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は
じ
め
に

日
本
の
農
家
は
、
生
産
単
位
で
も
あ
れ
ば
消
費
単
位
で
も
あ
る
。

少
し
前
ま
で
は
、
農
業
だ
け
で
は
な
く
商
工
業
の
副
業
に
も
従
事
し

て
い
る
と
い
っ
た
、
多
角
的
な
生
産
活
動
を
行
っ
て
い
た
経
済
主
体

で
あ
っ
た
。
徳
川
時
代
は
、
そ
の
よ
う
な
農
家
が
人
口
の
八
割
を
し

め
る
小
農
社
会
で
あ
っ
た
。『
前
工
業
化
期
日
本
の
農
家
経
済
』
の

著
者
友
部
謙
一
は
、
小
農
社
会
の
全
体
像
、
そ
の
社
会
の
基
底
に
あ

る
農
民
の
人
間
像
を
示
し
て
く
れ
る
概
念
図
式
と
し
て
の
チ
ャ
ヤ
ー

ノ
フ
理
論
に
魅
了
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
理
論
命
題
を
手

が
か
り
と
し
て
、
日
本
の
近
世
経
済
史
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
問
題

を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
は
「
主

体
均
衡
」
と
い
う
言
葉
が

サ
ブ
ジ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
経
済
主
体
が
労
働
に
参
加
す
る
構
成
員
の
限
界

効
用
と
限
界
不
効
用
と
を
主
観
的
な
秤
に
か
け
た
上
で
意
思
決
定
を

し
、
構
成
員
全
体
の
効
用
が
最
大
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
定
義
だ
け
を
読
む
と
、
ミ
ク
ロ
経
済
学
教
科
書
そ
の
ま
ま
で
あ

る
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
粛
清
さ
れ
た
農
業
経
済
学
者
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
・
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
は
そ
れ
を
資
本
主
義
以
前
の
小
農
社
会
に

適
用
し
、
そ
の
社
会
の
基
底
に
あ
る
農
民
の
人
間
像
を
も
提
示
し
た

の
で
あ
っ
た
。
市
場
経
済
─
こ
の
言
葉
も
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
登
場
す

る
─
が
未
発
達
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
農
民
が
農
民
な
り
に
合
理
的
な

（
１
）

〔
書

評
〕

土
地
貸
借
市
場
と
し
て
の
地
主
小
作
関
係
─
─
友
部
仮
説
の
検
討
─
─

斎

藤

修
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判
断
を
下
し
た
り
、
そ
れ
に
則
っ
て
制
度
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
り
し

て
も
、
資
本
主
義
下
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

忘
れ
ら
れ
た
農
業
経
済
学
者
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
の
学
説
が
復
活
す
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
英
訳
の
出
版
、

そ
し
て
経
済
人
類
学
者
マ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
る
再
評
価

と
理
論
化
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
出
版
さ
れ
た
彼
の
『
石
器

時
代
の
経
済
学
』
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
に
影
響
を
与
え
、
そ
こ
を

経
由
し
て
日
本
の
学
界
に
も
再
上
陸
を
し
た
の
で
あ
る
。
友
部
の
著

作
は
こ
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

友
部
が
本
書
で
行
っ
た
の
は
、
市
場
が
な
い
社
会
の
農
家
モ
デ
ル

を
、
市
場
経
済
化
が
進
行
し
て
い
る
け
れ
ど
も
小
農
家
族
経
済
は
維

持
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
農
家
モ
デ
ル
へ
拡
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
近
世

日
本
の
小
農
社
会
を
再
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
徳
川
農

村
で
は
、
①
農
家
副
業
と
い
う
か
た
ち
で
市
場
向
の
生
産
が
拡
大
し

て
お
り
、
②
地
主
小
作
関
係
と
い
う
か
た
ち
で
土
地
貸
借
市
場
が
機

能
し
始
め
て
い
た
と
著
者
は
主
張
す
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
明
示

的
に
考
慮
し
て
も
な
お
、
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
法
則
は
貫
徹
し
て
い
た
、

よ
り
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、
小
農
家
族
経
済
に
お
い
て
主
体
均
衡
が

成
立
す
る
た
め
に
は
土
地
貸
借
市
場
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と

（
２
）

（
３
）

い
う
の
が
、
本
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
た
だ
、
小
農
社
会
に
お

け
る
土
地
市
場
の
展
開
は
地
主
小
作
関
係
を
「
種
々
の
関
係
性
」
が

つ
き
ま
と
っ
た
「
温
情
的
」
な
も
の
と
し
、「
慣
習
経
済
と
し
て

パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

定
着
」
さ
せ
た
と
い
う
の
も
本
書
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
は
す
で
に
多
く
の
ひ
と
が
指
摘
し
て
お
り
、
エ

ヴ
ィ
デ
ン
ス
の
積
重
ね
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
友
部
の
言
明
は
そ

れ
ほ
ど
違
和
感
な
く
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し

か
し
、
②
の
主
張
は
ど
う
か
。
地
主
小
作
関
係
の
蔓
延
が
土
地
市
場

の
拡
が
り
と
解
釈
で
き
る
と
い
う
議
論
は
、
経
済
史
家
、
農
業
史
家

の
賛
同
を
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
解
釈
と
整
合
的
な
エ
ヴ
ィ

デ
ン
ス
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

友
部
仮
説
は
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
法
則
に
か
ん
す
る
結
果
の
解
釈
と
し

て
提
示
さ
れ
、
仮
説
の
検
証
自
体
は
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
、

友
部
仮
説
は
基
本
的
に
成
立
つ
と
考
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
実
証
的
に
裏
づ
け
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
地
主
小
作
関
係
に
か
ん
す
る
仮
説
に
絞
っ

て
少
し
く
検
討
を
し
て
み
た
い
。
以
下
、
第
一
章
で
友
部
仮
説
を
紹

介
・
提
示
し
、
第
二
章
で
は
そ
れ
を
直
接
に
検
証
で
き
る
唯
一
と
も

い
え
る
摂
津
国
花
熊
村
の
事
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
。
第
三
、
第
四

章
で
は
、「
種
々
の
関
係
性
」
が
つ
き
ま
と
っ
た
取
引
と
し
て
の
土

（
４
）



252

地
貸
借
を
─
わ
ず
か
二
、
三
の
個
別
事
例
研
究
か
ら
で
は
あ
る
が
─

家
族
経
済
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
お
よ
び
親
族
関
係
と
の
関
連
に
お
い
て

み
る
。
最
後
の
第
五
章
で
こ
れ
ら
検
討
結
果
を
要
約
し
、
近
代
へ
の

展
望
と
含
意
を
探
る
。

一

友
部
仮
説

サ
ー
リ
ン
ズ
が
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
理
論
か
ら
導
き
出
し
た
命
題
に
は
、

農
家
世
帯
内
の
消
費
者
と
労
働
従
事
者
の
比
率
（C

/W

）
は
そ
の
消

費
者
当
り
の
収
穫
高
（P/C

）
と
逆
相
関
し
、
労
働
従
事
者
一
人
当
り

の
収
穫
高
（P/W

）
と
正
の
相
関
を
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
生
産
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
消
費
単
位
で
も
あ
る
農
家
経
済

で
は
、
生
産
の
規
模
は
家
の
消
費
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
よ
っ
て
影
響
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
、
消
費
者
と
労
働
従

事
者
の
比
率
が
家
族
周
期
の
段
階
を
反
映
し
て
い
て
、
子
ど
も
が
ま

だ
小
さ
く
働
き
手
が
少
な
い
段
階
で
は
、
一
人
が
よ
り
多
く
の
収
穫

を
あ
げ
な
け
れ
ば
生
活
が
維
持
で
き
な
い
と
い
う
事
情
を
表
現
し
て

い
る
。

こ
の
法
則
は
、
通
常
は
農
家
の
働
き
手
の
労
働
強
度
が
高
ま
る
と

い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
世
帯
内
の
消
費
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
と
耕

地
を
増
や
し
、
一
人
当
り
の
労
働
時
間
も
長
く
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
、
古
き
ロ
シ
ア

に
は
、
豊
富
な
土
地
と
そ
れ
を
反
映
し
た
農
村
共
同
体
の
定
期
土
地

割
替
と
い
う
慣
行
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
土
地
が

稀
少
と
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
法
則
は
成
立
し
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
、
サ
ー
リ
ン
ズ
が
み
て
い
た
「
未
開
」
社
会
や
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
両
端
で
も
中
世
社
会
な
ら
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
人

口
と
土
地
の
関
係
が
大
き
く
変
わ
っ
た
近
世
以
降
と
な
れ
ば
チ
ャ

ヤ
ー
ノ
フ
法
則
は
他
の
要
因
の
効
果
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
友
部
は
、
徳
川
農
村
の

デ
ー
タ
を
渉
猟
し
、
宗
門
改
帳
や
種
々
の
書
上
帳
類
か
ら
得
ら
れ
る

デ
ー
タ
を
統
計
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、C

/W

とP/W

の

相
関
関
係
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
見
出
し
た
。
も
っ
と
も
、
徳
川

農
村
の
デ
ー
タ
か
ら
世
帯
ご
と
の
収
穫
高
（
P
値
）
を
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
は
P
値
を
持
高
で
代
替
さ
せ
て

計
算
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
丹
波
国
大
山
宮
村
の
資
料
か
ら

は
持
高
の
他
に
「
作
畝
」（
経
営
耕
作
面
積
）
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
、

P
値
を
作
畝
に
置
き
換
え
る
と
、
統
計
的
に
有
意
で
は
な
か
っ
た
相

関
が
有
意
な
正
の
相
関
に
変
わ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
農
家
が
家
族
労
働
力
の
状
況
を
み
て
小
作
地
を
借
入
れ
る

か
ど
う
か
を
決
定
し
て
い
た
、
す
な
わ
ち
借
地
需
要
は
世
帯
のC

/W

（
５
）

（
６
）
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に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
理
論
に
お
け
るC

/W

とP/W

の
相
関
が
含
意
し

て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
小
農
層
の
分
化
と
分
解
を
抑
止
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。C

/W
が
上
昇
し
て
家
計
に
負
担
が
か
か
っ
て
も
、
耕

地
を
増
や
し
、
働
け
る
も
の
が
よ
り
長
く
働
く
こ
と
に
よ
り
、
収
穫

量
を
増
や
し
て
貧
困
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
友
部
は
、
羽
前
国
桜
林
村
の
事
例
か
ら
、
こ
の
格
差
拡
大
の

緩
和
効
果
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
も
示
す
。
不
平
等
の
指
標
で
あ
る
ジ

ニ
係
数
は
、
経
営
面
積
の
場
合
の
ほ
う
が
所
有
面
積
の
場
合
よ
り
も

常
に
小
さ
く
保
た
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
村
外
の
地
主
が
も
つ
割
合

は
こ
の
間
に
大
き
く
低
下
を
し
た
。
持
高
所
有
の
不
平
等
は
拡
大
し

て
も
、
経
営
耕
作
面
積
の
格
差
は
そ
れ
ほ
ど
拡
が
ら
ず
、
土
地
貸
借

は
村
内
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
発
見
事
実
を
敷
衍
し
て
い
え
ば
、
土
地
が
稀
少
に
な
っ
て

も
、
土
地
貸
借
の
市
場
が
登
場
す
れ
ば
、
農
家
は
ニ
ー
ズ
の
変
化
に

見
合
っ
た
耕
作
面
積
の
増
減
を
土
地
市
場
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
P
値
の
増
加

へ
の
対
応
と
し
て
は
、「
労
働
強
度
の
上
昇
よ
り
も
む
し
ろ
借
地
市

場
を
媒
介
と
し
た
経
営
耕
地
面
積
の
変
化
が
重
要
に
な
る
」。
別
な

（
７
）

（
８
）

い
い
方
を
す
れ
ば
、「
小
作
世
帯
は
土
地
の
貸
借
を
通
じ
て
、
世
帯

内
労
働
力
や
消
費
力
に
応
じ
て
、
経
営
耕
作
地
の
大
き
さ
を
変
化
さ

せ
て
い
た
。
土
地
と
い
う
財
の
性
格
と
世
帯
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
考

え
れ
ば
、
売
買
形
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
賃
貸
形
態
の
方
が
貸
す
側
、

借
り
る
側
双
方
に
好
都
合
で
も
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
史
で
は
地
主
制
と
呼
ば
れ
て
き
た
地

主
小
作
関
係
の
拡
が
り
と
そ
の
機
能
に
た
い
し
て
、
異
な
っ
た
角
度

か
ら
異
な
っ
た
解
釈
を
提
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
か

つ
て
の
地
主
制
史
研
究
は
地
主
の
経
営
を
問
題
に
し
、
地
主
小
作
関

係
を
主
と
し
て
経
済
外
的
な
力
が
働
く
場
と
し
て
解
釈
し
て
き
た
。

そ
れ
に
た
い
し
て
本
書
の
分
析
上
の
特
色
は
、
小
作
お
よ
び
自
小
作

の
経
営
に
焦
点
を
当
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
に
よ
っ
て
、
地
主
小
作
関
係
と
い
わ
れ
て
き
た
現
象
の
多
く
は
、

農
家
の
家
族
周
期
に
お
い
て
発
生
す
る
土
地
へ
の
需
要
と
供
給
と
を

媒
介
す
る
土
地
貸
借
市
場
が
機
能
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
い
う

仮
説
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二

土
地
貸
借
市
場

こ
の
友
部
仮
説
は
、
従
来
の
地
主
小
作
関
係
史
像
を
覆
す
も
の
で

あ
る
だ
け
に
、
魅
力
的
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
小
作
お
よ
び
自
小

（
９
）
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作
の
経
営
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
結
果
な
の
で
は
な
い
。
友
部
が
そ

の
仮
説
をC

/W

とP/W

の
相
関
結
果
の
解
釈
と
い
う
か
た
ち
で
提

示
し
た
こ
と
自
体
、
小
作
や
自
小
作
の
経
営
が
わ
か
る
デ
ー
タ
は
簡

単
に
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

借
り
る
側
の
経
営
実
態
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
土
地

貸
借
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
多
少
な
り
と
も
わ
か
る
資
料
は
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
土
地
貸
借
市
場
の
存
在
証
明
は
で

き
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

友
部
は
本
書
の
序
章
の
な
か
で
、
土
地
市
場
成
立
の
要
件
と
し
て
、

一
、「
取
引
の
目
的
が
明
確
」
で
あ
る
こ
と
、

二
、「
交
渉
相
手
が
選
択
で
き
」
る
こ
と
、

三
、「
そ
れ
な
り
の
頻
度
を
も
ち
ス
ム
ー
ズ
な
取
引
が
可
能
」

に
な
る
こ
と

を
あ
げ
て
い
る
。
本
書
の
構
成
は
こ
の
基
準
に
照
ら
し
て
の
検
証
と

い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
世
帯
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
に
規
定
さ
れ
た
土
地
の
賃
貸
需
要
が
あ
る
と
い
う
、
本
書
で
の

観
察
結
果
は
、
第
一
要
件
と
第
三
要
件
の
一
部
は
成
立
し
て
い
た
と

い
う
解
釈
を
可
能
に
さ
せ
る
発
見
と
い
っ
て
よ
い
。
と
く
に
、
土
地

取
引
に
は
「
そ
れ
な
り
の
頻
度
」
が
あ
っ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す

る
結
果
で
あ
っ
た
。

（

）
１０

た
だ
、
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
要
件
に
か
か
わ
る
実
証
的
な

検
討
が
本
書
中
で
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
第
二
の

要
件
、
小
作
人
は
交
渉
相
手
を
「
選
択
」
で
き
た
の
か
と
い
う
点
に

か
ん
し
て
は
ま
っ
た
く
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
気
に
な
る
。

以
下
、
か
ぎ
ら
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
筆
者
な
り
の
検
討
を
加
え
た
い
。

（
１
）
一
九
三
〇
年
代
の
地
主
小
作
関
係

こ
れ
ま
で
の
地
主
小
作
関
係
の
研
究
は
、
残
さ
れ
た
資
料
が
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
場
合
に
地
主
文
書
と
い
う
制
約
か
ら
、
地
主
の
側
か

ら
の
考
察
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
小
作
人
が
貸
手
を
選
択
で
き

た
か
、
複
数
の
地
主
と
賃
貸
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
あ
っ
た
の
か
と
い

う
問
題
提
起
が
、
近
世
史
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ず
っ
と
の
ち
の
時
代
で
あ
れ
ば
─
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
参

照
さ
れ
て
き
た
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
─
小
作

人
の
貸
手
選
択
の
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
材
料

は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
一
九
三
七
年
に
協
調
会
が
行
っ
た
千
戸
の

農
家
の
調
査
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
『
全
国
一
千
農
家
の
経
済
近
況

調
査
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
が
、
そ
の
調
査
報
告
書
に
は
含
ま
れ
な

か
っ
た
、
小
作
人
が
借
入
れ
て
い
る
地
主
の
数
に
か
ん
す
る
情
報
が
、

（

）
１１



255

別
途
、
雑
誌
論
文
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宮
本
論
文
を
み

る
と
、
少
な
く
と
も
両
大
戦
間
の
時
代
に
お
い
て
は
、
小
作
人
が
相

対
す
る
地
主
は
け
っ
し
て
一
人
で
は
な
く
、
複
数
人
で
あ
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
北
海
道
を
除
い
て
計
算
す
る
と
、
そ
の
平
均
人

数
は
三
～
四
人
で
あ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
算
術
平
均
四
・

〇
人
、
最
頻
値
三
人
で
あ
る
。
ま
た
、
一
人
地
主
の
小
作
人
割
合
で

モ

ー

ド

み
て
も
七
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
内
地
に
お
い

て
も
地
域
差
は
存
在
す
る
。
伝
統
的
に
先
進
地
帯
と
い
わ
れ
て
き
た

西
日
本
を
と
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
四
・
四
人
と
四
人
、
三
％
、
そ
の
う

ち
近
畿
地
方
の
み
で
は
四
・
四
人
と
六
人
、
三
％
で
あ
っ
た
。
最
先

進
地
域
で
は
、
契
約
し
て
い
る
地
主
数
は
四
人
か
ら
六
人
が
普
通
で
、

一
人
地
主
の
小
作
人
は
例
外
的
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
が
創
り
上
げ
て
き
た
地
主
小
作
関
係
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
交
渉
力
に
お
い
て
圧
倒
的
に
不
利
な
小
作
人
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
非
対
称
的
な
関
係
の
根
源
に
あ
る
の
が
経
済
外

的
な
強
制
力
な
の
か
、
あ
る
い
は
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
称

さ
れ
る
よ
う
な
社
会
関
係
な
の
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

地
主
と
小
作
人
の
関
係
自
体
に
つ
い
て
は
一
対
多
の
関
係
と
み
な
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
小
作
人
は
耕
作
す
る
土
地
の
ほ
と
ん
ど
を

一
人
の
地
主
か
ら
借
入
れ
、
そ
の
関
係
は
長
期
間
、
と
き
に
は
親
子

（

）
１２

（

）
１３

代
々
に
わ
た
っ
て
お
り
、
安
定
的
で
あ
る
。
資
金
を
貯
め
て
の
買
戻

し
は
不
可
能
で
は
な
い
も
の
の
、
地
主
選
択
の
余
地
は
な
い
よ
う
な

関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
実
際
、
協
調
会
デ
ー
タ
か
ら

は
、
契
約
を
し
て
い
る
地
主
数
が
少
な
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
一

地
主
か
ら
借
入
れ
て
い
る
耕
地
面
積
は
大
と
な
る
傾
向
が
読
み
と
れ

る
。
た
と
え
ば
、
地
主
数
が
四
人
で
あ
れ
ば
借
入
地
中
の
最
大
面
積

は
四
・
七
反
、
最
小
面
積
は
一
・
二
反
、
地
主
数
が
二
人
の
と
き
は

五
・
七
反
と
二
・
八
反
で
あ
る
が
、
一
人
地
主
の
場
合
に
は
一
一
・

五
反
に
達
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
協
調
会
の
調
査
が
示
す
こ
と
で

あ
る
が
、
小
作
人
が
四
人
前
後
の
地
主
か
ら
借
入
れ
て
い
る
の
が
一

般
的
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
小
作
人
に
も
貸
手
を
選
択
す
る
余
地
が

あ
っ
た
と
解
釈
可
能
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
、
友
部
が
小
作
人
の
側
の
交
渉
力
が
強
ま
っ
た

と
い
う
と
こ
ろ
の
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
状
況
で
あ
る
。
こ
こ
に
み

ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
を
そ
の
ま
ま
、
幕
末
維
新
の
時
代
に
ま
で
外
挿
す

る
の
は
よ
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
徳
川
時
代
の
状
況
を
明
ら
か
に

で
き
る
資
料
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
２
）
幕
末
維
新
期
の
地
主
小
作
関
係
─
摂
津
国
花
熊
村

研
究
史
的
に
み
て
、
友
部
仮
説
に
も
っ
と
も
近
い
結
論
に
達
し
て

（

）
１４
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い
た
の
は
新
保
博
で
あ
る
。
彼
の
、
西
摂
津
菜
種
作
地
帯
と
い
う
当

時
の
最
先
進
地
域
に
お
け
る
村
方
文
書
を
駆
使
し
た
研
究
は
、
近
世

の
土
地
市
場
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
手
が
か
り
を
与
え

て
く
れ
る
。
新
保
は
、
農
民
層
の
分
化
が
市
場
志
向
の
大
経
営
を
生

み
出
し
た
か
否
か
、
当
時
の
用
語
法
で
い
え
ば
家
族
労
働
経
営
の
規

模
を
こ
え
る
「
富
農
的
経
営
」
を
生
み
出
し
た
か
否
か
と
い
う
観
点

か
ら
、
摂
津
国
八
部
郡
花
熊
村
の
資
料
を
精
査
し
た
。
土
地
所
有
と

い
う
点
で
は
分
化
が
着
実
に
進
行
し
て
い
た
が
、
富
農
的
経
営
は
成

立
せ
ず
、
耕
作
規
模
で
い
え
ば
五
～
一
〇
石
の
、
家
族
労
働
力
に
依

存
す
る
小
経
営
へ
の
収
斂
の
傾
向
─
近
代
農
村
史
の
用
語
で
い
え
ば

「
中
農
標
準
化
」─
が
み
ら
れ
る
と
い
う
の
が
新
保
の
下
し
た
結
論
で

あ
っ
た
。

現
象
と
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
持
高
と
経
営
規
模
の
乖
離
」
が

顕
著
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
保
は
そ
の
現
象
を
立
入
っ

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
免
割
皆
済
帳
に
注
目
し
た
。
そ

こ
に
「
あ
る
農
民
の
納
め
る
べ
き
年
貢
の
一
部
が
他
の
農
民
に
よ
っ

て
納
入
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
」
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
の
大
部
分
は
小
作
関
係
の
ゆ
え
と
仮
定
し
て
分
析
を
進

め
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
村
役
人
の
も
と
へ
貢
租
米
を
納
入
し
た

農
民
が
小
作
人
と
み
な
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
保
は
一
八
四

（

）
１５

（

）
１６

（

）
１７

五
（
弘
化
二
）
年
、
一
八
五
七
（
安
政
四
）
年
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）

年
の
三
ヵ
年
に
つ
い
て
、
貸
手
ご
と
に
借
手
一
人
ひ
と
り
の
納
入
状

況
が
わ
か
る
表
を
作
成
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
地
主
・
小
作
人
間
の

賃
貸
契
約
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
析
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ

え
に
こ
れ
ま
で
他
の
研
究
者
も
そ
の
表
の
意
義
を
見
逃
し
て
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
よ
く
み
れ
ば
、
そ
こ
か
ら

各
農
民
が
何
人
の
地
主
か
ら
土
地
を
借
入
れ
て
い
た
か
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

表
１
は
そ
の
新
保
の
集
計
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
四
五

年
に
は
半
数
以
上
、
一
八
件
中
一
〇
人
が
一
人
地
主
で
あ
る
。
他
方
、

複
数
の
地
主
と
契
約
を
し
て
い
る
も
の
も
お
り
、
三
人
と
取
引
を
し

て
い
る
小
作
人
が
二
名
存
在
す
る
。
一
八
五
七
年
、
一
八
七
〇
年
と

な
る
と
、
一
人
地
主
の
小
作
人
の
割
合
は
若
干
高
ま
っ
た
一
方
で

（
一
三
件
中
八
人
）、
五
人
の
地
主
と
契
約
す
る
小
作
人
ま
で
現
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
四
半
世
紀
間
の
変
化
を
議
論
で
き
な
く

も
な
い
が
、
本
稿
の
興
味
は
よ
り
長
期
の
傾
向
に
あ
る
の
で
、
単
純

に
三
ヵ
年
を
プ
ー
ル
し
て
平
均
を
と
る
と
、
幕
末
維
新
期
の
小
作
人

は
一
人
当
り
一
・
五
人
の
土
地
所
有
者
か
ら
借
受
け
を
し
、
一
人
地

主
の
割
合
は
五
九
％
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
免
割
皆

済
帳
に
よ
る
分
析
は
村
民
同
士
の
土
地
貸
借
し
か
復
元
で
き
な
い
点
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に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
出
作
が
あ
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
一
人
の

借
手
が
借
受
け
て
い
る
貸
手
の
数
は
過
少
に
評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
新
保
は
出
作
地
は
総
耕
地
面
積
の
一
割
前
後
と
推

測
し
、
そ
の
程
度
で
あ
れ
ば
考
慮
の
外
に
お
い
て
も
許
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
貸
手
や
借
手
の
持
高
分
布
な

ど
は
影
響
を
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
小
作
人
が
借
入
れ
て
い
る
地

主
数
の
値
は
若
干
低
目
に
で
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
念
頭
に

入
れ
て
お
き
た
い
。

こ
れ
を
一
九
三
七
年
の
協
調
会
デ
ー
タ
と
比
較
し
た
の
が
表
２
で

あ
る
。
幕
末
維
新
期
に
は
、
小
作
人
が
土
地
借
入
れ
を
し
て
い
る
地

（

）
１８

主
の
数
も
一
人
地
主
の
割
合
も
両

大
戦
間
の
時
代
と
は
格
段
に
低
い

レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
差
は
、
右
に
述
べ
た
過
少
推

計
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
も

な
お
、
歴
然
と
し
て
い
る
。
複
数

の
地
主
か
ら
の
借
入
が
一
般
化
し

た
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
な
の

で
あ
ろ
う
。
明
治
以
降
の
小
作
地

率
増
大
は
村
外
地
主
の
増
加
傾
向

を
伴
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
小
作
人
一

人
当
り
の
平
均
地
主
数
が
増
加
し

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
地
租

改
正
に
よ
る
所
有
権
の
確
立
と
村

請
制
の
廃
止
等
の
制
度
改
革
が
重

要
な
契
機
と
し
て
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

し
か
し
、
水
準
差
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
土
地
貸
借
関
係
に
あ
る

小
作
人
の
四
割
は
す
で
に
複
数
地
主
と
の
契
約
で
あ
っ
た
と
い
う
事

実
は
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
新
保
が
作
成
し
た
表
は
情
報
量
が
豊

表２ 小作人が土地を借入れている平均地主数：１８４５-７０年と１９３７年

１９３７年１８４５-７０年

近畿地方全国（除北海道）摂津国花熊村

４.４４.０１.５地主数：算術平均（人）
６３１最頻値（人）
３７５９一人地主の小作人割合（％）

資料：表１および宮本倫彦「小作人は幾人の地主から耕地を借入れているか」（『社
会政策時報』第２２５号、１９３９年）、１４８頁。

表１ 土地を借入れている地主数別の小
作人数：摂津国花熊村、１８４５-７０年

小作人数地主数

計１８７０年１８５７年１８４５年

２６８８１０１
１０２３５２
５２１２３
００００４
２１１０５
１──１不明

４４１３１３１８計

資料：新保博『封建的小農民の分解過程─近
世西摂津菜種作地帯を中心に─』（新
生社、１９６７年）、２１０、２１１、２１５頁。
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富
で
、
も
っ
と
詳
し
い
分
析
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
四
五

年
に
つ
い
て
、
貸
手
と
し
て
登
場
す
る
も
の
と
借
手
と
し
て
登
場
す

る
も
の
と
を
マ
ト
リ
ク
ス
の
か
た
ち
で
表
現
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ぞ

れ
持
高
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
貸
手
も
借
手
も
持
高
の
多
い
順
に

並
べ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
が
表
３
で
あ
る
。

こ
の
表
か
ら
新
た
に
わ
か
る
の
は
、
と
く
に
大
規
模
土
地
所
有
者

と
は
い
え
な
い
貸
手
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

貸
手
の
ト
ッ
プ
に
は
二
〇
石
を
こ
え
る
持
高
の
五
右
衛
門
家
が
あ
っ

て
、
さ
ら
に
一
〇
石
台
の
も
の
が
数
名
い
る
け
れ
ど
も
、
持
高
一
〇

石
未
満
の
地
主
の
ほ
う
が
数
で
は
多
い
（
一
八
件
中
一
〇
人
）。
他
方
、

小
作
人
の
す
べ
て
が
零
細
土
地
所
有
者
な
い
し
は
無
高
と
い
う
わ
け

で
な
い
こ
と
も
注
意
を
惹
く
。
持
高
五
石
以
上
の
借
手
が
三
人
み
ら

れ
、
し
か
も
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
持
高
の
多
い
農
民
は
、
貸
手
側

に
も
顔
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
れ
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
す
で
に
新
保
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
無
高
お
よ
び
一
石
未
満
層
が
─
線
香
稼
や
素
麺
稼
と
い
っ

た
農
外
稼
得
機
会
の
多
さ
の
ゆ
え
に
で
あ
ろ
う
─
小
作
人
と
し
て
ほ

と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
ま
た
、
小
作
人
の
顔
ぶ
れ
は
予
想
以
上
に
流

動
的
で
あ
る
。
実
際
、
一
八
五
七
年
表
に
登
場
す
る
一
三
人
の
小
作

人
の
う
ち
一
二
年
前
の
リ
ス
ト
に
名
前
が
載
っ
て
い
た
の
は
五
人
、

（

）
１９

計不明仁兵衛
（無高か）

忠右衛門
（無高か）

藤次郎
（無高か）

定右衛門
（０.３６０）

与次兵衛
（０.６０８）

儀右衛門
（０.６７０）

新兵衛
（２.１１６）

伊右衛門
（２.４１４）

徳左衛門
（２.６０１）

５××
３××
１×
３××
２×
１×
１×
１×
３×××
１
１
１
２
１×
１

２７１１１１２２２２１２
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一
八
七
〇
年
表
の
一
三
人
の
う
ち
一
三
年
前
の
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い

た
の
は
四
人
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
同
じ
貸
手
と
の
関
係
を
保
っ
て

い
た
人
数
は
さ
ら
に
少
な
く
、
四
人
と
二
人
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え

れ
ば
、
小
作
人
の
大
部
分
（
七
〇
％
か
ら
八
五
％
）
は
、
小
作
期
間
が

一
二
、
三
年
未
満
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実

と
併
せ
考
え
る
と
、
中
堅
か
ら
小
の
部
類
の
、
し
か
し
零
細
と
は
い

え
な
い
農
民
世
帯
間
で
か
な
り
の
頻
度
で
土
地
貸
借
が
行
わ
れ
て
い

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
小
作
人
は
基
本
的
に
無
高
な
い
し
は
零
細
土
地
所
有
者

で
、
耕
作
す
る
土
地
の
ほ
と
ん
ど
を
一
括
し
て
借
入
れ
て
い
た
と
い

う
、
こ
れ
ま
で
の
通
俗
的
想
定
が
こ
の
花
熊
村
に
ど
の
程
度
当
て
は

ま
る
の
か
を
検
証
し
よ
う
。
表
４
は
貸
手
の
持
高
別
に
み
た
も
の
で

あ
る
。
二
〇
石
を
こ
え
る
持
高
の
貸
手
は
五
右
衛
門
家
一
戸
の
み
で
、

イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
の
典
型
的
な
地
主
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
実
際
、

そ
の
家
の
小
作
人
は
九
割
近
く
が
一
人
地
主
で
、
表
の
当
該
欄
を
縦

に
み
る
と
、
持
高
が
多
く
な
い
貸
手
ほ
ど
複
数
地
主
の
借
手
が
増
え

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
同
じ
表
の
右
欄
、
一
件
当
り

の
借
入
面
積
の
代
理
指
標
で
あ
る
平
均
貢
納
高
を
み
る
と
、
二
〇
石

地
主
の
小
作
人
で
も
他
の
場
合
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
と
は
い
え
な
い
。

一
件
当
り
の
貢
納
高
が
も
っ
と
も
大
き
い
の
は
、
一
人
地
主
の
割
合

表３ 小作関係マトリクス：摂津国花熊村、１８４５年

借主貸主

茂左衛門
（３.３３２）

利左衛門
（４.２９５）

喜左衛門
（４.３５８）

八兵衛
（４.６９２）

久左衛門
（４.８５８）

市左衛門
（５.０９４）

長兵衛
（５.２０５）

＊八左衛門
（７.６９０）（持高、石）

×××五右衛門 （２０.７５０）
×五郎兵衛 （１７.１６６）

長左衛門 （１３.２４２）
×弥右衛門 （１２.６８９）
×七兵衛 （１１.３４２）

＊八左衛門（７.６９０）
弥次右衛門（６.７１０）
清右衛門 （６.７０２）
卯兵衛 （６.４４１）

×幸右衛門 （５.４１３）
×源右衛門 （３.５３９）

×安右衛門 （３.３６５）
××安兵衛 （３.２９１）

弥兵衛 （２.５６８）
×清左衛門 （０.８７５）

３３１１１１１１計

資料：新保、前掲書、２１０頁。
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が
一
番
少
な
い
持
高
一
〇
石
台
の
土
地
所
有
者
か
ら
の
借
手
の
場
合

で
あ
っ
て
、
二
〇
石
地
主
で
あ
る
五
右
衛
門
家
の
小
作
人
に
も
小
規

模
な
土
地
貸
借
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
他
方
、

小
作
人
の
側
か
ら
み
る
と
（
表
５
）、
一
人
地
主
の
場
合
と
複
数
地
主

の
場
合
と
で
借
受
面
積
に
有
意
な
違
い
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
小
作
人
の
持
高
は
三
・
六
石
と
一
・
三
石
で
、

一
人
地
主
の
小
作
人
の
場
合
に
零
細
土
地
所
有
者
が
多
い
と
い
う
想

定
と
は
逆
の
結
果
で
あ
っ
た
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
幕
末
維
新
期
の
花
熊
村
に
お
い
て
は
一
人
地

主
の
割
合
と
小
作
人
が
土
地
を
借
入
れ
て
い
る
平
均
地
主
数
と
は
た

し
か
に
低
い
水
準
に
あ
っ
た
が
、
中
小
規
模
の
持
高
を
も
つ
農
民
間

の
土
地
貸
借
は
か
な
り
頻
繁
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
別

な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
一
人
地
主
の
小
作
人
で
あ
っ
て
も
譜
代
の
耕

作
地
の
ほ
と
ん
ど
を
そ
の
地
主
に
依
存
し
て
い
た
よ
う
な
農
民
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
家
族
労
働
に
よ
っ
て
耕
作
で
き
る
上
限
に

近
い
と
こ
ろ
ま
で
経
営
を
拡
大
す
る
た
め
に
借
受
け
を
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
二
〇
石
地
主
の
五
右
衛
門
家
小
作
人
と
し

て
一
八
四
五
年
と
五
七
年
の
双
方
に
登
場
す
る
長
兵
衛
は
、
五
石
余

の
高
持
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
五
七
年
と
七
〇
年
に
登
場
す
る
徳
左

衛
門
も
同
規
模
の
中
堅
農
家
で
、
し
か
も
一
八
四
五
年
に
お
い
て
は

（

）
２０

（

）
２１

二
石
余
の
持
高
し
か
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
で
あ
ろ
う
か
、
別
の
二
人

の
土
地
所
有
者
か
ら
貢
納
高
に
し
て
二
・
五
石
と
一
石
に
な
る
借
受

け
を
行
っ
て
い
た
農
民
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
こ
の

花
熊
村
の
地
主
小
作
関
係
は
村
内
に
お
け
る
活
発
な
土
地
市
場
を
反

映
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
必
要
な
ら
複

表４ 地主持高別にみた一人地主の小作人割合と一件当りの小作人
貢納高：摂津国花熊村、１８４５-７０年

件数
一件当りの

平均貢納高（石）
一人地主の小作人

件数割合（％）
（地主延数）地主持高

１４１.６４８６（３）２０石以上
２１１.９６１９（１０）１０-１９石
３６１.１９２８（２９）１０石未満

７１１.５１３７（４２）計

資料：表１に同じ。

表５ 土地を借入れている地主数別にみた小作人の特質：摂津国花
熊村、１８４５-７０年

契約一件当りの平均貢納高（石）小作人平均持高（石）
（延件数）（延人数）

（２６）１.５１（２６）３.５７地主数１
（４６）１.５２（１７）１.３１地主数２＋

（７２）１.５１（４３）２.６８計

資料：表１に同じ。



261

数
の
土
地
所
有
者
か
ら
借
受
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
小
作
人
に

よ
る
地
主
の
変
更
も
相
対
的
に
容
易
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

三

家
族
経
済

前
章
に
お
い
て
、
幕
末
維
新
期
の
花
熊
村
で
は
、
土
地
の
賃
貸
は

相
対
的
に
小
さ
な
土
地
所
有
者
間
で
行
わ
れ
て
お
り
、
家
族
労
働
に

よ
っ
て
耕
作
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
経
営
を
拡
大
す
る
と
き
に
土
地
の

借
入
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
土

地
需
要
が
家
族
周
期
の
律
動
に
深
く
規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か

を
分
析
す
る
手
が
か
り
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
興
味
深
い

の
は
、
成
松
佐
恵
子
が
報
告
し
て
い
る
陸
奥
国
二
本
松
藩
領
の
安
積

郡
下
守
屋
村
に
お
い
て
み
ら
れ
た
一
事
例
─
喜
四
郎
と
い
う
村
民
の

例
で
あ
る
。
彼
は
一
六
八
五
（
貞
享
二
）
年
、
一
一
石
余
の
「
上
之
百

姓
」
の
次
男
と
し
て
下
守
屋
村
に
生
ま
れ
た
。
彼
も
無
高
で
分
家
を

し
、
本
家
の
兄
よ
り
六
石
の
借
地
を
し
て
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た

が
、
最
終
的
に
は
一
二
石
持
に
ま
で
な
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
、
長
男
と
長
女
が
生
ま
れ
た
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
借
地
を
増
や
し

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
喜
四
郎
が
ど
の
時
点
で
誰
か
ら
借
地
を
し
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
持
高
へ
と
換
え
て
い
っ
た
か
の
全
貌
は
わ
か
ら

な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
耕
作
を
担
当
で
き
る
人
員
が
世

（

）
２２

帯
内
に
何
人
い
た
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
子
供
が
誕
生

を
し
て
家
族
の
消
費
人
口
が
増
え
た
と
き
に
新
た
に
一
片
の
耕
地
を

借
り
増
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
友
部
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

耕
地
へ
の
需
要
が
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
変
化
し
、
そ
の
需
要

は
村
内
の
土
地
貸
借
市
場
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
珍

し
く
は
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

次
に
、
土
地
を
供
給
す
る
側
の
事
情
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
チ
ャ

ヤ
ー
ノ
フ
流
に
考
え
れ
ば
、
耕
地
を
拡
大
し
た
い
農
家
が
労
働
強
度

を
高
め
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
働
き
手
の
い
る
世
帯
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
逆
に
耕
地
を
供
給
す
る
側
は
、
そ
の
よ
う
な
一
人
前
の
働
き
手

に
不
足
す
る
農
家
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
農
家
の
典
型

は
、
破
産
な
ど
に
よ
り
戸
主
が
出
奔
し
て
し
ま
っ
た
家
族
や
、
戸
主

の
死
亡
に
よ
っ
て
家
族
周
期
の
正
常
な
律
動
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た

世
帯
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
種
類
の
資
料
に
よ
っ
て
、
そ
の

よ
う
な
場
合
に
土
地
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
を
み
よ
う
。
舞
台

は
一
七
世
紀
後
半
の
上
総
国
長
柄
郡
本
小
轡
村
で
あ
る
。

本
小
轡
村
に
は
一
六
七
四
（
延
宝
二
）
年
に
作
成
さ
れ
た
一
通
の

文
書
が
残
っ
て
い
る
。
半
右
衛
門
と
い
う
村
民
の
土
地
財
産
整
理
に

か
ん
し
て
「
惣
百
姓
」
が
庄
屋
に
差
出
し
た
一
札
で
あ
る
。
彼
の
家

（

）
２３
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は
借
金
が
倍
々
と
な
り
困
窮
し
た
の
で
、
惣
百
姓
が
相
談
し
て
、
半

右
衛
門
は
二
、
三
年
の
あ
い
だ
「
棟
休
め
」
と
す
る
。
つ
ま
り
一
人

前
の
百
姓
と
し
て
の
権
利
を
停
止
さ
せ
、
そ
の
所
有
地
の
半
分
を
貸

手
に
渡
し
、
残
り
半
分
を
惣
百
姓
へ
の
「
預
」
と
す
る
。
預
け
ら
れ

た
土
地
は
「
入
立
て
」、
す
な
わ
ち
小
作
に
出
す
こ
と
と
し
、
そ
の
小

作
料
を
「
利
足
の
た
し
」
に
す
る
。
庄
屋
へ
は
迷
惑
を
か
け
な
い
、

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
惣
百
姓
と
は
、
庄
屋
と
は
区
別
さ
れ
る
一
体

性
を
も
っ
た
村
人
の
集
合
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
そ
う
な
の
で
、
こ

れ
は
そ
の
構
成
員
で
あ
る
農
家
が
経
済
困
難
に
陥
っ
た
と
き
に
、
そ

の
財
産
管
理
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
行
な
い
、
そ
の
一
つ
の
手
段
と
し

て
小
作
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
当
然
、
借
手

も
惣
百
姓
の
構
成
員
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
年
数
を
か
ぎ
っ
た

比
較
的
小
規
模
な
土
地
の
貸
借
が
ム
ラ
の
構
成
員
間
で
発
生
し
た
こ

と
に
な
る
。

同
村
の
文
書
に
は
、
類
似
の
内
容
を
も
つ
、
し
か
し
別
の
村
民
に

か
か
わ
る
一
札
も
あ
る
。
一
六
八
三
（
天
和
三
）
年
に
権
四
郎
と
い

う
も
の
が
、
自
身
の
不
行
跡
も
あ
っ
て
経
営
困
難
に
陥
っ
た
と
き
、

本
人
夫
婦
が
奉
公
に
出
て
稼
ぐ
あ
い
だ
、
田
畑
か
ら
の
作
徳
は
近
隣

の
債
権
者
へ
の
支
払
に
充
て
、
残
り
は
親
類
が
預
か
っ
て
小
作
に
出

す
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
惣
百
姓
が
関
与
し
た
か
ど

（

）
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（

）
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（

）
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う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
親
類
の
手
で
財
産
管
理
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
場
合
は
当
人
が
奉
公
に
出
た
た
め
耕
作
人
が
い
な
く
な
り
、
緊

急
避
難
的
な
土
地
賃
借
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
徳
川
農
村
で
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
自
己
破
産
と
な
っ

た
よ
う
な
場
合
の
財
産
管
理
の
一
手
段
と
し
て
小
作
に
出
す
こ
と
が

な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
例
は
い
ず
れ
も
、
係
争
事
件
に
発
展
し
た
が
ゆ
え
に
文

書
一
式
が
残
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
類
似
の
、
し
か
し
係
争
文

書
で
は
な
く
宗
門
人
別
改
帳
か
ら
掘
り
お
こ
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、

先
に
言
及
を
し
た
奥
州
下
守
屋
村
の
研
究
中
に
も
み
ら
れ
る
。
市
三

郎
と
い
う
三
〇
石
以
上
の
持
高
を
も
つ
家
の
跡
と
り
の
場
合
で
あ
る
。

彼
に
も
「
欠
落
癖
」
が
み
ら
れ
、
結
果
と
し
て
行
方
不
明
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
最
初
の
欠
落
よ
り
も
前
に
す
で
に
本
新
田
合

わ
せ
て
六
石
余
を
四
人
の
小
作
に
出
し
て
い
た
。
こ
れ
は
本
人
の
耕

作
能
力
欠
如
の
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
高
請
地
の
耕
作
が
困
難
と
な
る
理
由
に
は
い
ろ
い
ろ
考

え
ら
れ
る
。
個
人
の
不
行
跡
や
出
奔
・
欠
落
と
い
う
特
別
な
こ
と
は

な
く
と
も
、
世
帯
の
耕
作
能
力
が
不
足
す
る
事
態
は
生
じ
う
る
。
典

型
的
に
は
戸
主
や
跡
と
り
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
る
。
そ
の
と
き
も

手
に
余
る
土
地
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

（

）
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筆
者
の
こ
の
点
で
の
事
例
渉
猟
は
ま
っ
た
く
不
十
分
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
戸
主
や
跡
と
り
の
死
亡
に
よ
っ
て
女
性
が
相
続
を
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
所
有
地
が
小
作
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
成
松
が
報
告
す
る
も
う
一
つ

の
東
北
農
村
、
同
じ
二
本
松
藩
の
安
達
郡
仁
井
田
村
で
は
、
一
七
二

〇
年
に
作
高
の
な
い
高
持
百
姓
が
六
人
存
在
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も

五
石
か
ら
六
石
の
中
堅
農
家
で
あ
っ
た
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
す
べ

て
を
貸
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
六
人
の
う
ち
半
数
は
女
戸
主
で
あ

り
、
一
人
は
後
家
で
家
族
に
男
子
が
お
ら
ず
、
一
人
は
家
族
が
な
く
、

本
人
が
出
稼
中
、
も
う
一
人
は
夫
が
出
稼
中
の
女
房
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
三
世
帯
を
含
め
六
世
帯
は
い
ず
れ
も
数
年
か
ら
数
十
年
後
に
は

絶
家
を
し
た
の
で
、
家
族
経
済
的
に
は
苦
境
に
あ
っ
た
も
の
と
想
像

さ
れ
る
。「
女
相
続
人
」
に
つ
い
て
は
大
口
勇
次
郎
に
よ
る
検
討
が

あ
る
が
、
彼
の
取
上
げ
た
数
十
名
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
何
例
か
は

仁
井
田
村
の
場
合
の
よ
う
に
小
作
へ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
働
き
手
の

欠
乏
を
埋
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

一
家
の
働
き
手
が
飢
饉
や
疫
病
の
犠
牲
と
な
る
こ
と
が
珍
し
く
な

か
っ
た
時
代
に
は
、
件
数
で
い
え
ば
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
一
局
面

で
土
地
の
貸
手
と
な
る
場
合
よ
り
は
、
そ
の
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
て
し

ま
っ
た
世
帯
が
土
地
貸
借
市
場
へ
の
供
給
者
と
な
る
こ
と
の
ほ
う
が

（

）
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多
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四
「
種
々
の
関
係
性
」
の
網
の
目

前
章
で
み
た
上
総
国
本
小
轡
村
の
二
事
例
は
、
土
地
を
小
作
に
出

す
と
い
う
こ
と
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
も

注
意
を
惹
く
。
惣
百
姓
あ
る
い
は
血
縁
者
が
土
地
の
管
理
に
関
与
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
村
請
制
の
下
で
は
、
土
地
が
村
外
の
も
の
に

質
入
さ
れ
、
結
果
と
し
て
他
村
に
土
地
が
流
失
す
る
よ
う
な
事
態
は

避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
年
、
質
地

請
戻
し
の
慣
行
に
か
ん
す
る
研
究
と
論
議
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
渡
辺

尚
志
は
別
な
と
こ
ろ
で
、
他
村
へ
の
土
地
移
動
防
止
努
力
を
質
地
請

戻
慣
行
な
ど
と
と
も
に
ム
ラ
共
同
体
の
「
間
接
的
共
同
所
持
」
に
由

来
す
る
措
置
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
友

部
は
、
羽
前
国
桜
林
村
の
事
例
か
ら
所
有
面
積
で
測
っ
た
ジ
ニ
係
数

と
耕
地
面
積
で
測
っ
た
ジ
ニ
係
数
と
が
乖
離
し
て
ゆ
く
傾
向
を
見
出

し
、
通
常
そ
れ
は
「
寄
生
地
主
化
の
進
展
に
つ
な
が
り
そ
う
で
あ
る

が
、
逆
に
、
こ
こ
で
は
村
外
土
地
所
有
者
の
比
率
が
大
き
く
低
下
」

し
た
と
い
う
事
実
に
注
意
を
向
け
て
い
た
。
こ
れ
は
、
村
請
制
の
下

で
村
外
地
主
の
関
与
を
嫌
う
ム
ラ
の
意
向
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い

方
向
へ
の
進
展
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（

）
３０（

）
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そ
れ
と
同
時
に
、
も
う
一
つ
関
心
を
惹
く
の
は
土
地
貸
借
の
相
手

が
血
縁
者
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
幸
い
奥
州
下
守
屋
村
に
つ
い

て
は
、
取
引
相
手
が
血
縁
者
で
あ
っ
た
か
否
か
の
カ
ウ
ン
ト
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。
二
本
松
藩
の
宗
門
改
帳
に

は
、
各
世
帯
の
持
高
に
加
え
て
貸
高
と
借
高
の
詳
し
い
記
載
が
あ
る

た
め
、
そ
れ
ら
が
「
年
々
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
」
す
る
様
子
を
個
別

事
例
と
し
て
み
る
一
方
で
、
一
八
世
紀
か
ら
幕
末
に
い
た
る
趨
勢
と

そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
変
化
を
成
松
佐
恵
子
が
整
理
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
貸
借
件

数
は
時
代
と
と
も
に
単
調
に
増
加
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
ま
っ
た
く

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
八
世
紀
初
頭
（
一
七
一
六
年
と
二
四

年
）
で
は
年
当
り
四
〇
件
程
度
あ
っ
た
土
地
賃
貸
は
、
そ
の
後
、
急

速
に
減
少
を
し
、
世
紀
の
中
ご
ろ
（
一
七
四
九
年
と
七
五
年
）
は
二
〇

件
前
後
の
水
準
に
、
一
九
世
紀
初
頭
（
一
八
〇
〇
年
と
二
四
年
）
に
は

五
件
以
下
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
そ
れ
以
降
、
幕
末
（
一
八
四
九
年

と
六
九
年
）
に
な
る
と
一
〇
件
弱
の
水
準
へ
戻
し
た
と
い
う
の
が
、

下
守
屋
村
に
お
い
て
み
ら
れ
た
一
世
紀
半
に
わ
た
る
土
地
貸
借
市
場

の
動
向
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
を
た
ど
っ
た
の

か
を
詮
索
し
な
い
が
、
そ
の
内
訳
は
重
要
で
あ
る
。
一
八
世
紀
初
頭

で
は
件
数
の
六
割
が
血
縁
者
間
の
取
引
で
あ
っ
た
。
世
紀
の
後
半
に

（

）
３２

（

）
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は
そ
れ
が
二
割
前
後
の
水
準
に
ま
で
低
下
し
た
が
、
幕
末
に
か
け
て

再
び
約
半
数
が
親
族
間
取
引
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
成
松
自
身
は
親

族
間
取
引
の
減
少
を
強
調
し
て
い
る
が
、
筆
者
に
は
そ
の
根
強
さ
が

印
象
的
で
あ
る
。

そ
の
要
素
の
一
つ
は
分
割
相
続
で
あ
る
。
分
家
家
族
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
開
始
に
あ
た
っ
て
生
ず
る
土
地
貸
借
、
正
確
に
は
本
家
か
ら

の
借
地
と
い
う
か
た
ち
で
の
土
地
分
与
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
喜

四
郎
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
下
守
屋
村
で
は
幕
末
に
な
っ
て
も

分
家
の
事
例
が
み
ら
れ
る
の
で
、
分
家
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
し
て

の
土
地
貸
借
は
重
要
性
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。加

え
て
、
何
ら
か
の
理
由
で
耕
地
不
足
に
陥
っ
た
と
き
、
経
済
困

難
へ
の
対
応
策
と
し
て
の
借
地
、
あ
る
い
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
局

面
に
対
応
す
る
た
め
の
借
地
を
本
家
に
頼
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
村
内
の
有
力
者
が
質
地
関
係
を
通
じ
て
土
地
を
集
積

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
た
一
方
で
、
親
族
間
を
中
心
と
し

た
小
規
模
な
土
地
の
貸
借
関
係
が
、
個
別
の
ケ
ー
ス
で
は
発
生
と
消

滅
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
長
期
に
持
続
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
は
、
神
谷
智
が
甲
州
山
梨
郡
下

井
尻
村
に
お
け
る
質
地
関
係
の
分
析
を
し
て
得
た
結
論
、
同
一
集
落
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内
や
血
縁
者
間
の
や
り
と
り
が
第
一
次
的
な
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う

観
察
と
類
似
の
含
意
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
地
主
対
小
百

姓
の
土
地
集
積
は
派
生
的
な
も
の
で
、
親
類
間
を
含
む
小
百
姓
相
互

間
の
土
地
貸
借
が
第
一
義
的
な
関
係
で
あ
り
、
前
者
が
比
重
を
増
す

か
ど
う
か
は
地
域
の
歴
史
と
時
代
の
環
境
等
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
た
と
い
う
結
論
で
あ
る
。

下
守
屋
村
は
分
割
相
続
が
続
い
て
い
た
事
例
で
あ
っ
た
の
で
、
そ

の
相
続
慣
行
と
地
主
小
作
関
係
に
か
ん
し
て
も
う
一
点
付
記
し
て
お

き
た
い
。
そ
れ
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
だ
け
で
は
な
く
、
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
の
後
の
局
面
で
も
土
地
貸
借
が
起
こ
り
え
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
地
方
も
時
代
も
異
な
る
が
、
坂
根
嘉
弘
の
鹿
児
島
に
つ
い
て

の
研
究
か
ら
は
、
分
割
相
続
が
人
口
の
高
い
移
動
性
と
も
関
連
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
家
後
に
他
出
が
あ
っ
た
と
き

は
、「
親
族
に
預
け
る
と
か
、
あ
る
い
は
一
時
的
に
小
作
に
出
す
と

い
う
形
態
で
、
土
地
利
用
面
で
の
調
整
」
が
な
さ
れ
た
場
合
が
少
な

く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鹿
児
島
か
ら
の
「
他
出
」
は
県
外
へ
の
移

住
・
出
稼
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
の
多
く
は
「
県
外
不
在
地
主
」
と

な
っ
た
。
た
だ
、
通
俗
的
な
不
在
地
主
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、

圧
倒
的
に
零
細
な
貸
手
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
村
内
で
完
結
し
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
親
族
間
の
土
地
貸
借
関
係
の
網
の
目
が
密
で

（
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あ
る
と
き
に
は
い
わ
ゆ
る
寄
生
地
主
制
に
帰
着
し
な
い
タ
イ
プ
の
関

係
が
持
続
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

五

結

語

以
上
、
わ
ず
か
な
事
例
か
ら
で
は
あ
る
が
、
地
主
小
作
関
係
と
土

地
貸
借
市
場
に
か
ん
す
る
友
部
仮
説
の
実
証
的
な
検
討
を
し
て
き
た
。

そ
の
検
討
結
果
か
ら
は
、「
寄
生
地
主
に
よ
る
土
地
収
奪
の
手
段
と

し
て
の
小
作
化
だ
け
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
く
、
農
村
生
活
の
日

常
性
の
な
か
に
、
取
引
さ
れ
る
目
的
、
選
択
で
き
る
相
手
、
そ
し
て

絶
え
間
な
い
取
引
の
必
要
性
を
満
た
す
土
地
用
益
（
権
利
）
権
取
引

と
し
て
の
小
作
化
」
も
ま
た
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
こ
れ

ら
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
土
地
取
引
の
舞
台
は
、
同
じ
村
落
、
あ
る

い
は
せ
い
ぜ
い
近
隣
の
村
落
を
含
む
比
較
的
狭
い
地
理
的
範
囲
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、「
土
地
市
場
」
に

は
人
間
関
係
や
家
関
係
に
起
因
す
る
種
々
の
関
係
性
が
付
き
ま
と
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
友
部
の
言
明
は
、
お
お

む
ね
首
肯
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
さ
ら
に
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
点
は
少
な
く
な

い
。
こ
こ
で
は
近
代
へ
の
展
望
を
念
頭
に
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
し

た
い
。

（

）
３６
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第
一
に
、
右
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ

こ
か
ら
「
絶
え
間
な
い
取
引
」
が
日
本
の
農
村
土
地
市
場
を
特
徴
づ

け
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
ろ
う
。
近
代
史
の
側

か
ら
は
、
長
期
安
定
的
な
地
主
小
作
関
係
こ
そ
が
日
本
の
土
地
貸
借

市
場
の
特
質
と
い
う
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ

と
も
従
来
の
研
究
で
は
小
作
期
間
へ
の
関
心
も
十
分
で
あ
っ
た
と
は

い
い
が
た
い
が
、
坂
根
嘉
弘
が
岡
山
県
の
統
計
に
よ
っ
て
示
す
と
こ

ろ
で
は
、
二
〇
年
以
上
が
五
七
％
に
も
達
し
、
三
〇
年
以
上
も
三
七

％
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
〇
年
余
の
あ
い
だ
に
七
～
八
割
の
小
作
人

が
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
花
熊
村
の
場
合
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
地
主
制
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
大
規
模
土
地
所
有
者
の
も
と

へ
の
さ
ら
な
る
土
地
集
積
と
い
う
趨
勢
と
小
規
模
土
地
所
有
者
間
の

絶
え
間
な
い
土
地
取
引
と
の
関
連
を
問
う
て
い
る
。
大
規
模
土
地
所

有
者
へ
の
土
地
集
積
と
い
う
趨
勢
は
、
近
世
に
あ
っ
て
も
た
し
か
に

存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
経
済
困
難
に
陥
っ
た
農
家
に
よ
る
耕
地
の
質

入
、
質
流
れ
、
小
作
化
と
い
う
流
れ
の
帰
結
で
あ
る
。
甲
州
下
井
尻

村
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
の
歴
史
と
時
代
の
環

境
に
よ
っ
て
結
果
は
大
き
く
左
右
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
趨
勢
が
小
規

模
土
地
所
有
者
相
互
間
の
小
作
関
係
を
圧
倒
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
と
同
時
に
、
そ
の
土
地
集
積
が
も
つ
不
安
定
化
効

（

）
３７

果
を
抑
止
し
よ
う
と
い
う
力
が
絶
え
ず
働
い
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ

る
べ
き
で
あ
る
。
近
年
研
究
の
進
展
が
著
し
い
、
ム
ラ
共
同
体
に
よ

る
質
地
請
戻
慣
行
や
他
村
へ
の
土
地
移
動
防
止
努
力
は
そ
の
一
例
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
大
規
模

地
主
へ
の
土
地
集
積
が
顕
著
に
進
む
こ
と
と
な
っ
た
の
は
明
治
に

な
っ
て
か
ら
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
維
新
の
制
度
改
革
、
と
く

に
法
制
面
で
の
変
革
が
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
実
際
、
そ
れ
以
降
、
第
一
次
世
界
大
戦
こ
ろ
ま
で
は
小
作

地
率
と
小
作
人
割
合
の
上
昇
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

趨
勢
が
農
民
層
の
分
解
を
促
し
、
土
地
な
し
層
を
生
む
と
い
う
こ
と

に
な
ら
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
新
た
に
成
立
し
た
地
主
対
小

作
の
関
係
も
ま
た
、
結
局
は
家
族
労
働
に
よ
っ
て
耕
作
を
営
む
小
規

模
農
家
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
場
合
は
、
長
期
に
わ
た
る
安
定
し
た
地
主
小
作
関
係
が
重
要
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
興
味
あ
る
の
は
、
減

免
付
の
定
額
小
作
料
制
度
で
あ
る
。
両
大
戦
間
の
時
代
に
な
る
と
、

純
粋
の
定
額
（「
定
免
」）
で
も
ま
た
定
率
（「
刈
分
」）
で
も
な
い
、
減

免
付
の
定
額
小
作
料
制
度
が
「
普
通
小
作
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

小
作
料
率
の
水
準
は
高
い
が
、
減
免
慣
行
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

役
割
を
果
た
し
、
定
額
の
ゆ
え
生
産
性
向
上
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
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を
減
殺
し
な
い
仕
組
で
あ
る
。
そ
の
成
立
は
維
新
以
降
と
い
う
の
が

坂
根
の
推
測
で
、「
幕
末
・
維
新
期
ま
で
地
代
現
象
と
し
て
多
分
に

刈
分
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た
小
作
制
度
が
、
お
そ
ら
く
村
請
制
廃
止

を
契
機
に
し
て
、
明
治
中
後
期
ま
で
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
「
普
通
小

作
」
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
の
背

景
に
は
旧
幕
時
代
以
来
の
地
域
レ
ベ
ル
で
の
信
頼
関
係
の
存
在
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
径
路
依
存
を
示
唆
す
る
が
、
同
時

に
、
明
治
以
降
の
変
化
の
大
き
さ
を
も
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
考
え

れ
ば
、
長
期
安
定
的
な
関
係
と
い
う
近
代
地
主
制
の
特
質
が
、
本
稿

で
み
た
花
熊
村
か
ら
の
発
見
事
実
と
異
な
る
に
い
た
っ
た
こ
と
も
理

解
で
き
よ
う
。

第
二
は
、
小
規
模
土
地
所
有
者
間
の
土
地
貸
借
を
市
場
と
呼
ぶ
こ

と
の
意
味
と
意
義
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
で

あ
っ
た
親
族
間
の
土
地
貸
借
を
市
場
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
疑
問
も
あ
ろ

う
。
と
く
に
下
守
屋
村
で
み
た
分
家
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
よ
う
な

場
合
に
は
、
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
有
賀
喜
左
衛
門
は
小
作
制

度
の
起
源
を
親
方
作
人
か
ら
の
子
方
作
人
の
請
作
に
、
す
な
わ
ち
本

家
分
家
関
係
に
み
て
い
た
。
そ
の
有
賀
が
取
上
げ
た
青
森
県
の
あ
る

調
査
に
よ
れ
ば
、
名
子
が
分
家
を
し
た
際
に
は
、
土
地
は
「
無
料
ニ

テ
貸
付
ケ
、
公
租
公
課
ノ
ミ
ヲ
名
子
ニ
於
テ
負
担
」
す
る
慣
行
で

（

）
３８

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
形
式
上
は
「
貸
付
」
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、

小
作
料
に
地
主
作
徳
は
含
ま
な
い
よ
う
な
非
常
に
低
い
小
作
料
率
が

設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
東
北
の
事
例
は
や
や
極
端
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
は
時
代
と
と
も

に
減
少
す
る
の
だ
と
し
て
も
、
親
族
間
の
契
約
、
も
う
少
し
一
般
化

す
れ
ば
「
種
々
の
関
係
性
」
が
付
着
し
た
と
こ
ろ
の
小
規
模
土
地
所

有
者
間
の
土
地
市
場
で
は
、
小
作
料
率
が
相
対
的
に
低
位
で
あ
っ
た

可
能
性
は
た
し
か
に
高
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
小
規
模
土
地
所

有
者
間
貸
借
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
経
済
困
難
や
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
要
因

に
よ
る
小
規
模
で
一
時
的
な
借
地
需
要
が
頻
繁
に
生
ず
る
一
方
で
、

貸
手
側
で
も
、
や
は
り
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
要
因
か
ら
突
発
的
な
理
由

に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
で
の
貸
地
供
給
が
発
生
す
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
需
給
が
調
整
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ

れ
が
親
族
間
で
あ
ろ
う
と
、
緊
急
避
難
的
な
貸
借
で
あ
ろ
う
と
、
短

期
間
の
契
約
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
反
復
的
で
あ
ろ
う
と
、
農
家

経
済
の
主
体
均
衡
が
達
成
さ
れ
る
た
め
の
条
件
が
充
た
さ
れ
て
い
た

と
い
え
る
。
大
規
模
土
地
所
有
者
の
土
地
集
積
が
進
ん
だ
明
治
以
降

で
あ
っ
て
も
、
沼
田
誠
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
大
正
期

の
農
家
経
済
で
あ
っ
て
も
家
族
周
期
の
律
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
た
面
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
小
農
間
の
土
地
取
引
が
な
く

（

）
３９

（

）
４０
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な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
認
識
を
も
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
た
し
か
に
私
た
ち
は
近
代
の
農
家
経
済
を
よ
り
よ
く
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
と
く
に
、
両
大
戦
間
の
時
代
に
起
こ
っ
た
中

農
標
準
化
と
自
小
作
前
進
と
い
う
現
象
の
理
解
は
深
ま
る
に
ち
が
い

な
い
。

第
三
に
、
そ
の
た
め
に
は
、
友
部
が
明
示
的
に
語
ら
な
か
っ
た
点

を
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
友
部
が
い
う

と
こ
ろ
の
地
主
小
作
関
係
は
、
歴
史
上
多
く
の
場
合
、「
種
々
の
関

係
性
」
が
付
着
し
た
事
象
と
し
て
現
れ
た
。
そ
れ
は
近
世
の
あ
い
だ

だ
け
で
は
な
く
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
か
ら
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
他
方
で
、
そ
の
地
主
小
作
関
係
が
土
地
貸
借
市
場
の
産
物
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
「
種
々
の
関
係
性
」
を
こ
え
た

領
域
に
お
い
て
小
さ
か
ら
ぬ
含
意
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ

の
土
地
貸
借
が
生
産
要
素
の
市
場
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
可
能
性

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
奥
州
下
守
屋
村
の
農
民
が
冷
害
を
う
け
に
く

い
場
所
の
圃
場
を
一
筆
借
り
増
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
農
家

に
と
っ
て
生
産
要
素
と
し
て
の
土
地
へ
の
投
資
を
意
味
し
た
。
西
摂

の
花
熊
村
の
中
堅
自
小
作
農
が
菜
種
作
を
拡
張
す
る
た
め
に
新
た
に

耕
地
を
借
入
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
市
場
向
の
生
産
を
拡
大
す
る

た
め
の
土
地
投
資
で
あ
っ
た
。
個
々
の
農
家
が
商
業
的
農
業
の
た
め

の
資
源
配
分
を
効
率
化
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合

も
、
買
入
れ
る
こ
と
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
実
現
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
経
済
行
動
で
あ
る
。
土
地
に
は
売
買
市
場
の
他
に

貸
借
市
場
が
存
在
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
温
情
的
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
地
主

制
下
に
お
い
て
も
享
受
で
き
る
性
質
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
土
地
貸
借
の
存
在
と
機
能
は
─
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う

に
─
小
農
社
会
の
分
解
を
抑
止
し
、
小
農
家
族
を
土
地
に
留
め
る
働

き
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
小
農
型
の
農
業
に
あ
っ
て
も
生

産
力
水
準
を
向
上
さ
せ
、
彼
ら
の
稼
得
能
力
を
高
め
る
方
向
へ
の
役

割
を
も
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
も
ま
た
、
強
調
し
て
よ

い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

本
稿
を
草
稿
段
階
で
読
み
、
幾
多
の
指
摘
と
コ
メ
ン
ト
を
く
だ

さ
っ
た
有
本
寛
、
大
島
真
理
夫
、
坂
根
嘉
弘
の
各
氏
に
感
謝
す
る
。

指
摘
い
た
だ
い
た
論
点
の
な
か
に
は
本
稿
で
十
分
に
活
か
し
き
れ

な
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
１
）
友
部
謙
一
『
前
工
業
化
期
日
本
の
農
家
経
済
─
主
体
均
衡
と
市

場
経
済
─
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）。

（

）
４１
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（
２
）
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
は
、
今
日
の
開
発
経
済
学
が
い
う
と
こ
ろ
の

「
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
」
の
先
駆
者
と
い
え
る
。
黒
崎
卓

『
開
発
の
ミ
ク
ロ
経
済
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）、
お
よ
び

尾
関
学
・
佐
藤
正
広
「
戦
前
日
本
の
農
家
経
済
調
査
の
今
日
的
意

義
」（『
経
済
研
究
』
第
五
九
巻
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
五
九
～
七

三
頁
を
参
照
。

（
３
）

A
.V
.C
hayanov

on
the
T
heory

ofPeasantE
conom

y,ed.D
T
horner

etal.(M
anchester:M

anchester
U
niversity

Press,
1966)

、
お
よ
びM

.
Sahlins,

Stone
A
ge
E
conom

ics

（N
ew

Y
ork:A

ldine,1972

）、
山
内
昶
訳
『
石
器
時
代
の
経
済
学
』（
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
四
年
）。

（
４
）
友
部
、
前
掲
書（
註
１
）、
と
く
に
一
四
、
八
一
、
一
五
四
～
六
、

二
一
五
～
六
頁
を
参
照
。

（
５
）
経
済
史
上
に
お
け
る
土
地
稀
少
化
の
意
味
と
意
義
に
か
ん
し
て

は
、
大
島
真
理
夫
編
『
土
地
希
少
化
と
勤
勉
革
命
の
比
較
史
』（
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
近
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
徳
川
時
代
の
農
家
に
は
副
業
へ
従
事
す
る
と
い
う
選
択
も
あ
り

え
た
。
実
際
、
副
業
を
考
慮
に
い
れ
た
統
計
分
析
で
は
、
相
関
関

係
は
や
や
複
雑
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も
農
家
の
副
業
従
事
に
も
、

家
族
周
期
に
よ
る
世
帯
の
消
費
ニ
ー
ズ
の
変
化
が
無
視
で
き
な
い

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
７
）
友
部
、
前
掲
書（
註
１
）、
一
八
二
～
三
頁
。
し
か
も
、
副
業
が

あ
る
場
合
の
ほ
う
が
相
関
関
係
は
よ
り
安
定
的
で
あ
っ
た
。

（
８
）
同
書
、
一
五
四
頁
。
農
村
に
お
け
る
小
作
関
係
の
拡
が
り
が
農

民
層
の
分
解
と
離
農
の
抑
止
効
果
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
は
、A.B

ooth
and
R
.M
.Sundrum

,Labour
A
bsorption

in
A
griculture

(O
xford:O

xford
U
niversity

Press,1985),p.
145

で
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
新
保
博
・
斎
藤
修
「
概
説

一
九
世

紀
へ
」（
新
保
博
・
斎
藤
修
編
『
近
代
成
長
の
胎
動
』
日
本
経
済
史

２
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
五
一
～
三
頁
、
斎
藤
修
『
比
較

経
済
発
展
論
─
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
─
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

八
年
）
一
九
八
～
二
〇
〇
頁
を
も
参
照
。

（
９
）
友
部
、
前
掲
書（
註
１
）、
八
一
、
二
一
五
～
六
頁
。

（

）
同
書
、
一
四
頁
。

１０
（

）
同
書
に
は
、
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
要
件
、
す
な
わ
ち
市
場

１１
に
お
い
て
価
格
（
小
作
料
率
）
は
伸
縮
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
若
干
の
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
小
作
料
の
長

期
時
系
列
の
推
計
を
提
示
し
た
あ
と
、
著
者
は
そ
の
小
作
料
率
水

準
が
非
常
に
長
い
こ
と
安
定
的
で
、
事
実
上
の
定
率
小
作
制
で

あ
っ
た
こ
と
、「
真
の
水
準
低
下
と
よ
び
う
る
変
化
は
、
明
治
維

新
期
に
で
は
な
く
、
一
九
二
〇
年
代
に
起
き
た
」（
一
九
五
頁
）、

そ
の
背
景
に
は
、「
市
場
参
入
機
会
」
の
増
加
に
後
押
し
さ
れ
た
、

そ
し
て
小
作
争
議
の
頻
発
に
顕
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
小
作
層
の

交
渉
力
増
大
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
二
〇
一
頁
）。
た
だ
、

友
部
の
定
率
小
作
制
説
に
つ
い
て
は
批
判
が
あ
る
。
坂
根
嘉
弘

「
近
代
日
本
の
小
農
と
家
族
・
村
落
」（
今
西
一
編
『
世
界
シ
ス
テ

ム
と
東
ア
ジ
ア
─
小
経
営
・
国
内
植
民
地
・「
植
民
地
近
代
」─
』

日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
八
三
頁
、
一
〇
一
頁
の
註

、
４４

お
よ
び
有
本
寛
の
「
書
評
」『
経
済
学
論
集
』（
近
刊
）
を
み
よ
。

（

）
宮
本
倫
彦
「
小
作
人
は
幾
人
の
地
主
か
ら
耕
地
を
借
入
れ
て
い

１２
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る
か
」（『
社
会
政
策
時
報
』
第
二
二
五
号
、
一
九
三
九
年
）
一
四

六
～
五
三
頁
。
こ
の
調
査
は
協
調
会
が
日
本
農
民
組
合
の
地
方
支

部
を
通
じ
て
行
っ
た
も
の
で
、
回
答
数
は
七
九
四
、
う
ち
四
六
六

名
が
小
作
人
で
あ
っ
た
。
宮
本
論
文
は
こ
の
四
六
六
の
サ
ン
プ
ル

を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以
下
で
紹
介
す
る
計
算
か

ら
は
三
〇
名
の
北
海
道
の
小
作
人
を
除
外
す
る
。
明
治
に
な
っ
て

か
ら
の
開
拓
地
で
あ
る
北
海
道
の
地
主
小
作
関
係
は
、
一
人
当
り

の
借
地
面
積
が
格
段
に
大
き
く
、
ま
た
大
部
分
（
七
〇
％
）
が
一

人
の
地
主
か
ら
の
借
入
れ
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

内
地
と
非
常
に
異
な
っ
た
状
況
下
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（

）
斎
藤
、
前
掲
書（
註
８
）、
一
九
九
頁
を
も
参
照
。

１３
（

）
宮
本
、
前
掲
論
文（
註

）、
一
五
〇
～
二
頁
。
や
は
り
北
海
道

１４

１２

を
除
い
て
の
計
算
で
あ
る
。

（

）
新
保
博
『
封
建
的
小
農
民
の
分
解
過
程
─
近
世
西
摂
津
菜
種
作

１５
地
帯
を
中
心
に
─
』（
新
生
社
、
一
九
六
七
年
）。
筆
者
も
新
保
教

授
の
学
問
業
績
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
「
日
本
に
お
け
る

社
会
経
済
史
の
発
展
と
新
保
史
学
」（『
国
民
経
済
雑
誌
』
第
一
八

九
巻
一
号
）
に
お
い
て
、「
市
場
と
い
う
観
点
か
ら
徳
川
時
代
後

半
の
農
村
史
を
書
こ
う
と
さ
れ
て
い
た
新
保
先
生
が
こ
の
よ
う
に

［
す
な
わ
ち
、
地
主
小
作
関
係
と
は
土
地
貸
借
市
場
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
］
問
題
提
起
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
後
の
農
村
史
、
地
主
制

史
、
ひ
い
て
は
近
世
史
全
体
の
研
究
動
向
も
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
こ
の
著
作
の
先
駆
的
な
性
格
に
は

高
い
評
価
を
下
し
て
い
た
（
九
〇
頁
）。
し
か
し
、
よ
り
具
体
的

に
友
部
仮
説
と
の
関
連
と
い
う
点
か
ら
も
、
新
保
に
よ
る
花
熊
村

の
分
析
が
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
筆
者
の
注

意
を
向
け
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
、
大
島
真
理
夫
の
教
示
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

（

）
友
部
も
花
熊
村
の
事
例
を
検
討
し
て
い
る
。「
小
作
化
が
家
族

１６
労
作
経
営
を
支
え
る
範
囲
内
」
で
進
行
し
た
と
い
う
の
が
、
彼
自

身
の
言
葉
に
よ
る
新
保
の
結
論
の
要
約
で
あ
る
。
友
部
、
前
掲
書

（
註
１
）、
一
五
五
頁
を
参
照
。

（

）
た
だ
新
保
は
、
免
割
皆
済
帳
に
記
載
さ
れ
た
貢
納
高
に
は
地
主

１７
作
徳
分
の
一
部
が
混
入
し
て
い
る
と
い
う
。
原
則
〇
・
五
石
の
倍

数
と
な
る
よ
う
に
端
数
処
理
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ

え
、
個
々
の
小
作
人
の
借
受
高
を
正
確
に
算
出
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
個
々
の
農
家
に
か
ん
し
て
、
貢
納
高
を
持

高
に
足
し
合
わ
せ
て
作
高
を
算
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
避

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
の
分
析
で
試
み
る
よ
う
に
、
グ

ル
ー
ピ
ン
グ
を
し
た
上
で
貢
納
高
の
平
均
を
と
り
、
そ
れ
を
一
件

当
り
借
入
面
積
の
代
理
指
標
と
し
て
平
均
値
の
差
の
検
定
を
す
る

の
で
あ
れ
ば
問
題
は
少
な
い
と
い
え
よ
う
。
新
保
、
前
掲
書（
註

）、
二
二
七
頁
、
註
２
。

１５

（

）
同
書
、
二
〇
九
頁
。

１８
（

）
同
書
、
二
一
六
～
八
頁
。

１９
（

）
平
均
値
の
差
の
検
定
（
ｔ
検
定
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
石
以
上
の

２０
一
・
六
四
と
一
〇
石
未
満
の
一
・
一
九
は
五
％
水
準
で
有
意
、
一

〇
～
一
九
石
の
一
・
九
六
と
一
〇
石
未
満
の
一
・
一
九
は
一
％
水

準
で
有
意
で
あ
る
が
、
二
〇
石
以
上
と
一
〇
～
一
九
石
の
平
均
値

の
差
は
有
意
で
は
な
い
。
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（

）
三
・
五
七
石
と
一
・
三
一
石
の
差
は
一
％
水
準
で
有
意
で
あ
る

２１
（
ｔ
検
定
）。

（

）
成
松
佐
恵
子
『
近
世
東
北
農
村
の
人
び
と
─
奥
州
安
積
郡
下
守

２２
屋
村
─
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
五
年
）
一
六
二
頁
。

（

）
渡
辺
尚
志
『
惣
百
姓
と
近
世
村
落
─
房
総
地
域
史
研
究
─
』

２３
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
。

（

）
同
書
、
七
三
～
四
頁
。

２４
（

）
同
書
、
第
一
章
。

２５
（

）
同
書
、
八
七
頁
。

２６
（

）
成
松
、
前
掲
書（
註

）、
一
六
二
頁
。

２７

２１

（

）
成
松
佐
恵
子
『
江
戸
時
代
の
東
北
農
村
─
二
本
松
藩
仁
井
田
村

２８
─
』（
同
文
舘
出
版
、
一
九
九
二
年
）
一
五
二
頁
。

（

）
大
口
勇
次
郎
『
女
性
の
い
る
近
世
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
五

２９
年
）
第
一
～
二
章
。

（

）
渡
辺
尚
志
『
近
世
の
豪
農
と
村
落
共
同
体
』（
東
京
大
学
出
版

３０
会
、
一
九
九
四
年
）
第
五
章
、
お
よ
び
同
『
近
世
の
村
落
と
地
域

社
会
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
第
五
章
。
近
世
の
農
村
土
地
問

題
に
か
ん
す
る
研
究
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
大
き
く
変
貌
し

た
。
そ
の
研
究
史
的
整
理
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
神
谷
智
『
近
世

に
お
け
る
百
姓
の
土
地
所
有
─
中
世
か
ら
近
代
へ
の
展
開
─
』

（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
序
章
や
大
塚
英
二
「
百
姓
の
土
地
所

有
」（
渡
辺
尚
志
・
五
味
文
彦
編
『
土
地
所
有
史
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
）
二
七
四
～
三
〇
六
頁
を
、
ま
た
一
つ
の
新
し
い
解

釈
と
し
て
は
、
大
島
真
理
夫
「
近
世
後
期
農
村
社
会
の
モ
ラ
ル
・

エ
コ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
六
八
五
号
、
一
九

九
六
年
）
二
五
～
三
八
頁
を
参
照
。

（

）
友
部
、
前
掲
書（
註
１
）、
一
五
六
頁
。

３１
（

）
成
松
、
前
掲
書（
註

）、
一
六
七
～
八
頁
に
よ
る
。

３２

２２

（

）
二
本
松
藩
に
お
い
て
は
縄
引
と
呼
ば
れ
た
定
期
割
替
慣
行
が

３３
あ
っ
た
。
下
守
屋
村
に
は
少
な
く
と
も
一
七
九
四
（
寛
政
六
）
年

ま
で
実
施
さ
れ
た
記
録
が
あ
り
、
こ
の
慣
行
と
土
地
貸
借
の
関
係

に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
土
地
の
文
字
通
り
の
平
等
配

分
は
、
世
帯
の
家
族
規
模
変
動
に
よ
る
耕
地
の
需
給
調
整
の
必
要

性
を
む
し
ろ
増
大
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
定
期
割

替
は
、
チ
ャ
ヤ
ー
ノ
フ
自
身
が
理
論
化
の
際
に
仮
定
し
た
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
点
は
理
論
的
に
も
興
味
深
い
論
点
と
な
ろ
う
）。
一

方
で
、
一
八
世
紀
後
半
の
よ
う
に
凶
作
と
飢
饉
が
続
く
状
況
の
下

で
は
、
絶
家
と
人
口
減
少
、
そ
し
て
「
上
ヶ
地
」─
耕
作
の
継
続
が

で
き
な
く
な
っ
た
土
地
を
藩
に
返
還
す
る
こ
と
─
が
起
こ
り
、
そ

れ
が
土
地
の
村
内
貸
借
を
一
気
に
減
少
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

成
松
、
前
掲
書（
註

）、
四
七
～
八
、
一
五
四
～
六
〇
、
一
六
四

２２

頁
を
参
照
。

（

）
神
谷
、
前
掲
書（
註

）、
第
四
章
。
神
谷
は
、
一
七
〇
六
（
宝

３４

３０

永
三
）
年
と
一
七
一
三
（
正
徳
三
）
年
の
付
箋
の
つ
い
た
名
寄
帳

か
ら
質
地
関
係
を
洗
い
出
し
、
甲
州
下
井
尻
村
内
の
集
落
別
に
考

察
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
居
住
集
落
中
心
で
、
血
縁
関
係
の
や

り
と
り
が
無
視
で
き
な
い
比
重
を
も
つ
二
集
落
と
、
血
縁
者
同
士

の
質
地
関
係
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、
集
落
内
の
や
り
と
り
も
少

な
い
開
発
の
新
し
い
集
落
と
に
分
か
れ
る
と
い
う
。
前
二
集
落
の

場
合
、
血
縁
関
係
型
は
五
分
の
一
の
ウ
エ
ィ
ト
を
も
ち
、
か
つ
居
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住
集
落
中
心
型
と
重
複
を
し
て
い
た
（
同
書
、
一
六
九
頁
）。

（

）
坂
根
嘉
弘
『
分
割
相
続
と
農
村
社
会
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一

３５
九
九
六
年
）
一
七
〇
～
八
一
頁
。

（

）
友
部
、
前
掲
書（
註
１
）、
一
四
頁
。

３６
（

）
坂
根
嘉
弘
「
日
本
に
お
け
る
地
主
小
作
関
係
の
特
質
」（『
農
業

３７
史
研
究
』
第
三
三
号
、
一
九
九
九
年
）
二
一
～
二
頁
。
こ
の
長
期

安
定
性
命
題
は
、
現
代
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
農
村
と
の
比
較
か
ら
得

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
坂
根
、
前
掲
論
文（
註

）、
八
〇
～
九
一
頁
。
引
用
は
九
一
頁

３８

１１

よ
り
。

（

）
有
賀
喜
左
衛
門
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』（
河
出
書
房
、

３９
一
九
四
三
年
、
未
来
社
版
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
』
第
一
～
二

巻
に
収
録
、
一
九
六
六
年
）。
引
用
は
、
沼
田
誠
『
家
と
村
の
歴
史

的
位
相
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
）
七
〇
頁
に
よ
る
。

沼
田
は
、
こ
の
有
賀
の
図
式
は
傍
系
成
員
（
有
賀
の
用
語
法
で
は

住
込
奉
公
人
を
も
含
む
）
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
い
う
観
点
か
ら

解
釈
で
き
る
と
い
う
（
同
書
、
第
一
章
）。

（

）
沼
田
誠
「
大
正
昭
和
期
の
農
家
経
済
の
一
断
面
─
労
働
・
消
費

４０
の
一
体
的
構
造
に
関
連
さ
せ
て
─
」（『
農
業
経
済
研
究
』
第
五
九

巻
三
号
、
一
九
八
七
年
）、
後
に
前
掲
書
（
註

）
に
第
六
章
と
し

３９

て
収
録
。

（

）
小
農
家
族
経
済
と
要
素
市
場
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
、

４１
前
掲
書（
註
８
）、
第
六
章
を
参
照
。

友
部
謙
一
著
『
前
工
業
化
期
日
本
の
農
家
経
済
─
主
体
均
衡
と
市
場
経

済
─
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
刊
、
Ａ
５
判
三
一
〇
頁
、
本
体
価
格
四
、

〇
〇
〇
円
）

二
〇
〇
七
年
度
・
第
五
〇
回
「
日
経
・
経
済
図
書
文
化
賞
」
受
賞

（
さ
い
と
う

お
さ
む
・
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
教
授
）

〔
編
集
委
員
会
注
記
〕
大
島
真
理
夫
氏
と
斎
藤
修
氏
の
書
評
は
、
二
〇

〇
八
年
六
月
一
四
日
、
大
阪
経
済
大
学
に
て
著
者
の
友
部
謙
一
氏
を

交
え
て
行
わ
れ
た
書
評
会
（
第
一
一
回
日
本
経
世
済
民
史
研
究
会
）

で
の
報
告
を
基
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。


