る
と
こ
ろ
1
同
図
1
～
巫
i

に
は
、
小
さ
い
と
は
い
え
数
少
な
い
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
が
形
成
さ
れ
、

そ
こ
に
は
商
店
も
所
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
㈱
も
ほ
ぼ
妥
当
す
る
。
し

か
し
、
集
落
理
念
と
の
最
も
大
き
な
網
違
は
、
ω
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の

村
の
場
合
、
集
落
中
央
部
を
貫
通
す
る
南
北
方
向
の
公
道
は
な
く
、
た
と

え
ば
図
の
中
で
グ
ル
ド
ワ
ラ
5
を
経
て
北
上
す
る
公
道
も
、
ま
た
グ
ル
ド

ワ
ラ
2
の
前
を
走
る
公
道
か
ら
南
へ
派
出
す
る
い
く
つ
か
の
路
地
も
、
と

も
に
集
落
中
央
部
で
行
き
ど
ま
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

ほ
ぼ
東
西
一
〇
〇
m
に
わ
た
っ
て
隔
壁
が
あ
り
、
南
北
方
向
の
通
行
を
遮

断
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
落
の
中
心
部
分
は
、
隔
壁
の
存

在
の
た
め
に
、
南
北
一
一
つ
に
両
分
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
隔
壁
の

存
在
、
さ
ら
に
は
ス
ミ
ス
の
指
摘
す
る
G
D
の
パ
ッ
テ
ィ
の
問
題
に
ふ
れ
る

た
め
に
は
、
村
の
開
村
伝
承
と
内
部
構
成
と
に
つ
い
て
述
べ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
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の
村
の
開
村
儀
承

　
（

　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
鈴

　
村
に
伝
わ
る
開
村
伝
承
に
よ
る
と
、
こ
の
村
の
起
源
は
、
約
七
〇
〇
年
前
に
チ
ャ
ン
ド
　
チ
ャ
ン
デ
ー
ル
と
い
う
名
の
地
主
が
荒
蕪
地
を
拓

き
、
小
作
人
を
よ
び
よ
せ
て
こ
こ
に
村
を
設
立
し
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
。
そ
の
こ
ろ
、
村
は
、
彼
の
名
を
冠
し
て
チ
ャ
ン
デ
ー
ル

ワ
ラ
と
よ
ば
れ
、
当
時
の
集
落
は
、
道
路
を
へ
だ
て
て
現
集
落
地
に
南
接
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
現
在
も
小
高
い
遺
丘
が
残
り
、

テ
ー
と
称
せ
ら
れ
る
。
あ
る
夏
の
日
、
チ
ャ
ソ
ド
　
チ
ャ
ン
デ
ー
ル
が
井
戸
に
よ
っ
て
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
に
灌
水
し
て
い
る
と
き
、
職
を
求
め
て

北
に
向
う
途
中
の
バ
ナ
が
通
り
か
か
っ
た
。
彼
は
、
チ
ャ
ン
ド
　
チ
ャ
ン
デ
ー
ル
に
こ
の
村
で
雇
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
、
そ
れ
に
成
功
す

る
。
バ
ナ
は
チ
ャ
ソ
ド
　
チ
ャ
ン
デ
ー
ル
の
も
と
で
働
く
う
ち
に
、
彼
か
ら
村
一
番
の
働
き
者
と
認
め
ら
れ
、
一
人
娘
を
妻
と
し
て
与
え
ら
れ

る
。
チ
ャ
ン
ド
　
チ
ャ
ン
デ
ー
ル
の
死
後
、
パ
ナ
は
彼
の
金
財
産
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
パ
ナ
は
、
出
身
村
の
ラ
ソ
ゴ
ワ
ル
に
親
友
の
ガ
ッ
ガ
ル
を
訪
ね
、
一
諸
に
住
む
よ
う
に
頼
む
。
ま
た
、
バ
ナ
の
父
も
、
水
運
び
人
・
さ
ん
ぽ

つ
人
・
皮
細
工
・
吟
遊
詩
人
の
四
職
人
と
農
業
労
働
者
と
を
送
る
。
こ
う
し
て
、
村
は
、
農
民
の
ほ
か
に
カ
ミ
ー
ソ
と
よ
ば
れ
る
職
人
層
と
農

業
労
働
者
層
を
含
む
に
至
り
、
村
落
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
、
集
落
も
現
在
飽
に
移
動
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
バ
ナ
は
ガ
ッ
ガ
ル
と
共
同
し

て
村
を
経
営
す
る
よ
う
に
な
り
、
村
名
も
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
と
改
称
さ
れ
た
。

　
以
上
の
關
村
伝
承
は
、
こ
の
村
が
、
井
戸
灌
概
の
お
こ
な
い
う
る
既
述
の
マ
ン
ジ
ャ
に
立
地
し
、
ジ
ャ
ー
ト
農
民
の
共
同
入
植
に
よ
り
成
立

し
た
村
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

萄
村
の
内
部
構
成

　
（

　
土
地
所
有
の
点
か
ら
み
た
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
村
の
一
般
的
な
特
徴
と
し
て
、
つ
ぎ
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
㈲
　
土
地
共
有
型
村
落
（
ジ
ョ
イ
ン
ト
　
ビ
レ
ッ
ジ
）
の
多
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
㈲
　
土
地
共
同
所
有
体
（
ビ
レ
ッ
ジ
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
強
固
な
残
存
と
そ
の
起
源
の
古
い
こ
と
。

　
⑥
　
村
域
が
地
税
行
政
上
の
微
収
単
位
を
形
成
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
。
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㈹
　
土
地
共
尚
所
有
体
の
成
立
契
機
は
、
農
民
自
身
に
よ
る
処
女
地
開
拓
に
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
。

　
㈹
　
村
の
成
員
は
、
何
ら
か
の
オ
ー
ダ
ー
に
も
と
づ
い
て
、
内
部
的
な
小
集
団
ー
パ
ッ
テ
ィ
あ
る
い
は
タ
ラ
ー
フ
な
ど
と
よ
ば
れ
る
一

　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
分
か
た
れ
る
こ
と
。

　
こ
の
一
般
的
な
特
徴
は
、
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
に
も
あ
て
は
ま
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
開
村
伝
承
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
㈲
・
㈲
・
㈲
・
㈲
を
中
心
に
し
て
、
村
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　
開
村
伝
承
に
よ
っ
て
、
ゴ
ト
ラ
（
ク
ラ
ソ
）
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
、
バ
ナ
は
ラ
ン
ダ
ワ
　
ゴ
ト
ラ
に
、
ま
た
ガ
ヅ
ガ
ル
は
ジ
ャ
ン
デ
ー
ル

ゴ
ト
ラ
に
属
し
て
お
り
、
両
者
は
全
く
別
個
の
ゴ
ト
ラ
の
出
身
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
に
な
っ
て
、
ガ
ッ
ガ
ル
は
、
デ
オ
・
ヴ
ァ
リ
ソ
グ
・
ヴ
ィ
ル

ク
の
各
ゴ
ト
ラ
に
属
す
る
三
人
を
仲
間
に
ひ
き
入
れ
、
彼
ら
に
土
地
の
持
分
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ガ
ヅ
ガ
ル
バ
ナ
村
は
、
バ
ナ
の

子
孫
で
あ
る
ラ
ン
ダ
ワ
　
．
コ
ト
ラ
と
、
ガ
ヅ
ガ
ル
お
よ
び
そ
の
三
人
の
共
同
者
の
子
孫
で
あ
る
ジ
ャ
ン
デ
ー
ル
・
デ
オ
・
ヴ
ァ
リ
ソ
グ
・
ヴ
ィ
ル

ク
の
四
ゴ
ト
ラ
の
連
合
と
が
、
村
の
二
つ
の
土
地
所
要
集
圃
と
し
て
冊
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
両
集
団
は
、
現
在
も
、
お
の
お
の
バ
ナ
　
タ

ラ
ー
フ
、
ガ
ヅ
ガ
ル
　
タ
ラ
ー
フ
と
よ
ば
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
当
初
に
お
い
て
は
土
地
所
有
共
同
体
を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

う
ち
、
バ
ナ
　
タ
ラ
：
フ
は
、
さ
ら
に
パ
ッ
テ
ィ
　
モ
ロ
と
パ
ッ
テ
ィ
　
カ
ッ
カ
と
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
パ
ナ
に
は
四
人

の
息
子
が
あ
っ
た
が
、
う
ち
二
人
は
独
身
の
ま
ま
終
わ
り
、
家
督
を
つ
い
だ
の
は
二
人
だ
け
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
両
パ
ヅ
テ
ィ
へ
の
細
分
は
、

こ
の
伝
承
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
分
割
根
続
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
パ
ッ
テ
ィ
　
カ
ッ
カ
は
、
デ
ー
リ
　
ラ
ン
ガ
と
デ
ー
リ
　
ナ

ソ
ダ
と
に
分
か
た
れ
る
。
こ
の
区
分
の
発
生
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
軍
営
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
ラ
ン
ダ
ワ

ゴ
ト
ラ
に
お
け
る
タ
ラ
ー
フ
ー
ー
パ
ッ
テ
ィ
ー
デ
ー
リ
と
い
う
土
地
所
禽
集
団
の
細
分
化
は
、
相
続
に
と
も
な
う
共
同
土
地
所
有
の
分
割
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

程
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
は
、
パ
ッ
テ
ィ
ダ
ー
リ
と
よ
ば
れ
る
代
表
的
な
土
地
共
有
型
村
落
に
お
け
る
土
地
共
同
所
有
の
分

割
の
典
型
的
な
事
例
を
提
供
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
タ
ラ
ー
フ
ー
パ
ッ
テ
ィ
ー
ー
デ
ー
リ
は
、
村
域
内
に
お
の
お
の
独
自
の
所
有
範
域
を
も
つ
。
そ
れ
を
図
示
す
れ
ば
、
第
二
図
の
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⑩

と
お
り
で
あ
る
。
三
図
か
ら
注
目
さ
れ
る
第
一
点
は
、
各
タ
ラ
ー
フ
、
パ
ッ
テ

ィ
、
デ
ー
り
の
範
域
面
積
の
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
共
同
土
地

所
有
の
分
割
が
進
行
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
等
分
二
割
原
理
が
は
た
ら
い

て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
や
し
か
し
・
デ
書
リ
以
下
の
単
位
で
は
蕎
所

有
は
な
く
な
り
、
ま
た
、
各
農
家
の
所
有
面
積
に
も
こ
の
よ
う
な
等
分
原
理
は

認
め
ら
れ
な
い
。
す
で
に
　
九
世
紀
中
頃
に
は
、
土
地
所
有
集
団
内
で
の
持
分

は
、
各
農
家
が
現
実
に
所
有
す
る
面
積
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　
第
二
図
で
注
濁
さ
れ
る
第
二
点
は
、
　
一
八
五
一
？
二
年
の
第
一
回
略
式
検
地

以
前
に
は
、
各
農
家
の
所
有
地
の
分
布
が
自
ら
の
属
す
る
タ
ラ
ー
フ
の
範
域
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ダ
ワ
　
ゴ
ト
ラ
の
農
家

の
所
有
地
は
、
す
べ
て
バ
ナ
　
タ
ラ
ー
フ
内
に
所
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
第
一
回
略
式
検
地
に
際
し
て
、
ガ
ッ
ガ
ル
　
タ
ラ
ー
フ
に
属

す
る
ジ
ャ
ン
デ
ー
ル
　
．
コ
ト
ラ
は
、
一
家
族
を
除
い
て
地
回
の
支
払
い
を
拒
否

し
、
土
地
所
有
権
を
放
棄
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら

の
土
地
は
、
．
コ
ト
ラ
の
区
別
な
く
分
割
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
以
後
、
ラ
ン
ダ
ワ

．
コ
ト
ラ
の
も
の
も
ガ
ッ
ガ
ル
　
タ
ラ
ー
フ
内
に
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
現
在
に
至
る
も
、
逆
に
ガ
ッ
ガ
ル
　
タ
ラ
ー
フ
の
も
の
が
、
バ

ナ
　
タ
ラ
ー
フ
内
に
土
地
を
所
有
す
る
例
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。

40 （666）



インド・パンジャーブ平原における農村の展開とr緑の革命」　（応地）

　
こ
の
よ
う
な
バ
ナ
・
ガ
ッ
ガ
ル
両
タ
ラ
ー
フ
間
で
の
所
有
耕
地
の
分
布
範
囲
の
相
違
に
対
応
し
て
、
集
落
地
内
で
も
、
惚
者
は
、
居
住
の
場

を
別
に
し
て
い
る
。
こ
の
居
住
規
制
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
区
域
は
モ
ハ
ラ
と
よ
ば
れ
、
先
述
し
た
ス
ミ
ス
の
い
う
㈹
の
パ
ッ
テ
ィ
の
居
住
区
域

に
あ
た
っ
て
い
る
。
第
一
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
集
落
は
、
三
つ
の
モ
ハ
ラ
に
分
割
さ
れ
る
。
第
一
は
、
集
落
北
半
群
の
ラ
ン
ダ
ワ
　
モ
ハ
ラ

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
バ
ナ
の
子
孫
に
あ
た
る
ラ
ン
ダ
ワ
　
ゴ
ト
ラ
の
シ
…
ク
　
ジ
ャ
ー
ト
が
居
住
す
る
。
第
二
は
、
集
落
南
西
部
の
ヴ
ァ
リ

ン
グ
　
モ
ハ
ラ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
か
ッ
ガ
ル
と
そ
の
共
同
者
た
ち
の
子
孫
で
あ
る
ヴ
ァ
リ
ン
グ
・
デ
オ
・
ヴ
ィ
ル
ク
の
各
ゴ
ト
ラ
に
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

シ
ー
ク
　
ジ
ャ
ー
ト
が
在
住
す
る
。
実
は
、
3
で
ふ
れ
た
集
落
中
央
部
を
走
る
隔
壁
は
、
ラ
ン
ダ
ワ
・
ヴ
ァ
リ
ン
グ
の
両
モ
ハ
ラ
間
の
境
界
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

あ
っ
た
。
さ
ら
に
第
三
の
モ
ハ
ラ
と
し
て
、
集
落
南
東
部
の
農
業
労
働
者
層
か
ら
な
る
マ
ジ
ュ
ビ
　
モ
ハ
ラ
が
あ
る
。
一
般
に
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ

で
は
、
農
業
労
鋤
者
層
の
モ
ハ
ラ
は
轡
の
核
心
集
落
外
の
一
画
を
占
め
る
場
合
が
比
較
的
多
い
が
、
こ
の
柑
で
は
核
心
集
落
と
一
体
化
し
て
い

る
の
が
特
微
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
モ
ハ
ラ
は
、
同
権
に
第
二
表
に
示
し
た
村
内
諸
カ
ー
ス
ト
を
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ダ
ワ
　
モ
ハ
ラ
に
は
、
タ
ル

カ
ン
の
一
部
・
カ
ト
リ
・
サ
ン
シ
な
ど
が
、
ヴ
ァ
リ
ソ
グ
　
モ
ハ
ラ
に
は
、
ブ
ラ
ー
マ
ン
・
タ
ル
カ
ン
の
一
部
・
ス
ナ
ー
ル
・
ク
マ
ー
ル
・
一

二
ラ
・
ナ
ー
イ
な
ど
が
、
ま
た
即
、
ジ
ュ
ビ
　
モ
ハ
ラ
に
は
バ
ジ
ガ
ー
ル
な
ど
が
居
住
し
て
い
る
。
と
く
に
晶
七
一
者
の
モ
ハ
ラ
に
お
け
る
上
位
カ

ー
ス
ト
と
職
人
層
と
の
混
住
は
、
シ
ー
ク
社
会
の
も
つ
カ
ー
ス
ト
ー
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
弱
さ
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
村
の
有
力
ゴ
ト
ラ
・
カ
…
ス
ト
は
、
モ
ハ
ラ
内
に
独
自
の
飲
料
水
嵩
井
戸
を
有
し
て
い
る
。
手
動
ポ
ン
プ
の

各
戸
へ
の
普
及
に
よ
り
、
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
式
で
揚
水
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
井
戸
は
、
現
在
で
は
飲
料
水
用
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
、
シ
ー
ク
教
礼
拝
堂
の
敷
地
内
に
作
ら
れ
て
お
り
、
い
ま
も
礼
拝
時
の
浄
水
用
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

集
落
内
に
所
在
す
る
五
つ
の
礼
拝
堂
も
、
二
部
の
共
同
礼
拝
堂
を
除
け
ば
、
残
り
四
つ
は
各
ゴ
ト
ラ
・
カ
ー
ス
ト
に
所
属
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

飲
料
水
用
井
戸
・
礼
拝
堂
の
ゴ
ト
ラ
・
カ
…
ス
ト
別
定
有
、
ま
た
先
述
の
集
落
中
央
部
を
走
る
隔
壁
の
も
つ
交
通
遮
断
効
果
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

三
モ
ハ
ラ
間
の
交
渉
は
、
職
業
上
の
も
の
を
除
け
ば
、
ご
く
限
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
各
モ
ハ
ラ
は
網
互
独
立
的
で
あ
り
、
桐
互
聞
の
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扶
助
と
い
っ
た
関
係
は
み
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
他
の
モ
ハ
ラ
で
の
死
亡
・
出
生
と
い
っ
た
出
来
事
も
知
ら
な
い
ま
ま
終
っ
て
し
う
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
⑬

多
い
と
い
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
ラ
ン
ダ
ワ
・
ヴ
ァ
リ
ン
グ
と
い
う
シ
ー
ク
　
ジ
ャ
ー
ト
の
両
モ
ハ
ラ
間
に
は
対
立
関
係
す
ら
存
在
し
て
い
る
。

①
　
の
貯
σ
q
ダ
菊
・
野
⑦
9
”
目
昌
鼠
ρ
1
9
門
②
α
Q
δ
昌
巴
α
q
o
o
σ
q
妻
戸
げ
ざ
賭
暮
一
〇
嵩
鶏
O
o
守

　
σ
q
冨
℃
瓢
。
巴
ω
0
9
簿
団
。
断
H
切
腰
気
噂
く
ρ
冨
嵩
累
㌍
H
㊤
謡
「
娼
や
困
ド
○
。
1
誌
Q
。
■

②
倉
嶋
厚
ほ
か
「
ア
ジ
ア
の
気
候
」
一
九
六
四
年
、
三
六
〇
ぺ
…
ジ
。

⑧
0
9
戸
b
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凶
自
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些
o
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Q
o
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凶
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諺
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篤
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℃
9
0
σ
q
蜜
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剛
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O
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爵
¢
8
層

　
勺
目
魯
鉱
8
－
出
巳
㌍
国
轟
o
H
Φ
≦
o
＆
Ω
窪
。
，
層
お
謡
曽
℃
・
卜
。
伊

④
Q
o
℃
暮
⑦
噛
ρ
騨
顕
簿
鉢
”
ご
恥
ぎ
℃
㊤
録
舞
§
p
⊃
塩
湯
O
①
覧
8
”
ω
a
⑦
α
‘

　
蜜
簿
げ
仁
㊦
謡
い
。
口
鳥
。
鐸
6
①
8
℃
．
窪
Q
。
．

⑤
カ
デ
ィ
…
ル
と
よ
ば
れ
る
。

⑥
ベ
ー
ト
は
、
現
河
床
弼
と
そ
れ
よ
り
約
三
m
高
い
旧
氾
濫
原
と
に
区
分
さ
れ
る
。

　
（
成
瀬
敏
郎
「
イ
ン
ド
パ
ン
ジ
ャ
ブ
平
原
の
砂
丘
」
『
脚
本
地
理
学
会
予
稿
燦
硲
5
、

　
　
九
七
三
年
、
七
四
ペ
ー
ジ
）
。
一
九
世
紀
末
に
、
べ
…
デ
ソ
腱
ポ
ウ
エ
ル
は
、
前

　
者
に
サ
イ
ラ
バ
・
カ
ッ
チ
、
後
者
に
ダ
イ
ヤ
・
ベ
ー
ト
・
カ
デ
ィ
ー
ル
の
名
を
与
え
、

　
耕
作
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
後
者
に
お
い
て
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
切
鼠
Φ
㌣

　
℃
o
萎
①
F
切
9
麟
∴
円
び
③
い
ρ
ロ
儒
o
Q
畷
ω
伸
。
ヨ
の
o
h
切
ユ
鉱
ω
げ
目
ロ
α
…
2
＜
9
．
b
δ
嚇

　
O
×
｛
o
憎
㎝
Q
ぼ
く
・
剛
野
ピ
。
鵠
山
。
戸
H
O
◎
8
句
や
O
Q
。
鯵
）

⑦
U
舞
靴
工
、
目
”
眉
琶
智
び
℃
㊦
霧
蝉
簿
貯
津
。
磐
。
ユ
ξ
碧
山
U
Φ
ぴ
峠
．
○
圏
o
a

　
d
昆
く
」
勺
r
び
。
口
畠
。
鈍
お
ミ
、
や
①
歴

⑧
た
だ
し
、
ラ
ビ
河
の
ベ
ー
ト
で
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
、
ピ
ア
ス
河
の
べ
ー
ト
で

　
は
シ
ー
ク
教
徒
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
（
ω
貯
σ
q
ダ
園
・
U
・
o
山
∴
o
℃
・
o
圃
ρ
や
や

　
嵩
α
ム
峯
．
）

⑨
幻
。
σ
o
訴
ω
り
♂
〈
．
暮
巴
．
”
》
8
Φ
擁
け
切
o
o
犀
。
囲
℃
β
こ
僻
げ
諺
σ
Q
ユ
。
鐸
一
葺
圏
ρ
Ω
〈
障

　
欝
血
ヨ
畠
q
O
ρ
N
o
洋
o
ρ
い
毘
ゲ
。
同
ρ
お
㎝
ド
唱
唱
。
ド
二
軍
Φ
b
。
．
は
、
そ
の
経
済
的

　
揚
水
限
界
を
約
＝
一
皿
と
し
て
い
る
。

⑩
b
ご
匙
睾
ら
。
疑
巴
」
切
．
箪
輯
8
．
簿
こ
唱
■
器
㎝
ふ
ω
①
．

⑪
∪
鴛
凱
お
’
罫
”
o
℃
■
鼠
叶
‘
や
①
㈹
。

⑫
思
9
昏
母
9
≦
∴
O
o
δ
ミ
≦
一
冨
σ
q
o
ω
貯
昏
①
国
且
弩
嘘
甘
潤
び
。
笹
霞
9
．

　
～
く
■
“
o
Q
①
け
菖
。
目
¢
馨
土
蛮
伽
。
っ
o
o
猷
一
〇
げ
ρ
昌
σ
q
o
貯
》
臨
p
い
国
。
ロ
α
q
丙
。
ロ
α
q
¢
巳
く
。

　
団
戦
；
国
。
ロ
σ
q
囚
9
盗
り
お
雪
閣
や
ω
b
σ
S

⑬
b
⇔
践
象
も
。
壽
芦
b
コ
噛
国
∴
o
℃
．
簿
‘
℃
■
綬
ρ
麟
σ
竃
缶
乙
”
老
∴
。
や
簿
‘

　
唱
℃
◆
G
。
b
⊃
c
Q
l
Q
。
ω
ω
・

⑭
一
九
六
一
年
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
、
人
口
規
模

　
別
村
落
数
の
構
成
比
を
比
較
す
れ
ば
、
下
褒
の
と

　
お
り
で
あ
る
。

⑮
一
八
五
　
～
一
二
＝
年
は
、
ω
貯
α
q
劃
ψ
O
．

　
雪
山
頃
言
α
Q
’
ρ
銀
∴
o
℃
．
9
鉾
．
や
画
　
｝
九
五

　
一
年
は
、
Ω
ρ
σ
Q
σ
Q
舘
b
d
げ
ρ
舜
（
這
の
b
。
）
り
や
H
ド
一

　
九
六
一
・
七
一
年
は
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
。

⑯
一
八
覧
一
二
九
二
四
年
は
、
。
。
貯
α
Q
戸
ω
’
O
凸

　
器
幽
囚
ぎ
σ
q
”
ρ
罵
L
O
や
。
寓
．
層
唱
’
メ
旨
”
に
、

　
　
九
六
二
年
は
、
○
ρ
σ
q
⑳
9
H
し
d
げ
騨
旨
ρ
（
論
り
①
卜
3
Y
勺
．

　
H
G
。
’
に
、
一
九
七
二
年
は
、
中
山
修
一
氏
の
調
査

　
に
よ
る
。

⑰
ω
昆
昏
層
罫
≦
∴
ω
巻
菩
。
巴
ω
ρ
巳
9
冨
円

人口規模 全インド
パンジャーブ州 アムリツ

cアー県

～499入 61．9 51．0 38．5

50G～　999 21ユ 25．1 30．0

1，000～1，999 工1．6 16．3 22．7

2，000～4、999 4．7 6．8 7．8

5，000～ 0．7 0．8 1．0

　
℃
8
ε
ω
器
ω
汐
ω
障
注
ω
旨
闇
》
ヨ
φ
り
〉
葺
げ
8
”
o
δ
σ
q
富
納
㎝
ρ
お
劇
Q
。
噛
や
幽
竃
．

⑱
ω
8
欝
○
」
W
∴
碧
亀
σ
q
δ
臣
騨
謬
儀
。
。
ぎ
算
観
舞
。
煽
。
臨
昏
。
。
D
一
騨
葺
滋
＄
～

　
δ
9
。
ρ
b
∂
二
島
。
血
ご
り
騨
肖
σ
q
詔
ρ
σ
q
φ
U
㊦
℃
即
ユ
ヨ
①
類
け
℃
葺
ユ
騨
ρ
勺
騨
¢
伊
貯
噌
ド
＄
ρ
娼
や

　
く
ゆ
？
も
。
メ
　
深
沢
宏
「
マ
ラ
ー
タ
と
シ
ク
ー
地
域
毘
三
囲
家
の
成
立
と
崩
壊
し
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インド・パンジャーブ平原における提村の展闇と「緑の革命」（旧地）

　
（
『
岩
波
世
界
歴
史
1
3
』
三
八
一
ペ
ー
ジ
）
、
H
ω
げ
浅
驚
動
∴
｝
℃
ヨ
回
旧
び
鷺
ρ
写

　
く
一
嵩
即
σ
q
Φ
”
　
q
な
O
旨
O
o
o
O
O
陶
O
l
O
＝
犀
嘗
噌
騨
一
p
ω
も
O
O
｛
追
弓
層
囲
、
H
貯
O
ω
7
一
箒
欝
d
ぼ
嵩
く
噂
ω
け
β
〔
凱
の
u
辱
噂

　
累
O
．
ω
Q
σ
1
押
℃
喝
9
H
H
①
ー
ド
㎝
ピ

⑲
　
小
麦
粉
・
砂
糖
・
ギ
i
（
粗
製
バ
タ
ー
）
・
湯
を
ま
ぜ
合
わ
せ
て
作
っ
た
食
物
。

⑳
ピ
①
翼
累
匂
∴
目
溝
。
門
島
鐘
○
離
p
邑
b
ご
。
冨
三
。
寒
冒
ρ
。
。
障
肖
国
≦
貯
σ
q
。

　
一
ω
O
O
陣
ρ
一
〇
同
σ
q
ρ
昌
一
N
卸
¢
O
昌
円
Φ
O
O
鴬
ω
一
α
O
凪
⑦
倉
一
q
嵩
臨
く
・
O
囲
0
9
一
需
O
冠
冨
一
2
℃
『
こ
切
⑦
吋
一

　
一
（
①
則
③
賓
讐
日
Φ
『
卜
a
”
唱
℃
，
一
〇
ω
1
日
㎝
メ

⑳
　
男
錠
回
餌
プ
9
〆
〈
P
學
幽
．
ω
．
㊤
昌
棒
腹
ρ
け
F
勺
∴
甥
ρ
層
導
Φ
噌
ω
O
団
H
認
匹
凹
2
　
＜
O
ピ
歴
℃
・

　
膳
ρ
　
図
P
一
二
〇
P
》
．
の
∴
ツ
角
O
α
①
吋
臨
冒
節
江
O
昌
O
｛
℃
曇
霞
一
p
げ
口
唱
吋
9
一
〇
Q
O
O
剛
O
伸
矯
”
一
鵠

　
回
）
9
ρ
囚
．
い
’
O
鼻
”
目
端
Φ
扁
）
団
一
回
9
ヨ
ざ
ω
O
臨
℃
鐸
昌
軸
ρ
σ
諺
σ
q
工
O
¢
津
ロ
同
ρ
　
勺
鐸
コ
一
砂
げ

　
｝
σ
Q
凱
O
二
一
酔
媒
H
p
一
d
「
昌
剛
く
．
り
］
じ
帽
島
プ
一
欝
昌
P
掃
㊤
刈
b
o
層
℃
℃
．
H
I
①
■

A
㈱
）
　
切
o
p
『
卿
》
∴
O
O
勺
田
一
唱
β
円
－
騨
ω
O
部
け
悶
H
瓢
山
一
騨
嵩
く
一
＝
騨
α
蔓
Φ
噂
口
9
叶
図
圃
コ
⑦
げ
の
同
け
臼

　
♂
く
一
瓢
ω
峠
O
昌
㌧
　
翼
。
く
こ
　
H
㊤
O
b
3
b
　
℃
唱
’
Q
◎
蒔
l
c
◎
P
α
O
”
　
O
O
昌
ぬ
一
〇
仲
　
ρ
⇒
畠
　
ゴ
齢
③
二
〇
〇
㊤
一

　
屑
①
ω
鼠
く
㊤
冨
一
ロ
曽
ω
O
虚
汁
げ
H
昌
α
一
p
ゆ
口
図
①
σ
Q
陣
O
膨
噂
｝
O
q
「
．
O
h
誤
。
ゆ
一
9
謬
o
Q
仲
口
α
一
〇
q
o
り
爬
G
Q
”

　
一
り
①
倉
や
唱
．
り
㊤
一
μ
一
ら
Q
■

⑬
　
第
二
表
A
欄
に
明
記
し
た
皿
圏
以
外
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
の
ラ
ジ
ュ
ブ
ー
ト
、
ラ
ジ

　
ブ
ー
ト
皿
ロ
ハ
ー
ル
、
イ
ス
ラ
ム
の
カ
モ
…
の
三
力
ー
ス
ト
を
つ
け
加
え
る
と
、

　
計
一
七
と
な
る
。

＠
　
こ
の
こ
と
は
、
シ
～
ク
農
村
…
般
に
あ
て
は
ま
る
。
（
竃
雪
α
巴
σ
β
ロ
彗
、
り
「
○
し

　
ω
0
9
0
け
団
一
昌
囲
踵
O
幽
ρ
ノ
「
O
同
，
b
Ω
”
φ
鵠
卿
く
．
O
h
O
ρ
一
州
O
門
瓢
凶
ρ
勺
触
ご
b
ご
O
円
閃
O
♂
畷
噛
一
Φ
圃
O
讐

　
℃
■
罐
ピ

爵
　
ジ
ャ
ー
ト
と
ブ
ラ
ー
マ
ソ
と
の
上
下
関
係
は
、
村
に
よ
り
異
な
る
。
た
と
え

　
ゆ
は
、
い
O
づ
、
一
〇
陰
℃
○
∴
＜
出
一
拳
σ
Q
O
い
諜
O
一
コ
嘱
O
門
仲
げ
⑦
「
コ
H
臨
伽
一
P
＜
陶
羅
撞
帥
σ
q
④
層
裟
’
崎
こ

　
ド
Φ
切
Q
o
塾
℃
’
①
ρ
や
涛
σ
q
σ
登
p
触
毛
P
一
嘲
℃
．
O
．
”
目
げ
O
O
『
¢
O
嵩
閃
O
〈
O
一
¢
賦
O
鄭
P
鵠
畠
淘
鐸
「
ρ
一

　
旧
い
麟
ぴ
O
鐸
T
p
⇒
　
ω
叶
q
団
団
　
圓
め
び
儲
島
｝
凱
帥
嵩
帥
噛
　
o
Q
ぴ
臥
労
凶
掃
出
6
①
酷
遇
①
地
引
　
累
Φ
♂
〈
　
同
）
①
掃
財
断
、

　
δ
刈
ω
嘲
署
．
。
。
画
凸
メ
は
ジ
ャ
ー
ト
を
よ
り
上
位
と
し
、
ま
た
、
い
＄
挫
窓
山
．
”

　
o
℃
’
o
諄
こ
唱
℃
’
G
Q
G
Q
高
O
窃
や
　
く
一
質
ρ
σ
Q
o
　
ω
賃
漉
く
。
望
ン
、
一
〇
昌
o
o
q
門
司
娼
げ
Q
。
o
h
℃
g
昌
冒
げ
℃

　
H
〈
己
5
巴
ρ
昌
（
O
Φ
渇
ω
鐸
g
o
O
h
困
鵠
瓢
剛
ρ
一
り
0
掛
～
「
O
ド
目
g
◎
尋
　
℃
磐
割
け
冷
　
属
ρ
ω
①
）
辱
　
唱
9
メ

　
は
ブ
ラ
…
マ
ソ
を
よ
り
上
位
と
し
て
い
る
。

（
闘
V
　
ω
9
ジ
く
ρ
円
仲
N
σ
⑦
目
σ
q
”
セ
国
∴
　
8
ゲ
O
U
冨
け
欺
び
郎
¢
O
胃
　
O
h
ω
O
竃
O
仲
O
傷
O
p
い
酔
①
し
陰
一
嵩

　
汁
げ
①
緊
O
同
仲
出
戸
昌
畠
一
の
口
心
血
帥
剛
昌
曽
O
Φ
O
σ
q
界
函
O
〈
ご
㎝
㎝
讐
回
Φ
①
伊
℃
℃
．
腿
G
◎
G
◎
一
心
Q
Q
ρ

＠
U
鎚
穿
σ
q
”
客
；
や
簿
‘
℃
℃
・
ω
磨
。
。
9

＠
　
こ
の
村
で
は
、
タ
ル
カ
ン
と
ロ
ハ
ー
ル
（
鍛
冶
屋
）
と
の
区
別
は
な
い
。

⑳
　
中
山
修
　
「
イ
ン
ド
村
落
（
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
と
マ
ソ
ガ
リ
村
）
に
お
け
る
職

　
人
層
と
農
村
家
内
工
業
の
変
容
」
（
『
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
』
5
、
　
九
七
三
年
、

　
二
二
～
二
一
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

⑳
o
Q
邑
夢
罫
≦
∴
6
。
。
。
芭
ω
け
旨
。
ε
郵
貯
窪
㊦
℃
睾
冒
げ
’
貯
曽
貯
貯
p
ω
魑

　
竃
顧
累
’
Φ
α
∴
　
H
昌
α
一
㊤
、
ω
　
〈
鵠
一
騨
σ
q
ρ
　
φ
臨
勲
　
勺
9
げ
＝
ω
げ
一
”
σ
q
　
鎖
O
郎
ω
Φ
”
　
｝
W
O
ヨ
σ
㊤
団
”

　
回
Φ
①
ρ
℃
℃
。
μ
①
幽
I
H
①
①
．

⑳
　
藻
…
原
儲
㌦
蔵
・
成
瀬
敏
郎
両
氏
の
測
園
に
よ
る
。

㊥
　
o
D
一
〇
◎
Q
ゴ
璽
ω
■
○
噛
g
♪
群
島
国
一
ロ
α
q
層
O
・
レ
角
・
”
o
℃
・
o
謬
・
り
℃
や
一
I
b
3
；
○
餌
σ
q
σ
q
p
巴
切
び
㊤
⇒
p

　
（
一
¢
①
N
）
魅
℃
℃
．
b
o
卜
3
1
b
⊃
蒔
■

⑳
ゆ
巴
①
ロ
ら
。
壽
拝
切
．
出
∴
9
■
簿
‘
や
9
P

⑳
　
し
ご
僧
α
㊦
昌
一
憎
O
ぞ
Φ
臣
層
切
9
類
∴
O
勺
．
o
凶
鉾
”
℃
■
①
同
①
・

⑯
　
切
β
α
o
嵩
－
勺
。
≦
o
＝
路
ヒ
d
■
出
・
鱒
↓
げ
①
囲
口
α
一
餌
p
＜
臨
一
餌
α
貸
Φ
O
o
ヨ
日
篇
三
男
《
．
円
。
℃
ユ
5
F

　
O
O
ω
巳
P
累
Φ
匪
く
∪
Φ
剛
財
㎞
曽
一
り
鳩
鱒
も
鳴
．
N
O
一
心
。
ド

⑳
し
d
窪
窪
も
。
壽
｝
押
］
W
．
墨
二
ぴ
算
噛
℃
』
b
。
■

⑳
　
幻
麟
コ
O
げ
騨
謹
ρ
認
．
ψ
騨
頃
畠
聚
ρ
汁
げ
婚
勺
蕊
O
℃
■
O
謬
ご
℃
’
劇
ρ

⑱
　
べ
；
デ
ソ
日
ポ
ウ
エ
ル
は
、
パ
ッ
テ
ィ
ダ
ー
ジ
村
落
の
分
割
に
当
っ
て
、
第
一

　
次
区
分
が
タ
ラ
ー
フ
と
な
る
の
は
ま
れ
で
あ
り
、
パ
ッ
テ
ィ
が
普
通
だ
と
し
て
い

　
る
。
ま
た
、
彼
は
、
タ
ラ
ー
フ
の
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
宗
教
の
相
違
・

　
亀
岡
穏
当
・
共
同
征
服
の
ミ
つ
を
あ
げ
る
。
こ
の
村
は
、
こ
の
う
ち
の
共
同
開
拓

　
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
（
切
＆
o
〒
℃
o
毛
¢
鍔
φ
畷
．
”
o
℃
■
o
搾
⑧
も
■
ω
一
■
）

⑳
　
べ
ー
デ
ン
“
ポ
ウ
エ
ル
抵
、
パ
ッ
テ
ィ
ダ
ー
リ
と
バ
…
イ
ア
チ
ャ
ラ
ー
と
を
区
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匂
し
、
こ
の
村
の
位
持
す
る
パ
リ
翻
ド
ア
ー
ブ
北
半
部
で
は
、
後
者
が
普
遍
的
と

　
し
て
い
る
。
（
し
ご
帥
瓢
O
コ
ー
］
℃
O
♂
く
①
｝
押
　
し
づ
’
　
瞠
■
”
　
O
℃
等
　
O
㎞
叶
ご
　
㊥
噛
　
℃
・
　
の
刈
僻
．
）
　
し
か
し
松

　
弁
透
は
、
こ
の
区
分
を
地
税
行
政
官
的
な
形
式
．
区
分
だ
と
し
て
い
る
。
（
「
十
九
世

紀
末
、
三
フ
…
ト
に
お
け
る
土
地
所
有
と
地
主
小
作
関
係
扁
、
松
井
透
編
『
イ
ン
ジ

　
土
地
制
脚
度
先
達
惚
九
四
　
二
鴫
一
一
　
～
二
閥
四
ペ
ー
ジ
）
。

⑳
ω
冨
◎
q
ダ
幹
O
■
雪
島
麟
ぎ
σ
q
隔
O
．
客
…
。
や
9
伴
．
付
図
に
よ
る
。

⑪
　
こ
の
等
分
々
割
が
、
バ
ー
イ
ア
チ
ャ
ラ
ー
的
な
均
分
々
割
原
理
（
じ
ご
帥
α
。
㌣

　
℃
o
芝
鉱
物
し
d
・
譲
∴
o
や
。
搾
糟
⑧
噂
や
b
。
◎
。
・
）
に
も
と
つ
く
も
の
か
、
パ
ッ
テ
ィ
ダ

　
ー
リ
酌
な
根
続
に
よ
る
持
分
の
均
分
化
に
よ
る
も
の
か
（
ゆ
p
α
窪
－
℃
o
乏
¢
貫
φ

　
踏
．
…
O
℃
．
O
罫
璽
◎
噛
℃
．
①
鱒
O
し
は
不
明
で
あ
る
。

＠
　
匂
り
言
α
q
劃
ω
．
9
p
⇒
ユ
囚
ぎ
α
蔓
で
ρ
寓
∴
o
や
9
仲
‘
や
3
9

＠
　
Ω
p
σ
q
σ
Q
学
海
プ
舘
影
（
お
①
b
ρ
ソ
℃
■
嵩
9

44 〈670）

三
村
の
展
開
過
程

　
第
一
次
お
よ
び
第
二
次
シ
ー
ク
戦
争
（
　
八
四
五
・
　
八
四
八
年
中
の
結
果
シ
ー
ク
王
国
は
滅
亡
し
、
　
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
は
、
　
イ
ギ
リ
ス
の
領
有

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
も
、
一
八
四
八
年
に
、
シ
ー
ク
王
国
の
マ
ッ
テ
ワ
ル
　
ダ
ル
カ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
領
に
編
入
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
の
時
、
村
の
長
た
ち
は
、
以
後
三
口
年
に
わ
た
っ
て
年
童
、
二
〇
〇
ル
ピ
ー
の
地
風
を
納
付
す
る
こ
と
を
、
文
書
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
一
八
五
囲
～
二
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
第
一
回
略
式
検
地
（
サ
マ
リ
ー
　
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
）
が
施
行
さ
れ
て
、
ガ
ッ
ガ
ル
バ

ナ
糧
は
新
し
い
局
口
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
第
～
回
略
式
検
地
の
施
行
を
第
一
の
颪
期
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
後
の
村
の
展
鯛
過
程

に
は
、
　
　
九
〇
二
年
用
水
路
灌
概
の
開
始
、
一
九
四
七
年
印
パ
分
離
、
お
よ
び
一
九
六
〇
年
耕
地
区
画
整
理
の
計
四
つ
の
画
期
が
認
め
ら
れ
る
。

「
緑
の
革
命
」
の
波
及
は
、
こ
の
第
四
の
画
期
に
つ
づ
く
変
化
と
し
て
把
握
し
う
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
諸
顧
期
に
お
け
る
村
の
状
況
に
つ
い

て
簡
単
に
述
べ
つ
つ
、
　
「
緑
の
革
命
」
を
村
の
展
開
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
た
い
。

　
の
　
第
【
期
（
一
八
五
｝
／
二
年
第
　
回
略
式
検
地
～
一
九
〇
二
年
用
水
路
灌
概
の
開
始
）

　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
第
　
回
略
式
検
地
の
施
行
直
後
の
一
八
五
四
年
に
、
検
地
担
当
官
プ
ラ
イ
ス
は
、
こ
の
村
に
つ
い
て
、
　
「
高
度
に
耕
作
さ
れ
、
富
裕
な
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

所
有
者
か
ら
な
る
比
較
的
大
き
い
村
」
と
評
し
て
い
る
。
一
八
五
一
年
に
お
け
る
村
の
人
口
は
、
九
九
一
人
と
今
日
よ
り
は
る
か
に
少
な
く
、

そ
の
宗
派
別
・
カ
ー
ス
ト
別
構
成
は
、
第
二
表
D
欄
に
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
人
口
は
、
宗
派
別
で
は
、
シ
ー
ク
教
徒
お
よ
び



インド・パンジャーブ平原における農村の展囲と「緑の革命」　（応地）

ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
が
五
八
・
一
％
で
あ
り
、
両
者
の
内
訳
は
あ
き
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
シ
ー
ク
教
徒
が
こ
の
う
ち
の
五
二
・
八
％
以
上
を
占
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
比
率
は
四
一
・
九
％
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
村
の
人
口
は
主
と

し
て
シ
ー
ク
・
イ
ス
ラ
ム
両
教
徒
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
両
教
徒
集
団
は
、
と
も
に
多
カ
ー
ス
ト
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
両
者
の
カ

ー
ス
ト
の
内
訳
に
は
明
瞭
な
相
違
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
シ
ー
ク
教
徒
集
団
で
は
、
農
民
カ
ー
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ト
と
農
業
労
働
老
の
マ
ジ
ュ

ビ
と
い
う
農
業
活
動
に
従
事
す
る
カ
ー
ス
ト
群
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
く
、
そ
れ
に
タ
ル
カ
ン
・
メ
ー
ラ
な
ど
の
職
人
・
サ
ー
ど
ス
層
が
付
加
さ
れ

た
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
シ
ー
ク
教
徒
集
団
の
構
成
は
、
基
本
的
に
は
現
在
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
集
団
で
は
、
織

布
工
の
ジ
ュ
ラ
バ
・
即
し
ぼ
り
の
テ
リ
・
皮
革
工
の
モ
チ
、
と
い
っ
た
農
事
工
業
活
動
に
従
事
す
る
人
口
の
比
率
が
高
か
っ
た
。
そ
の
比
率
の

大
き
さ
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
彼
ら
は
村
内
需
要
量
以
上
の
生
産
を
お
こ
な
い
、
余
剰
分
を
商
品
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
農
業
関
係
カ
ー
ス
ト
と
し
て
は
、
野
菜
づ
く
り
の
ア
ラ
イ
ン
が
わ
ず
か
に
一
・
七
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
に
編
入
直
後
の
こ
の
村
で
は
、
シ
ー
ク
教
徒
が
農
業
活
動
を
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
農
村
工
業
活
動
を
主

と
し
て
担
当
し
、
そ
れ
ら
に
ブ
ラ
ー
マ
ソ
そ
の
他
の
少
数
の
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
が
付
加
す
る
形
で
、
村
の
経
済
が
営
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
宗
派
別
・
カ
ー
ス
ト
別
・
職
業
別
編
成
は
、
以
後
、
一
九
四
七
年
の
印
パ
分
離
ま
で
ひ
き
つ
が
れ
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
一
八
五
一
年
の
カ
ー
ス
ト
鋼
人
口
構
成
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ジ
ョ
ギ
　
ラ
ワ
ル
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
開
村
伝
承
で

述
べ
た
共
同
開
隠
者
ガ
ヅ
ガ
ル
の
末
喬
で
あ
り
、
土
地
共
同
所
有
体
の
一
員
で
あ
ρ
た
。
彼
ら
は
、
後
に
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
し
た
う
え
に
、

先
述
の
よ
う
に
第
一
圓
略
式
検
地
に
際
し
て
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
た
。
以
後
、
ジ
ョ
ギ
　
ラ
ワ
ル
は
、
占
星
術
・
霊
感
術
を
業
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
活
動
範
囲
も
全
イ
ン
ド
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
、
村
の
経
済
の
中
で
何
の
役
割
も
も
た
な
い
カ
ー
ス
ト
と

化
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
他
の
諸
カ
ー
ス
ト
が
何
ら
か
の
形
で
村
内
の
経
済
活
動
に
参
与
し
て
い
る
の
に
く
ら
べ
て
、
彼
ら
の
位
置
は
特

異
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
は
、
一
八
五
一
年
に
は
人
口
の
　
四
・
八
％
と
い
う
高
い
比
率
を
占
め
て
い
た
。
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
領
へ
の
編

入
は
、
地
層
支
払
い
拒
否
に
端
を
発
し
て
、
村
落
経
済
に
無
関
係
な
層
の
大
量
析
出
、
ま
た
既
述
の
タ
ラ
ー
フ
間
で
の
所
有
地
の
交
錯
と
い
う

45　（671）



（単位工一カー一）第3表年次別村内土地の分類
to七εし1 uncultiv就ed area cultivated area

yea「
　　　　①
fhair

　　　　③

aanjar
　　　◎
aanjar tota1

　　　④
bhahi

　　　⑤
mehri

　　　　⑨
aarani

　　②
`bi 七〇ta工

area 瓢umIdn　　P Kadim Jadid

1865 1，637 385 263 989 1，252

1892 1，637 234 9 243 298 1，G96 1，394

1goo／o1 1，637 221 5 工 227 334 1，076 1，410

01／02 1，637 220 5 1 226 343 272 796 1，411

10／11 1，637 221 12 2 235 323 467 612 1，402

20／21 1，64喚 230 22 12 264 202 591 585 2 1，380

24／25 1，644 231 26 1 258 154 918 312 2 1，386

40！41 1，644 233 33 266 285 988 105 1β78

50／51 1，644 235 39 274 308 970 92 1，370

60／61 1，667 275 4 279 59 1，299 30 1，388

70／71 ユ，667 275 1 276 59 1β02 30 工β91

①耕作不能地（朋水路・集落地・道路など）。　②耕作可能な薦地　　③4年聞連続の休閑地

④井戸濯概耕地　　　⑤用水路灌漉耕地　　　⑥乾燥濃業耕地　　　⑦小河川灌概耕地
　　　　1924／25年までは，Singh，　S．　G．　and　King，　C．　M．：op．　cit．，　P．29．による。

　　　　1940／41年以降は，Lal　Kitab（村誕録帳）より集計。

イ
ン
パ
ク
ト
を
、
こ
の
村
に
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
妾
時
の
村
の
農
業
事
情
に
つ
い
て
、
　
　
八
六
五
年
の
第
一
回
定
期
検
地
（
レ

ギ
ュ
ラ
ー
　
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
）
の
こ
ろ
を
と
り
出
し
て
略
述
し
た
い
。
そ
の

時
の
検
地
担
当
官
プ
リ
ン
セ
ブ
に
よ
れ
ば
、
　
「
村
は
完
全
に
耕
さ
れ
、
荒
蕪
地

と
し
て
分
類
さ
れ
る
土
地
は
、
主
と
し
て
道
路
・
用
水
路
・
池
の
用
地
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
住
民
は
勤
勉
で
…
…
生
産
も
多
く
、
土
地
の
肥
沃
度
は
周
辺
地
域
の
平
均

を
上
ま
わ
っ
て
い
る
。
…
…
耕
地
の
二
一
％
の
み
が
灌
概
さ
れ
、
井
戸
は
深
い
。

多
く
の
土
地
が
井
戸
の
掘
さ
く
を
待
っ
て
い
る
が
、
そ
の
掘
さ
く
は
困
難
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

新
し
く
掘
ら
れ
た
井
戸
は
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
」
。
第
三
表
に
示
し
た
よ
う

に
、
一
八
六
五
年
に
お
け
る
村
域
面
積
は
一
、
六
三
七
エ
ー
カ
ー
、
耕
地
面
積

は
、
一
、
二
五
側
目
ー
カ
ー
で
あ
る
。
彼
の
書
の
と
お
り
、
耕
地
の
二
一
％
が

井
戸
に
よ
り
灌
漉
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
井
戸
灌
概
耕
地
（
チ
ャ
イ
）
面
積

は
二
六
三
エ
ー
カ
…
と
な
り
、
残
り
九
八
九
エ
ー
カ
ー
は
乾
燥
農
業
に
も
と
つ

く
天
水
耕
地
（
バ
ラ
ニ
）
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
村
の
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

地
は
、
乏
し
く
か
つ
不
確
実
な
雨
に
金
面
的
に
依
存
す
る
乾
燥
農
業
耕
地
が
ぼ

倒
的
に
多
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
村
の
農
業
そ
の
も
の
も
、
低
生
産
性
に
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
、
年
に
よ
る
変
動
が
大
と
い
う
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
し
た
農
業
生
産
の
不
安
定
性
を
小
さ
く
す
る
た
め
に
は
、
人
工
灌
概
が
必
要

で
あ
っ
た
。
当
時
の
こ
の
村
に
お
け
る
灌
瀧
手
段
は
、
ア
ラ
ハ
ッ
ト
と
よ
ば
れ

46　（672）
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⑧

る
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
で
あ
っ
た
が
、
一
八
六
五
年
に
は
一
一
基
が
掘
さ
く
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
第
二
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
初
期
に
建

設
さ
れ
た
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
は
、
集
落
に
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
に
掘
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
集
落
に
近
い
所
に
は
井
戸
灌
概
耕
地
が
、
そ
の

外
側
に
は
乾
燥
農
業
耕
地
が
配
列
す
る
と
い
う
構
成
が
み
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
の
こ
ろ
の
平
均
地
下
水
位
は
地
下
一
四
m
と
き
わ
め
て
深
く
、
先
に
引
用
し
た
プ
リ
ン
セ
ブ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
新
し
い
井
戸
の
開
発
は

困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
当
時
の
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
の
構
造
は
、
歯
車
部
分
が
木
製
で
あ
る
上
に
、
ロ
ー
プ
に
ゆ
わ
え
つ
け
た
素
焼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ツ
ボ
で
水
を
く
み
あ
げ
る
方
式
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
揚
水
能
力
は
低
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
の
た
め
に
、
井
戸
の
数
は
＝
基
、
井
戸
灌

概
面
積
は
二
六
三
工
1
カ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
井
戸
一
基
あ
た
り
の
平
均
面
積
に
直
す
と
、
二
四
エ
ー
カ
ー
と
な
り
、
ペ
ル
シ
ャ

井
戸
と
し
て
は
大
き
い
。
一
方
、
検
地
帳
（
ミ
サ
ラ
キ
ヤ
ー
ト
）
の
検
討
に
よ
る
と
、
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
所
在
地
周
辺
の
耕
地
で
は
、
二
毛
作
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
井
戸
灌
渡
は
、
小
面
積
の
耕
地
へ
の
水
の
集
中
的
供
給
に
よ
る
農
業
集
約
化
の
増
進
と
い
う

方
向
よ
り
も
、
む
し
ろ
広
範
闘
の
耕
地
へ
の
少
量
給
水
を
通
じ
て
、
寡
雨
年
に
あ
っ
て
も
一
定
限
の
収
穫
だ
け
は
．
確
保
す
る
と
い
う
方
向
を
扇

指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
井
戸
灌
概
は
、
生
産
の
第
一
義
的
な
目
的
が
自
給
部
分
の
確
保
に
あ
っ
た
村
落
経

済
の
段
階
に
即
応
し
た
灌
概
形
式
で
あ
っ
た
、
と
言
い
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
井
戸
灌
概
耕
地
も
、
実
体
と
し
て
は
、
乾
燥
農
業
を
主
体
と
し
、

補
助
的
に
灌
漉
の
施
さ
れ
る
耕
地
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
六
五
年
の
作
物
別
作
付
面
積
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
年
の
検
地
帳
の
検
討
に
よ
る
と
、
一
応
の
傾
向
と
し
て
、
つ
ぎ
の
諸
点
が
指
摘
さ

　
⑪

れ
る
。

　
①
夏
作
の
ジ
ョ
ワ
ー
ル
・
冬
作
の
小
麦
と
い
っ
た
主
穀
類
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
い
こ
と
。
今
日
で
は
、
ジ
ョ
ワ
ー
ル
は
飼
料
作
物
と
し
て
栽

培
さ
れ
、
ま
た
夏
作
の
主
穀
は
米
・
ト
ウ
エ
、
ロ
コ
シ
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
る
と
、
大
き
な
無
爵
で
あ
る
。

　
②
　
夏
作
に
ワ
タ
・
サ
ト
ウ
キ
ビ
も
栽
培
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
面
積
は
小
さ
い
こ
と
。

　
③
代
表
的
な
換
金
作
物
と
し
て
、
ア
ヘ
ン
用
の
け
し
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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，

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
作
物
構
成
が
、
と
く
に
夏
作
に
お
い
て
、
要
水
量
の
小
さ
い
作
物
へ
の
特
化
傾
向
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
乾
燥
農
業
耕
地
の
卓
越
、
多
面
積
少
量
灌
水
と
い
う
灌
概
方
式
に
即
応
し
た
作
物
選
択
で
あ
っ
た
、
と
縫
え
よ
う
。

　
右
に
み
た
一
八
六
五
年
ご
ろ
の
農
業
状
況
は
、
一
九
世
紀
末
ま
で
ほ
ぼ
継
続
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
こ
の
間
に
も
変
化

が
み
ら
れ
た
。
そ
の
第
一
は
、
耕
地
面
積
の
拡
大
で
あ
る
。
一
八
九
二
年
に
は
、
井
戸
灌
漉
耕
地
は
二
九
八
エ
ー
カ
ー
、
乾
燥
農
業
耕
地
は
一
、

〇
九
六
エ
ー
カ
ー
と
な
り
、
一
八
六
五
年
に
く
ら
べ
て
、
お
の
お
の
三
五
エ
ー
カ
ー
、
　
一
〇
七
工
…
カ
ー
の
増
加
と
な
っ
た
（
第
三
表
）
。
そ

の
結
果
、
一
八
九
二
年
に
お
け
る
耕
地
率
は
八
五
・
二
％
に
達
し
、
ほ
ぼ
現
在
の
水
準
に
到
達
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
闇
の
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
の

増
加
は
、
掘
さ
く
の
困
難
さ
を
反
映
し
て
、
わ
ず
か
に
一
基
に
と
ど
ま
っ
た
。
変
化
の
第
二
は
、
人
口
の
急
増
で
あ
る
。
村
の
人
口
は
、
一
八

五
一
年
の
九
九
一
人
か
ら
、
一
八
九
二
年
に
は
、
一
、
五
二
三
人
に
増
加
し
た
（
第
一
蓑
）
。
変
化
の
第
三
は
、
人
口
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

地
所
有
体
数
も
、
こ
の
間
に
九
〇
か
ら
一
四
〇
に
激
増
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
増
加
ぶ
り
は
耕
地
面
積
の
拡
大
を
大
き
く
上
ま
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
結
果
、
所
有
規
模
の
零
細
化
が
進
行
し
た
。
こ
う
し
た
土
地
所
有
体
の
動
向
は
、
共
同
土
地
所
有
と
い
う
こ
の
村
の
木
皿
の
形
態
が
、
一

九
世
紀
後
半
に
は
、
す
で
に
個
別
分
割
雨
着
へ
と
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
変
化
の
第
四
は
、
村
内
を
貫
流
す
る
「
上
流
バ
リ
翻

　
　
　
　
　
　
⑬

ド
ア
ー
ブ
用
水
路
（
以
下
U
B
D
C
と
略
称
す
る
）
」
の
ス
ブ
ラ
オ
ン
分
水
路
の
建
設
乏
通
水
に
と
も
な
う
諸
影
響
の
発
生
で
あ
る
。
同
分
水
路

は
、
　
一
八
七
〇
～
七
七
年
に
開
さ
く
さ
れ
た
が
、
　
一
八
九
二
年
に
は
、
こ
の
村
よ
り
も
下
流
方
面
の
灌
概
の
み
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
本
村
へ

の
灌
水
は
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
分
水
路
の
通
水
に
よ
っ
て
、
村
の
地
下
水
位
は
、
一
八
六
五
年
の
地
下
一
四
m
か
ら
～

八
九
二
年
に
は
同
九
m
へ
と
、
五
m
の
上
昇
を
示
し
た
。
こ
の
地
下
水
位
の
上
昇
は
、
用
水
路
灌
概
の
開
始
に
と
も
な
う
パ
ン
ジ
ャ
…
ブ
地
方

全
体
に
共
通
す
る
現
象
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
村
の
場
合
、
ス
ブ
ラ
オ
ン
分
水
路
が
自
然
排
水
系
統
を
横
切
っ
て
建
設
さ
れ
て
い
る
う
え

に
、
両
側
に
堤
防
を
め
ぐ
ら
し
て
天
井
川
状
に
流
下
す
る
。
そ
の
た
め
、
同
分
水
路
ぞ
い
の
一
部
に
湛
水
常
習
地
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
た
一
部
の
耕
地
土
壌
に
固
結
化
の
徴
候
が
み
ら
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
、
一
八
九
一
年
の
検
地
担
当
官
グ
ラ
ン
ト
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
期

に
廟
取
的
に
み
ら
れ
た
地
下
水
位
の
上
昇
と
そ
れ
に
と
も
な
う
湿
地
化
・
土
壌
固
結
の
問
題
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
、
村
が
用
水
路
灌
概
農

48　（674）



インド・パンジャーブ平原における農村の展開と「緑の革命」（応地）

村
へ
と
転
化
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
大
き
く
た
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

幻
第
二
期
（
一
九
9
牽
用
水
路
灌
概
の
開
始
～
一
九
四
七
年
印
パ
分
離
）

　
（

　
一
九
〇
二
年
に
、
ス
ブ
ラ
オ
ン
分
水
路
は
、
こ
の
村
へ
の
灌
水
を
開
始
し
た
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
第
三
表
に
よ
っ
て
、
用
水
路
灌
概
面
積
の

拡
大
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
同
誌
に
よ
れ
ば
、
　
一
九
〇
〇
／
〇
一
年
に
は
、
先
述
し
た
一
八
九
二
年
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
耕
地
は
乾
燥
農

業
耕
地
（
．
ハ
ラ
ニ
）
と
井
芦
灌
漉
耕
地
（
チ
ャ
イ
）
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
内
訳
は
、
前
者
が
七
六
・
○
％
と
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。

し
か
し
翌
一
九
〇
一
年
／
〇
二
年
に
な
る
と
、
用
水
路
に
よ
っ
て
灌
概
さ
れ
る
耕
地
（
ネ
ー
リ
）
二
七
ニ
エ
ー
カ
ー
が
初
雪
し
、
一
挙
に
耕
地

面
積
の
一
九
二
無
％
を
占
め
た
。
以
後
、
用
水
路
灌
瀧
耕
地
は
増
加
を
つ
づ
け
、
　
一
九
一
一
〇
／
二
一
年
目
は
、
乾
燥
農
業
耕
地
を
凌
駕
す
る
。

そ
れ
に
つ
れ
て
、
乾
燥
農
業
耕
地
は
減
少
し
、
一
九
二
四
／
二
五
年
に
は
耕
地
面
積
の
ニ
ニ
・
五
％
に
下
落
し
た
。
一
方
、
同
年
の
用
水
路
灌

瀧
耕
地
は
六
六
・
四
％
、
井
戸
灌
概
耕
地
は
＝
・
一
％
と
な
っ
て
、
両
者
を
合
わ
せ
た
人
工
的
に
灌
漉
の
施
さ
れ
る
耕
地
は
全
体
の
七
七
・

五
％
を
覆
う
ま
で
に
拡
大
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
村
に
お
け
る
灌
概
化
の
展
開
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
二
五
年
間
を
通
じ
て
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
限
界
と
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
第
一
は
、
U
B
D
C
は
獲
常
灌
概
用
水
路
（
ペ
レ
ニ
ア
ル
キ
ャ
ナ
ル
）
と
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
通
水
期
間
は
、
カ
リ
フ
作
（
夏
作
）
期
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
の
融
氷
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
夏
の
モ
ン
ス
ー
ン
の
雨
と
に
よ
っ
て
水
量
確
保
が
可
能
な
四
月
初
～
一
〇
月
初
が
、
そ
の
通
水
期
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ラ
ビ
作
（
冬

作
）
は
、
も
し
井
戸
急
劇
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
耕
土
中
の
残
存
水
分
と
天
水
の
み
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

通
水
期
問
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
と
に
九
月
に
は
、
水
不
足
の
た
め
通
水
を
停
止
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
用
水
路
灌
概
は
、
通

水
期
閾
の
制
限
に
加
え
て
、
水
供
給
の
不
安
定
性
を
内
包
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
用
水
路
灌
概
耕
地
の
急
激
な
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
灌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

概
用
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
の
建
設
は
つ
づ
け
ら
れ
た
。
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
の
数
は
、
一
九
一
一
年
に
は
一
九
、
一
九
二
五
年
に
は
二
三
、
そ
し
て
ペ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

シ
ャ
井
戸
が
鋼
管
井
戸
に
よ
っ
て
最
終
的
に
代
替
さ
れ
る
一
九
五
〇
年
代
宋
に
は
四
一
へ
と
増
加
し
て
い
っ
た
。
ま
た
一
九
二
〇
年
代
に
な
る

49　（675＞



作物別作付面積の変化 （単位はエーカー，5一年平均値）
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と
、
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
に
も
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
れ
に
よ
り
、
歯
車
部
分
は
な
お

木
製
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
の

部
分
は
鉄
製
の
チ
ェ
ー
ン
と
バ
ケ

ツ
と
か
ら
な
る
構
造
へ
と
変
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

揚
水
能
力
も
高
ま
一
ノ
た
。

　
用
水
路
灌
漉
の
拡
大
に
と
も
な

う
第
二
の
問
題
点
は
、
地
下
水
位

の
上
昇
と
土
壌
悪
化
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

用
水
路
底
か
ら
の
漏
水
な
ど
の
た

め
に
、
そ
の
後
も
地
下
水
位
は
上

昇
を
続
け
、
　
一
九
二
五
年
に
は
地

下
七
・
三
m
、
一
九
四
〇
年
代
末

に
は
同
三
・
O
m
前
後
に
ま
で
達

　
⑳

し
た
。
こ
う
し
た
地
下
水
位
の
上

昇
は
、
先
述
の
ペ
ル
シ
詣
、
井
芦
の

建
設
を
容
易
に
す
る
点
で
は
麿
利

に
働
い
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
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第4衷カリフ作（夏作）

1920f21
一“1924／25

1940／41

rice

16．0

（2．44）

ilL4？“1，，，1　（g？gZ）

lgso／sl　1　7s．o

～1954／55

196e／61

一一 P964／65

1963f64

tv1966／67

1967／68
一1971／721　（31．34）

（10．98）

202．0
（20．10）

300．8
（27．97）

1　．333，8

rnaize

93，8

（14，33）

232．4
（27．60）

170．6
（24．0エ）

263．0
（26，20）

248．0
（23．06）

276．8
（26，00）

　obajra

76．6
（11．71）

77．8
（9．24）

51r6
（7．26）

8．5

（O．85）

8．8

（O，81）

23．2
（2．18）

、w。n簑

O．8

（O．12）

3．2

（O．38）

2．2

（O．21）

mash＠

15．8

（2，41）

12．2

（1．45）

2．2

（O．31）

5．0

（e，so）

　omoth

2．0

（O．24）

O．5

（O．05）

e．s

（O，05）

　＠mong

O．3

（o．e2）

O．3

（O．02）

ti｝＠

39．4
（6，e2）

40．4
（4．80）

21，8
（3．07）

37，0
（3．68）

21．5

（2，0e）

13，0

（1．22）

（D　Bulru＄h　millet ②inferior　millet　　③～⑤pulse　　⑥oilseed　　⑦改良種
　　1920／21～1924／25　1ま，　Singh，　S．　G．　and　King，　C．　M．：

　　　1940／41～1944／45以降は，Lal　Kitab（村記録帳）より

第5表　ラビ作（冬作）

ユ920／21

一一1924／25

1940／41

N1944／45

195e／51
一一1954／55

1960f61

～1964／65

1963／64

一一 P966／67

ユ967／68

一一 P971／72

wheat

38e．2
（43．42）

285．2
（27．17）

383．4
（34．37）

507．0
（43r76）

652，8
（53．27）

885．0
（68．83）

barley

7．0

（080）

9．0

（Or86）

7．2

（O．65）

6．6

（O．57）

4．3

（O，35）

2．4

（O．19）

berraO

210．8
（24．07）

314．0
（29．91）

26L6
（23，45）

205．2
（17．70）

93r5
（7．63）

L2
（O．09）

③
恥

　　

ﾋ
62．4

（7ユ2）

54，0

（5ユ4）

47．8
（4．28）

21．6
（1．86）

22，0

（1，80）

5．0

（O，39）

　＠massar

5．2

（O．59）

29．4
（2．80）

52．2
（4，68）

77．2
（6．66）

64．8
（5．28）

13．6

（LO6）

t。，三2

48，0

（5．48）

115．2
（10．98）

164，6
（14．75）

128．4
（11．08）

165．0
（13．46）

257，4
（20．02）

＠

alS正

3．6

（O．41）

4．6

（O，44）

5．4

（O．48）

3．6

（e．31）

3．0

（e，24）

O．6

（o．es）

①小麦とグラム豆との混播 ＠　Cicer　Arietinum　＠　lentil
　資料出所は，第4表と岡じ。

＠　lndian　rape

排
水
を
困
難
に
し
、
湿
地
化
（
ウ

ォ
ー
タ
ー
ロ
ッ
ギ
ン
グ
、
現
地
で

は
セ
ム
と
よ
ば
れ
る
）
に
と
も
な

う
土
壌
の
塩
基
化
を
発
生
さ
ぜ
る

　
　
　
　
　
⑳

原
因
と
な
っ
た
。
元
来
、
こ
の
村

の
土
壌
は
、
メ
ラ
と
ニ
ヤ
イ
と
に

区
分
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
メ

ラ
は
、
　
村
内
耕
地
全
域
を
覆
・
つ
軽

黄
褐
色
の
肥
沃
な
砂
壌
土
で
あ
っ

た
。
ニ
ヤ
イ
と
は
、
集
落
か
ら
の

有
機
性
の
ご
み
・
汚
物
に
よ
っ
て

と
く
に
肥
沃
と
な
っ
た
土
壌
の
こ

と
で
、
そ
れ
は
集
落
の
ま
わ
り
を

と
り
囲
ん
で
分
布
し
て
い
た
。
こ

の
二
分
類
に
加
え
て
、
用
水
路
三

蔵
の
開
始
以
後
、
あ
ら
た
に
μ
ヒ

が
登
場
し
た
。
そ
れ
は
、
や
や
塩

基
化
の
進
ん
だ
固
結
土
壌
の
こ
と

で
、
ス
ブ
ラ
オ
ン
分
水
路
に
沿
っ

51　（677）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
排
水
不
良
耕
地
に
あ
ら
わ
れ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ヒ
の
出
現
の
徴
候
は
、
一
八
九
一
年
に
検
地
担
当
官
が
指
摘
し
て
い
る
が
、

そ
の
当
晴
は
こ
の
村
で
は
ロ
ヒ
と
い
う
名
で
は
よ
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
二
つ
の
限
界
と
問
題
と
を
含
み
つ
つ
も
、
乾
燥
農
業
か
ら
灌
概
農
業
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
村
の
農
業
は
大
き
く
変
化
し
た
。
そ

れ
に
つ
い
て
、
作
物
別
作
付
面
積
の
動
き
を
通
じ
て
検
討
す
る
。
第
四
表
は
カ
リ
フ
（
夏
作
）
作
物
の
、
ま
た
第
五
表
は
ラ
ビ
（
冬
作
）
作
物

の
年
次
別
作
付
動
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
で
は
、
一
般
に
、
カ
リ
フ
作
物
は
、
主
穀
作
物
・
工
業
作
物
・
飼
料
作
物
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
三
作
物
群
別

に
、
　
一
九
世
紀
と
比
較
し
つ
つ
、
　
一
九
二
〇
年
代
前
半
期
の
カ
リ
フ
作
の
作
付
状
況
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。

　
⑦
　
三
作
層
群
の
中
で
、
最
大
の
比
率
を
占
め
る
の
は
～
工
業
作
物
で
あ
り
、
カ
リ
フ
作
の
四
二
％
を
覆
っ
て
い
る
。
そ
の
比
率
の
高
さ
は
、

用
水
路
総
隈
の
進
展
に
つ
れ
て
、
要
水
量
の
比
較
的
大
き
い
工
業
作
物
を
広
汎
に
導
入
す
る
と
い
う
形
で
、
夏
作
の
土
地
利
用
強
化
が
実
現
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
工
業
作
物
の
網
当
量
は
商
品
化
さ
れ
、
こ
と
に
ワ
タ
は
商
品
化
部
分
の
方
が
多
か
っ
た
。
そ
の
結

果
、
　
一
九
世
紀
後
半
期
の
唯
一
の
商
贔
作
物
で
あ
っ
た
ア
ヘ
ン
響
け
し
の
栽
培
は
姿
を
消
し
、
そ
の
当
時
は
自
給
用
で
あ
っ
た
ワ
タ
・
サ
ト
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

キ
ビ
が
商
品
作
物
と
し
て
の
位
置
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。
ワ
タ
の
作
付
面
積
の
拡
大
は
、
直
接
的
に
は
そ
の
高
価
格
点
に
よ
る
が
、
岡
時
に

パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
が
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
体
棚
下
で
、
原
料
供
給
地
と
し
て
再
編
さ
れ
た
結
果
で
も
あ
っ
た
。

　
Q
D
　
カ
リ
フ
作
の
主
穀
作
物
は
、
～
九
世
紀
後
半
の
ジ
ョ
ワ
ー
ル
に
か
わ
っ
て
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
・
バ
ジ
ュ
ラ
が
中
心
と
な
り
、
前
者
は
シ

ー
ク
教
徒
の
、
後
者
は
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
の
冬
期
の
主
食
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
は
、
米
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
う
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
元
来
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
村
に
は
米
食
習
慣
は
な
く
、
稲
も
塩
害
の
み
ら
れ
る
耕
地
で
の
脱
塩
用
作
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
㈲
　
こ
の
期
で
は
、
ジ
ョ
ワ
ー
ル
は
飼
料
作
物
と
し
て
の
み
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
カ
リ
フ
作
の
二
〇
％
と
い
う
相
当
大
き
な
比
率
を

占
め
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
比
率
は
、
以
後
も
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。
こ
の
飼
料
作
物
の
高
い
比
率
は
、
同
村
に
は
放
牧
地
・
採
草
地
が
全

く
な
く
、
飼
料
供
給
を
栽
培
に
依
存
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
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一
方
、
ラ
ビ
（
冬
作
）
作
物
は
、
主
と
し
て
主
穀
作
物
と
飼
料
作
物
か
ら
な
っ
て
い
る
。
～
九
二
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
は
、
主
穀
作
物
と

し
て
は
、
ベ
ル
ラ
と
よ
ば
れ
る
小
菱
と
グ
ラ
ム
豆
と
の
混
播
お
よ
び
小
菱
の
二
つ
が
あ
り
、
両
者
で
ラ
ビ
作
の
六
八
％
を
占
め
て
い
た
。
こ
の

う
ち
、
ベ
ル
ラ
は
、
乾
燥
年
の
披
害
分
散
を
園
的
と
す
る
混
播
で
あ
り
、
元
来
、
乾
燥
農
業
耕
地
に
卓
越
す
る
作
付
方
式
で
あ
っ
た
。
　
一
方
、

ラ
ビ
作
の
飼
料
作
物
は
一
七
・
五
％
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
で
最
も
重
要
な
の
は
井
戸
灌
概
耕
地
で
集
約
的
に
栽
培
さ
れ
る
バ
ル
シ
ー

ム
（
エ
ジ
プ
ト
　
ク
ロ
ー
バ
ー
）
で
あ
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
地
籍
図
を
手
懸
り
と
し
て
、
集
落
と
耕
地
の
関
係
か
ら
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
村
の
農
業
状
況
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
し
た
い
。
第
三
図
は
、
一
九
二
燭
年
の
報
告
書
所
収
の
地
籍
図
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
轍
は
、
一
八
穴
五
年
の
検
地
帳
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
地
籍
図
と
同
じ
で
あ
る
と
い
わ
れ
ー
ー
一
八
六
五
年
に
は
、
す
で
に
ス
ブ
ラ
オ
ソ
分
水
路
の
用
地
は
決
定
さ
れ
て
い
た
ー
ー
、
し
た
が
っ

て
、
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
領
に
編
入
時
の
材
の
耕
地
割
が
、
用
水
路
灌
瀧
の
開
始
以
後
も
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
同
図

か
ら
、
判
明
す
る
諸
点
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ω
　
地
割
形
態
は
不
規
則
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
集
落
地
（
ア
バ
デ
ィ
）
の
西
南
に
隣
接
す
る
テ
ー
を
中
心
に
地
割
の
同
心
円
状
の
配
列
が

　
　
　
　
⑳

認
め
ら
れ
る
。
テ
ー
は
、
出
村
伝
承
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
村
の
開
村
当
初
の
集
落
地
跡
で
あ
る
。
そ
こ
に
中
心
を
お
く
同
心
円
的
な
地
割

編
成
が
み
ら
れ
る
と
い
う
蕩
実
は
、
こ
の
地
割
の
起
源
が
古
く
開
村
当
初
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
㈲
　
こ
の
同
心
円
的
な
地
割
編
成
は
、
形
態
的
に
は
、
集
落
か
ら
の
距
離
の
増
大
に
つ
れ
て
、
耕
地
の
規
模
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
か
ら
結

果
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
集
落
か
ら
の
距
離
の
増
大
と
七
曲
の
規
模
と
の
間
に
は
、
相
即
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
橿
即

的
関
係
は
、
同
時
に
、
集
落
か
ら
の
距
離
の
増
大
に
と
も
な
っ
て
、
農
業
経
営
お
よ
び
水
利
用
の
集
約
度
が
低
下
す
る
と
い
う
関
係
と
も
対
応

し
て
。
い
た
。
し
か
も
、
既
述
の
と
お
り
、
集
落
地
周
辺
の
耕
地
は
ニ
ヤ
イ
と
よ
ば
れ
て
、
人
工
的
に
肥
沃
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
肥
沃
さ
の
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
、
ニ
ャ
イ
は
そ
の
他
の
耕
地
と
は
区
甥
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
落
か
ら
の
距
離
は
、
耕
地
土
壌
の
肥
沃
度
、
耕
圃
の
規
模
、
農
業
経
営

お
よ
び
水
利
用
の
集
約
度
の
組
違
な
ど
と
重
層
的
な
対
応
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
こ
と
に
、
乾
燥
農
業
の
比
率
の
高
か
っ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
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こ
の
よ
う
な
対
応
関
係
の
成
立
は
一
層
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
同
心
円
的
な
地
割
編
成
を
生
み
出
し
た
要
因
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
で

あ
ろ
う
。

　
㈹
　
そ
の
結
果
、
集
落
か
ら
の
麗
麗
の
相
違
に
よ
っ
て
、
村
の
土
地
利
用
も
同
心
円
的
な
帯
状
構
成
を
示
し
て
い
た
。
後
述
す
る
一
九
六
〇

年
の
土
地
区
画
整
理
以
前
の
土
地
利
用
に
関
す
る
き
き
と
り
に
よ
れ
ば
、
集
落
に
近
い
耕
地
1
そ
こ
は
、
岡
時
に
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
も
多
く
、

水
利
用
の
点
で
も
恵
ま
れ
て
い
た
ー
ー
で
は
、
休
閑
率
が
小
で
あ
る
上
に
、
ワ
タ
・
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
夏
作
工
業
作
物
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
冬
作

の
ク
ロ
ー
バ
ー
が
主
と
し
て
栽
培
さ
れ
た
。
一
方
、
集
落
か
ら
は
な
れ
た
耕
地
で
は
、
休
閑
率
も
高
く
、
ジ
ョ
ワ
ー
ル
な
ど
の
夏
作
飼
料
作
物
、

冬
作
の
ベ
ル
ラ
が
栽
培
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
（
小
菱
は
、
両
者
の
共
通
作
物
で
あ
っ
た
）
。

　
幼
　
土
地
利
用
の
同
心
円
的
な
帯
状
構
成
は
、
他
力
で
は
、
錯
綜
分
散
耕
地
綱
の
所
産
で
あ
っ
た
。
第
六
表
は
、
一
九
二
四
年
に
お
け
る
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
の
所
有
と
経
営
か
ら
み
た
耕
圃
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
九
戸
の
農
家
を
と
り
出
し
て
、
そ
の
経
営
耕
地
の
分
布
を
み
る
と
、
第

三
図
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
六
表
お
よ
び
第
三
図
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
経
営
耕
地
の
錯
綜
分
散
性
は
、
い
ず
れ
の
サ
ン
プ
ル
農
家

の
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
同
時
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
各
サ
ン
プ
ル
農
家
の
経
営
耕
地
が
、
集
落
か
ら
の
距
離
に
対
応
し
て
、
村
域
の
中
央
部

か
ら
外
縁
部
に
至
る
ま
で
の
間
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
㈹
で
述
べ
た
村
域
内
で
の
土
地
利
用
の
帯
状
構
成
は
、
各
農
家

の
経
営
耕
地
群
を
単
位
と
し
て
も
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

第6表耕圃数別所有体・
　　膏蟹…営材⊆数　　（1924年）

耕土数i所有体数三唱体数

13

獅
Q
2
1
7
1
7
3
3

29

Q0

Q3

Q3

P0

T
2
3

1・一　5

6一“le

11一“15

16－v20

21’v25

26一一30

31’一35

36一一4e

計 115 86

Singh，　S．　G．　and　1〈ing，

C．M。：OP．　cit．，　P，64に

よる。

　
一
　
こ
の
よ
う
な
錨
綜
分
散
耕
地
制
は
、
相
続
に
と
も
な
う
分
割
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
農
業
経
営
上
の
ロ
ス
も
大
き
か
っ
た
。
　
一
九
二
四
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

報
告
書
は
、
そ
の
弊
害
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
①
経
営
耕
地
間
の
移
動
に
要
す
る
労
力
と
時
閾
の
獄
ス
。
②
経
営
耕
地
が
複
数
の

灌
概
水
路
に
ま
た
が
っ
て
分
散
し
て
い
る
と
き
に
は
、
各
耕
地
へ
の
水
の
適
正
灌
水
が
困

難
な
こ
と
。
③
灌
概
水
路
か
ら
、
各
耕
地
に
至
る
ま
で
の
導
水
路
の
管
理
に
多
く
の
労
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力
と
時
間
を
要
す
る
こ
と
。
④
経
営
耕
地
が
経
営
を
異
に
す
る
耕
地
群
に
よ
っ
て
と
り
囲
ま
れ
、
か
つ
取
り
つ
け
路
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
経
営
耕
地
の
作
付
作
物
を
、
周
辺
耕
地
の
そ
れ
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
周
辺
耕
地
に
立
毛
が
あ
る
場
合
に

は
、
牛
車
に
よ
る
収
穫
物
・
厩
肥
の
搬
出
入
、
ま
た
牛
耕
も
行
な
い
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
作
物
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
、
収
穫

作
業
と
耕
起
・
播
種
作
業
と
が
ず
れ
違
う
こ
と
も
、
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
経
営
耕
地
が
小
面
積
で
孤
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、

耕
作
し
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
④
は
、
作
付
体
系
を
周
辺
耕
地
の
作
付
順
序
に
合
致
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
意
味
で
の
一
種
の
作
付
強
制
で
あ
っ
た
。
⑤
錯
綜
分
散
耕
地
捌
は
、
改
良
耕
作
法
の
採
用
に
あ
た
っ
て
の
阻
害
要
因
の
一
つ
で
あ

　
　
　
⑫

つ
た
こ
と
。
⑥
ダ
ー
リ
ン
グ
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
中
期
に
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に
お
け
る
農
民
負
債
の
増
大
を
も
た
ら
す
一
因
と
し
て
、
錯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

綜
分
散
耕
地
制
を
あ
げ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
右
記
の
①
～
③
は
錯
綜
分
散
耕
地
制
の
も
つ
作
業
能
率
に
対
す
る
弊
害
、
④
は
集
約
化
の
増
進
に
対
す
る
弊
害
、
ま
た
⑤
・

⑥
は
農
業
進
歩
に
対
す
る
弊
害
の
指
摘
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
錯
綜
分
散
耕
地
制
は
、
経
営
耕
地
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
穫
時
の
危
険
分
散
を
図
り
、
逆
に
農
家
闘
に
被
害
負
担
の
平

等
化
を
求
め
る
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
乏
し
く
か
つ
不
安
定
な
天
水
の
み
に
依
存
す
る
乾
燥
農
業
が
卓
越
し
て
い
た
時
期
に

お
い
て
は
、
あ
る
種
の
妥
当
性
を
も
っ
た
耕
地
欄
度
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
錯
綜
分
散
耕
地
制
の
存
在
に
支
え
ら
れ
て
、
先
述
の
集
落
か

ら
の
距
離
が
重
要
な
意
味
を
も
ち
得
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
C
世
紀
に
入
っ
て
、
用
水
路
灌
瀧
の
開
始
、
そ
れ
に
と
も
な
う
地
下
水
位

の
上
罫
に
よ
り
灌
概
用
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
の
建
設
が
容
易
に
な
る
と
い
う
新
し
い
状
況
が
こ
の
村
に
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、
農
業
集
約
化
の
可
能

性
の
拡
大
を
意
味
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
展
開
し
て
い
く
に
つ
れ
て
錯
綜
分
散
耕
地
制
は
、
当
初
も
っ
て
い
た
妥
妾
性
を
失
っ
て
い
か
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
こ
の
村
で
も
、
耕
地
今
度
と
農
業
発
展
と
の
間
の
ギ
ャ
ヅ
プ
の
拡
大
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ギ
ャ
ヅ
プ
の

解
消
は
、
一
九
六
〇
年
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
幻
　
第
三
期
（
一
九
四
七
年
印
パ
分
離
～
一
九
六
〇
年
耕
地
区
画
整
理
）

　
（
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インド・パソジャーーブ平原における農村の展開と「緑の華命」　（応地）

　
一
九
四
七
年
の
独
立
に
際
し
て
、
パ
ソ
ジ
ャ
…
ブ
は
、
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
爾
国
に
分
割
さ
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
イ
ン
ド
側
か

ら
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
、
パ
キ
ス
タ
ン
側
か
ら
は
シ
ー
ク
・
ヒ
ン
ド
ゥ
両
教
徒
の
大
量
流
出
が
起
っ
た
。
そ
の
時
の
流
出
人
口
は
、
お
の
お
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

二
一
〇
万
人
、
二
〇
〇
万
人
に
の
ぼ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
バ
ジ
“
ド
ア
ー
ブ
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
シ
ー
ク
・
ヒ
ン
ド
ゥ

両
教
徒
と
の
人
口
比
が
拮
航
し
て
い
た
上
に
、
地
理
的
・
行
敷
的
な
一
体
性
を
前
提
に
し
て
用
水
路
な
ど
も
整
備
さ
れ
て
い
た
た
め
、
印
パ
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

離
に
と
も
な
う
混
乱
が
は
げ
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
印
パ
分
離
は
、
村
落
社
会
そ
の
も
の
に
大
き
な
変
化
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
ド

ア
ー
ブ
上
に
位
置
す
る
こ
の
村
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
村
に
は
、
印
パ
分
離
の
前
後
に
お
け
る
村
落
社
会
の
変
化
を
明
録
す
る
資
料
は
な
い
。
き
き
と
り
そ
の
他
に
よ
れ
ば
、
印
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

分
離
に
よ
る
流
出
世
帯
数
は
一
五
〇
～
三
〇
〇
、
流
入
世
帯
数
は
三
〇
～
五
〇
と
桐
当
な
幅
が
あ
り
、
厳
密
な
流
出
入
世
帯
数
を
確
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
村
の
場
合
、
流
出
世
帯
数
が
流
入
世
帯
数
を
上
ま
わ
っ
て
い
た
の
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
印
パ
分
離
に
よ
る
轡
の
変
化
を
あ
と
づ
け
る
た
め
、
資
料
の
得
ら
れ
る
一
九
二
四
年
と
一
九
六
二
年
の
両
年
を
と
り
あ
げ
る
こ

と
に
し
た
い
。
両
年
次
の
在
村
世
帯
の
宗
派
別
・
カ
…
ス
ト
別
構
成
は
、
第
二
表
B
欄
お
よ
び
C
欄
に
示
さ
れ
る
。
両
年
次
の
比
較
を
通
じ
て
、

こ
の
間
に
、
柑
が
、
　
《
シ
…
ク
・
イ
ス
ラ
ム
両
教
徒
の
混
住
す
る
農
工
併
存
集
落
か
ら
、
ほ
ぼ
シ
ー
ク
教
徒
か
ら
な
る
純
農
業
集
落
へ
》
と
、

構
成
を
単
純
化
さ
せ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
両
年
一
間
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
世
帯
の
比
率
は
四
一
・
三
％
か
ら
　
・
三
％
に
激
減

し
、
ま
た
シ
；
ク
教
徒
世
帯
は
五
四
・
三
％
か
ら
九
四
・
八
％
に
激
増
し
た
。
前
者
の
激
減
は
、
非
農
業
的
な
職
人
・
サ
ー
ビ
ス
関
係
カ
ー
ス

ト
の
減
少
と
対
応
し
、
ま
た
後
者
の
激
増
は
、
農
民
カ
ー
ス
ト
の
ジ
ャ
ー
ト
と
農
業
労
働
者
層
の
マ
ジ
ュ
ビ
と
い
う
農
業
関
係
カ
ー
ス
ト
に
よ

り
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
世
帯
構
成
の
変
貌
は
、
村
の
経
済
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
た
と
え
ば
、
男
物
の
綿
衣
服
の
場
合
、
一
九
二
四
年
に
は
、

各
農
家
の
女
が
自
家
産
の
綿
花
か
ら
糸
を
紡
ぎ
、
そ
の
糸
を
テ
リ
（
元
来
は
油
し
ぼ
り
）
が
響
き
、
つ
い
で
ジ
ュ
ラ
バ
（
織
布
工
）
が
綿
布
に

し
、
最
後
に
チ
チ
ン
バ
と
ド
ビ
（
と
も
に
元
来
は
洗
濯
人
）
が
衣
服
に
仕
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
こ
れ
ら
の
諸
カ
ー
ス
ト
は
い
ず
れ
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も
在
村
カ
ー
ス
ト
で
あ
り
、
彼
ら
は
村
内
の
男
物
綿
衣
服
の
需
要
を
満
し
た
う
え
に
、
　
一
部
を
村
外
に
商
晶
化
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
諸
カ
ー
ス
ト
の
う
ち
、
テ
リ
・
ジ
ュ
ラ
バ
・
チ
チ
ン
バ
・
ド
ビ
は
と
も
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
り
、
印
パ
分
離
に
よ
り
彼
ら
の
大
多
数
は
流

出
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
、
た
と
い
原
料
の
綿
花
を
村
内
で
自
給
し
得
た
と
し
て
も
、
男
物
綿
衣
服
の
場
合
で
も
、
残
存
す
る
少
数
の

ジ
門
一
ラ
バ
・
チ
チ
ン
バ
だ
け
で
は
村
内
需
要
を
充
足
す
る
の
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
は
、
女
物
衣
服
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

男
物
衣
服
の
揚
合
で
あ
っ
て
も
、
紺
内
の
衣
料
店
を
通
じ
て
供
給
を
外
部
に
依
存
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
関
係
は
、
靴
の
場
合
に

も
み
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
、
モ
チ
（
イ
ス
ラ
ム
の
皮
革
工
）
が
、
原
皮
の
な
め
し
か
ら
靴
の
生
産
に
至
る
ま
で
の
全
行
程
を
お
こ
な
い
、
余
鋼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

分
を
自
ら
柑
外
に
行
商
し
て
い
た
。
し
か
し
、
モ
チ
の
完
全
な
流
出
は
、
靴
の
村
内
生
産
を
廃
絶
さ
せ
、
印
パ
分
離
後
に
流
入
し
て
き
た
ヒ
ソ

ド
ゥ
教
徒
の
チ
ャ
マ
ー
ル
（
皮
革
工
）
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
靴
の
修
理
の
み
が
村
内
で
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
一
方
、
村
の
商
業
面

に
お
け
る
変
化
も
大
き
か
っ
た
。
印
パ
分
離
前
の
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
シ
ー
ク
農
村
で
は
、
商
業
活
動
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る

の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
こ
の
村
で
も
、
一
九
二
四
年
に
存
在
し
て
い
た
八
軒
の
商
店
の
う
ち
、
六
店
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ポ
ジ
ャ
（
商
人
カ
ー

ス
ト
）
・
ジ
ュ
ラ
バ
が
、
残
り
二
店
は
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
（
ブ
ラ
ー
マ
ン
・
ヵ
ト
リ
）
が
経
営
し
て
お
り
、
シ
ー
ク
教
徒
経
営
の
商
店
は
皆
無
で
あ

　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
た
。
し
か
し
一
九
六
二
年
に
は
、
村
内
商
店
一
一
の
経
営
主
の
宗
派
別
内
訳
は
、
シ
ー
ク
七
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
三
、
イ
ス
ラ
ム
一
と
な
っ
て
お
り
、

商
業
面
に
お
い
て
も
シ
ー
ク
教
徒
の
進
出
が
い
ち
じ
る
し
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
印
パ
分
離
に
と
も
な
う
こ
の
村
の
変
化
は
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
村
の
農
業
生
産
そ
の
も
の
は
、
こ
の
間
も
、
連
続
的
に

推
移
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
印
パ
分
離
以
前
に
お
い
て
も
、
農
業
活
動
は
シ
ー
ク
の
農
業
関
係
カ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
担
当
せ
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
か
ら
で
あ
る
。
土
地
所
有
颪
で
も
、
印
パ
分
離
時
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
所
麿
面
積
は
三
五
エ
ー
カ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
第
四
・
五
表

に
よ
っ
て
、
印
パ
分
離
後
の
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
土
地
利
用
状
況
を
み
る
と
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
に
く
ら
べ
て
急
激
な
変
化
は
認
め
ら
れ

な
い
。
し
か
し
両
時
期
の
闘
に
は
、
カ
リ
フ
作
で
は
、
と
く
に
米
の
伸
長
と
ア
メ
リ
カ
綿
の
栽
培
開
始
が
特
記
さ
れ
る
。
米
の
品
種
も
、
こ
の

こ
ろ
に
は
、
在
来
種
の
ジ
ョ
ナ
チ
タ
に
か
わ
っ
て
改
良
晶
種
の
バ
ス
マ
テ
ィ
三
七
〇
の
導
入
が
み
ら
れ
、
そ
の
取
量
も
拡
大
し
た
。
す
で
に
ふ
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れ
た
よ
う
に
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
村
で
は
米
は
常
食
作
物
で
は
な
く
、
そ
の
栽
培
目
的
は
商
品
化
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
作
面

積
の
伸
長
は
、
こ
の
期
に
一
層
激
化
し
た
耕
地
の
湿
地
化
現
象
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
村
の
経
済
が
商
品
経
済
へ
の
指
向
を
強
め

て
き
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
ラ
ビ
作
で
は
、
小
寺
の
伸
長
と
ベ
ル
ラ
の
減
少
が
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
リ
フ
作
・

ラ
ビ
作
と
も
に
、
米
・
．
小
変
と
い
う
代
表
的
な
主
穀
作
物
の
伸
長
が
み
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
商
品
作
物
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ

た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
展
開
す
る
「
緑
の
革
命
」
の
基
本
的
な
土
地
利
用
方
向
と
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
印
パ
分
離
の
こ
の
村
へ
の
影
響
の
一
つ
と
し
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
の
独
立
自
営
的
な
避
難
民
入
村
者
の
存
在
を
指
摘
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に
お
け
る
「
緑
の
革
命
」
が
、
印
パ
分
離
時
の
避
難
民
出
身
者
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
⑫

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
村
へ
も
、
当
時
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
最
先
進
的
な
農
業
地
域
で
あ
っ
た
リ
ヤ
ル
プ
ー
ル
県
（
現
パ
キ
ス
タ
ン
）
の
キ
ャ

ナ
ル
コ
ロ
ニ
ー
か
ら
、
ラ
ン
ダ
ワ
　
ゴ
ト
ラ
に
属
す
る
シ
ー
ク
ジ
ャ
ー
ト
の
二
世
帯
の
入
村
が
み
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
本
村
で
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
旧
所
有
地
を
補
償
さ
れ
、
自
作
農
と
な
っ
た
。
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
は
、
後
に
「
緑
の
革
命
」
が
波
及
し
て
く
る
と
と
も
に
、
こ
の
村
に
お

け
る
そ
の
推
進
者
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
い
わ
ゆ
る
「
進
取
的
農
民
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
フ
ァ
…
マ
ー
）
」
へ
と
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
の
　
第
四
期
（
一
九
六
〇
年
土
地
区
画
整
理
以
降
）

　
（

　
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、
新
し
い
変
化
が
、
こ
の
村
に
押
し
よ
せ
は
じ
め
た
。
そ
の
第
一
は
、
一
九
五
三
年
の
土
地
改
革
で
あ
っ
た
。
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ン
ジ
ャ
ー
ヅ
州
の
土
地
改
革
は
、
土
地
所
有
而
積
を
三
〇
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
エ
ー
カ
ー
以
下
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、
村
に
は
そ
れ
に
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

当
す
る
地
主
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
村
で
の
土
地
改
革
は
、
占
有
小
作
農
の
自
作
農
化
に
と
ど
ま
っ
た
。
変
化
の
第
二
は
、
　
一
九
五

五
年
の
バ
タ
ラ
ー
ー
ビ
ア
ス
道
路
の
舗
装
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
村
か
ら
南
方
約
一
三
㎞
の
致
府
穀
物
市
場
の
所
在
地
で
あ
り
、
商
業
中
心

で
あ
る
ラ
イ
ヤ
、
さ
ら
に
は
県
都
ア
ム
リ
ッ
ツ
ア
ー
へ
の
交
通
の
便
が
改
善
さ
れ
た
。
こ
と
に
硝
期
の
交
通
条
件
の
改
善
は
、
い
ち
じ
る
し
か

っ
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
は
村
内
で
商
人
を
通
じ
て
売
却
さ
れ
て
い
た
農
産
物
は
、
以
後
、
農
民
自
身
の
手
に
よ
り
直
接
ラ
イ
ヤ
で
特
認
化
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
ラ
イ
ヤ
で
の
甫
場
価
格
と
農
家
の
庭
先
価
格
と
の
格
差
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
道
路
舗
装
の
結
果
、
自
転
車
が
近
距
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離
用
の
交
通
手
段
と
し
て

普
及
し
は
じ
め
、
同
道
路

を
通
過
す
る
遠
距
離
バ
ス

交
通
の
増
便
と
あ
い
ま
っ

て
、
村
人
の
村
外
接
触
を

　
　
　
　
⑮

容
易
に
し
た
。
変
化
の
第

三
は
、
一
九
五
八
年
の
村

へ
の
送
電
の
開
始
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
街

灯
・
家
庭
用
電
灯
が
普
及

す
る
と
と
も
に
、
タ
ル
カ

ン
（
大
工
）
を
中
心
と
す

る
農
村
工
業
の
拡
大
へ
の

動
力
を
供
給
し
た
。
し
か

し
供
給
の
不
安
定
か
ら
、

電
力
の
も
つ
灌
概
用
ポ
ン

プ
の
動
力
源
と
し
て
の
役

割
は
小
さ
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
変
化
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の
土
に
、
　
一
九
六
〇
年
に
は
、
耕
地
の
区
画
整
理
と
統
合
（
キ
ラ
バ
ソ
デ
ィ
）
が
施
行
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
施
行
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ

こ
で
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
耕
地
の
整
理
と
統
合
は
村
に
大
き
な
変
化
を
与
え
た
。
第
四
図
は
、
耕
地
の
区
画
整
理
後
の
地
籍
図
と
サ

ン
プ
ル
農
家
の
一
九
七
二
年
に
お
け
る
所
有
耕
地
の
分
布
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
図
と
第
三
図
に
掲
げ
た
一
九
二
四
年
報
告
書
所
収

の
地
籍
図
と
を
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
閥
に
お
け
る
耕
地
条
件
の
変
化
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
点
に
つ
い
て
要
約
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
潜
熱
の
規
則
正
し
い
大
型
化
と
方
形
化
で
あ
る
。
か
つ
て
の
同
心
円
的
な
地
割
配
置
に
か
わ
っ
て
、
村
の
耕
地
割
は
、
一
キ
ラ
睦

一
工
ー
カ
ー
、
二
五
キ
ラ
ー
ー
レ
ク
タ
ン
グ
ル
と
い
う
正
方
形
地
割
に
整
理
さ
れ
た
。

　
第
二
は
、
所
有
耕
地
の
集
団
化
で
あ
る
。
か
つ
て
の
錯
綜
分
散
耕
地
鰯
に
か
わ
っ
て
、
各
農
家
の
所
有
地
は
ほ
ぼ
一
ヵ
所
に
団
地
化
さ
れ
た
。

こ
の
所
有
耕
塘
の
統
合
は
、
第
二
期
で
列
記
し
た
錯
綜
分
散
耕
地
制
の
も
つ
諸
弊
害
を
除
去
し
た
。
同
時
に
、
そ
れ
は
、
集
落
か
ら
の
距
離
の

も
つ
意
味
を
減
少
さ
せ
、
か
つ
て
み
ら
れ
た
集
落
か
ら
の
距
離
に
も
と
つ
く
土
地
利
用
の
同
心
円
的
な
帯
状
構
成
を
消
失
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
う
し
て
、
耕
地
の
区
画
整
理
と
統
合
は
、
各
農
家
に
自
営
・
羅
用
労
働
力
の
節
約
と
作
付
決
定
の
制
約
緩
和
を
も
た
ら
し
、
農
業
の
集

約
化
増
進
の
基
礎
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
耕
地
の
区
画
整
理
と
統
合
は
、
そ
れ
が
州
政
府
に
よ
り
強
行
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
、
村
人
の
間
に
利
害
対
立
を
惹
起
さ
せ
た
。
　
一
九

六
二
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
当
時
の
土
地
所
有
家
族
一
六
三
の
う
ち
、
耕
地
の
整
理
統
合
に
よ
り
効
果
あ
り
と
す
る
も
の
は
八
九
、
被
害
あ
り

と
す
る
も
の
五
五
、
効
果
・
被
害
と
も
に
な
し
と
す
る
も
の
一
九
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
利
害
得
失
と
は
別
に
、
耕
地
の
整
理
と

統
合
に
よ
っ
て
、
灌
概
の
便
の
改
善
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
所
有
耕
地
の
集
団
化
に
よ
り
、
動
力
揚
水
式
の
鋼
管
井
戸
（
チ
ュ
ー
ブ
ー
ー
ウ

ェ
ル
）
の
建
設
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
村
で
の
チ
ュ
ー
ブ
臆
ウ
ェ
ル
の
最
初
の
建
設
は
、
耕
地
整
理
後
の
一
九
六
三
年
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
。
以
後
、
チ
ュ
ー
ブ
腿
ウ
ェ
ル
建
設
資
金
貸
付
亡
国
の
拡
充
に
つ
れ
て
、
第
四
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
村
内
の
チ
ュ
ー
ブ
謄
ウ
ェ
ル
は
急
増

し
て
い
き
、
　
一
九
七
二
年
秋
の
調
査
隣
国
に
は
八
五
基
に
達
し
た
。
現
在
、
こ
の
村
の
チ
ュ
ー
ブ
ー
ウ
ェ
ル
一
基
当
り
平
均
耕
地
面
積
は
、
　
一

6ユ （6S7）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

七
・
八
工
ー
曲
玉
と
な
っ
て
い
る
。
チ
ュ
…
ブ
ー
－
ウ
ェ
ル
一
基
趨
り
の
適
正
面
積
は
、
入
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
一
〇
～
二
五
エ
ー
カ
ー
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
村
は
現
在
ほ
ぼ
適
正
水
準
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
チ
ュ
ー
ブ
ー
－
ウ
ェ
ル
の
普
及
に
つ
れ
て
、
伝
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

的
な
ペ
ル
シ
ャ
井
戸
の
多
く
は
廃
棄
さ
れ
、
灌
漉
面
に
お
い
て
も
畜
力
か
ら
動
力
へ
の
転
換
が
進
行
し
た
。

　
以
上
の
チ
ュ
ー
ブ
”
ウ
ェ
ル
の
普
及
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
水
利
用
が
一
週
半
改
善
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
豊
富
な
地
下
水
の
常

晴
利
用
を
通
じ
て
、
水
利
用
と
農
業
の
集
約
化
を
も
た
ら
し
た
。
た
と
え
ば
、
従
来
は
、
用
水
路
灌
概
耕
地
の
場
合
で
も
、
カ
リ
フ
作
物
の
作

付
の
決
定
に
当
っ
て
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
開
始
時
期
と
そ
の
降
水
量
へ
の
考
慮
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ュ
ー
ブ
畦
ウ
ェ
ル
の
導
入

以
後
は
、
そ
れ
ら
を
顧
慮
す
る
必
要
は
小
さ
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
チ
ュ
ー
ブ
買
ウ
ェ
ル
は
、
地
下
水
の
大
量
揚
水
を
通
じ
て
、
用
水
路

灌
瀧
の
開
始
以
来
上
昇
を
つ
づ
け
て
来
た
地
下
水
位
を
は
じ
め
て
低
下
さ
せ
る
と
い
う
、
重
要
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
平
均
地
下
水
位
は
、

一
九
五
〇
年
代
末
に
は
地
下
三
・
三
米
に
達
し
て
い
た
が
、
村
人
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
八
年
ご
ろ
か
ら
低
下
し
は
じ
め
た
と
い
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
チ
ュ
ー
ブ
ー
ー
ウ
ェ
ル
の
導
入
は
、
水
利
用
の
量
的
拡
大
と
安
定
化
だ
け
で
は
な
く
、
地
下
水
位
の
低
下
を
通
じ
て
耕
地
条
件
の
改
善

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
一
九
六
〇
年
の
耕
地
の
区
醐
整
理
と
統
合
は
、
そ
の
農
業
集
約
化
へ
の
直
接
的
な
効
果
に
加
え
て
、
さ
ら
に
チ
ュ
ー
ブ
ー
ウ
ェ

ル
の
普
及
が
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
前
述
の
諸
効
果
と
増
幅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
の
農
業
を
と
り
ま
く
諸
条
件
を
構
造
的
に
変
化
さ
せ
る

の
に
成
功
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
諸
変
化
の
上
に
、
　
一
九
六
六
年
以
降
、
　
「
緑
の
革
命
」
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
展
開
基
盤
は
、
六
〇
年
代
初
頭
に
先
行
的
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
土
地
利
用
状
況
に
つ
い
て
、
第
四
・
五
表
に
よ
り
検
討
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
特
徴
は
、
一
九
五
〇
年
代
前

半
に
認
め
ら
れ
た
傾
向
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
リ
フ
作
で
は
米
・
ア
メ
リ
カ
綿
の
伸
長
で
あ
り
、
ラ
ビ
作
で
は
小
菱

の
伸
長
と
ベ
ル
ラ
の
退
潮
で
あ
る
。
な
か
で
も
注
羅
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
期
に
は
、
カ
リ
フ
作
に
お
け
る
バ
ジ
ュ
ラ
、
ラ
ビ
作
に
お
け
る
グ
ラ

ム
豆
と
い
う
耐
旱
性
大
一
し
た
が
っ
て
要
水
蚤
小
一
で
は
あ
る
が
、
劣
等
財
的
な
主
穀
類
の
減
少
の
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
チ
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ユ
ー
ブ
睦
ウ
ェ
ル
の
普
及
に
よ
る
墨
書
条
件
の
改
善
に
対
応
す
る
現
象
で
あ
る
と
問
時
に
、
村
の
農
業
生
産
が
、
米
・
小
麦
と
い
っ
た
市
場
性

の
大
な
優
等
財
的
な
主
穀
類
の
商
品
生
産
を
よ
り
一
層
強
く
斜
向
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
農
業
生
産
の
方

向
は
、
ま
さ
に
後
の
「
緑
の
革
命
」
の
展
開
方
向
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
成
立
基
盤
は
先
行
的
に

準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。

　
ま
た
、
五
〇
年
代
末
か
ら
、
化
学
肥
料
の
使
用
が
始
ま
っ
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
変
化
で
あ
っ
た
（
第
七
表
）
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
前

半
の
段
階
で
は
、
化
肥
投
入
作
物
は
、
主
と
し
て
夏
作
で
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
冬
作
で
は
ク
ロ
ー
バ
ー
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
米
・
小
麦
に
は
、
こ
の
段
階
で
は
化
学
肥
料
は
な
お
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
米
・
小
麦
へ
の
化
肥
の
全
面
的
な
投
入
は
、
　
「
緑

の
革
命
」
の
こ
の
村
へ
の
波
及
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注①
ω
冒
σ
q
戸
ω
噂
ρ
p
地
盛
貯
σ
q
噛
ρ
寒
”
o
や
9
け
‘
℃
．
誤
・

②
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ゆ
9
霞
。
戸
≦
∴
§
δ
0
2
。
舞
無
『
鈷
の
霞
く
。
《
o
h

　
H
壼
寅
国
。
蜜
鎮
0
8
σ
q
弊
ω
o
。
固
目
ざ
。
。
ξ
覧
。
ヨ
芝
露
蔓
勺
竜
。
量
く
。
ド
押

一
Q
。
。
。
9
℃
℃
．
＄
碧
①
一
〇
。
■
に
詳
し
い
。

③
Q
っ
ヨ
σ
q
戸
O
Q
．
ρ
磐
畠
餐
コ
。
2
▼
ρ
窯
∴
o
ワ
。
罫
、
や
旨
ρ

④
シ
ー
ク
に
属
す
る
ジ
ャ
…
ト
・
タ
ル
カ
ン
・
メ
ー
ラ
・
マ
ジ
ュ
ビ
の
合
計
が
五

　
一
∵
八
％
。
こ
れ
以
外
に
、
シ
ー
ク
の
ス
ナ
ー
ル
、
ク
マ
ー
ル
・
ナ
イ
が
い
た
と

　
愚
わ
れ
る
。

⑤
　
o
Q
営
σ
q
ダ
ω
■
ρ
㊤
長
閑
貯
α
q
℃
ρ
ツ
幽
∴
o
℃
．
。
凶
伸
‘
や
誌
Φ
ゐ
ω
O
．

⑥
　
北
部
イ
ン
ド
の
乾
燥
農
業
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
困
（
ρ
巳
夕
霞
．
客
く
∴
り
蔓

　
り
舞
ヨ
貯
α
q
貯
ぎ
臼
p
H
O
》
幻
層
累
①
’
く
U
＆
芦
お
①
ρ
署
．
紳
禽
も
8
応
地
利
開

　
「
イ
ン
ド
の
乾
燥
農
業
」
　
（
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
献
調
査
報
出
口
第
五
〇
冊
）
を

　
参
照
。

⑦
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
で
は
、
一
九
〇
　
～
四
七
年
の
間
に
二
年
忌
う
ち
一
年
は
平
均

　
降
水
量
よ
り
少
な
く
、
四
年
に
一
年
は
平
均
年
よ
り
二
五
％
以
上
減
の
乾
燥
年
、

　
一
一
年
に
一
度
は
一
一
　
三
％
以
上
減
の
強
乾
燥
年
で
あ
っ
た
。
（
じ
d
8
乙
。
断
酎
8
μ
o
－

　
巨
。
H
呂
巳
蔓
讐
勺
§
』
筈
”
》
σ
q
門
｛
o
巳
g
毒
一
Q
D
3
鉱
。
，
鉱
8
0
h
跨
。
勺
毒
貫
F

　
℃
巴
凱
。
。
＄
ジ
お
O
ぐ
9
1
お
幽
①
＼
ミ
噛
い
ρ
岸
。
器
”
δ
㎝
ρ
や
“
「

⑧
ω
貯
σ
q
劉
Q
Q
凸
P
9
滋
賊
ぎ
σ
q
噛
○
蜜
．
韓
。
ワ
。
固
叶
ご
や
ホ
．

⑨
　
石
田
寛
氏
の
調
査
資
料
に
よ
る
。

⑩
ω
ぎ
σ
曳
戸
Q
。
舳
○
。
寝
鳥
囚
貯
σ
q
曽
ρ
鍔
”
。
ワ
簿
。
、
℃
●
蒔
ρ

⑪
　
石
閏
平
氏
の
調
査
資
料
に
よ
る
。

⑫
。
D
貯
σ
q
戸
ψ
Q
6
巳
峯
茜
噛
ρ
ン
自
∴
o
ワ
簿
．
”
や
蒔
。
。
。

⑬
d
噂
℃
麦
切
ρ
ユ
U
8
σ
O
き
巴
と
よ
ば
れ
、
ラ
ヴ
ィ
河
の
マ
ド
ブ
…
ル
に
頭
首

　
工
を
も
ち
、
バ
リ
”
ド
ア
ー
ブ
北
半
部
を
灘
癒
す
る
。
　
…
八
六
一
年
に
部
分
胴
通

　
し
、
パ
ソ
ジ
ヤ
…
ブ
最
初
の
恒
常
自
転
期
水
路
と
し
て
建
設
さ
れ
た
。
灌
瀧
面
積

　
約
＝
～
○
醤
蝦
…
カ
ー
。

⑭
ω
ご
屯
ノ
幹
O
・
璽
準
屋
姦
’
ρ
㌘
r
8
・
簿
・
二
）
」
。
。
P

⑯
ω
ぎ
σ
叢
F
幹
O
．
9
邑
H
（
陣
夷
サ
O
レ
｛
∴
o
や
。
剛
f
唱
誌
餅
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⑯
。
。
貯
α
q
劃
ψ
ρ
ρ
鼠
墜
轟
ρ
ン
｛
∴
。
や
簿
」
．
や
3

⑰
　
現
在
愚
稿
中
な
ら
び
に
使
用
停
止
の
ペ
ル
シ
ア
井
戸
を
集
計
し
た
も
の
。

⑱
　
素
焼
の
つ
ぼ
か
ら
鉄
製
バ
ケ
ツ
へ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
耐
久
度
を
増
す
と
と
も

　
に
一
容
器
あ
た
り
の
揚
水
燈
が
…
・
五
リ
ッ
ト
ル
か
ら
三
・
○
リ
ッ
ト
ル
に
増
大
す

　
る
。
（
〈
錠
ヨ
ρ
い
O
剛
簿
絃
∴
舅
拶
ロ
傭
9
邑
9
回
鍵
竃
。
隔
℃
ロ
乱
欝
σ
〉
σ
q
二
〇
巳
2
『
P

　
い
鴇
。
器
切
o
o
窪
い
三
二
窪
p
・
お
ゆ
メ
℃
℃
・
刈
。
。
為
㊤
）
　
ま
た
素
焼
の
つ
ぼ
か
ら
鉄

　
製
．
バ
ケ
ツ
へ
の
変
換
に
よ
っ
て
、
村
の
ク
マ
ー
ル
（
つ
ぼ
作
り
）
は
主
た
る
仕
事

　
を
失
い
、
村
職
人
と
し
て
役
割
が
小
さ
く
な
っ
た
。
（
ω
貯
α
q
ダ
o
Q
・
の
・
婁
ロ
囚
貯
σ
q
．

　
◇
崔
∴
o
や
9
詑
や
b
3
ω
．
）

⑲
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
お
け
る
U
B
D
C
か
ら
の
漏
水
率
な
、
主
水
路
で
　
五

　
％
、
分
水
路
で
六
％
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
（
男
。
ぴ
Φ
犀
。
。
噛
≦
’
碧
乙
o
Q
貯
σ
q
げ
．
閑
∴

　
o
や
。
諄
ご
や
ミ
◇
o
■
）

⑳
　
藤
原
健
蔵
「
イ
ン
ド
・
パ
ン
ジ
ャ
ブ
地
方
忙
お
け
る
水
利
用
と
地
下
水
変
動
」

　
　
（
『
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
』
5
、
一
九
七
頭
嚢
、
七
六
～
七
七
ペ
ー
ジ
）
。

⑳
　
耕
地
の
湿
地
化
は
セ
ム
、
塩
基
化
土
壌
は
タ
ル
と
よ
ば
れ
る
。
な
お
、
パ
ン
ジ

　
ャ
ー
ブ
に
お
け
る
灌
瀧
と
塩
害
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
加
護
武
雄
ほ
か
『
西
南
ア

　
ジ
ア
の
農
業
と
農
村
恥
、
昭
和
瞬
二
年
、
　
九
～
二
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

＠
ロ
ヒ
の
出
現
は
、
　
九
一
三
年
に
検
地
担
当
官
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
（
ω
ヨ
σ
q
F
．
o
Q
‘
ρ
p
口
島
囚
言
σ
q
噛
ρ
試
∴
o
や
。
冥
．
や
H
Q
。
卜
。
．
）

⑬
　
乾
燥
遜
業
か
ら
灌
概
農
業
へ
の
転
換
の
も
つ
意
味
に
．
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
拙
稿

　
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
「
乾
燥
農
業
と
灌
慨
農
業
と
の
閻
に
」
（
『
人
文
地
理
』
…
穴

　
1
～
、
昭
和
三
九
年
）
、
　
「
西
メ
キ
ス
タ
ソ
の
腿
業
に
関
す
る
ご
、
三
の
考
察
」

　
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
照
一
、
昭
和
四
一
年
目

⑳
　
o
Q
貯
σ
Q
罫
匂
D
り
P
帥
ロ
偏
閑
ぎ
σ
Q
．
O
曜
鎧
■
”
o
℃
■
o
揃
叶
‘
や
認
・

⑳
　
ス
ペ
ー
ト
は
、
イ
ン
ド
地
誌
の
中
で
、
こ
の
夏
期
の
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ
村
の
地
割

　
を
、
キ
ャ
ナ
ル
コ
ロ
ニ
…
の
方
形
地
割
と
対
比
さ
せ
て
掲
げ
て
い
る
。
　
（
ω
℃
鋒
ρ

　
ρ
出
■
ズ
9
簿
記
「
”
o
や
9
f
℃
紹
軽
）

⑳
　
同
様
の
同
心
円
状
地
割
は
、
ジ
ュ
ル
ソ
ド
ゥ
ー
ル
県
の
テ
…
ソ
村
に
お
い
て
も
、

　
耕
地
の
倉
掛
整
理
以
晶
倒
に
は
認
め
ら
れ
た
。
　
（
づ
ρ
ω
ρ
〉
∴
や
毎
二
曽
σ
＜
ヨ
ρ
σ
q
o

　
u
D
美
く
①
団
ω
層
累
ρ
ω
1
円
げ
㊦
『
o
げ
9
お
．
碧
＜
㎞
急
落
σ
Q
①
　
営
鯛
巴
冴
同
論
霞
σ
冨
鐸
ざ
酔
層

　
ヒ
ご
。
㊤
「
α
o
h
司
8
5
0
旨
8
H
昌
ρ
巳
『
ざ
勺
…
回
章
ダ
い
巴
さ
器
．
お
ω
一
昌
）

⑳
　
ガ
ン
ジ
ス
河
上
・
中
流
域
に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
（
H
ω
寓
噺
ρ
口
∴
諺
O
巳
9
円
巴
O
o
o
σ
Q
話
虐
げ
団
o
h
叶
げ
④
○
器
暮
勺
H
ゆ
貯
ω
o
隔
H
昌
象
ρ

　
d
蝕
ぐ
■
o
｛
類
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o
ω
ぼ
ヨ
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頃
ぐ
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。
。
宏
ヨ
ρ
ち
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N
噂
℃
．
．
O
↓
1
刈
Q
。
■
》
ザ
日
ρ
食
国
■
”

　
幻
ロ
H
巴
自
り
簿
¢
o
曇
①
嵩
汁
8
賓
℃
①
ω
一
β
仲
ゴ
Φ
⇔
暮
㊤
同
勺
㌶
α
①
ω
F
＞
〉
》
P
℃
爵
り
お
給
唖

　
や
ト
。
も
。
b
。
・
）

⑳
　
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
耕
地
の
集
落
か
ら
の
地
理
的
位
概
－
集
落
に
近
．
中
・

　
遠
の
三
区
分
一
は
調
査
項
員
の
｝
つ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
．
る
。
（
じ
6
齢
窺
。
ジ
≦
∴

　
o
℃
．
9
ダ
や
①
二
■
）

⑳
　
切
貯
箆
P
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鼠
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ω
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O
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o
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σ
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ヨ
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D
o
臼
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累
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げ
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ロ
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諜
蜀
σ
q
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℃
勺
2
二
目
～
目
目
巴
H
切
O
踏
臼
話
餌
。
銘
。
昌
ω
α
漕
凸
ω
隔
δ
刈
鮒

　
も
、
ラ
ジ
ャ
ス
タ
ン
の
乾
燥
農
業
村
に
お
い
て
、
こ
の
関
係
が
典
型
的
に
成
立
す

　
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

⑳
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。
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様
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い
る
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彰
智
σ
層
犀
ユ
p
げ
諺
σ
Q
準

　
。
巳
葺
『
鎮
φ
巳
く
ご
姻
巳
三
騨
目
凹
お
刈
鮒
贈
ワ
b
。
l
G
。
。
ピ
巴
£
胃
袋
宍
ざ
≦
∴
ω
言
畠

　
o
h
↓
窪
煽
ユ
巴
O
o
葺
象
焦
g
ω
一
昌
勺
9
0
H
奪
α
Q
①
U
幽
ω
黒
陶
9
。
。
」
昌
O
げ
鎧
巳
毎
罫
℃
．

　
＆
」
男
舞
象
謎
ω
ぎ
冒
象
9
嵩
》
㈹
ユ
。
巳
9
話
｝
d
o
〈
巳
。
℃
ヨ
2
實
0
8
嶺
①

　
≧
一
①
p
卜
8
山
o
P
お
起
層
ワ
一
〇
。
脚
・

⑬
　
紋
穫
面
積
一
工
t
カ
…
当
り
の
小
喪
収
量
三
七
〇
～
四
〇
七
㎏
の
耕
地
｝
エ
ー

　
カ
ー
を
も
っ
て
一
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
エ
ー
カ
ー
と
す
る
。

⑭
　
二
世
代
あ
る
い
は
相
当
期
間
、
同
一
耕
地
を
小
作
料
を
支
払
っ
て
小
作
し
て
ぎ

　
た
も
の
。

⑯
　
ウ
イ
ル
バ
ン
ク
ス
は
、
ウ
ッ
タ
ル
睦
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
農
村
を
対
象
に
、
農

　
業
の
技
術
変
化
が
、
経
済
的
因
子
よ
り
も
道
路
交
通
の
便
と
よ
り
大
き
く
根
関
す

　
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
≦
夢
曽
美
ρ
日
｝
∴
》
。
8
。
。
ω
沖
三
節
団
睾
。
↓
9
プ
ー

　
づ
。
ざ
σ
Q
ざ
巴
O
冨
ロ
σ
貸
。
ヨ
翼
。
憎
昏
①
ヨ
ぎ
象
ρ
》
》
＞
P
①
b
。
”
δ
鳶
、
℃
や
蕊
刈
1

四
　
「
緑
の
革
命
」
に
と
も
な
う
変
貌
の
諸
相

　
お
の
■
）

鐙
　
○
ρ
α
q
σ
q
霞
磁
｝
歪
嬉
（
δ
の
』
⊃
）
二
も
．
。
。
り
あ
一
・

㊥
　
ア
ム
リ
ヅ
ツ
ア
ー
県
の
チ
ュ
ー
ブ
肛
ウ
ェ
ル
建
設
資
金
の
公
的
貸
付
四
度
は
、

　
一
九
七
二
年
現
｛
仕
、
　
丁
五
エ
ー
カ
…
以
上
の
土
地
所
有
者
に
対
「
し
て
、
五
、
○
○

　
○
ル
ピ
ー
以
下
、
年
利
九
・
五
％
、
期
間
三
～
五
年
で
、
費
用
の
二
五
％
は
政
府

　
補
助
で
あ
る
。
土
地
担
保
能
力
の
制
限
は
、
一
九
穴
七
年
ま
で
は
一
五
工
…
カ
ー

　
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
九
年
に
は
五
エ
ー
カ
…
に
、
さ
ら
に
｝
九
七
二
年
に
は
一
・

　
五
エ
ー
カ
ー
に
急
速
に
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

⑱
　
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
業
大
学
で
の
き
ぎ
と
り
に
よ
れ
ば
、
八
～
一
〇
エ
ー
カ
ー
、

　
フ
ラ
ン
ケ
ル
は
二
〇
～
二
五
エ
ー
カ
…
と
す
る
。
（
閃
奉
乱
お
｝
嘲
司
∴
o
ワ
。
謬
・
嚇
℃
．

　
魅
）

⑲
　
サ
ン
プ
ル
の
三
〇
農
家
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
う
ち
チ
ュ
ー
ブ
開
ウ
ェ
ル
所
有
農

　
家
は
二
六
戸
、
そ
の
最
低
規
模
は
、
所
有
面
積
で
三
・
七
五
エ
ー
カ
ー
、
経
嘗
面

　
積
で
四
・
覧
エ
ー
カ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
的
に
そ

　
の
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。

砂
　
サ
ン
プ
ル
の
三
〇
農
家
の
う
ち
一
九
戸
で
一
二
基
の
ペ
ル
シ
ア
井
戸
が
所
有
さ

　
れ
て
い
る
が
、
う
ち
、
一
二
基
は
使
用
を
停
止
し
て
い
る
。

　
先
述
し
た
一
九
六
三
年
の
チ
ュ
ー
ブ
ー
ウ
ェ
ル
の
導
入
に
つ
づ
い
て
、
一
九
六
五
年
以
降
、
い
わ
ゆ
る
農
業
の
近
代
的
諸
投
入
財
の
導
入
が

活
発
と
な
り
、
村
は
「
緑
の
革
命
」
の
波
及
を
う
け
る
。
第
七
表
は
、
近
代
的
諸
投
入
財
を
構
成
す
る
高
収
量
品
種
・
化
学
肥
料
・
農
薬
・
農

業
機
械
な
ど
の
村
へ
の
導
入
年
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
表
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
近
代
的
諸
投
入
財
の
導
入
は
、
ほ

ぼ
一
九
六
六
年
に
は
與
そ
ろ
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
村
に
お
け
る
「
緑
の
革
命
」
の
始
期
と
し
て
、
一
九
六
六
年
を
措
定
し
う
る
。

　
そ
れ
以
後
、
　
「
緑
の
革
命
」
は
、
村
落
生
活
全
毅
に
わ
た
っ
て
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
こ
の
村
に
多
様
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
も
、
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第7表　ガッガルバナ村における近代的諸投入財の導入年

　諸投入
　　　財
年次

1955

56

57

58

59

6e

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

化学肥料

Kisan　Iく＝had

Urea

rigT．　P．　K．

Grow　More

．高細心品種

米．Basmati
　370

ト．Ganga
　Hybrid－
　101・le3・

　105

小．PV－18

米．IRr8

ilN．　Kalyan

　Sona　227

，jN．　Sonalika

　（S．　308）

米．

　Jaya　Jona
ト．V重jay

ト．Sweet

　Corn

tube－well

初導入

計9基

計22基

計49基

一士man一1

小．WG－357

1

計85基（建設
年次不明の7
基を含む）

農業機械 農 薬

脱穀機（小麦）

トラクター
鋤刀ハロー
円盤ハロー

条播機（小麦）

コンバイン

トラクター
　　　　13台
脱穀機65台
条播機　2台

F．Aldrin・

　DDT
ワタ㈹．

Dimecron．
　Malathion
　ほか

tJN．　Seracine

トリア．

　Dime¢ron

米，Stepto－

　　cyline・

　　　Blitax
甘．Agallo1・

　Aldrin

トリア．

　Thiodam

米．BHC
（1年のみで

　：tult）

インフラスト
ラクチャー

排水路完成

電化

耕地の区画
整理と統合

集落内道路の
舗装

小1小麦，ト：トウモロコシ，ワタ㈱：アメリカ綿，甘：サトウキビ
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インド・パンジャーブ平原における農村の展開と「緑の革命」　（応地）

そ
れ
ら
の
諸
変
化
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
不
可
逆
的
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
故
に
、
　
「
革
命
」
と
い
う
用
語
の
使
用
が

許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
緑
の
革
命
」
は
、
高
収
鑑
品
種
の
導
入
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
に
突
如
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、

既
述
の
と
お
り
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
生
起
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
化
学
肥
料
・
新
品
種
の
導
入
、
主
穀
作
の
比
率
の
上
昇
と
主
穀
商
品
生
産
へ

の
指
向
、
交
通
条
件
の
改
善
に
よ
る
村
外
接
触
の
増
大
、
耕
地
の
区
画
整
理
と
統
合
お
よ
び
そ
れ
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
チ
ュ
ー
ブ
ロ
ウ
ェ
ル

の
導
入
と
い
っ
た
一
連
の
諸
変
化
の
集
積
点
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
展
開
は
こ
れ
ら
一
連
の
諸
変
化
の
中
に
準
備
さ
れ

つ
つ
、
一
九
六
六
年
に
い
た
っ
て
加
速
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
に
と
も
な
う
村
の
変
貌
の
諸
縮
を
、
ω
作
物
・
農
法
、
②
農
家
、
③
村
落
、
の
三
つ
の
オ
ー
ダ
ー
に
分
か
っ
て
、

略
述
す
る
。

　
の
　
作
物
・
農
法
の
オ
ー
ダ
ー
で
の
諸
変
化

　
（

　
こ
の
オ
ー
ダ
ー
で
の
諸
変
化
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
基
軸
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
村
で
認
め
ら
れ
る
そ
れ
ら
の
変
化
を
列
挙
す
れ
ば
、
つ
ぎ

の
七
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
は
、
高
収
量
贔
種
の
普
及
で
あ
る
。
そ
の
導
入
は
一
九
六
五
年
の
ト
ウ
モ
μ
コ
シ
に
は
じ
ま
り
、
翌
六
六
年
に
は
米
・
小
麦
に
及
ん
で

い
っ
た
（
第
七
表
）
。
高
収
量
品
種
の
普
及
率
は
、
一
九
七
二
年
秋
に
は
、
米
・
小
麦
で
は
一
〇
〇
％
に
達
し
て
い
る
（
但
し
、
米
の
場
合
に
は
、

パ
ス
マ
テ
ィ
三
七
〇
を
含
む
）
。
一
方
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
高
収
量
品
種
の
普
及
率
は
、
約
三
〇
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
第
二
は
、
主
穀
商
贔
生
産
の
進
展
で
あ
る
。
と
く
に
米
・
小
麦
の
主
た
る
生
産
目
的
は
、
商
品
化
に
あ
る
。
サ
ン
プ
ル
に
選
ん
だ
三
〇
農
家

の
調
査
に
よ
れ
ば
、
商
品
化
率
は
、
米
が
九
四
・
五
％
、
小
麦
が
七
五
ニ
ニ
％
と
き
わ
め
て
高
く
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
三
四
・
六
％
を
大
き
く

上
ま
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
農
作
物
の
商
品
作
物
化
の
傾
向
は
、
そ
れ
ら
の
高
収
量
品
種
の
品
種
別
作
付
決
定
か
ら
も
確
め
ら
れ
る
。
き

き
と
り
に
よ
っ
て
、
村
の
米
・
小
麦
・
と
う
も
ろ
こ
し
の
高
収
量
品
種
別
の
栽
培
順
位
と
平
均
収
量
と
を
示
せ
ば
、
第
八
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

同
表
は
、
平
均
収
量
・
品
質
と
栽
培
順
位
と
の
問
に
興
味
あ
る
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
米
の
場
合
に
は
、
品
質
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第8表　高収量品種の特｛生と作付順位

量
㎞

収
》

均平口pn 質
f乍イ寸二二蓬

の顯位

詑
a
ρ
蔦
矯

悪
悪
敵
良

　
　
ゴ

1
　
　
2
　
　
0
◎
　
　
4

鮨
肪
舗

　良

やや悪

やや悪

1
　
　
2
　
　
9
U

蛉
砿
趾

　良

悪

やや良

1
　
　
2
　
　
n
δ

〈米＞

Jaya　Jhona

IR－8

Basmati　370

Palman　579

〈トウモロコシ＞

Desi（在来種）

Ganga　Hybrid　5

　11　11　　3

〈小蓑＞

Kalyan　Soエユa　227

PV－18

Sonalika　（S　308）

　
第
三
は
、
高
収
量
品
種
の
導
入
に
よ
る
生
産
性
の
上
昇
で
あ
る
。

で
は
一
・
○
ト
ン
か
ら
三
・
○
ト
ソ
（
I
R
1
8
）

と
も
に
イ
ン
ド
平
均
の
約
三
・
三
倍
に
達
し
て
い
る
。

べ
て
も
、
約
二
倍
の
高
さ
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
高
群
星
品
種
の
導
入
に
よ
る
生
産
性
の
上
昇
は
、

の
に
貢
献
し
た
。

　
第
四
は
、
第
二
で
ふ
れ
た
主
穀
商
品
生
産
へ
の
指
向
性
の
強
化
に
と
も
な
う
、
作
付
構
成
の
変
化
と
土
地
利
用
率
の
上
昇
で
あ
る
。
第
四
・

五
表
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
波
及
以
後
の
一
九
六
七
／
六
八
～
一
九
七
～
／
七
二
年
に
お
い
て
は
、
カ
リ
フ
作
で
は
米
の
ウ

ェ
イ
ト
は
三
一
・
三
％
に
達
し
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
一
一
六
・
四
％
と
合
わ
せ
れ
ば
、
両
夏
作
主
穀
作
物
で
五
七
・
三
％
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ

た
。
同
様
に
ラ
ビ
作
で
も
、
小
菱
の
比
率
は
六
八
・
八
％
へ
と
上
昇
し
た
。
五
〇
年
代
・
六
〇
年
代
の
前
半
に
比
較
し
て
、
夏
作
主
穀
と
く
に

　
は
よ
く
な
い
が
、
平
均
収
量
の
大
な
贔
種
i
ジ
ャ
ヤ
ジ
ョ
ナ
、
工
R
－
8
一
が
、

　
栽
培
順
位
の
第
～
・
二
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
米
の
品
種
決
定
が
、
品
質
よ

　
り
も
収
穫
蚤
ひ
い
て
は
商
品
化
母
の
増
大
を
目
干
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

　
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
村
で
は
、
米
が
常
食
作
物
で
は
な
い
と
い
う
事
実
と
一
致
す

　
る
。
小
麦
の
場
合
も
、
栽
培
順
位
第
一
位
は
晶
質
の
よ
い
カ
ル
ヤ
ソ
ソ
ナ
ニ
ニ
七
、

　
第
二
位
は
よ
り
平
均
収
量
の
多
い
P
V
I
一
八
と
な
っ
て
い
て
、
良
品
質
小
麦
で
自

　
給
部
分
を
確
保
し
た
後
に
、
商
品
化
量
の
増
大
を
臼
指
す
と
い
う
品
種
決
定
を
う
か

　
が
わ
せ
る
。
そ
れ
は
、
米
に
く
ら
べ
て
自
家
用
部
分
の
多
い
小
麦
の
性
格
を
反
映
し

　
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
自
給
用
の
ウ
ェ
イ
ト
の
大
な
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
は
、

　
平
均
収
量
は
小
で
あ
る
が
晶
質
の
よ
い
在
来
種
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　
　
　
　
　
そ
の
導
入
を
契
機
と
す
る
ヘ
ク
タ
ー
ル
蒙
り
平
均
収
量
の
変
化
で
は
、
米

へ
、
小
菱
で
は
一
・
七
ト
ン
か
ら
四
・
○
ト
ン
（
カ
ル
ヤ
ソ
ソ
ナ
ニ
八
七
）
へ
上
昇
し
、

ま
た
、
イ
ン
ド
の
中
で
は
例
外
的
に
生
産
性
の
高
い
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
の
平
均
に
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
に
小
麦
の
商
贔
化
量
を
増
大
さ
せ
る
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インド・パンジャーブ平原における農村の展開とr緑の輩命」（応地）

米
の
伸
長
が
い
ち
じ
る
し
く
、
こ
れ
ま
で
夏
作
商
晶
作
物
と
し
て
拡
大
を
つ
づ
け
て
き
た
ア
メ
リ
カ
綿
の
減
退
を
も
た
ら
す
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ラ
ビ
作
に
お
け
る
消
滅
に
近
い
ま
で
の
べ
ル
ラ
の
激
減
は
、
疸
接
的
に
は
高
収
量
品
種
の
導
入
後
、
小
麦
と
グ
ラ
ム
豆
と
の
作
付
期
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

同
時
期
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
備
荒
用
の
自
給
作
物
の
確
保
か
ら
商
晶
化
部
分
の
増
大
へ
と
い
う
農
業
の
性

格
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
緑
の
革
命
」
以
後
、
こ
の
村
の
農
業
は
、
作
付
比
率
に
お
い
て
も
主
穀
生
産
へ
の
雲
華
傾
向
を
顕
著

　
　
　
　
　
　
③

に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
土
地
利
用
率
も
一
九
七
一
年
に
は
一
六
穴
％
に
上
昇
し
、
｝
部
の
耕
地
に
お
い
て
は
三
毛
作
す
ら
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
毛
作
の
成
立
は
、
高
収
猛
品
種
の
導
入
に
よ
る
小
菱
の
播
種
期
の
後
退
と
妻
琴
期
聞
の
短
縮
化
に
よ
り
、
実
現

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
毛
作
の
成
立
も
、
　
「
緑
の
革
命
」
が
も
た
ら
し
た
変
化
の
一
つ
で
あ
る
。

　
第
五
は
、
主
穀
作
物
の
耕
作
法
に
お
け
る
推
賞
耕
作
法
の
一
巡
化
で
あ
る
。
調
査
に
際
し
て
は
、
全
栽
培
作
物
に
つ
い
て
、
播
種
か
ら
賠
蔵

に
至
る
ま
で
の
農
法
体
系
を
構
成
す
る
＝
二
項
目
の
き
き
と
り
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
う
ち
高
収
量
品
種
を
も
つ
主
穀
作
物
を
と
り
出
す
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
の
村
で
の
現
行
耕
作
法
と
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
業
大
学
の
推
賞
耕
作
法
と
の
間
に
は
、
わ
ず
か
な
差
異
を
見
い
出
す
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
相

違
点
を
対
比
的
に
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
上
が
村
で
の
現
行
耕
作
法
、
下
は
同
大
学
の
推
賞
耕
作
法
）
。

　
米
の
田
植
法
　
乱
雑
植
一
正
条
植
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
小
麦
の
播
種
法
　
ケ
ラ
と
よ
ば
れ
る
梨
耕
時
の
手
に
よ
る
条
播
ー
ド
リ
ル
使
用
に
よ
る
条
播
。

　
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
施
肥
回
数
　
一
圓
　
　
二
圓
に
分
施
。

　
し
た
が
っ
て
、
高
収
量
品
種
の
普
及
は
、
主
穀
耕
作
法
の
在
来
耕
作
法
か
ら
推
賞
耕
作
法
へ
の
転
換
と
い
う
変
化
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ

の
推
賞
耕
作
法
の
一
巡
化
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
業
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
農
業
関
係
機
関
の
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
ワ
ー
ク
の
成
果
で
あ
っ
た
。

と
同
時
に
、
村
人
に
よ
る
新
贔
種
や
新
冠
作
法
な
ど
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
採
用
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
正
確
な
情
報
と
収
益
機
会
の
大
き

さ
と
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
質
に
お
い
て
、
先
進
開
発
諸
國
の
農
民
の
行
動
と
同
じ
で
あ
り
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ

ひ
い
て
は
イ
ン
ド
の
農
民
・
農
業
を
「
伝
統
墨
守
的
」
・
「
孤
立
的
」
・
「
非
合
理
的
」
な
ど
と
い
う
形
で
把
え
よ
う
と
す
る
従
来
の
傾
向
へ
の
修
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⑥

正
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
在
の
段
階
で
、
新
し
い
耕
作
法
が
農
法
的
整
序
を
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
と
く
に
、
そ
れ
は
、
病
虫
害
対
策
に
お
い

て
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
　
年
夏
に
、
稲
に
テ
ィ
ダ
と
よ
ば
れ
る
病
虫
害
が
発
生
し
た
。
そ
の
た
め
、
九
月
中
旬
に
州
政
府
に
よ
り

B
H
C
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
撒
布
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
撒
布
時
期
が
遅
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
効
果
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
上
に
、

逆
効
果
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
、
取
穫
さ
れ
た
稲
藁
を
家
畜
に
与
え
出
し
て
か
ら
三
ヵ
月
に
わ
た
っ
て
、
水
牛
の
病
死
が
あ
い
つ
い
だ
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
事
件
を
め
ぐ
る
州
政
府
と
農
民
と
の
応
酬
は
興
味
あ
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、

一
九
七
二
年
の
小
麦
作
は
、
黄
銃
病
の
た
め
収
蟄
が
減
少
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
第
六
は
、
農
業
機
械
化
の
発
進
で
あ
る
。
第
七
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
村
へ
の
ト
ラ
ク
タ
ー
の
導
入
は
一
九
六
六
年
に
は
じ
ま
る
が
、

七
二
年
秋
に
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
所
有
農
家
数
は
二
二
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
農
家
の
う
ち
一
二
戸
ま
で
が
、
所
有
耕
地
面
積
一
五
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

至
難
…
以
上
、
経
営
耕
地
面
積
二
〇
エ
ー
カ
ー
以
上
の
大
規
模
農
家
で
あ
る
。
し
か
し
残
り
＝
戸
は
、
わ
ず
か
藩
士
ー
カ
ー
を
所
有
・
経
営
す

る
に
す
ぎ
な
い
。
も
と
も
と
、
こ
の
農
家
は
、
ウ
ッ
タ
ル
ー
プ
ラ
デ
シ
ュ
州
で
旅
館
を
経
営
し
て
い
た
が
、
一
九
六
七
年
に
不
動
産
を
売
却
し

て
ト
ラ
ク
タ
ー
を
購
入
の
う
え
帰
村
し
た
。
帰
村
後
、
彼
は
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
凄
艶
料
を
主
た
る
収
入
源
と
し
て
生
活
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
ト
ラ
ク
タ
ー
襲
撃
を
主
業
と
す
る
農
家
の
出
現
は
全
く
新
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
　
「
緑
の
革
命
」
に
よ
る
村
の
変
化
を
象
微
す
る
。
サ
ン
プ

ル
に
選
ん
だ
三
〇
農
家
に
お
け
る
、
ト
ラ
ク
タ
ー
耕
の
普
及
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
全
作
物
の
耕
起
作
業
を
完

全
に
ト
ラ
ク
タ
ー
に
依
存
す
る
農
家
1
一
〇
（
う
ち
ト
ラ
ク
タ
ー
所
有
農
家
は
六
）
、
牛
浜
と
ト
ラ
ク
タ
ー
耕
を
併
用
す
る
農
家
i
一
一
（
う
ち

ト
ラ
ク
タ
ー
所
有
農
家
は
工
）
、
牛
耕
の
み
に
よ
る
農
家
－
九
と
な
り
、
ト
ラ
ク
タ
ー
耕
の
普
及
を
物
語
っ
て
い
る
。
農
家
調
査
に
よ
れ
ば
、

そ
の
普
及
は
、
｛
九
六
九
年
以
降
、
加
速
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
　
一
九
七
一
年
に
は
、
州
農
業
公
社
の
コ
ン
バ
イ
ン
に
小
鷺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
収
穫
作
業
を
請
負
わ
せ
る
擾
家
が
あ
ら
わ
れ
た
。
し
か
も
コ
ン
バ
イ
ン
の
利
用
を
希
望
す
る
農
家
は
多
く
、
同
公
社
は
そ
の
希
望
に
応
じ
得

な
い
ほ
ど
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

7e （696）



インド・パンジャーブ平原における農村の展騰と「緑の革命」（応地）

第9表サンプル農家における化学肥料の作物別導入年

層…シ1サ・ウキビk・烈小麦1バ・レシーム米

2
6
1
4
2

1
4
2
1
6
6

1
　
　
1
　
　
Q
り

14

1
3
1
1
3

2
2
1
0
5
4
3

1
1
　
　
3
4
1
8

年次
～1963年

　　1964

　　工965

　　1966

　　1967

　　1968

2429計 27 26 18 19

注1．1969年以降に投入を開始した農家はない。

　2．農家により作付構成が異なるので，合計は30にはならない。

こ
う
し
た
機
械
化
の
普
及
に
つ
れ
て
、
ト
ラ
ク
タ
ー
所
有
農
家
一
三
戸
の
う
ち
、
耕
転
用
牡
牛
を
一

頭
も
所
有
し
な
い
農
家
は
閥
戸
、
一
頭
の
み
を
も
つ
農
家
は
一
戸
と
な
り
、
所
有
牡
牛
で
は
耕
転
作

業
を
な
し
得
な
い
農
家
が
五
戸
に
達
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
　
〈
牛
と
と
も
に
生
活
す
る
農
民
〉
と
い

う
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
一
方
に
お
い
て
崩
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

動
向
を
反
映
し
て
、
耕
転
用
牡
牛
の
価
格
が
下
落
し
て
、
今
日
で
は
搾
乳
用
の
牝
水
牛
の
価
格
を
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ま
わ
り
、
両
者
の
価
格
関
係
が
逆
転
す
る
に
釜
っ
て
い
る
。

　
第
七
は
、
化
学
肥
料
へ
の
依
存
度
の
増
大
で
あ
る
。
第
九
表
は
、
三
〇
の
サ
ン
プ
ル
農
家
に
つ
い

て
、
作
物
別
に
化
学
肥
料
の
投
入
開
始
年
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
同
病
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う

に
、
一
九
六
五
年
以
降
、
主
穀
作
物
に
対
す
る
化
学
肥
料
の
投
入
の
開
始
が
い
ち
じ
る
し
い
。
そ
れ

は
、
高
収
量
晶
種
の
導
入
、
主
穀
二
毛
作
の
普
及
に
つ
れ
て
、
元
来
は
少
肥
約
で
あ
っ
た
こ
の
村
の

主
穀
農
業
が
、
多
肥
的
性
格
を
帯
び
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
農
業
の
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

治
宋
期
以
降
の
展
開
方
向
と
類
似
し
て
い
る
。

　
幻
　
農
家
の
オ
ー
ダ
ー
で
の
変
化

　
（

　
以
上
の
作
物
・
農
法
の
オ
ー
ダ
ー
で
の
諸
要
素
の
変
化
は
、
農
家
の
オ
ー
ダ
ー
で
は
農
家
間
に
差

異
を
も
た
ら
す
因
子
と
し
て
働
く
。

　
そ
の
第
一
は
、
農
家
の
階
層
問
格
差
の
拡
大
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
経
営
面
積
二
〇

エ
ー
カ
ー
が
、
前
記
の
特
異
な
一
戸
を
除
く
、
ト
ラ
ク
タ
ー
所
有
農
家
の
下
限
規
模
で
あ
っ
た
。
サ

ン
プ
ル
農
家
の
中
で
ト
ラ
ク
タ
ー
を
所
有
す
る
八
戸
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
お
よ
び
経
営
面
積
の
内

訳
を
示
せ
ば
、
第
一
〇
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
条
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
A
～
D
の
農
家
が
抵
当
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第10表　トラクター所有のサンプル農家の経営面積構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位二：エーカー）

経営面稜　の　内　訳

所輌積1借入面積麟燕議階導入主計
農家番号

2

5
7
1
0
2

9

F
D
　
　
　
　
　
Q
》

26

P5

P8

Q5

Q2

Q3

P5

Q

31

R1

Q8

Q7

Q7

Q3

Q2

Q

A
B
C
D
E
F
G
H

が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
供
給
不
足
が
つ
づ
く
と
す
れ
ば
、

　
第
二
は
、
孤
立
荘
宅
の
発
生
で
あ
る
。

区
署
整
理
と
所
有
耕
地
の
統
合
、
チ
ュ
ー
ブ
ー
－
ウ
ェ
ル
の
建
設
に
と
も
な
う
農
業
集
約
化
の
増
進
な
ど
の
農
業
内
の
要
因
、

の
良
好
化
と
い
っ
た
農
業
外
的
な
要
因
に
支
え
ら
れ
て
、

わ
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
よ
う
な
孤
立
荘
宅
は
、 　

貸
を
通
じ
て
経
営
面
積
の
拡
大
を
は
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
村
で
の
高
額
の
慣
習
的
な

　
貸
付
法
は
、
耕
地
を
担
保
に
そ
の
時
価
の
半
額
を
貸
付
け
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
債
務
老

　
が
債
権
者
に
耕
作
権
を
移
譲
す
る
ケ
ー
ス
と
、
債
務
者
が
耕
作
権
を
確
保
す
る
か
わ
り
に
年
利
二

　
四
％
を
支
払
う
ケ
ー
ス
と
が
あ
る
。
前
述
は
ラ
ヘ
ン
カ
ル
ナ
と
よ
ば
れ
、
耕
作
主
体
の
相
違
に
よ

　
り
、
①
債
権
者
が
自
ら
耕
作
し
て
全
収
穫
を
取
得
す
る
場
合
と
、
②
債
務
者
に
耕
作
さ
せ
て
両
者

　
問
で
収
穫
物
を
折
半
す
る
場
合
と
に
分
か
た
れ
る
。
前
述
し
た
A
～
D
の
農
家
は
、
こ
の
う
ち
の

　
①
に
よ
っ
て
経
営
規
模
を
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
農
家
の
階
腰
台
格
差

　
拡
大
の
契
機
と
な
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
ま
た
、
既
述
の
化
学
肥
料
へ
の
依
存
度
の
増
大
も
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
現
在
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
で
は
肥
料
の
不
足
が
い
ち
じ
る
し
い
が
、
同
村
も
例
外
で
は
な
い
。
化
学

　
肥
料
の
入
手
は
、
主
と
し
て
村
の
農
民
協
同
組
合
（
コ
ー
ペ
ラ
テ
ィ
ブ
　
ソ
サ
エ
テ
ィ
）
を
通
じ
て

　
な
さ
れ
る
が
、
供
給
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
出
資
口
数
に
応
じ
た
配
分
法
が
と
ら
れ
る
。
そ
の

　
た
め
、
出
資
口
数
の
多
い
上
津
農
ほ
ど
有
利
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
化
学
肥
料

　
は
本
来
的
に
は
、
規
模
に
対
し
て
中
立
的
な
投
入
財
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
へ
の
依
存
度

　
　
　
　
　
　
　
規
模
に
対
し
て
非
中
立
的
に
働
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

成
立
以
来
、
こ
の
柑
の
集
落
形
態
は
典
型
的
な
集
村
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
ふ
れ
た
耕
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
び
治
安
事
情

　
　
　
　
　
　
ア
パ
デ
ィ
（
集
落
地
）
を
捨
て
て
自
家
所
有
耕
地
に
生
活
の
場
を
移
す
農
家
が
あ
ら

　
　
フ
ァ
ー
ム
ハ
ウ
ス
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
七
二
年
秋
現
在
、
家
族
員
全
員
が
常
時
居
住
す
る
フ
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ア
ー
ム
ハ
ウ
ス
は
一
〇
戸
、
家
族
員
の
一
部
が
常
時
居
住
す
る
も
の
は
三
戸
を
数
え
て
い
る
。
孤
立
荘
宅
の
分
布
は
、
第
四
図
に
示
さ
れ
る
。

こ
の
フ
ァ
ー
ム
ハ
ウ
ス
の
出
現
は
、
伝
統
的
な
居
住
様
式
の
変
化
と
、
集
村
の
解
体
化
現
象
の
萌
芽
を
示
し
て
い
る
。
三
四
の
土
地
所
有
世
帯

を
対
象
と
す
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
自
家
所
膚
耕
地
へ
の
住
居
移
動
を
す
で
に
完
了
し
て
い
る
も
の
が
四
、
そ
こ
へ
の
移
動
を
希
望
す
る
世
帯
が

一
六
で
、
両
者
を
合
わ
せ
れ
ば
二
〇
世
帯
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
〇
世
帯
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
集
落
と
耕
地
を

往
復
す
る
時
間
が
節
約
で
き
、
耕
地
や
作
物
の
管
理
を
よ
り
ょ
く
お
こ
な
い
う
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
一
方
、
所
有
耕
地
へ
の
移
住
を
希
望

し
な
い
一
四
憶
帯
の
あ
げ
る
理
由
は
、
㈲
耕
地
が
集
落
の
近
く
に
あ
り
、
現
状
で
も
不
便
な
し
（
三
世
帯
）
、
㈲
耕
地
に
移
住
す
れ
ば
、
女
子
供

の
安
全
が
心
配
（
四
世
帯
）
、
◎
耕
地
内
に
屋
敷
地
を
建
設
す
れ
ば
、
少
な
い
耕
地
が
一
層
減
少
す
る
（
六
世
帯
）
、
㈹
集
落
内
に
住
ん
で
お
れ
ば
、

物
の
貸
し
借
り
に
便
利
（
一
世
帯
）
と
な
っ
て
い
る
。
㈲
の
三
世
帯
を
除
け
ば
、
所
有
耕
地
へ
の
移
住
を
希
望
し
な
い
農
家
は
一
一
世
帯
と
な

る
。
そ
れ
ら
の
農
家
の
多
く
も
、
孤
立
荘
宅
の
も
つ
メ
リ
ッ
ト
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
㈲
以
下
の
理
由
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
㈹
を
あ

げ
る
農
家
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
孤
立
荘
宅
を
建
設
し
て
農
業
の
集
約
化
を
は
か
り
う
る
農
家
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
魚
住
規

模
の
大
き
な
農
家
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
第
三
は
、
耕
地
醐
格
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
経
営
規
模
の
拡
大
が
ま
す
ま
す
困
難
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
「
緑
の
革
命
」
に
よ
る
収
益
性
と

安
定
性
の
増
大
は
、
村
内
耕
地
の
価
格
を
急
騰
さ
せ
た
。
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
耕
地
価
格
は
、
平
均
的
な
耕
地
の
場
合
で
も
、
　
一
九
七
二
年
秋
に

は
＝
一
、
○
○
○
ル
ビ
1
（
約
六
〇
万
円
）
に
達
し
、
こ
れ
は
、
男
子
の
臨
時
的
雇
用
賃
金
一
日
あ
た
り
平
均
五
ル
ピ
ー
の
お
よ
そ
六
・
六
年

分
に
相
当
す
る
。
こ
う
し
た
耕
地
価
格
の
急
騰
は
、
二
つ
の
方
向
で
農
家
に
作
用
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
農
家
の
上
向
発
展
の
可
能
性
を
極
度

に
お
し
下
げ
、
階
厨
固
定
的
に
働
く
こ
と
で
あ
る
。
他
の
～
つ
は
、
村
外
に
経
営
拡
大
の
場
を
求
め
よ
う
と
す
る
農
家
の
出
現
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
村
内
の
所
有
耕
地
を
担
保
に
借
入
金
を
得
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
新
た
に
村
外
で
耕
地
を
入
手
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
農
家
は
、

㎝
九
六
八
年
以
降
、
六
戸
を
数
え
、
い
ず
れ
も
村
外
に
挙
家
離
村
し
て
い
る
。
そ
の
行
先
は
、
ウ
ヅ
タ
ル
ー
プ
ラ
デ
シ
ュ
州
が
四
戸
、
パ
ン
ジ

ャ
ー
ブ
州
内
の
他
村
が
二
戸
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
六
八
年
に
ウ
ッ
タ
ル
ー
ブ
ラ
デ
シ
ュ
州
に
移
住
し
た
一
農
家
の
場
合
、
そ
こ
で
の
耕
地
価

73 （699）



格
が
こ
の
村
の
五
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
元
来
の
所
有
面
積
一
二
エ
…
カ
ー
の
中
農
か
ら
、
現
在
で
は
五
〇
エ
ー
カ
ー
を
有
す
る
大
農
に

成
長
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
第
四
は
、
小
作
地
の
減
少
と
小
作
料
の
金
納
化
で
あ
る
。
こ
の
村
は
、
も
と
も
と
、
自
作
農
を
主
体
と
す
る
村
で
あ
っ
た
が
、
「
緑
の
革
命
」

に
よ
る
収
益
性
の
増
火
の
結
果
、
土
地
所
有
者
の
膚
作
化
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
小
作
地
は
減
少
し
つ
つ
あ
る
。
一
方
、
小
作

制
度
も
、
以
前
の
バ
タ
イ
と
よ
ば
れ
る
折
半
刈
り
分
け
小
作
制
に
か
わ
っ
て
、
一
般
に
テ
ッ
カ
と
称
さ
れ
る
定
額
金
納
制
に
変
化
し
て
き
た
。

金
納
小
作
料
は
年
は
ぼ
五
〇
〇
ル
ピ
ー
（
約
二
五
、
○
○
○
円
）
で
あ
り
、
平
均
耕
地
価
格
の
二
四
分
の
一
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　
の
　
村
落
の
オ
ー
ダ
ー
で
の
変
化

　
（

　
。
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
で
は
、
農
業
の
発
展
と
村
落
社
会
と
の
間
に
は
、
従
来
、
一
定
の
関
係
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
農
業
の
発
展
が
村

落
社
会
の
完
全
な
変
質
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
ネ
オ
鋪
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
な
再
編
に
終
始
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
逆
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
、
村
落
社
会
の
こ
の
よ
う
な
存
続
性
を
前
提
に
し
て
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
業
は
発
展
し
得
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ッ
ガ
ル
バ
ナ

村
の
場
合
で
も
、
第
二
期
に
お
け
る
農
業
発
展
は
、
ま
さ
に
こ
の
好
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
の
進
展
に

つ
れ
て
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
既
述
の
よ
う
に
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
村
は
、
機
能
分
担
を
異
に
す
る
農
民
、
職
人
・
サ
ー
ビ
ス
燭
、
農
業
労
働
者
の
三
つ
の
層
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
　
「
緑
の
革
命
」
の
展
開
は
、
農
民
層
の
内
部
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
二
つ
の
層
へ
も
諸
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
ジ
ャ
ジ
ュ
マ
ニ
綱
の
衰
退
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
へ
の

代
償
と
し
て
、
カ
リ
フ
・
ラ
ビ
の
両
収
穫
時
に
一
定
量
の
主
穀
を
供
与
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
形
態
は
、
わ
ず
か
に
タ
ル
カ
ン
（
大
工
）
に
よ

る
農
具
の
製
作
・
修
理
に
の
み
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
他
の
職
人
層
の
提
供
す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
時
々
に
現
金
な
い
し
は

現
物
で
決
済
さ
れ
、
ジ
ャ
ジ
ュ
マ
ニ
的
関
係
は
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
変
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
二
四
年
の
報
告
書
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ク
マ
ー
ル
（
つ
ぼ
作
り
）
の
場
合
を
と
り
あ
げ
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
が
近
年
の
生
起
に
な
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
農
業
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の
機
械
化
が
進
展
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
現
在
タ
ル
カ
ン
層
に
残
っ
て
い
る
唯
一
の
伝
統
的
な
形
態
に
も
こ
う
し
た
変
化
が
波
及
し
て
い
く
も

の
と
予
想
さ
れ
る
。
　
一
方
、
タ
ル
カ
ン
を
除
く
村
内
職
人
層
の
職
業
変
化
も
い
ち
じ
る
し
い
。
た
と
え
ば
、
第
二
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
金
銀

細
工
を
伝
統
的
職
業
と
し
て
い
た
ス
ナ
ー
ル
は
自
転
車
修
理
業
に
、
ク
マ
ー
ル
は
馬
車
輸
送
業
に
、
理
髪
人
の
ナ
イ
は
商
店
主
に
お
の
お
の
転

進
し
て
お
り
、
こ
の
間
に
お
け
る
生
活
様
式
の
変
化
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
う
し
た
ジ
ャ
ジ
ュ
マ
睡
蓮
の
衰
退
と
貨
幣
経
済
の
滲
透
は
、
先
述

の
孤
立
荘
宅
の
発
生
と
い
う
景
観
変
化
を
内
部
か
ら
支
え
る
対
応
的
現
象
を
な
し
て
い
る
。

　
第
二
に
は
、
農
業
労
働
者
層
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
。
　
「
緑
の
革
命
」
が
、
製
業
労
働
者
層
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

る
か
と
い
う
問
題
は
、
今
後
さ
ら
に
時
間
を
か
け
て
討
究
さ
る
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
自
下
の
段
階
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
包
括
的

な
結
論
は
提
示
し
得
な
い
の
で
、
い
く
つ
か
の
要
因
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
村
で
も
、
農
業
労
働
老
層
の
分
解
要
因
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

し
て
、
①
農
業
機
械
化
に
よ
る
省
力
化
技
術
の
展
開
、
②
村
外
に
お
け
る
非
農
業
的
雇
用
機
会
の
増
大
、
の
二
つ
が
あ
る
。
他
方
、
農
業
労
働

者
の
滞
留
要
因
と
し
て
、
切
「
人
口
爆
発
」
以
降
の
出
生
老
の
労
働
力
化
に
よ
る
農
業
労
働
者
の
急
増
、
G
り
米
作
面
積
の
拡
大
に
つ
れ
て
、
農

業
労
働
老
へ
の
依
存
度
の
大
き
い
田
植
・
中
耕
除
草
・
刈
取
の
諸
作
業
の
労
働
力
需
要
が
大
き
く
伸
び
て
い
る
こ
と
、
㊥
高
収
量
品
種
・
撲
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

機
械
の
導
入
に
よ
っ
て
農
業
の
集
約
化
が
進
み
、
労
働
力
需
要
は
逆
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
、
国
二
毛
作
の
拡
大
は
農
作
業
適
期
の
短
縮
を
通

じ
て
、
労
働
力
需
要
の
ピ
ー
ク
を
高
め
て
お
り
、
家
族
内
男
子
労
働
力
の
み
で
は
充
足
し
得
な
い
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
得
る
。
こ
れ
ら
の
分

解
・
滞
留
の
両
要
因
の
う
ち
、
こ
の
村
で
は
滞
留
要
因
の
方
が
よ
り
強
く
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
へ
の
証
左
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
つ

を
指
摘
し
う
る
。
第
一
は
、
農
業
労
働
者
腰
へ
の
若
年
者
の
新
規
算
入
が
多
く
、
農
業
労
働
者
の
老
齢
化
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
第
二
は
、

三
〇
の
サ
ン
プ
ル
農
家
の
う
ち
、
常
雇
（
シ
リ
と
よ
ば
れ
る
）
を
雇
用
す
る
農
家
は
一
四
戸
、
そ
の
常
雇
数
は
二
五
人
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ

も
が
村
内
か
ら
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
所
有
農
家
の
中
で
、
常
雇
を
減
少
さ
せ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
の
三

点
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
下
の
段
階
で
の
こ
う
し
た
農
業
労
働
者
の
滞
留
要
因
の
強
さ
は
、
労
働
力
需
要
と
農
業
機
械
化
と
が
今
後
も
毛
蟹
的

に
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
現
下
の
農
業
機
械
化
が
過
渡
的
性
格
を
も
ち
、
一
貫
し
た
技
術
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⑰

体
系
を
な
お
確
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

①
　
サ
ン
プ
ル
農
家
の
経
営
面
積
別
内
訳
は
、
エ
…
カ
ー
単
位
で
、
二
〇
～
　
八
戸
、

　
　
五
～
　
九
一
戸
、
一
〇
～
一
四
七
戸
、
五
～
｝
〇
　
一
〇
戸
、
～
四
四

　
戸
。
．
な
お
、
こ
の
三
〇
芦
以
外
に
、
土
地
は
所
有
す
る
が
経
営
し
な
い
サ
ン
プ
ル

　
畏
家
四
戸
、
農
業
労
鋤
者
世
帯
｛
コ
P
を
調
査
対
象
に
選
定
し
た
。

②
　
在
来
小
麦
・
グ
ラ
ム
豆
は
と
も
に
…
○
月
後
半
に
播
㍑
糎
さ
れ
た
が
、
高
収
蟄
品

　
種
の
小
変
の
播
種
期
は
、
一
一
月
中
旬
～
一
二
月
中
旬
と
な
っ
た
。

③
目
下
の
パ
ソ
ジ
ャ
…
ブ
で
は
、
収
益
性
の
最
も
大
な
作
付
体
系
は
、
米
－
小
麦

　
の
二
毛
作
と
い
わ
れ
る
。
　
（
噛
。
巳
℃
ω
・
Q
り
・
”
O
器
Φ
昌
男
Φ
く
。
一
ロ
臨
。
β
自
門
邑
≦
げ
暮

　
窯
。
×
漕
ヨ
幽
ヨ
①
o
‘
勺
慈
日
寅
σ
誤
σ
q
ぽ
。
巳
ε
養
H
q
瞬
噴
く
こ
い
一
山
三
彩
譜
ρ
6
認
輸
℃
．
Q
Q
，
）

④
　
U
騨
o
o
8
溝
富
o
h
閣
屠
3
湯
δ
p
国
伽
；
＄
試
。
鐸
勺
鐸
ε
四
σ
諺
σ
q
犠
。
巳
9
「
巴
d
巳
く
◎

　
”
男
ρ
9
鼻
α
q
①
弓
昼
。
鉱
8
。
自
剛
。
叫
H
〈
げ
貴
蹴
O
δ
℃
切
o
h
℃
g
a
p
σ
お
認
ご
α
R

　
℃
㊤
o
閤
ρ
σ
q
o
唱
茜
。
鉱
8
ω
団
。
噌
烈
拶
σ
一
〇
8
℃
ω
o
隔
勺
口
昌
冒
ぴ
お
醤
－
誌
■

⑤
　
製
耕
に
よ
っ
て
す
じ
み
ぞ
を
作
り
、
そ
の
直
後
に
そ
こ
に
手
で
播
種
す
る
方
法
。

　
元
来
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
で
は
、
ケ
ラ
法
は
灌
概
耕
地
で
、
ド
リ
ル
（
ポ
ラ
と
よ
ば

　
れ
る
）
法
は
乾
燥
農
粟
耕
地
で
お
こ
な
わ
れ
る
播
種
法
で
あ
っ
た
。
（
＜
舞
琶
F
U
■

　
U
■
欝
嵩
師
嵩
。
ゴ
暁
ρ
ド
U
．
”
o
や
臼
伸
．
嘲
℃
や
無
ふ
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⑥
こ
の
点
を
強
調
す
る
諸
報
告
は
多
い
。
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℃
9
き
噛
○
．
曽
回
㌶
ω
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買
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。
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。
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ぎ
同
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避
ゴ
乙
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譜
H
⇒
＜
o
湾
ヨ
露
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O
奪
洋
「
o
図
嵩
切
葺
窪
8
「
匿
。
！
〈
U
o
嗣
寓
帽
一
ゆ
刈
9

　
膨
峯

⑦
　
機
械
化
に
よ
り
農
業
集
約
化
を
目
指
す
に
は
二
〇
エ
ー
カ
…
以
上
が
必
要
と
す

　
る
報
告
は
多
い
。
　
（
〉
α
Q
σ
q
窄
。
コ
毒
押
押
ρ
”
o
℃
．
9
酔
こ
℃
・
錦
鉾
凋
『
ρ
巳
（
Φ
押
悶
・
”

　
℃
9
三
8
0
h
O
お
鎚
図
。
く
高
師
註
8
…
…
ω
ぼ
墜
昌
σ
q
℃
p
ヰ
實
野
師
。
｛
℃
＄
超
馨

　
℃
霞
餓
。
首
箕
δ
鐸
ぎ
囲
誠
象
餌
ρ
ロ
住
㎏
巴
（
樹
富
戸
貯
℃
o
同
。
ヨ
僻
詳
8
日
簿
巴
・

　
巴
。
。
．
”
頃
o
o
9
勺
ε
巳
舞
δ
芦
9
♪
ロ
α
閃
一
覧
。
属
ヨ
⑩
馨
一
窪
。
一
ヨ
℃
斜
。
仲
㎝
o
h
跨
Φ
．

　
O
H
8
賛
男
⑦
〈
o
ご
江
。
戸
℃
諺
①
σ
q
霞
㌧
瓢
．
磯
ご
H
竃
ρ
や
H
G
◎
P
）

⑧
そ
の
賃
料
は
、
エ
ー
カ
ー
嘉
り
一
〇
〇
ル
ピ
ー
（
約
五
〇
〇
〇
円
）
。
サ
ン
プ
ル

　
三
〇
農
家
の
う
ち
三
戸
が
使
用
。

⑨
　
村
で
の
優
良
毬
の
価
格
変
化
に
つ
い
て
、
　
一
九
六
七
年
夏
七
二
年
と
を
比
較
す

　
れ
ば
、
牡
牛
二
〇
〇
〇
ル
ピ
ー
↓
　
五
〇
〇
ル
ピ
ー
、
調
牝
水
牛
一
四
〇
〇
ル
ピ
ー

　
↓
　
八
○
○
ル
ピ
ー
。

⑩
加
用
僑
文
「
日
本
農
法
の
諸
相
」
（
『
日
本
農
法
論
』
一
九
七
二
年
、
【
〇
五
～

　
｝
四
五
。
へ
…
ジ
。
）

⑪
　
肥
料
不
足
が
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に
お
け
る
「
緑
の
革
命
」
の
覆
面
す
る
最
大
の

　
課
題
と
さ
れ
て
．
い
る
。
　
（
㌶
磐
斜
鋭
・
o
Q
・
o
庁
ρ
一
・
”
勾
簿
凶
ヨ
鉢
Φ
o
h
唱
0
8
昌
江
巴

　
国
惣
8
諾
。
コ
｝
α
q
ユ
9
二
9
お
島
回
℃
＝
昌
智
堂
ぎ
a
2
＞
ヨ
霧
．
一
〇
霞
．
o
出
〉
α
q
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円
o
o
戸
旧
α
ρ
巳
①
Q
。
噛
℃
膨
b
5
刈
◎
◎
I
b
。
①
ド
）

⑫
男
餌
巳
の
戸
．
蝉
鷺
■
露
臨
⇔
℃
智
㌍
｝
∴
同
9
0
Q
。
鉱
巴
U
葦
角
巨
。
ω
o
h
悶
。
雫

　
昌
。
ヨ
ぎ
U
Φ
く
9
0
b
琶
。
昏
馨
貯
口
舞
巴
℃
部
嵩
㎞
9
σ
旧
》
ω
貯
轟
Q
D
g
e
㊦
。
・
層
H
9
一
り
唖
ρ

　
も
や
G
。
ω
①
凸
ミ
・

⑬
o
。
『
σ
q
ダ
。
。
．
O
聾
a
潟
ぎ
σ
Q
、
ρ
目
“
。
や
簿
‘
や
』
ω
．

⑭
い
銭
。
景
色
乱
丁
毛
．
鱒
ρ
8
爵
切
。
＜
。
ξ
銘
。
口
固
渇
空
ユ
芒
”
｝
閉
。
ζ
摩
萱

　
国
0
9
ド
鍵
屋
℃
O
瓢
ρ
づ
δ
Φ
一
算
二
心
”
挿
◎
勺
’
》
．
q
？
○
◎
ピ
　
は
、
こ
の
要
因
を
強

　
乱
す
る
。
ま
た
、
ル
デ
づ
ア
ナ
県
の
盤
村
で
の
機
械
化
に
対
す
る
農
業
労
働
者
の

　
意
識
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
機
械
化
に
よ
り
、
労
働
条
件
の
改
善
が
あ
っ
た
」
五
切
一
・
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インド・パンジャーブ平原における農村の展開と「緑の革命」　（慈地）

　
二
％
、
「
仕
事
は
増
え
た
け
れ
ど
も
賃
金
は
少
な
く
な
っ
た
」
一
六
・
六
％
、
「
雇

　
爾
機
会
が
減
少
」
一
五
・
三
％
、
『
悪
効
果
あ
り
（
内
容
は
不
明
ご
一
三
・
七
％
、

　
「
仕
事
が
楽
に
な
っ
た
」
　
一
・
二
％
で
あ
り
、
機
榊
恢
化
に
対
す
る
評
価
は
良
否
あ

　
い
半
ば
し
て
い
る
。
（
ω
貯
σ
貸
ダ
O
∴
｝
ω
ε
畠
唄
伸
。
｝
。
・
器
ω
ω
臼
①
凋
跨
。
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富
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霞
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凹
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江
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U
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貯
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H
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U
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い
邑
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塁
p
巳
鐸
℃
藁
b
。
噛
）

⑮
　
ア
ッ
ガ
ル
ワ
ル
は
、
機
械
化
に
よ
っ
て
農
業
労
働
力
の
需
要
は
減
少
し
て
い
な

　
い
が
、
非
農
業
的
雇
用
へ
の
労
働
力
移
動
が
多
い
た
め
、
農
業
労
働
力
不
足
が
み

　
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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｝
σ
q
σ
Q
霞
ノ
く
鼻
℃
・
ρ
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O
℃
・
9
賞
や
旨
Q
Q
・
）

⑯
　
こ
の
点
か
ら
、
機
械
化
が
む
し
ろ
労
働
力
需
要
を
高
め
て
い
る
と
す
る
論
者
が

五
　
お
　
わ
　
り
　
に

多
い
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や
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勇
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壷
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図
0
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お
謡
▼
唱
．
b
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Q
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轡

　
本
稿
の
主
題
は
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
農
柑
に
お
け
る
現
下
の
「
緑
の
革
命
」
を
、
村
の
展
開
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
は
じ

め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
緑
の
革
命
」
は
現
在
な
お
進
行
中
の
現
象
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
「
緑
の
革
命
」
に
つ
い
て
の
未
来
予
測
的
な
評

価
を
避
け
て
、
村
の
展
開
過
程
の
整
理
と
目
下
生
起
し
つ
つ
あ
る
変
貌
の
諸
枳
の
把
握
に
重
点
を
お
い
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
　
「
緑

の
革
命
」
が
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
突
如
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
用
水
路
灌
概
の
開
始
に
は
じ
ま
る
諸
変
化

の
集
積
点
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
中
で
、
と
く
に
六
〇
年
代
初
頭
に
施
行
さ
れ
た
耕
地
の
区
画
整
理
と
そ
れ
に
と
も
な
う
錯
綜

分
散
耕
地
制
の
解
消
と
い
う
耕
地
乱
塾
の
変
化
が
、
の
ち
の
「
緑
の
革
命
」
の
展
開
に
対
し
て
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
と
り
わ
け
高
収
量
品
種
の
も
つ
意
味
を
強
調
す
る
立
場
i
「
緑
の
革
命
」
の
「
ア
メ
リ
カ
的
バ
イ
ア
ス
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
一

は
、
本
稿
で
は
採
用
し
な
か
凶
、
た
。

　
最
後
に
、
今
後
の
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
を
指
摘
し
た
い
。
そ
の
第
一
は
、
　
「
緑
の
革
命
」
に
と
も
な
う
村
落
変
化
の
諸
相
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を
さ
ら
に
追
求
し
て
、
そ
の
含
意
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
村
落
を
と
り
ま
く
よ
り
上
位
の
地
域
関
係
の
オ
…
ダ
i
i
一
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

え
ば
、
ス
ミ
ス
が
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に
お
い
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
ミ
サ
ル
に
よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
る
地
域
的
な
ま
と
ま
り
、
都
市
－
農
村
関
係

な
ど
一
で
の
変
化
の
追
求
で
あ
る
。
本
稿
は
、
い
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
研
究
へ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。

　
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
調
査
に
あ
た
り
、
多
火
の
御
配
慮
と
助
言
を
い
た
だ
い
た
石
田
寛
教
授
を
は

　
①
　
ω
桑
津
劃
窯
．
”
6
鑓
。
揚
接
a
l
ρ
。
・
け
毎
9
自
暴
≦
一
跨
σ
q
？
◎
Q
お
∬
℃
o
断
ぎ
象
ρ
　
　
　
じ
め
、
岡
調
査
隊
の
諸
差
生
方
に
心
か
ら
謝
意
を
塾
し
ま
す
。
最
後
に
、
本
稿
を
わ

　
　
磐
翼
翼
渡
簿
ρ
P
＞
導
窪
》
コ
梓
ξ
。
℃
。
ざ
α
q
臨
▼
㎝
介
お
q
卜
。
讐
唱
や
亀
ふ
◎
　
　
　
　
　
　
が
國
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
地
理
学
的
研
究
の
礎
を
築
か
れ
た
米
倉
二
郎
先
生
の
御
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
献
呈
い
た
し
ま
す
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
（
海
外
学
術
調
査
）
に
よ
る
｝
九
七
二
年
広
島
大
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
助
教
授
。
京
都

　
学
イ
ン
ド
学
術
調
査
隊
（
代
表
者
石
田
寛
教
授
）
に
参
加
し
た
折
の
成
果
の
一
部
で
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The　Crimean　War　and　the　East　Asia

　　　　　　by

Jiichi　Nakayama

　　It　was　the　consensus　betweeB　£he　two　super－powers，　England　and

Russia，　that　guaranteed　the　peace　in　Europe　for　forty　years　after　the

Congress　gf　Vienna．　But　with　the　abrogatiOn　of　their　consensus　through

the　Crimean　War，．tl？，eir　confiict，　op　the．con£rary，　came　to　be　the　funda－

mental　motive　in　’the　inteynational’relationship．　And　the　performance

of　this　war，　in　the　global　perspective，　left　further　more　serious　conse－

quences：the　European　powers，　e！nbracing　Turkey　as　a　partner，　not

only　dissolved　the　orders．of　the　lslamic　nations　in　the　West　Asia　and

the　North　Africa，　but　also　transformed　themselves　into　a　part　of　the

global　ii3ternationai　society，　boundlesis　and　indefinite．　ln　addition　it　was

just　after　the　and　of　this　war　that／，the　Chti”／g清empire　and　Japan　were

involved　in　that　international　society　originated　in　Europe．

　　In　this　arLLicle，　the．　exaininatiop　pf　the，Japape．se　“Openlng’｛　frQ．　m　such

a　poit．of・　view，．・we・pay　especially　attenti．qn，tQ　the　following　affairs　：．，i）

conclusion　of　the　treaty．between．Japa轟．．　apd耳pg1細d．for．　the　fir呂t　time

2）　confiict　betxNTeen　England・　and　Russia．／ca．qsed　by　the　Russian．squadron

occupying　Tsushima．　・ln　consequence，this　is　an．attempt　of，　the　struct－

ural　examination，　explaining　the．JapaRe＄e・，“・Opening　”．from　a　view－point

of　the　fundamental　structure　in’the　international　relationshi．p．

The　Recent　Changes　of　Village　and　“Green　Revoiution’”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ln　Punjab，　lndia

　　　　　by

”roshiaki　Ohji

　　The　studies　on　the　“　Green　Revolution　”　have，　in　general，　focused　on

the　prospective　ey．　amination　of　its　sbcial　and　economical　implications．

But　at　the　present　stage　it　is　RecessarY　，to　scrutinize　the　existence　and

stability・of　the　“Green　Revolution”，・　aAd　there　are　some　ways　to　do

it．　ln　this　artie！e　we　take　up　a　village　in　the　areas　where　the　“Green
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Revolution　”　is　typically　iR　the　process，　of　which　we　study　some　aspects

of　the　change　accompanying　witk　it．　．　．Espe．　cially，　by　placing　the　“　Green

Revolution”　in　’ 狽?ｅ　evolving　procegs　of　tlie　village，　we　stress　that　the

“Green　Revolution”　did　not　come’．about　suddenly　from　the　introduc－

tion　of　high　yielding　variety　．　seeds，　but　occurred　with　the　continuous

evolving　process　of　tl？e　village．

As　a．　field　of　research，　mTe　choose　the　Village　Ga．ggqgb！iana，　Amritsar

pi・t「i・t・Pun」・b　St・事・・三・．lpdia．，．R・．1・t圭・g　it・f・・r一吊呼．・マ・1・i・g　P・・ce・・

ses　i鱗Qdem．・g・・W・．emph碓・茸・e　the皿ea・i・9・fl・．＝i1ゆ・t‘・n　t・the

commercial　production　of　t．ood　grainS　’and　．　a　di＄aPpearan¢e　bf　’the　land

fragmentation　viTh．ich　er．tiT．ie’　abg．qt　p．yiog　to　a　diffitsion　of　the　“Green

RevolLition．”．

．A　Study　6f．跳紐z一ω窃県尉・in　the　Tang．　Period唐1代

　　　　　　by　・・

Mamoru　Tonami

　　This　article　iRvestigates　some　aspects　of　hsien－wei　othces　throttgh　the

analysis　of　chih一んαo制誰and　pi－cJzi壁記written　by　literati　in　the　Tang

Period．　The　ehih－kao　is　a　warrant　of　／appolntment　issued　on　the　per－

sonnel　．　changes，・and　the　pi－chi　is　’ ＝@document　which　was　written　on　the

wall　of　oMcial　building　concerning　office．　T，he　purpose　of　this　article

is　to　mal〈e　it　clear　that．in　the．ゐsゴ伽．！累which　had　tw◎weis尉as　the

regular　staff，　ene　we’i　took　charge　of　the　finance　and　the　civil　service

as　ssu－hu　di　r．　and　the　other　the　police　and　the　jurisdiction　such　as

ssu－fa司法．

Some　Backgrounds　of　the　Kansas－Nebraska　Bill

　　　　　　　　by

Fusashi　Yamaguchi

　　The・Kansas－Nebraska　Act　of　1854　created　two　new　territories　in　the

center　of　the　United　States．　But　the　Act　did　more　than　create　two

additional　territories，　showing　how’it　was　interrelated　with　the　Pacific

RailvLTay　issuei　the　slavery　question，　the　lndian　policy　and　other　great
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