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は
じ
め
に
─
講
義
理
解
の
前
提
─

　
私
た
ち
は
、
二
〇
〇
九
年
の
暮
れ
に
『
土
地
希
少
化
と
勤
勉
革
命

の
比
較
史
─
経
済
史
上
の
近
世
─
』（
大
島
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）

と
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
社
会
経
済
史
学
会
の
全
国
大

会
を
大
阪
市
立
大
学
で
開
催
し
た
時
（
第
七
三
回
全
国
大
会
、
二
〇
〇

四
年
五
月
）
の
「
共
通
論
題
」
の
報
告
や
コ
メ
ン
ト
を
も
と
に
し
て
、

さ
ら
に
新
た
な
執
筆
者
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
、
出
版
し
た
も

の
で
す
。
今
回
、
講
演
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
出
版
が

き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
本
日
の
講
演
は
、
ま
ず
は
こ
の
本
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
、「
勤
勉
革
命
」
と
い
う
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
こ
の
概
念
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
と
い
う
時
代
の
世
界

の
各
地
域
の
経
済
史
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
お

話
し
し
、
そ
し
て
後
半
は
こ
の
本
の
出
版
後
考
え
て
い
る
こ
と
で
、

地
域
の
個
性
と
い
う
点
で
は
、「
風
土
」
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
一

層
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま

す
。

　「
勤
勉
革
命
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
に
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
の
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
、
少
し
だ
け
、
経
済

学
の
基
礎
を
お
さ
ら
い
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
図
１
は
、
経

済
学
に
お
い
て
、
様
々
な
生
産
物
の
生
産
過
程
が
、
ど
の
よ
う
に
理

〔
講
　
演
〕
黒
正
塾
第
八
回
春
季
歴
史
講
演
会
（
二
〇
一
〇
年
五
月
一
五
日
）

経
済
史
に
お
け
る
勤
勉
革
命
論
の
射
程
─
地
域
の
個
性
を
把
握
す
る
方
法

─
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解
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
す
。
図
の
上
部
の
水
平
方
向
の

太
い
破
線
の
矢
印
は
、
原
材
料
が
加
工
さ
れ
て
、
製
品
に
な
っ
て
行

く
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
矢
印
罫
線
の
下
方
に
、
土
地
、

労
働
、
資
本
な
ど
と
書
か
れ
て
四
角
で
囲
ま
れ
て
い
る
の
は
、
生
産

過
程
に
様
々
な
働
き
か
け
を
行
っ
て
、
原
材
料
を
変
化
さ
せ
る
こ
と

に
貢
献
す
る
要
素
（
生
産
要
素
）
で
す
。
原
材
料
へ
の
様
々
な
働
き

か
け
は
、
細
い
実
線
の
矢
印
が
示
し
て
い
ま
す
。
働
き
か
け
の
内
容

は
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
こ
う
し
て
、
原
材
料
が
加
工
さ
れ
て
、
製
品

が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、「
フ
ロ
ー
」（
流
れ
）
の
世
界

で
す
。
よ
く
ニ
ュ
ー
ス
に
出
て
く
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
と
は
、

こ
の
フ
ロ
ー
の
世
界
に
つ
い
て
、
単
位
期
間
（
た
と
え
ば
一
年
と
か
四

半
期
と
か
）
に
ど
れ
だ
け
の
付
加
価
値
が
生
ま
れ
た
か
を
、
統
計
的

に
計
算
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ロ
ー
の
世
界
に
有
用
な

働
き
か
け
を
行
う
源
泉
で
あ
る
、
土
地
、
労
働
、
資
本
な
ど
は
、「
ス

ト
ッ
ク
」（
蓄
積
）
の
世
界
で
す
。
つ
ま
り
、
単
位
期
間
の
生
産
で
、

消
耗
し
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
複
数
期
間
に
わ
た
っ

て
存
続
し
て
、
継
続
的
に
生
産
過
程
に
寄
与
す
る
、
経
済
資
源
で
す
。

建
物
や
生
産
設
備
、
道
路
や
鉄
道
な
ど
は
、
フ
ロ
ー
と
し
て
生
産
さ

れ
ま
す
が
、
単
位
期
間
内
に
消
耗
し
尽
く
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
次

期
以
降
も
経
済
資
源
と
し
て
機
能
し
ま
す
。
こ
の
ス
ト
ッ
ク
に
つ
い

（工業）

（農業）

原材料

種　子

製　品

生産物

加工・製造

栽　培

土地 労働 資本 専門技術 発明特許 種々の有用資源社会的共通資本

生　産　要　素

〔フローの次元〕

〔ストックの次元〕

有　用　な　機　能　の　投　入

図１　生産過程におけるフローとストック

出所：筆者作成。
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て
は
、
フ
ロ
ー
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
よ
う
に
計
測
し
て
、
比
較
可
能
な
数
値

と
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ま
り
話
題
に
上
り
ま

せ
ん
が
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
生
み
出
す
源
泉
で
す
し
、
人
び
と
の
豊
か
さ
に

と
っ
て
、
基
礎
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
近
代
以
前
の
農
業
社
会
の
よ
う
に
、
社
会

の
変
化
が
比
較
的
に
緩
や
か
で
、
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
で
は
な

い
土
地
や
労
働
が
基
礎
的
な
経
済
資
源
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
経
済

資
源
の
蓄
積
量
が
、
自
然
災
害
は
除
い
て
、
そ
の
使
用
に
よ
る
消
耗

と
は
別
の
理
由
で
価
値
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
多
く
は
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
工
業
化
の
時
代
に
な
っ
て
、
変
化
が
激
し
く
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
「（
実
物
と
し
て
の
）
資
本
」

「
専
門
技
術
」「
発
明
特
許
」
な
ど
は
、
す
ぐ
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
、

経
済
的
な
有
用
性
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
陳
腐
化
」
で
あ
り
、
現
代
は
、

デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
絶
望
的
な
ほ
ど
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

し
て
い
る
こ
と
は
、
ご
承
知
の
通
り
で
す
。

　
少
々
、
く
ど
い
説
明
に
な
り
ま
し
た
が
、「
勤
勉
革
命
」
と
い
う
概

念
は
、
こ
の
要
素
投
入
の
あ
り
方
（
フ
ロ
ー
の
世
界
）、
ま
た
、
ス

ト
ッ
ク
の
世
界
で
、
あ
る
資
源
が
、
豊
富
に
存
在
す
る
か
、
希
少
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
こ
と

を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
豊
富

に
あ
る
資
源
を
た
く
さ
ん
使
い
、
希
少
な
資
源
は
節
約
し
て
使
う
こ

と
が
合
理
的
で
あ
る
、
と
い
う
経
済
原
則
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
納

得
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、「
資
本
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
よ

く
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
が
、
土
地
や
労
働
な
ど
は
そ
の
内
容
に
理
解

の
ズ
レ
は
な
い
の
に
対
し
、「
資
本
」
は
、
様
々
な
使
わ
れ
方
を
し
ま

す
。
ま
ず
、
日
常
語
と
し
て
は
「
体
が
資
本
」
と
か
、「
収
益
を
生
み

出
す
原
資
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
後
に
出
て
く
る
議
論
で

す
が
、
家
畜
（
食
肉
、
搾
乳
、
羊
毛
な
ど
を
目
的
と
す
る
「
用
畜
」）
を
資

本
（stock

     
）
と
い
う
場
合
、
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、

英
語
で
は
、
家
畜
は
、livestock

         
、
つ
ま
り
「
生
き
て
い
る
資
本
」
と

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
内
容
的
に
当
た
っ
て
い
る
表
現
で
す

が
、
こ
の
場
合
は
、
資
本
と
い
っ
て
も
労
働
な
ど
、
他
の
生
産
要
素

と
の
代
替
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。「
在
庫
投
資
」
と

い
う
概
念
に
類
似
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
資
本
は
、
生
産
過

程
で
使
用
さ
れ
て
、
他
の
要
素
と
代
替
関
係
を
持
つ
固
定
資
本
（
典

型
的
に
は
機
械
設
備
）
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
家
畜
も
、
牽
引
用

の
役
畜
は
、
こ
の
意
味
で
の
資
本
と
い
え
ま
す
。
人
間
の
労
働
を
代

替
し
て
く
れ
ま
す
。
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　「
勤
勉
」
と
い
う
言
葉
に
も
、
注
意
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。「
勤
勉
」
と
い
う
言
葉
は
、「
日
本
人
は
勤
勉
で
あ
る
」
と
い
う

自
己
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
「
○
○
国
の
人
は
勤
勉
で
な
い
」
と
い

う
よ
う
な
対
比
的
理
解
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
私
た
ち
の
場
合
、

「
勤
勉
革
命
」
と
い
う
概
念
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
無

関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
他
の
生
産
要
素
と
比
較
し
て
、
労
働
を

多
量
に
投
入
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
価
値
判
断
と
し
て
の

勤
勉
性
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
と
く
に
、
我
が
国
で
は
、
過
去
に
、「
滅
私
奉
公
」
的
な
ガ
ン

バ
リ
や
「
猛
烈
社
員
」
的
な
長
時
間
勤
務
な
ど
、
非
合
理
的
な
「
勤

勉
」
が
推
奨
礼
賛
さ
れ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
の
で
、
気
を
つ
け
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
述
の
編
著
に
い
た
る
研
究
会
の
中
で
、

執
筆
者
か
ら
も
指
摘
が
あ
っ
た
点
で
あ
り
ま
す
。

一
　「
勤
勉
革
命
」
と
は
ど
う
い
う
概
念
か

（
１
）　
速
水
融
の
勤
勉
革
命
論
─
産
業
革
命
　
 勤
勉
革
命
─

vs

　「
勤
勉
革
命
」
と
い
う
概
念
を
考
案
し
、
日
本
の
江
戸
時
代
経
済

史
を
こ
の
概
念
を
使
っ
て
描
き
出
し
た
の
は
、
速
水
融
氏
で
す 
 

。
速

水
氏
は
、
産
業
革
命
（industrial

revolution

           
          
）
と
勤
勉
革
命

（industrious
revolution

                      
）
を
対
比
し
ま
し
た
。
そ
の
考
え
方
の
基
礎

（
１
）

は
、
前
述
の
要
素
投
入
の
あ
り
方
で
す
。
速
水
氏
自
身
が
作
成
し
た
、

図
２
に
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
２
は
、
縦
軸
に
は
資
本

投
入
の
大
き
さ
、
横
軸
に
は
労
働
投
入
の
大
き
さ
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。 

は
あ
る
生
産
量
を
示
す
点
で
、
そ
の
時
の
資
本
投
入
は 

、

労
働
投
入
は 

で
す
。 

お
よ
び 

は
、 

よ
り
右
上
方
に
描
か
れ
、

生
産
量
が
増
加
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、 

の
資

本
投
入
は 

労
働
投
入
は 

、 

の
資
本
投
入
は 

労
働
投
入
は 

で
す
。
す
な
わ
ち
、 

か
ら 

お
よ
び 

へ
生
産
量
が
増
大
す
る
際

に
、 

は
労
働
投
入
よ
り
も
資
本
投
入
を
大
き
く
増
大
さ
せ
て
生
産

量
の
増
加
を
達
成
し
て
い
る
の
に
対
し
、 

は
資
本
投
入
よ
り
労
働

投
入
を
大
き
く
増
大
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

が
産
業
革

命
で
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
西
欧
が
た
ど
っ
た
道
で
あ
り
、 

が
勤
勉
革
命
で
、
近
世
の
日
本
が
た
ど
っ
た
道
で
あ
る
、
と
い
う
よ

う
に
論
じ
た
の
で
す
。

　
注
意
す
べ
き
は
、
後
に
勤
勉
革
命
概
念
を
受
け
継
い
だ
、
速
水
氏

よ
り
若
い
世
代
の
川
勝
平
太
氏 
 

や
杉
原
薫
氏 
 

は
、
近
世
日
本
の
勤
勉

革
命
と
近
代
の
産
業
革
命
を
連
続
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
的

な
物
産
複
合
に
基
づ
く
産
業
革
命
（
川
勝
）、
労
働
集
約
型
工
業
化

（
杉
原
）
と
い
う
よ
う
に
、
工
業
化
の
タ
イ
プ
論
へ
接
続
さ
せ
て
い
っ

た
の
に
対
し
、
速
水
氏
の
場
合
は
、
勤
勉
革
命
は
、
近
世
の
達
成
と

P1

K1

L1

P2

P3

P1

P2

K2

L2

P3

K3

L3

P1

P2

P3

P2

P3

P2

P3

（
２
）

（
３
）
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し
て
は
高
く
評
価
し
ま
す
が
、
そ
の
延
長
線
上
に
産
業
革
命
を
展
望

す
る
の
で
は
な
く
、
袋
小
路
に
入
っ
て
ゆ
く
径
路
と
し
て
理
解
し
、

発
展
的
な
西
欧
の
径
路
と
対
比
し
た
こ
と
で
す
。「
反
近
代
」
の
方

向
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
し
た
。
速
水
氏
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二

九
年
）
生
ま
れ
で
あ
り
、
日
本
が
欧
米
の
圧
倒
的
な
資
本
力
と
の
格

差
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
世
代
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
り
、
戦
後
生
ま

れ
の
川
勝
氏
や
杉
原
氏
な
ど
と
、
時
代
の
差
が
感
じ
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。
私
自
身
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
世
代
は
川
勝
氏
や
杉
原

氏
の
グ
ル
ー
プ
で
す
が
、
速
水
氏
の
考
え
に
賛
成
で
、
近
世
日
本
で

は
、
た
し
か
に
勤
勉
革
命
的
な
発
展
は
あ
り
、
閉
鎖
経
済
系
の
中
で

目
一
杯
と
も
い
え
る
発
展
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
仮
に
幕
末
開
港
に

よ
る
市
場
開
放
と
そ
の
後
の
欧
米
か
ら
の
機
械
輸
入
や
技
術
移
転
が

な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
日
本
は
閉
鎖
体
系
の
な
か
で
自
前
の
資
源
だ

け
で
こ
じ
ん
ま
り
と
生
き
続
け
、
産
業
革
命
＝
本
格
的
工
業
化
へ
の

道
へ
と
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
川

勝
氏
や
杉
原
氏
も
幕
末
開
港
の
意
義
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

力
点
の
置
き
方
の
違
い
、
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
評
価
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
近
世
日
本
の
勤
勉
革

命
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
①
労
働
投
入
に
よ
る
経
営
自
立
を
も
た

ら
し
た
こ
と
、
②
勤
勉
＝
美
徳
と
い
う
観
念
が
成
立
し
た
こ
と
、
③

西
欧
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
匹
敵
す
る
経
済
倫
理
が
成
立
し

た
こ
と
、
④
農
民
の
生
活
水
準
が
向
上
し
た
こ
と
、
⑤
日
本
の
工
業

化
に
お
い
て
こ
の
勤
勉
性
が
貢
献
し
た
こ
と
等
々
、
速
水
氏
が
指
摘

し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
論
者
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
速
水
氏
が
一
九
七
〇
年
代
に
提
起
し
た
勤
勉
革
命
と
い
う
概
念
は
、

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
前
述
の
川
勝
平
太
氏
が
、
物
産
複
合
と
い
う

観
点
に
立
つ
独
自
の
文
明
論
の
立
場
か
ら
取
り
上
げ
て
発
展
さ
せ
、

引
き
続
い
て
杉
原
氏
が
、
現
代
ア
ジ
ア
の
工
業
化
を
も
視
野
に
入
れ

る
雄
大
な
構
想
の
中
に
位
置
づ
け
る
、
と
い
う
展
開
が
続
い
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
海
外
で
も
、
杉
原
氏
も
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ

る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
研
究
潮
流
の
な
か
で
、
ケ
ネ

ス
・
ポ
メ
ラ
ン
ツ
氏 
 

が
、
西
欧
に
も
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
、
近
世

（
４
）

K

K2

K3

K1 P1

P2

P3

L1 L2 L3 L

industrial
　revolution

industrious
　revolution

出所：速水融『近世日本の経済社会』麗
澤大学出版会、２００３年、２２６頁。

図２　産業革命と勤勉革命
（速水融氏作成）
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に
共
通
す
る
労
働
集
約
的
な
経
済
発
展
の
方
向
性
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
少
し
異
な
っ
た
観
点
か
ら
、
ジ
ャ
ン
・
ド
・

フ
リ
ー
ス
氏
が
議
論
を
提
起
し
、
二
〇
〇
八
年
に
は
、
そ
の
も
の
ず

ば
り
の
、T

he
Industrious

R
evolutio

 
                
        n  

と
い
う
表
題
の
本
を
出
版

し
ま
し
た  
 

。
こ
の
本
は
、「
消
費
者
行
動
と
家
計
経
済
、
一
六
五
〇

年
か
ら
現
在
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
世

と
い
う
時
代
に
、
家
計
の
消
費
行
動
が
積
極
化
し
、
そ
れ
が
夫
の
労

働
時
間
延
長
、
妻
や
子
供
の
賃
労
働
へ
の
参
加
な
ど
、
総
じ
て
家
計

か
ら
労
働
供
給
が
増
加
し
た
こ
と
を
「
勤
勉
革
命
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、「
勤
勉
革
命
」
と
い
う
概
念
は
、
最
近
の
経
済
史

研
究
に
お
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
ま
す 
 

が
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り

踏
み
込
ま
ず
、
こ
の
概
念
が
提
起
さ
れ
た
原
点
で
あ
る
要
素
投
入
の

あ
り
方
に
焦
点
を
当
て
て
行
き
ま
す
。

（
２
）　
速
水
説
へ
の
主
要
な
疑
問

　
速
水
氏
の
勤
勉
革
命
論
は
、
近
世
の
日
本
農
業
に
対
し
て
、
要
素

投
入
と
い
う
視
角
を
明
示
的
に
持
ち
込
み
、
西
欧
と
の
比
較
を
行
っ

た
と
い
う
点
で
、
私
は
高
く
評
価
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

一
九
七
〇
年
代
、
近
世
日
本
農
業
の
零
細
性
や
農
民
の
困
窮
な
ど
、

低
い
評
価
が
一
般
的
で
あ
っ
た
時
代
に
、
積
極
的
な
評
価
を
お
こ

（
５
）

（
６
）

な
っ
た
こ
と
も
画
期
的
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
私
が
、
異
論
と
い
う
か
、
や
や
問
題
と
思
う
の
は
、
要
素
投
入
の

あ
り
方
の
比
較
を
、
資
本
と
労
働
と
い
う
二
つ
の
要
素
で
行
っ
た
こ

と
で
す
。
少
々
、
理
屈
っ
ぽ
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
も
う
一
度
、
図

２
を
見
て
頂
く
と
、
こ
の
図
で
、 

と 

は
、
本
来
は
同
一
の
生
産

物
あ
る
い
は
生
産
物
の
セ
ッ
ト
を
生
産
す
る
た
め
の
、
要
素
投
入
の

二
種
類
の
組
み
合
わ
せ
を
示
す
た
め
の
も
の
な
の
で
す
が
（
等
産
出

量
曲
線
と
い
い
ま
す
）、
図
２
の
想
定
で
は
、 

は
産
業
革
命
で
す
か

ら
、
当
然
、
工
業
製
品
の
生
産
が
想
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、 

の
勤

勉
革
命
は
農
産
物
が
中
心
の
は
ず
で
す
。
近
代
工
業
化
に
関
す
る
産

業
革
命
と
、
近
世
の
農
業
革
新
に
関
わ
る
勤
勉
革
命
を
、
直
接
、
比

較
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
も
っ
と
も
速
水
氏

は
、
西
欧
で
は
農
業
に
お
い
て
も
家
畜
の
牽
引
力
や
大
型
機
械
が
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
農
業
生
産
物
で
も

比
較
が
で
き
る
と
も
言
え
ま
す
が
、
西
欧
の
農
業
が
資
本
使
用
的
で

あ
っ
た
の
は
、
近
世
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
出
発
点
か
ら
の

こ
と
で
、
肝
心
の
近
世
と
い
う
時
代
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
労
働
集
約
的
な
方
向
で
農
法
の
改
善
が
み
ら
れ
た

時
期
で
し
た
。

　
さ
ら
に
、
近
世
の
日
本
農
業
が
労
働
集
約
の
方
向
に
進
ん
だ
こ
と

P2

P3

P2

P3



7

に
は
誰
も
が
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
速
水
氏
が
、
資
本
と
労
働

に
注
目
し
、
労
働
投
入
の
増
大
に
よ
っ
て
資
本
投
入
を
代
替
し
た
、

と
い
う
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
部
分
は
、
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

速
水
氏
は
、
こ
の
部
分
を
、
尾
張
国
に
お
け
る
広
域
的
な
調
査
の
数

字
に
基
づ
く
、
戸
数
・
人
口
・
牛
馬
数
の
、
一
六
六
〇
～
七
〇
年
代

か
ら
、
一
七
九
〇
～
一
八
二
〇
年
頃
へ
の
変
化
に
よ
っ
て
主
張
し
ま

し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
期
間
に
、
戸
数
は
約
六
五
％
の
増
加
、
人

口
は
約
二
五
％
の
増
加
で
あ
る
の
に
対
し
、
牛
馬
数
が
約
六
八
％
も

減
少
し
た
数
字
を
あ
げ
て
、「
人
力
に
よ
る
畜
力
の
代
替
」
が
あ
っ

た
、
と
主
張
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
牛
馬
が
牽
引
す
る
犂
に
よ

る
耕
起
か
ら
、
人
力
の
鍬
に
よ
る
耕
起
へ
の
転
換
で
す
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
斎
藤
修
氏
は
、
速
水
氏
の
『
近
世
日
本
の
経

済
社
会
』（
注
１
参
照
）
へ
の
書
評
論
文 
 

に
お
い
て
、
広
範
な
農
業
史

研
究
を
参
照
し
、
近
世
に
お
け
る
牛
馬
保
有
の
展
開
は
、
地
域
に
よ

る
違
い
が
あ
り
、
大
き
く
い
え
ば
、
西
日
本
で
は
近
世
を
通
じ
て
増

加
、
東
日
本
で
は
減
少
と
い
う
傾
向
を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

西
日
本
の
増
加
は
、
犂
耕
の
普
及
や
厩
肥
利
用
の
増
大
が
理
由
で
あ

り
、
速
水
氏
の
想
定
と
は
反
対
で
し
た
。
東
日
本
に
つ
い
て
も
、

「
犁
耕
か
ら
人
力
耕
へ
の
転
換
」
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
指

摘
し
ま
し
た
。

（
７
）

　
そ
も
そ
も
、
近
世
日
本
の
農
業
に
お
い
て
、「
畜
力
で
も
可
能
な

作
業
を
人
力
で
代
替
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
ど
の
程
度
想
定

さ
れ
た
の
か
、
私
は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
き
わ
め
て
部
分
的
だ
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
お
お
ざ
っ
ぱ
な
論
証
に
な
り
ま
す
が
、
元
禄
～

宝
永
期
（
一
六
九
〇
～
一
七
〇
〇
年
代
）
の
加
賀
藩
の
農
業
を
詳
し
く

描
い
た
農
書
、『
耕
稼
春
秋  
 

』
と
『
農
業
図
絵  
 

』
に
よ
っ
て
、
水
田
稲

作
の
概
略
的
な
農
事
暦
の
う
ち
、
馬
が
使
用
さ
れ
て
い
る
作
業
を
確

認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
田
う
ち
起
こ
し
・
株
割
り
、

種
籾
水
浸
、
苗
代
種
ま
き
、「
踏
み
土
・
河
底
土
搬
入
」、「
犁
耕
」、

鍬
耕
、
畔
塗
り
、「
田
犂
返
し
」、「
刈
草
と
鋤
込
み
」、「
代
掻
き
」、

田
植
え
、
水
管
理
、
草
取
り
（
一
番
～
三
番
）、
中
耕
、
刈
り
取
り
、

乾
燥
、
脱
穀
、
も
み
す
り
、
と
い
っ
た
農
事
暦
の
な
か
で
、「
　
」
の

作
業
に
、
当
該
地
域
で
は
馬
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
馬
が
使
用
さ

れ
る
作
業
は
、
重
量
物
の
運
搬
、
全
般
的
な
耕
起
、
馬
鍬
か
け
、
で

す
。
重
量
物
運
搬
な
ど
の
作
業
は
、
さ
き
ほ
ど
の
斎
藤
氏
の
指
摘
に

よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
西
日
本
で
は
、
近
世
後
期
に
向
け
て
、
牛
の

利
用
が
む
し
ろ
多
く
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
当
然

で
す
が
、
田
植
え
、
草
取
り
、
刈
り
取
り
な
ど
、
も
っ
と
も
労
働
集

約
的
な
作
業
は
、
農
業
機
械
や
除
草
剤
が
普
及
し
た
現
代
と
は
異
な

り
、
近
世
に
は
人
力
で
行
う
ほ
か
他
に
方
法
が
な
い
作
業
で
す
。
さ

（
８
）

（
９
）
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ら
に
、
近
世
中
期
以
降
に
特
徴
的
な
の
は
、
米
作
以
外
の
さ
ま
ざ
ま

な
農
産
物
の
生
産
が
広
く
普
及
し
た
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
多
く

は
畑
作
物
で
あ
り
、
稲
作
以
上
に
畜
力
利
用
の
必
要
性
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
総
じ
て
、
近
世
の
日
本
で
労
働
集
約
的
な
農
業
が
進
ん
だ
の
は
、

畜
力
を
人
力
で
置
き
換
え
た
の
で
は
な
く
、
人
力
に
よ
る
高
度
で
精

密
な
作
業
が
増
加
し
た
た
め
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

（
３
）　
土
地
と
労
働
の
視
点
か
ら
の
勤
勉
革
命
─
収
穫
逓
増
型
労
働
投
入
─

　
私
た
ち
は
、
勤
勉
革
命
を
、
資
本
投
入
と
労
働
投
入
の
比
較
、
そ

し
て
、
産
業
革
命
と
対
比
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
土
地
と
労
働
と
い

う
二
つ
の
要
素
に
注
目
し
、
産
業
革
命
と
の
対
比
で
は
な
く
、
お
な

じ
近
世
と
い
う
時
代
の
世
界
各
地
の
農
業
の
あ
り
方
を
同
時
代
比
較

す
る
と
い
う
視
点
に
立
つ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
行
研
究

の
批
判
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
視
点
を
変
え
る
こ
と
で
、

よ
り
広
い
視
野
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

主
張
は
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
発
想
の
原
点
は
、
近
世
の
日
本
農
業

で
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
土
地
利
用
の
高
度
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
労
働
投
入
が
増
大
し
、
し
か
も
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
収
穫

（
収
益
）
が
増
大
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
お
そ
ら
く
日
本
経
済
史

の
研
究
史
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
言
い
た
い
の
は
、
こ
の
こ
と
は
、
資

本
と
労
働
と
い
う
投
入
要
素
の
比
較
で
は
な
く
、
土
地
と
労
働
の
投

入
比
率
の
比
較
と
い
う
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
く
理

解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
す
で

に
開
発
の
限
界
に
達
し
て
、
そ
れ
以
上
の
外
延
的
な
拡
大
が
不
可
能

な
土
地
を
、
そ
の
利
用
率
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て

労
働
投
入
は
増
大
す
る
が
、
収
益
も
増
大
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
、
と
言
い
た
い
の
で
す
。

　
具
体
的
な
事
例
で
、
そ
の
こ
と
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
表

１
は
、
山
崎
隆
三
氏
の
古
典
的
な
研
究
で
あ
る
『
地
主
制
成
立
期
の

農
業
構
造 
 

』
で
分
析
さ
れ
た
、
摂
津
国
武
庫
郡
西
昆
陽
村
（
現
、
兵
庫

県
尼
崎
市
）
の
氏
田
家
の
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
農
業
経
営
の
概

要
で
す
。
氏
田
家
の
土
地
所
有
は
、
二
町
九
反
四
畝
四
歩
で
す
。
畿

内
の
農
家
と
し
て
は
、
か
な
り
大
規
模
な
経
営
で
す
。
氏
田
家
は
、

こ
の
土
地
を
ほ
と
ん
ど
自
作
し
て
い
ま
す
。
表
作
で
は
、
面
積
の
五

七
・
四
％
が
米
作
、
二
八
・
四
％
が
綿
作
に
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

ほ
ぼ
米
二
対
綿
一
と
い
う
比
率
で
す
。
米
は
四
一
・
九
石
の
収
穫
で
、

そ
の
う
ち
約
半
分
の
二
〇
・
六
五
石
を
販
売
し
、
銀
一
八
三
四
・
四

（
　
）
１０
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匁
を
得
て
い
ま
す
。
綿
花
は
、
二
一
本
一
五
斤

の
収
穫
（
一
本
は
四
〇
斤
）、
そ
の
七
七
％
の
一

六
本
二
〇
斤
を
販
売
し
、
銀
一
三
六
五
・
五
五

匁
を
得
て
い
ま
す
。
綿
花
収
穫
の
う
ち
、
販
売

し
な
か
っ
た
二
三
％
は
、
自
家
の
木
綿
生
産
の

原
材
料
と
さ
れ
て
、
木
綿
と
な
っ
て
販
売
さ
れ

た
の
で
、
綿
花
生
産
は
、
結
局
す
べ
て
販
売
目

的
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
土
地
利
用
で
計
算

す
れ
ば
、
表
作
で
は
、
米
と
綿
花
で
八
五
・
八

％
を
占
め
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
う
ち
販
売
目

的
の
土
地
利
用
は
六
五
・
九
％
。
つ
ま
り
三
分

の
二
で
す
。
表
作
の
残
り
の
部
分
に
も
、
小
豆

な
ど
、
販
売
目
的
の
利
用
が
あ
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
表
作
で
は
、

所
有
地
全
体
の
約
三
分
の
二
の
土
地
が
販
売
目

的
の
農
産
物
生
産
に
利
用
さ
れ
た
と
言
え
る
の

で
す
。
裏
作
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
裏
作
率
は

九
〇
・
七
％
で
す
。
裏
作
の
第
一
位
は
菜
種
で
、

所
有
地
全
体
の
五
〇
・
七
％
で
す
。
収
穫
の
す

べ
て
が
販
売
さ
れ
ま
す
。
第
二
位
は
麦
類
で
す
。

表１　摂津国武庫郡西昆陽村氏田家の農業経営（寛政４年・１７９２年）

販　売　高作　付　面　積
収穫高品目

構成比販売金額（匁）販売／収穫数量表裏の別構成比面積（畝）

表作：２９６
畝（以上）

６.８%２０３.２００石もち米

３４.４%１８３４.４ ４９.２%２０.６５０石５７.４%１７０４１.９００石米

２５.６%１３６５.５５７７.２%１６本２０斤２８.４%８４２１本１５斤実綿

０.４%２２.５ １００.０%３斗？３斗以上小豆

４.５%２４２   ０.７%２？いも

０.７%２？たばこ・なすび

４.９%２５９.１ ４５.３%４.８００石

裏作：２６８
畝（裏作率
９０.７％）

２２.６%６７７.６００石麦安

４.１%１２１.５００石大麦

５.１%１５１.５００石小麦

２０.３%１０８１.７５９９.６%１１.０１０石５０.７%１５０１１.０５０石菜種

１.３%７２   ６６.６%１.６００石
７.１%２１

２.４００石そら豆

０.３７０石えんどう

１.０%３？大根

８.６%４６０   １３束木綿

１００.０%５３３７.３ 合計

８８.８%４７４１.７ （米・綿・菜種・木綿合計）

村内所有地：２８１畝１３歩、池尻村出作：１２畝２１歩、合計：２９４畝４歩　小作地：約４３畝　宛て作高６.０８０石（実
収５.７１０石）　小作人５人

注：「？」は原文のもの。斜線は記述がないことを示す。
出所：山崎隆三『地主制成立期の農業構造』青木書店、１９６１年、第６５表および第６８表より筆者作成。
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ち
な
み
に
「
麦
安
」
と
は
裸
麦
の
こ
と
で
す
。
麦
類
で
、
三
一
・
八

％
、
販
売
率
は
四
五
・
三
％
で
す
。
別
に
そ
ら
豆
、
エ
ン
ド
ウ
が

七
・
一
％
で
販
売
率
は
六
六
・
六
％
で
す
。
表
作
と
同
様
に
、
土
地

利
用
の
観
点
で
、
販
売
目
的
の
農
産
物
生
産
に
向
け
ら
れ
た
土
地
は
、

裏
作
二
六
八
畝
の
七
七
％
に
達
し
ま
す
。
氏
田
家
で
は
、
土
地
利
用

と
い
う
観
点
で
、
表
作
の
約
六
六
％
、
裏
作
の
七
七
％
（
裏
作
率
は

九
〇
％
）
が
販
売
目
的
の
農
産
物
生
産
に
利
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
、
高
度
に
市
場
向
け
の
農
業
経
営
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
販
売
高
の
構
成
比
（
年
間
）
を

み
る
と
、
米
が
三
四
・
四
％
、
綿
が
二
五
・
六
％
、
菜
種
が
二
〇
・

三
％
、
木
綿
が
八
・
六
％
で
あ
り
、
以
上
の
四
品
目
で
、
八
八
・
九

％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
氏
田
家
は
、
各
品
目
の
販
売
価
格
の
動
向
、

肥
料
代
の
動
向
、
奉
公
人
賃
金
の
動
向
な
ど
を
的
確
に
判
断
し
な
が

ら
、
戦
略
的
に
作
付
け
品
目
を
選
択
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
の
経

営
は
、
い
わ
ゆ
る
「
摂
津
型
農
業
経
営
」
の
典
型
例
と
評
価
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
畿
内
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
農
家
は
決
し
て
例
外

で
は
な
く
、
規
模
の
違
い
や
作
付
け
品
目
の
違
い
は
あ
り
な
が
ら
、

高
度
に
市
場
向
け
の
農
業
経
営
が
一
般
的
に
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
氏
田
家
で
は
、
表
作
で
は
、
も
ち
米
、
米
、
綿
（
綿
花
）、
小
豆
、

い
も
、
た
ば
こ
、
な
す
び
、
裏
作
で
は
、
麦
安
、
大
麦
、
小
麦
、
菜

種
、
そ
ら
豆
、
エ
ン
ド
ウ
、
大
根
、
と
い
う
よ
う
に
多
彩
な
品
目
が

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
表
の
基
に
な
っ
た
覚
え
帳
に
記

載
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
小
規
模
な
品
目
も
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
作
物
が
、
耕
作
す
る
時
期
が
重
な
り
な

が
ら
、
年
間
の
作
業
日
程
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
作

業
の
日
程
配
分
は
、
非
常
に
細
か
い
配
慮
が
必
要
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
多
く
の
畑
作
物
は
、
連
作
を
嫌
い
ま
す
し
、
地
力

も
減
退
し
ま
す
。
そ
の
点
、
水
田
は
、
水
の
流
入
と
流
出
が
あ
る
の

で
、
連
作
障
害
は
な
く
、
地
力
も
維
持
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

田
と
畑
を
交
替
さ
せ
る
、「
田
畑
輪
換
」
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
図
３
は
、
大
和
国
平
群
郡
宮
堂
村
の
例
で
、
徳
永
光
俊
氏 
 

が

作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。
二
年
間
の
水
田
と
一
年
間
の
綿
作
畑
を
交

替
さ
せ
て
い
る
様
子
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
田
を
畑
に
転

換
す
る
た
め
に
は
、
盛
土
や
畝
作
り
な
ど
、
労
力
の
か
か
る
作
業
が

必
要
で
す
。
摂
津
の
氏
田
家
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
綿
花
は
連
作
を
嫌
う
の
で
、
お
そ
ら
く
は
、
同
じ

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
以
上
の
事
例
紹
介
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
近
世
日
本
農
業
の
大
き

な
特
徴
が
、
土
地
の
高
度
利
用
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
し
て
、

（
　
）
１１
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高
度
利
用
し
た
土
地
で
、
市
場
向
け
の
販
売
を
意
識
し
、
細
か
い
配

慮
と
多
く
の
労
力
を
必
要
と
す
る
農
業
経
営
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

収
益
の
増
加
を
図
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
生
産
過
程
へ
の
要
素
投
入
で
い
う
と
、
資
本
と
労
働

と
の
比
較
で
は
な
く
、
土
地
と
労
働
と
の
比
較
と
い
う
視
点
の
方
が
、

現
実
を
理
解
す
る
上
で
適
切
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、

限
ら
れ
た
土
地
に
対
し
て
、
き
め
細
か
く
多
量
の
労
力
を
投
入
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
高
い
収
益
を
上
げ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
行

研
究
で
は
、
先
ほ
ど
の
図
２
の
よ
う
に
、
資
本
と
労
働
と
い
う
視
点

か
ら
勤
勉
革
命
を
と
ら
え
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
を
土
地
と

労
働
と
い
う
視
点
か
ら
、
図
４
の
よ
う
に
と
ら
え
直
し
ま
し
た
。

　
図
４
の
グ
ラ
フ
で
は
、
横
軸
は
、
単
位
期
間
（
た
と
え
ば
一
年
間
）

に
お
け
る
労
働
投
入
の
大
き
さ
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
右
に
進
む
こ

と
は
、
投
入
労
働
量
が
増
大
す
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、

縦
軸
は
、
追
加
さ
れ
て
い
く
労
働
投
入
の
、
最
後
の
一
単
位
の
労
働

に
対
す
る
産
出
高
の
増
加
分
、
経
済
学
の
言
葉
で
言
う
「
限
界
労
働

生
産
性
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
グ
ラ
フ
が
示
し
て
い
る
の
は
、

あ
る
村
落
あ
る
い
は
農
家
が
、
一
定
面
積
の
土
地
を
与
え
ら
れ
た
時

に
、
当
初
は
十
分
に
土
地
豊
富
で
、
未
利
用
の
空
地
も
あ
っ
た
段
階

か
ら
、
労
働
力
（
農
家
数
）
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
だ

図３　大和国平群郡宮堂村の田畑輪換（徳永光俊氏作成）
（  稲作　  綿作）

天
保
１　１２　１１　１０９８７６５４３２

文
政
１　１４　１３　１２　１１　１０９８７６５４３２

文
化
１

年

小字

辻　　堂

垣　　内

蓑　　城

出所：徳永光俊『日本農法史研究』農山漁村文化協会、１９９７年、３０頁。
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い
に
希
少
と
な
り
、
余
剰
地
は
消
滅
し
、
限
ら
れ
た
土
地
に
多
量
の

労
働
を
投
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
、
追
加
労
働
一
単
位
の
生

産
性
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
と
い
う
動
き
で
す
。
土
地
が
豊
富

な
段
階
で
は
、
限
界
生
産
性
は
、
一
定
で
推
移
し
ま
す
。
つ
ま
り
、

一
軒
目
の
農
家
、
二
軒
目
の
農
家
、
と
い
う
よ
う
に
農
家
数
が
増
加

し
た
場
合
に
、
同
質
の
土
地
が
豊
富
に
存
在
す
れ
ば
、
増
加
す
る
農

家
は
、
先
行
す
る
農
家
と
同
様
の
経
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

限
界
生
産
性
は
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
、
余
剰
地
が
豊
富
で
は
な
く
な
る
と
、
そ
の
段
階
で
参
入
し
た

農
家
は
、
条
件
の
悪
い
土
地
で
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
あ
る

い
は
、
一
つ
の
経
営
で
考
え
れ
ば
、
労
働
力
が
過
剰
に
な
っ
て
く
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
水
田
で
の
稲
作
を
考
え
た
時
に
、

人
手
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
む
や
み
に
何
回
も
草
取
り
を
し
て
も
、

そ
の
効
果
は
段
々
低
下
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
追
加
さ
れ
た
労
働

投
入
に
対
す
る
産
出
の
増
加
は
、
低
下
し
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。

右
下
方
へ
の
実
線
の
矢
印
で
示
し
た
動
き
で
す
。「
収
穫
逓
減
」
と

書
い
て
い
る
の
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
マ
ル
サ
ス
が
有
名

な
『
人
口
論
』
で
描
い
た
世
界
で
あ
り
、
経
済
の
原
則
的
な
方
向
で

す
。

　
こ
れ
に
対
し
、
右
上
方
へ
破
線
で
示
し
た
動
き
は
、
土
地
に
余
裕

が
な
く
な
っ
た
段
階
で
、
さ
ら
な
る
労
働
投
入
に
対
し
て
、
限
界
労

働
生
産
性
が
上
昇
す
る
動
き
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
決
し
て
一

般
的
で
は
な
く
、
経
済
原
則
に
反
す
る
方
向
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
く

ま
で
も
比
喩
的
で
す
が
、「
革
命
」
と
言
っ
て
よ
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
産
業
革
命
と
比
較
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
勤
勉
革
命
」
と
い
う
概
念
を
、
こ

の
よ
う
な
、
労
働
力
の
追
加
投
入
に
と
も
な
う
限
界
生
産
性
の
上
昇

と
し
て
、
理
解
し
た
い
の
で
す
。
た
だ
、
種
明
か
し
を
す
れ
ば
何
も

不
思
議
な
こ
と
は
な
く
、
先
に
紹
介
し
た
、
摂
津
型
農
業
経
営
の
氏

田
家
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
た
と
え
ば
、
米
の
単
作
経
営
で
は
、

∂Y/∂L

勤勉革命

収穫逓減

土 地 豊 富 土地稀少化
L

注：投入側Lは指数表示の実物、産出側Yは大
雑把であるが貨幣ないし指標的農産物表示
の付加価値額を想定している。
出所：大島真理夫編著『土地希少化と勤勉革命

の比較史─経済史上の近世─』ミネルヴァ
書房、２００９年、９頁。

図４　土地と労働から見た勤勉革命
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中
々
こ
う
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
氏
田
家
の
よ
う
に
、
多
様

な
作
物
を
戦
略
的
に
組
み
合
わ
せ
て
経
営
を
行
っ
て
い
る
場
合
、
多

く
の
手
間
が
か
か
る
わ
け
で
す
が
、
収
益
は
増
大
し
た
は
ず
で
す
。

た
と
え
ば
、
綿
花
の
場
合
、
表
作
で
す
か
ら
、
米
作
と
競
合
し
ま
す
。

そ
の
米
作
を
削
減
し
、
労
力
を
か
け
て
田
を
畑
に
転
換
し
て
、
米
作

よ
り
も
手
間
も
肥
料
も
要
す
る
綿
作
を
行
う
の
は
、
米
が
あ
ま
り
儲

か
ら
な
く
な
り
、
綿
の
方
が
有
利
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
反
映
な
の

で
す
。
綿
作
の
た
め
に
投
入
さ
れ
る
追
加
的
な
労
働
に
対
す
る
限
界

生
産
性
は
、
上
昇
し
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
革
新
的
行
動
に
は
、
実
は
物
価
の
動
向
が
大
き
く
作
用
し
て

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
氏
田
家
で
は
米
も

生
産
の
約
半
分
は
販
売
し
、
綿
花
の
方
は
、
自
家
生
産
の
木
綿
の
材

料
と
な
る
部
分
も
含
め
れ
ば
、
そ
の
す
べ
て
を
販
売
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
か
ら
、
収
入
は
、
物
価
動
向
に
大
き
く
依
存
し
ま
す
。

米
作
と
綿
作
の
割
合
を
決
め
る
の
は
、
物
価
動
向
な
の
で
す
。

　
江
戸
時
代
に
つ
い
て
い
う
と
、
戦
国
時
代
が
終
わ
っ
て
幕
府
と
藩

と
い
う
全
国
統
治
の
体
制
が
確
立
し
、
平
和
な
時
代
が
訪
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
七
世
紀
は
人
口
が
大
き
く
増
加
し
ま
す
。
当
然
、
食

糧
で
あ
る
米
需
要
が
増
大
し
、
米
価
は
上
昇
基
調
と
な
り
ま
し
た
。

米
は
有
利
な
生
産
物
で
し
た
。
農
民
は
米
の
増
産
に
励
み
、
米
納
年

貢
を
財
政
の
基
本
と
す
る
幕
府
や
藩
も
積
極
的
に
新
田
開
発
を
行
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
人
口
は
頭
打
ち
と
な
り

ま
す
。
米
は
過
剰
と
な
り
、
米
価
は
低
下
傾
向
と
な
り
ま
す
。
こ
こ

で
、
米
に
代
わ
っ
て
、
綿
花
や
、
裏
作
で
は
菜
種
な
ど
を
積
極
的
に

導
入
し
、
収
益
の
増
大
を
は
か
る
農
家
が
出
現
し
て
き
た
の
で
す
。

氏
田
家
の
よ
う
な
経
営
で
す
。
土
地
を
高
度
利
用
し
て
多
様
な
作
物

を
生
産
す
る
こ
と
は
、
労
力
と
い
う
点
で
は
、
重
い
負
担
に
な
っ
た

の
で
す
が
、
収
益
は
増
大
し
ま
し
た
。

　
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
土
地
と
労
働
と
い
う
視
点
か
ら
み
た
勤
勉

革
命
は
、
土
地
が
豊
富
で
は
な
く
な
っ
た
段
階
で
、
一
定
の
土
地
に

対
す
る
労
働
投
入
を
増
加
さ
せ
、
収
益
の
増
大
を
実
現
す
る
こ
と
、

と
定
義
さ
れ
る
の
で
す
。

二
　
土
地
希
少
化
の
比
較
史

（
１
）　
土
地
希
少
化
の
概
念
と
対
応

　
さ
て
、
人
類
の
経
済
史
は
、
狩
猟
採
集
─
農
業
─
工
業
、
と
い
う

よ
う
に
進
ん
で
き
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
三
つ
の
段
階
を
、
要
素
投
入
と
い
う
視
点
で
考
え
る
と
、
狩
猟

採
集
は
土
地
使
用
型
投
入
パ
タ
ー
ン
、
農
業
は
労
働
使
用
型
投
入
パ

タ
ー
ン
、
工
業
は
資
本
使
用
型
投
入
パ
タ
ー
ン
と
い
う
よ
う
に
考
え
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る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ト
マ
ト
と
い
う
野
菜
を
一
〇
〇

個
獲
得
す
る
時
に
、
野
生
の
ト
マ
ト
を
探
す
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く

広
大
な
土
地
が
必
要
（
土
地
使
用
的
）
で
し
ょ
う
が
、
熟
し
て
た
べ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
収
穫
す
る
だ
け
で
す
か
ら
労
働
投
入

は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
農
業
に
な
る
と
、
畑
の
整
備
、
種

ま
き
か
ら
始
ま
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
育
成
管
理
の
作
業
を
経
て
、
収

穫
に
到
達
し
ま
す
。
採
集
に
比
べ
る
と
、
使
用
す
る
土
地
は
非
常
に

少
な
く
て
す
み
ま
す
が
投
入
す
る
労
働
は
非
常
に
多
く
な
っ
た
は
ず

で
す
。
労
働
使
用
型
と
い
う
理
由
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
水
や
光
を

人
工
的
に
管
理
し
た
植
物
工
場
で
ト
マ
ト
を
生
産
す
る
場
合
、
工
場

や
生
産
設
備
と
い
っ
た
資
本
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
土
地
は
少
な

く
、
労
働
投
入
も
、
減
少
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
工
業
は
資
本
使
用
型

投
入
パ
タ
ー
ン
と
言
え
る
の
で
す
。

　
人
類
史
の
な
か
で
農
業
社
会
と
い
う
段
階
は
、
農
産
、
水
産
、
畜

産
、
林
産
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
「
栽
培
」
と
い
う
言

葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
農
産
物
、
水
産
物
、

畜
産
物
、
林
産
物
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
原
種
も

含
め
れ
ば
、
自
然
界
に
存
在
す
る
も
の
で
す
。「
栽
培
」
と
い
う
意

味
は
、
こ
れ
ら
の
産
物
の
基
本
と
な
る
生
命
活
動
を
、
人
間
が
人
工

的
に
管
理
し
、
人
間
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
増
産
を
図
る

と
い
う
こ
と
で
す
。「
栽
培
」
す
る
の
で
す
か
ら
、
多
大
の
労
力
が

投
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
労
働
使
用
型

投
入
パ
タ
ー
ン
と
言
え
ま
す
。

　
自
然
状
態
で
も
、
産
物
が
豊
富
に
存
在
す
れ
ば
、
あ
え
て
「
栽
培
」

を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
水
産
や
林
産
で
は
、
現
代
で
も
、
採

取
生
産
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
農
産
や
畜
産
で
は
、
採
取
段
階
は
、

例
外
的
な
一
部
を
除
い
て
、
は
る
か
以
前
に
終
了
し
、
人
工
的
な

「
栽
培
」
が
主
流
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
人
類
は
食
糧
生

産
を
自
力
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
良
く
も
悪
く
も
、
他
の

生
物
と
大
き
く
分
岐
し
、
地
球
の
生
物
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
に
な
っ

た
わ
け
で
す
。

　「
栽
培
」（
農
業
）
を
行
う
こ
と
で
、
土
地
利
用
は
大
き
く
節
約
さ

れ
、
限
ら
れ
た
面
積
の
土
地
で
、
多
大
の
人
口
を
養
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
何
千
年
と
い
う
時
間
の
経
過
に

よ
っ
て
、
し
だ
い
に
人
口
が
増
加
し
、
土
地
が
希
少
と
な
っ
て
行
き

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
の
各
地
域
で
、
農
業
の
あ
り
方
、
土
地
利

用
の
あ
り
方
は
、
大
き
く
違
う
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
の
地
域
で
も
一

様
に
土
地
希
少
化
が
進
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大

き
な
方
向
性
と
し
て
は
、
ど
の
地
域
で
も
、
人
口
が
増
加
し
、
農
産
、

水
産
、
畜
産
、
林
産
の
た
め
に
利
用
す
べ
き
土
地
（
水
面
）
が
、
豊
富
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で
は
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
傾
向
は
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
土
地
が
希
少
と
な
っ
た
時
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
図
５

の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
場
合
分
け
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
土

地
希
少
化
と
は
、
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
、
人
と
土
地
の
バ
ラ
ン
ス
が

失
わ
れ
て
、
人
口
が
過
剰
に
な
っ
た
状
態
で
す
。
対
応
１
は
、
ス

ト
ッ
ク
の
次
元
で
の
対
応
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の

土
地
の
増
加
を
図
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
逆
に
移
民
な
ど
に
よ
っ
て

人
口
を
移
動
さ
せ
て
、
土
地
と
人
口
の
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
さ
せ
る
方

向
で
す
。
対
応
２
は
フ
ロ
ー
の
次
元
で
の
対
応
で
す
。
フ
ロ
ー
と
い

う
の
は
、
生
産
過
程
に
お
け
る
、
土
地
利
用
の
あ
り
方
、
労
働
投
入

の
あ
り
方
に
よ
る
調
整
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
人
口
が
過
剰
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
豊
富
に
な
っ
た
人
口
を
利
用
し
、
一
定

の
土
地
に
対
す
る
労
働
投
入
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
方
向
が
あ
り
ま

す
。
勤
勉
革
命
は
、
ま
さ
に
こ
の
方
向
へ
の
対
応
で
す
。
土
地
の
ス

ト
ッ
ク
は
増
え
ま
せ
ん
か
ら
、
二
毛
作
な
ど
で
、
一
定
の
土
地
を
高

度
利
用
し
、
労
働
投
入
を
増
や
し
て
、
多
様
な
作
物
を
育
成
す
る
と

い
う
対
応
で
す
。
ま
た
、
農
業
だ
け
で
は
な
く
、
氏
田
家
の
場
合
の

木
綿
織
り
の
よ
う
に
、
手
工
業
へ
労
働
を
振
り
向
け
る
こ
と
も
有
効

な
対
応
で
す
。

土地稀少化　　　　

対応１：要素賦存量の変化による対応（ストックの次元）
　　　　土地開発・人口移動
　　　　（フロンティア状況の再出）

対応２：要素投入比率の変化による対応（フローの次元）
　　　　農業の労働集約化・プロト工業化
　　　　（勤勉革命）

対応３：需要の抑制
　　　　人口抑制、消費抑制

出所：大島編、前掲書（図４）、56頁。

図５　土地希少化への対応
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し
か
し
、
ど
の
地
域
で
も
こ
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
で
あ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
勤
勉
革
命
型
の
対
応
は
、
氏
田
家
の
場
合
に

み
ら
れ
た
よ
う
に
、
綿
花
や
菜
種
の
よ
う
に
市
場
性
の
高
い
作
物
が

存
在
す
る
こ
と
が
、
重
要
な
条
件
で
す
。
市
場
向
け
に
販
売
す
る
農

産
物
の
価
格
動
向
が
重
要
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
条
件
が
な
い
場
合
、

労
働
投
入
を
増
大
さ
せ
て
も
、
そ
れ
に
見
合
う
収
益
は
上
が
ら
ず
、

過
剰
な
労
働
力
が
低
い
生
活
水
準
の
ま
ま
農
村
に
滞
留
す
る
場
合
も

出
現
し
ま
す
。
開
発
経
済
学
で
、
イ
ン
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
言

わ
れ
る
状
態
で
す
。

　
対
応
３
は
、
消
極
的
で
す
が
、
需
要
を
抑
制
す
る
と
い
う
方
向
で

す
。
江
戸
時
代
、
農
民
に
対
し
て
し
ば
し
ば
倹
約
令
が
出
さ
れ
ま
し

た
し
、
村
共
同
体
の
レ
ベ
ル
で
も
倹
約
の
申
し
合
わ
せ
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
人
口
が
多
く
て
も
、
一
人
あ
た
り
の
消
費
を
抑
制
す
れ
ば
、

土
地
と
人
口
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
抑
制
さ
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
安
易

な
方
法
で
す
が
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
一
般
的
な
方
法
だ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

（
２
）　
土
地
希
少
化
の
比
較
史
─『
土
地
希
少
化
』
論
集
の
議
論
か
ら
─

　
私
た
ち
の
論
集
（『
土
地
希
少
化
と
勤
勉
革
命
の
比
較
史
』）
で
は
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
各
地
で
、
近
世
と
い
う
時
代
、
だ
い
た
い
一
六

世
紀
か
ら
一
八
世
紀
ぐ
ら
い
の
時
期
に
、
土
地
希
少
化
が
ど
の
よ
う

に
進
ん
だ
の
か
、
あ
る
い
は
進
ま
な
か
っ
た
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
関
す
る
七
名
の
専
門
家
に
論
じ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
日
本

（
二
名
）、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、
で

す
。

　
ま
ず
、
近
世
日
本
で
す
が
、
こ
こ
で
は
土
地
希
少
化
が
進
み
、
先

に
紹
介
し
た
摂
津
国
武
庫
郡
の
氏
田
家
の
よ
う
に
、
高
度
な
土
地
利

用
が
行
わ
れ
、
し
か
も
、
市
場
向
け
に
戦
略
的
な
作
物
が
選
択
さ
れ
、

一
部
に
手
工
業
も
交
え
て
、
収
益
の
増
大
を
は
か
る
、
勤
勉
革
命
型

の
対
応
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
す
べ
て
の
地
域
で

同
じ
よ
う
な
展
開
が
み
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
決
し
て

畿
内
な
ど
の
一
部
の
地
域
に
限
ら
れ
た
話
で
は
な
く
、
綿
花
、
菜
種
、

茶
、
た
ば
こ
、
養
蚕
、
綿
織
り
、
絹
織
り
、
醸
造
等
々
の
展
開
は
、

全
国
の
各
地
に
み
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
時
期
的
に
は
、
江
戸
時
代

前
期
の
一
七
世
紀
に
は
、
ま
だ
ま
だ
土
地
開
発
の
余
地
が
あ
り
、
城

下
町
を
中
心
と
し
た
建
設
需
要
、
貿
易
拠
点
の
繁
栄
、
鉱
山
開
発
の

活
発
な
展
開
な
ど
、
各
地
に
「
繁
栄
拠
点
」
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
に

牽
引
さ
れ
て
、
人
口
も
増
大
し
、
土
地
開
発
も
進
行
す
る
と
い
う
よ

う
に
、「
要
素
投
入
増
大
型
」
と
い
う
べ
き
成
長
が
み
ら
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
う
し
た
展
開
が
し
だ
い
に
資
源
制
約
に
直
面
し
て
転
換
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を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
江
藤
彰
彦
氏
が
担
当
し
た
、
第

二
章
「
江
戸
時
代
前
期
に
お
け
る
経
済
発
展
と
資
源
制
約
へ
の
対
応

─
一
七
世
紀
像
再
構
成
の
た
め
の
試
論
─
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し

た
。
一
八
世
紀
以
降
の
日
本
農
業
は
労
働
集
約
化
の
方
向
へ
進
む
わ

け
で
す
が
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
農
民
た
ち
の
労
働
観
、
自
然
観
、

作
物
観
、
技
術
観
な
ど
に
つ
い
て
、
東
海
地
方
の
農
書
を
素
材
に
時

期
別
の
変
遷
も
含
め
て
、
徳
永
光
俊
氏
が
論
じ
て
く
れ
ま
し
た
。
第

三
章
「
江
戸
農
書
に
見
る
『
勤
勉
』
と
『
自
然
』─『
百
姓
の
道
』
を

生
き
る
農
民
世
界
」
で
す
。

　
中
国
は
地
域
が
広
大
で
す
が
、
長
江
中
下
流
域
を
中
心
と
し
た
中

部
や
南
部
で
は
、
か
な
り
早
い
時
期
に
土
地
希
少
化
の
段
階
に
到
達

し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
青
木
敦
氏
が
担
当
し
た
第
四
章
「
中
国
経
済

史
研
究
に
お
け
る
土
地
希
少
化
論
の
伝
統
」
で
は
、
中
国
各
地
の
史

書
に
み
ら
れ
る
土
地
希
少
に
関
す
る
熟
語
表
現
を
網
羅
的
に
確
認
し
、

各
地
に
お
け
る
土
地
希
少
化
の
進
行
を
確
認
し
た
上
で
、
主
と
し
て

欧
米
の
研
究
史
に
お
け
る
土
地
希
少
化
論
を
検
討
し
、
Ｍ
・
エ
ル

ヴ
ィ
ン
の
「
高
位
平
衡
の
罠
」
論
も
紹
介
し
、
中
国
が
勤
勉
革
命
的

対
応
で
先
進
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
袋
小
路
に

入
っ
て
い
く
こ
と
も
展
望
し
ま
し
た
。

　
熱
帯
雨
林
地
域
に
つ
い
て
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
動
植
物
が
豊
富
で
、
食
料
に
苦
労
す
る

こ
と
が
な
い
、
生
活
の
楽
な
地
域
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
払
拭
で
き

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
一
九
四
一
年
に
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
、
何

回
も
版
を
重
ね
た
経
済
地
理
学
の
包
括
的
な
教
科
書
で
は
、
英
語
圏

を
想
定
し
て
、
そ
の
よ
う
な
思
い
込
み
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上

で
、
そ
れ
ら
は
幻
想
で
あ
り
、
熱
帯
多
雨
低
地
の
土
壌
は
貧
困
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
が
農
業
を
短
期
的
な
も
の
に
し
、
生
活
を
非
定
住
的

に
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す  
 

。
日
本
の
近
年
の
東
南
ア
ジ
ア
研

究
で
は
、
こ
の
地
域
を
、
た
し
か
に
定
住
的
に
一
つ
の
資
源
を
継
続

的
に
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
多
様
な
資
源
を
求
め
て
移
動

す
る
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
社
会
」
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
議
論
が
提
出

さ
れ
て
い
ま
す 
 

。
第
五
章
を
担
当
し
た
大
橋
厚
子
氏
は
、
東
南
ア
ジ

ア
が
「
小
人
口
社
会
」
で
あ
り
、
土
地
希
少
化
と
い
う
こ
と
は
な
か

な
か
展
望
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
、
土
地
へ
の
定
住
に
つ
い
て
は
、

労
働
投
入
の
増
加
が
収
益
の
増
加
に
つ
な
が
ら
ず
、「
貧
困
の
共
有
」

に
結
果
し
が
ち
な
状
況
を
ジ
ャ
ワ
島
に
つ
い
て
分
析
し
、
ギ
ア
ツ
の

イ
ン
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
論
再
評
価
の
研
究
動
向
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　
日
本
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
イ
ン
ド
と
い
う
ユ
ー
ラ
シ

ア
大
陸
の
東
部
か
ら
南
部
は
、
雨
季
と
乾
季
が
交
替
す
る
、
い
わ
ゆ

る
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
で
す
。
夏
の
雨
を
利
用
し
て
稲
作
が

（
　
）
１２

（
　
）
１３
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行
わ
れ
た
地
域
で
す
。
イ
ン
ド
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
の
西
端

で
あ
り
、
北
西
部
へ
進
む
ほ
ど
乾
期
が
長
く
な
り
、
西
ア
ジ
ア
の
乾

燥
地
帯
に
近
づ
き
ま
す
。
多
く
の
地
域
で
雨
期
と
乾
期
の
対
照
が
強

烈
で
、
雨
期
に
は
農
作
業
が
集
中
し
、
大
量
の
労
働
力
が
必
要
と
さ

れ
ま
す
が
、
乾
期
に
は
農
業
が
不
可
能
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
労
働
力

が
何
ら
か
の
仕
事
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
を
抱

え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
論
集
で
は
、
第
六
章
で
イ
ン
ド
を
取
り
上

げ
、
脇
村
孝
平
氏
が
「
イ
ン
ド
史
に
お
け
る
土
地
希
少
化
─
勤
勉
革

命
は
起
こ
っ
た
の
か
？
─
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
イ
ン
ド
で
は
土

地
希
少
化
は
な
か
な
か
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
、
降
水
の
季
節
限
定

性
が
強
い
た
め
に
勤
勉
革
命
的
対
応
（
労
働
集
約
的
な
土
地
利
用
）
は

発
達
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
農
業
が
不
可
能
と
な
る
乾
期
の

就
業
確
保
の
た
め
、
カ
ー
ス
ト
間
分
業
を
と
も
な
う
膨
大
な
サ
ー
ビ

ス
部
門
の
発
達
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

　
次
に
は
、
い
っ
き
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ド
イ
ツ
へ
と
移
動
し
ま
す
。

ア
ル
プ
ス
以
北
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
高
緯
度
で
す
が
、
大
西
洋
の
海
流

の
影
響
で
比
較
的
温
暖
で
湿
潤
な
気
候
で
す
。
し
か
し
、
平
均
気
温

は
低
く
、
作
物
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
の
よ
う
な
強
烈
な
生
育

力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
業
は
、
休
閑
年
に
放
牧
し

た
家
畜
の
排
泄
物
を
肥
料
と
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
し
た
。
農
業
経

営
は
、
家
屋
・
庭
畑
・
耕
地
・
放
牧
地
・
採
草
地
・
森
林
・
家
畜
・

農
機
具
と
い
っ
た
、
経
営
に
必
要
な
土
地
と
資
本
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
と

な
っ
た
「
農
場
」
が
基
本
単
位
と
な
り
ま
し
た
。
飯
田
恭
氏
が
担
当

し
た
第
七
章
は
、「『
農
場
』
と
『
小
屋
』─
近
世
後
期
マ
ル
ク
・
ブ
ラ

ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
土
地
希
少
化
と
農
村
発
展
─
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
、「
農
場
」
の
不
分
割
原
則
の
も
と
で
、
人
口
増
加
が
小
屋

住
み
農
民
、
農
業
労
働
者
の
増
大
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
、
非
常

に
細
か
い
実
証
密
度
で
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
ロ
シ
ア
で
す
。
近
世
の
ロ
シ
ア
は
、
巨
大
な
版
図
拡
大

の
時
代
で
す
。
モ
ス
ク
ワ
周
辺
の
小
国
か
ら
出
発
し
た
ロ
シ
ア
は
、

や
が
て
、
西
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
バ
ル
ト
海
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
黒

海
沿
岸
ま
で
、
南
は
カ
ス
ピ
海
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
、
東
は

シ
ベ
リ
ア
全
域
か
ら
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
ま
で
と
い
う
巨
大
な
領
域

を
版
図
に
収
め
ま
し
た
。
土
地
希
少
化
で
は
な
く
、
土
地
豊
富
、
労

働
希
少
、
と
い
う
要
素
賦
存
状
態
に
逆
転
し
た
の
で
す
。
第
八
章
を

担
当
し
た
土
肥
恒
之
氏
は
、「
人
口
圧
と
農
業
改
革
─
一
八
世
紀
ロ

シ
ア
の
事
例
か
ら
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
ま
ず
二
〇
世
紀
の
古
典

的
な
農
業
史
研
究
の
業
績
を
振
り
返
り
、
人
口
圧
が
農
業
改
革
の
推

進
力
で
あ
る
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
引
き
出
し
、
そ
れ

に
対
し
て
、
近
世
の
ロ
シ
ア
農
業
が
低
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
た
理
由
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が
、
巨
大
な
領
土
拡
大
に
と
も
な
う
絶
え
ざ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
拡

大
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
土
地
と
労
働
と
い
う
視
点
で
、
近
世
と
い
う
時

代
に
つ
い
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
諸
地
域
を
概
観
す
る
と
、
人
口

の
増
大
、
土
地
希
少
化
の
進
展
と
い
う
共
通
の
ベ
ク
ト
ル
は
働
い
て

い
ま
す
が
、
ロ
シ
ア
の
よ
う
に
そ
の
ベ
ク
ト
ル
が
強
ま
る
以
前
に
領

土
拡
大
に
よ
っ
て
む
し
ろ
土
地
豊
富
・
労
働
希
少
と
い
う
資
源
賦
存

状
況
へ
と
逆
転
す
る
地
域
、
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
の
よ
う
に
近
世

と
い
う
段
階
で
は
人
口
増
加
の
圧
力
が
弱
く
土
地
希
少
化
に
至
ら
な

い
地
域
、
人
口
増
加
・
土
地
希
少
化
に
対
し
て
勤
勉
革
命
型
の
対
応

を
行
っ
た
中
国
や
日
本
、
同
様
の
圧
力
に
対
し
て
階
層
分
化
の
進
展

と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
ド
イ
ツ
（
東
エ
ル
ベ
）
と
い
う
よ
う
に
、

じ
つ
に
多
様
な
展
開
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
、
土
地
と
労
働
と
い

う
経
済
資
源
の
希
少
性
の
あ
り
方
の
違
い
、
あ
る
い
は
地
域
の
気
象

条
件
に
よ
る
土
地
利
用
の
あ
り
方
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
経

済
史
に
お
け
る
先
進
─
後
進
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
理
解
す
べ
き
で

は
な
い
こ
と
も
、
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。

三
　
風
土
の
視
点
─
土
地
希
少
化
論
の
限
界
─

（
１
）　
マ
ラ
ソ
ン
レ
ー
ス
型
認
識
と
サ
フ
ァ
リ
ラ
リ
ー
型
認
識

　
唐
突
に
「
先
進
─
後
進
」
と
い
う
議
論
を
引
き
合
い
に
出
し
ま
し

た
が
、
そ
の
理
由
は
、
講
演
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
「
地
域
の

個
性
を
把
握
す
る
方
法
」
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
近
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
、
国
や
地
域
の
歴
史
や
社
会
・

経
済
を
比
較
す
る
場
合
、
先
進
─
後
進
と
い
う
図
式
の
中
に
位
置
づ

け
て
理
解
す
る
こ
と
が
普
通
に
行
わ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
欧
米

の
い
わ
ゆ
る
西
洋
諸
国
は
、
自
分
た
ち
は
「
先
進
」
の
グ
ル
ー
プ
に

属
し
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
国
々
を
「
後
進
」
と
位
置
づ
け
ま
し

た
。
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
国
々
は
、
自
ら
も
そ
の
よ

う
に
認
識
し
、
劣
等
感
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
経
済
史
は
、
そ
う
い
う
認
識
に
理
論
的
裏
付
け
を
与
え
る
よ
う

な
体
系
的
理
解
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
説
明
力
が
強
ま
っ
た
よ
う
な

錯
覚
を
生
み
だ
し
、
強
い
影
響
力
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
一
国
内
の

地
域
間
で
も
同
様
の
先
進
地
域
─
後
進
地
域
と
い
う
考
え
方
が
安
易

に
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
認
識
枠
組
み
は
、
比
喩
的
に
、「
マ

ラ
ソ
ン
レ
ー
ス
型
歴
史
認
識
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
決
め
ら
れ
た
コ
ー
ス
を
、
ト
ッ
プ
ラ
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ン
ナ
ー
、
先
頭
集
団
、
第
二
グ
ル
ー
プ
、
最
後
尾
集
団
等
々
の
順
序

で
走
っ
て
い
く
、
と
い
う
認
識
枠
組
み
で
す
。
現
代
で
も
一
人
あ
た

り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
な
ど
で
こ
の
よ
う
な
認
識
が
見
ら
れ
ま
す

が
、
経
済
史
で
は
、
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
、
資
本
主
義

発
達
史
と
い
っ
た
マ
ル
ク
ス
経
済
学
ベ
ー
ス
の
枠
組
み
も
、
同
様
の

認
識
で
し
た
。
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
で
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
を
多

く
用
い
て
説
明
の
材
料
に
使
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の

姿
は
、
後
発
諸
国
の
何
十
年
か
先
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、
そ

の
説
得
力
を
強
調
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
先
進
─
後
進
の
枠
組
み

が
、
本
当
の
意
味
で
普
遍
的
な
発
展
の
方
向
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
、

ま
だ
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
先
進
の
位
置
に
置
か
れ
た
の
は
、
イ
ギ

リ
ス
で
あ
っ
た
り
、「
西
欧
」
で
あ
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
に
、
具
体

的
な
個
性
を
持
っ
た
社
会
、
経
済
、
政
治
、
思
想
、
文
化
な
ど
で
し

た
。「
先
進
」
と
し
て
、
普
遍
的
な
発
展
の
将
来
像
と
し
て
設
定
さ

れ
た
モ
デ
ル
的
な
歴
史
像
が
、
実
は
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
や
文
化
に
基

づ
く
個
性
的
な
社
会
や
経
済
、
そ
し
て
政
治
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で

す
。

　
こ
れ
に
対
し
、
私
は
、
あ
ま
り
適
切
な
表
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
サ
フ
ァ
リ
ラ
リ
ー
型
歴
史
認
識
」
と
い
う
考
え
方
を
模
索
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
サ
フ
ァ
リ
ラ
リ
ー
そ
の
も
の
は
環
境
破
壊
的
で

す
し
、
資
源
浪
費
的
な
車
の
開
発
競
争
の
色
彩
も
否
定
で
き
ず
、
別

の
表
現
が
望
ま
し
い
の
で
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
通
過
す
る
径
路
が

固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
車
の
適
性
や
運
転
手
の
技
量
に
合
わ
せ
て
最

適
な
径
路
選
択
が
で
き
る
と
い
う
点
と
、
そ
れ
を
ゴ
ー
ル
（
目
的
地
）

と
考
え
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
す
が
、
参
加
し
て
い
る
車
が
、

あ
る
共
通
の
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
る
点
が
、
人
間
社
会
の
歴
史
に

関
す
る
比
喩
表
現
と
し
て
、
当
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。
経
済
史
（
供
給
側
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
先
ほ
ど
述
べ
た
、

狩
猟
採
集
─
農
業
─
工
業
（
土
地
使
用
型
─
労
働
使
用
型
─
資
本
使
用

型
投
入
パ
タ
ー
ン
）
と
い
う
変
化
は
、
ご
く
大
ま
か
の
意
味
で
、
人
類

社
会
の
共
通
の
、
普
遍
的
な
発
展
方
向
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。『
土
地
希
少
化
と
勤
勉
革
命
の
比
較
史
』
の
問
題
意
識
は
、
近

世
と
い
う
段
階
で
の
経
済
史
（
供
給
側
）
の
普
遍
的
な
方
向
性
と
、

各
地
域
に
お
け
る
土
地
と
労
働
の
希
少
性
の
あ
り
方
の
多
様
性
、
さ

ら
に
は
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
経
済
制
度
の
多
様
性
の
総
合
的
な
理
解
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た 
 

。
そ
し
て
、
こ
の
視
点
に
立
つ
こ
と

で
、
近
世
の
経
済
発
展
の
普
遍
性
と
多
様
性
を
、
理
解
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。

（
　
）
１４
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（
２
）　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
業
か
ら
考
え
る

　
論
集
で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
図
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
各
地
の

比
較
を
行
い
ま
し
た
。
比
較
の
た
め
の
道
具
（
概
念
）
は
、
生
産
要

素
と
し
て
の
土
地
や
労
働
、
そ
れ
ら
の
希
少
性
、
要
素
投
入
比
率
な

ど
な
ど
、
普
遍
的
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
概
念
で
す
。
普
遍
的
、
中

立
的
な
概
念
で
な
け
れ
ば
、
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
比
較
は
で
き
な
い

と
考
え
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と

し
て
考
え
て
、
他
地
域
は
そ
こ
へ
向
か
っ
て
進
ん
で
く
る
後
進
的
経

済
と
見
る
よ
う
な
経
済
史
に
比
べ
れ
ば
、
ず
っ
と
マ
シ
だ
と
は
思
い

ま
す
が
、
他
方
で
、
各
地
域
の
農
業
の
あ
り
方
の
具
体
像
に
接
す
る

と
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
概
念
が
、
果
た
し
て
ど
の
程
度
有
効
な

の
か
、
ど
れ
ほ
ど
の
説
明
力
を
も
つ
の
か
、
動
揺
を
感
じ
ざ
る
を
得

な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。
以
下
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
頃
の
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
場
の
具
体
例
を
紹
介
し
、
先
に
紹

介
し
た
、
摂
津
国
武
庫
郡
の
氏
田
家
の
農
業
経
営
と
の
、
な
ん
と
い

う
か
、「
違
い
」
と
い
う
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
比
較
に
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
印
象
を
共
有
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
図
６
は
、
一
九
四
一
年
に
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
経
済
地
理
学

の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ア
ン
ガ
ス
・
グ
レ

ン
ク
ラ
バ
（G

len
C
lova

 
     
    
）
の
ホ
ワ
イ
ト
ヒ
ル
ロ
ッ
ク
農
場
の
土
地
利

用
図
を
、
説
明
な
ど
を
日
本
語
に
し
て
作
図
し
直
し
た
も
の
で
す  
 

。

原
著
で
、
典
型
的
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
農
場
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
農
場
は
、
総
面
積
が
五
二
五
エ
ー
カ
ー
（
二
一
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
）、
土
地
利
用
の
構
成
は
、
三
八
五
・
五
エ
ー
カ
ー
（
一
五

四
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
七
三
％
）
が
常
設
放
牧
地
、
一
一
四
エ
ー
カ
ー

（
四
五
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
二
二
％
）
が
輪
作
農
地
・
放
牧
地
、
五
・
五

エ
ー
カ
ー
（
二
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
一
％
）
が
住
居
・
建
築
物
用
地
、

二
〇
エ
ー
カ
ー
（
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
四
％
）
が
森
林
で
す
。
図
中
の
各

土
地
区
画
に
は
、
番
号
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
図
の
注
に
そ
の
説
明

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
数
字
で
は
な
く
、
Ａ
か
ら
Ｑ
ま
で
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
輪
作
の
農
地
・
放
牧
地
で
す
。
南
エ
ス
ク
川

（
⑤
番
）
流
域
の
緩
や
か
な
傾
斜
地
お
よ
び
平
地
で
す
。
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
下
に
、
面
積
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
下
が
、
現
在
の

利
用
状
態
で
、
作
物
の
種
類
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
Ｒ
Ｐ
と
書
か
れ

て
い
る
の
は
、
輪
作
放
牧
地
（rotation

pasture

                
）
の
こ
と
で
、
カ
ッ

コ
内
に
書
か
れ
た
１
か
ら
３
の
数
字
は
、
１
年
目
、
２
年
目
、
３
年

目
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
６
年
の
輪
作
が
行
わ
れ
て
い
て
、

そ
の
順
序
は
表
２
の
通
り
で
す
。
輪
作
地
も
６
年
の
う
ち
３
年
間
は

干
し
草
用
の
牧
草
地
な
い
し
放
牧
地
に
さ
れ
る
の
で
す
。

（
　
）
１５
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図
６
　
ホ
ワ
イ
ト
ヒ
ル
ロ
ッ
ク
・

フ
ァ
ー
ム
の
土
地
利
用
図

注
：（
図
中
の
番
号
の
説
明
）①
家
屋
、

肉
牛
と
羊
の
畜
舎
、
豚
・
ニ
ワ
ト
リ

や
農
機
具
用
の
格
納
小
屋
、
②
飼
料

庫
と
飼
槽（
長
型
か
い
ば
お
け
）、
③

羊
の
小
屋
と
肥
育
場
、
④
道
路
、
⑤

南
エ
ス
ク
川
、
⑥
石
垣
・
生
け
垣
・

針
金
に
よ
る
フ
ェ
ン
ス
、
⑦
防
風
の

た
め
に
植
え
ら
れ
た
オ
ウ
シ
ュ
ウ
ア

カ
マ
ツ
・
カ
ラ
マ
ツ
・
ト
ウ
ヒ
、
⑧

防
風
お
よ
び
垣
根
材
や
燃
料
材
の
た

め
に
植
え
ら
れ
た
オ
ウ
シ
ュ
ウ
ア
カ

マ
ツ
・
カ
ラ
マ
ツ
・
ト
ウ
ヒ
、
⑨
沖

積
低
地
の
湿
地
帯
の
常
設
牧
草
地
、

⑩
沖
積
砂
地
・
砂
利
地
の
常
設
牧
草

地
、
⑪
高
台
荒
れ
地
の
常
設
牧
草
地
。

　
R
P
は
R
otation Pasture（

輪
作

放
牧
地
）の
略
。
カ
ッ
コ
内
の
数
字

は
年
次
を
示
す
。

　
小
枠
内
は
こ
の
農
場
の
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
で
の
位
置
。
原
図
は
キ
ャ
サ

リ
ン
・
Ｐ
・
ス
ノ
ー
ド
グ
ラ
ス
氏
の

情
報
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
。

出
所
：
C
larence 

Fielden 
Jones, 

E
conom

ic G
eography, N

ew
 Y
ork: 

M
acm
illan, 1941, p.31 0,を

基
に

筆
者
作
成
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
　
ア
ン
ガ
ス
の
ホ
ワ
イ
ト
ヒ
ル
ロ
ッ
ク
・
フ
ァ
ー
ム

⑤

②

④

⑪
⑧

⑧

A

A
9
エ
ー
カ
ー

RP（
2）

B12
エ
ー
カ
ー

エ
ン
麦

13
エ
ー
カ
ー

RP（
1）

D

C
E

F

G

I

H 8
エ
ー
カ
ー

エ
ン
麦

8
エ
ー
カ
ー

RP（
3）

12
エ
ー
カ
ー

エ
ン
麦

K

L
M

N
O

Q

J

P

⑩

⑪

⑨⑨

⑨
⑨⑤

④

④

④⑤⑥⑦
⑧

⑨
⑩
⑪

縮
尺（
マ
イ
ル
）

常
設
放
牧
地

⑦

0
1/4

1/2

急
な
傾
斜
の
丘
陵
斜
面
で
、
石
混
じ
り

の
氷
河
残
土
が
薄
く
蔽
っ
て
い
る
自
然

草
地
で
、
コ
ケ
類
や
灌
木（
ヒ
ー
ス
）が

混
ざ
っ
て
い
る
。

7
エ
ー
カ
ー

RP（
3）

3エ
ーカー

ジャガイモ

8
エ
ー
カ
ー

エ
ン
麦

7エ
ー
カ
ー

カ
ブ

4½
エ
ー
カ
ー

カ
ブ

5エ
ー
カ
ー

カ
ブ

4
エ
ー
カ
ー

エ
ン
麦

4
エ
ー
カ
ー

エ
ン
麦3
エ
ー
カ
ー

RP（
3）

3
エ
ー
カ
ー

RP（
3）
3
エ
ー
カ
ー

RP（
1）

3
エ
ー
カ
ー

RP（
1）

①

6エ
ーカー
RP（
2） 1.5エ

ーカー
RP（
2）

1.5エ
ーカー

RP（
2）
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輪
作
農
地
と
⑪
番
の
常
設
放
牧
地
の
境
目
あ
た
り
を
④
番
の
道
路

が
走
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
図
の
右
へ
向
か
っ
て
か
な
り

急
な
上
り
斜
面
に
な
っ
て
い
ま
す  
 

。
⑪
番
の
常
設
放
牧
地
は
、「
急

な
傾
斜
の
丘
陵
斜
面
で
、
石
混
じ
り
の
氷
河
残
土
が
薄
く
蔽
っ
て
い

る
自
然
草
地
で
、
コ
ケ
類
や
灌
木
（
ヒ
ー
ス
）
が
混
ざ
っ
て
い
る
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
ア
ン
ガ
ス
は
、
北
緯
五
六
度
。
日
本
の
近
く
で

言
え
ば
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
の
真
ん
中
あ
た
り
の
緯
度
で
す
。
私

た
ち
に
も
テ
レ
ビ
等
の
映
像
で
記
憶
さ
れ
て
い
る
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
荒
涼
と
し
た
石
混
じ
り
の
草
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
目
に
浮
か

（
　
）
１６

び
ま
す
。

　
エ
ン
麦
が
輪
作
に
二
回
登
場
す
る
の
は
、「
冷
涼
で
湿
っ
た
夏
に

た
い
す
る
エ
ン
麦
（
オ
ー
ツ
）
の
適
応
性
の
た
め
で
、
他
の
穀
類
は

生
産
で
き
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
エ
ン
麦
は
、「
結
実

を
待
た
ず
に
干
し
草
用
に
刈
り
取
ら
れ
る
畑
も
あ
る
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
常
設
放
牧
地
が
七
三
％
、
二
二
％
の
輪
作
農
地
も
そ
の
半

分
（
一
一
％
）
は
干
し
草
用
の
牧
草
地
な
い
し
放
牧
地
、
そ
し
て
作

物
が
作
ら
れ
る
部
分
も
、
干
し
草
用
の
エ
ン
麦
が
あ
っ
た
り
、
カ
ブ

も
飼
料
用
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
要
す
る
に
、
こ
の
農
場
は
、
ほ
と
ん

表２　ホワイトロック・ファーム
の輪作システム（６年輪作）

エン麦１年目

カブないしジャガイモ２年目

エン麦３年目

輪作放牧地（１年目）
（干し草ないし放牧）

４年目

輪作放牧地（２年目）
（干し草ないし放牧）

５年目

輪作放牧地（３年目）
（干し草ないし放牧）

６年目

出所：図６と同文献より作成。

表３　ホワイトロック・ファームの農事暦

厩肥運搬と耕地の準備早春

ジャガイモの植え付け３月

エン麦の種まき４月

カブの種まき５月

雌羊の子育ての世話春

羊毛刈り取り・保存・販売同

牧草の刈り取り、乾燥、積み上
げ作業（夏の降雨により乾燥困
難）

夏（盛夏）

エン麦刈り取り、脱穀９月

ジャガイモ・カブの堀取り、保
存

１０月

肉牛と子羊の肥育（カブ、エン麦、
干し草による）と出荷

秋・冬

老羊の放牧（常設放牧地・輪作
放牧地）、馬具・機械類の修理、
燃料の調達（森林地）

冬

出所：図６と同文献より作成。
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ど
す
べ
て
の
土
地
が
畜
産
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で

す
。
冷
涼
な
気
候
が
小
麦
等
の
穀
物
生
産
に
は
不
適
な
の
で
す
。
ほ

と
ん
ど
の
収
入
は
、
肉
牛
、
子
羊
（
食
肉
用
）、
羊
毛
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
飼
育
す
る
家
畜
は
、
肉
牛
が
五
〇
頭
、

羊
（
ス
コ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
イ
ス
種
）
が
二
五
〇
～
三
〇

〇
頭
で
す
。
自
家
用
に
家
禽
類
を
飼
育
し
、
ま
た
農
場
内
で
消
費
さ

れ
る
乳
製
品
や
肉
類
は
自
製
し
ま
す
。
雇
用
す
る
労
働
者
は
六
名

（
男
子
四
名
、
女
子
二
名
）、
役
畜
は
馬
が
四
頭
、
機
械
類
は
、
プ
ラ
ウ
、

植
え
付
け
（
種
ま
き
）
機
、
リ
ー
パ
ー
（
刈
り
取
り
機
）、
ス
レ
ッ

シ
ャ
ー
（
脱
穀
機
）
で
す
。
年
間
の
農
事
暦
は
表
３
に
示
し
て
い
ま

す
。
印
象
的
な
の
は
、
冬
期
に
常
設
放
牧
地
に
「
老
羊old

sheep

 
        
」

を
放
牧
す
る
、
と
い
う
部
分
で
す
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
海
洋
性
気

候
の
た
め
に
そ
れ
ほ
ど
は
寒
く
な
い
と
し
て
も
、「
石
こ
ろ
混
じ
り

の
氷
河
残
土
の
急
な
斜
面
」
の
放
牧
地
に
、
冬
期
、
そ
れ
ほ
ど
の
草

が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
羊
と
い
う
家
畜
の
強
靱
な
生
命
力
を
感

じ
ま
す 
 

。

　
同
じ
経
済
地
理
学
の
教
科
書
に
は
、
大
都
市
市
場
に
近
く
、
市
場

向
け
に
穀
物
お
よ
び
畜
産
の
高
度
な
生
産
を
行
っ
て
い
る
農
業
地
帯
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
の
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー
ム

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
７
は
、
同
農
場
の
土
地
利
用
図
で
す 
 

。

（
　
）
１７

（
　
）
１８

総
面
積
は
五
二
〇
エ
ー
カ
ー
（
二
〇
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
）、
そ
の
う
ち
三

五
〇
エ
ー
カ
ー
（
一
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
六
七
％
）
が
輪
作
農
地
、
一

〇
七
エ
ー
カ
ー
（
四
二
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
二
一
％
）
が
常
設
放
牧
地
、

一
〇
エ
ー
カ
ー
（
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
二
％
）
が
住
居
・
建
物
用
地
、
五

三
エ
ー
カ
ー
（
二
一
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
一
〇
％
）
が
森
林
と
い
う
構

成
で
す
。
前
の
図
と
同
じ
よ
う
に
、
図
中
の
土
地
区
分
に
は
番
号
が

振
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
注
記
は
日
本
語
に
し
て
い
ま
す
。

　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
農
場
と
は
異
な
り
、
全
体
の
三
分
の
二
が
、

輪
作
農
地
で
す
。
そ
れ
ら
に
は
、
Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
が
振
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
と
同
様
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の

下
が
面
積
、
そ
の
下
が
作
物
の
種
類
で
す
。
こ
の
農
場
は
、
五
年
の

輪
作
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
順
序
は
表
４
の
通
り
で
す
。
そ
れ
を
、

各
耕
地
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
表
５
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
か

な
り
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
あ
る
年
度
に
お
い
て
、
Ａ

か
ら
Ｚ
の
二
六
区
画
の
土
地
が
、
こ
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
土
地
は
、
表
４
の
よ
う
な
輪
作
の
サ
イ
ク
ル
を
た
ど
っ
て
い
る

の
で
す
。
各
年
次
に
配
当
さ
れ
る
土
地
面
積
は
ほ
ぼ
均
等
で
あ
る
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
輪
作
に
基
づ
く
土
地
利
用

シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
理
由
は
、
①
労
力
配
分
の
均
等
性
や
保
有
家

畜
（
役
畜
）
の
効
率
的
利
用
、
②
作
物
の
輪
作
シ
ス
テ
ム
の
維
持
、
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図
７
　
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー

ム
の
土
地
利
用
図

注
：（
図
中
の
番
号
の
説
明
）①
家
屋
お

よ
び
作
業
場
、
②
家
禽
類
飼
育
場
と
小

屋
、
③
馬
と
牛
の
畜
舎
、
④
農
機
具
格

納
小
屋
、
⑤
羊
と
豚
の
小
屋
と
肥
育
場
、

⑥
庭
園
・
果
樹
園
、
⑦
養
蜂
場
、
⑧
飼

料
庫
・
飼
槽
・
肥
育
場
、
⑨
森
林
、
⑩

常
設
放
牧
地
、
⑪
生
け
垣
お
よ
び
針
金

フ
ェ
ン
ス
、
⑫
道
路
、
⑬
鉄
道

　
小
枠
内
は
、
こ
の
農
場
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
で
の
位
置
。
原
図
は
ジ
ャ
ッ
ク
・

ブ
レ
ル
ト
ン
氏
の
情
報
に
基
づ
い
て
描

か
れ
た
。

出
所
：
図
６
と
同
書
、
p.312,を

基
に

筆
者
が
作
成
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
　
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
の
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー
ム

⑨
⑪⑫

⑩

⑬

A
19エ

ー
カ
ー

エ
ン
麦E
22エ

ー
カ
ー

大
麦

J
16エ
ー
カ
ー

干
し
草

O
12エ
ーカ
ー

干し
草

T
15エ
ー
カ
ー

小
麦

Y
17エ
ー
カ
ー

小
麦

U
9エ
ー
カ
ー

根
菜

P
12エ
ーカー

干し
草

Q
11エ
ーカー

大
麦

V
6エ
ーカー

キャ
ベ
ツZ
11エ
ーカー

小
麦

Ｗ
21エ
ーカー

エ
ン
麦

Ｒ
13エ
ーカー

小
麦

M
9エ
ーカー

豆
類

K
15エ
ーカー

根
菜

L
13エ
ーカー

大
麦

B　
7エ
ー
カ
ー

エ
ン
麦

D
17エ

ー
カ
ー

干
し
草

H
10エ
ー
カ
ー

豆
類

N
8エ
ー
カ
ー

大
麦

I
17エ

ー
カ
ー

大
麦

S
22エ
ーカー

大
麦

X
35エ
ーカー

カウピ
ー

縮
尺（
マ
イ
ル
）

0
1/4

1/2

N

G
7 エ
ー
カ
ー

根
菜

C　
3エ
ー
カ
ー

ジ
ャガ
イ
モ

C　
3エ
ー
カ
ー

ジ
ャガ
イ
モ

F
3エ
ー
カ
ー

根
菜
F

3エ
ー
カ
ー

根
菜
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③
複
数
の
農
産
物
・
畜
産
物
か
ら
の
収
入
確
保
、
と
い
う
三
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
小
麦
の
全
部
と
大
麦
の
半
分
は
販
売
さ
れ
ま
す
。
小
麦
は
製
粉
用
、

大
麦
は
モ
ル
ト
用
で
す
。
キ
ャ
ベ
ツ
、
野
菜
類
、
根
菜
類
（
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
カ
ブ
・
飼
料
ビ
ー
ト
・
カ
ブ
・
ジ
ャ
ガ
イ
モ
・
ニ
ン
ジ
ン
）

の
一
部
も
販
売
さ
れ
ま
す
。
他
方
で
、
耕
作
地
の
三
分
の
二
は
、
牛

類
、
羊
類
、
豚
類
、
ニ
ワ
ト
リ
、
動
力
用
の
馬
の
た
め
の
、
飼
料
用

作
物
の
生
産
に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
農
場
は
、
毎
年
、
三
五

〇
頭
の
肥
育
さ
れ
た
子
羊
、
一
〇
〇
頭
の
肉
牛
、
四
〇
〇
頭
の
肥
育

さ
れ
た
豚
、
数
百
羽
の
ニ
ワ
ト
リ
、
雌
羊
二
六
〇
頭
の
羊
毛
、
ニ
ワ

ト
リ
三
〇
〇
羽
の
卵
、
乳
牛
三
〇
頭
の
ミ
ル
ク
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

保
有
（
ス
ト
ッ
ク
）
で
は
な
く
、
毎
年
の
販
売
数
量
（
フ
ロ
ー
）
で
す
。

こ
れ
ら
の
家
畜
は
、
す
べ
て
が
こ
の
農
場
で
養
育
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
羊
と
肉
牛
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ヒ
ー
ス
に

表４　ウェストウッド・ファームの輪作システ
ム（５年輪作）

クローバー　飼料用干し草　放牧地１年目

小麦２年目

根菜　ジャガイモ３年目

エン麦　大麦４年目

大麦５年目

出所：図６と同文献より作成。

表５　ウェストウッド・ファーム輪作農地の土地利用

合計
（エーカー）

耕地記号（エーカー）作物の種類

 ５７
D（１７）　J（１６）　O（１２）
P（１２）

干し草

 ５６
R（１３）　T（１５）　Y（１７）
Z（１１）

小麦

 ３４
F（３）　G（７）　K（１５）
U（９）

根菜

　３C（３）ジャガイモ

 ４７A（１９）　B（７）　W（２１）エン麦

 ９３
E（２２）　I（１７）　L（１３）
N（８）　Q（１１）　S（２２）

大麦（モルト用）

 ３５X（３５）
カウピー
（飼料用ササゲ）

 １９H（１０）　M（９）豆類

　６V（６）キャベツ

３５０総計

注：一応、輪作の順番に配列したが、カウピー・豆類・キャベツ
は、輪作の年次がわからないので、最後に配列している。
出所：図６と同文献より作成。
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蔽
わ
れ
た
荒
地
の
地
域
か
ら
、
ま
た
肉
牛
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
、

肥
育
目
的
で
購
入
さ
れ
ま
す
。
肥
育
用
豚
は
、
近
隣
の
農
場
か
ら
購

入
さ
れ
ま
す
。

　
農
場
に
は
、
一
六
頭
の
馬
、
一
台
の
ト
ラ
ク
タ
ー
、
そ
し
て
、
一

台
の
脱
穀
機
、
一
台
の
飼
料
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
を
含
む
、
多
く
の
農
機

具
が
備
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
労
働
者
は
、
二
一
歳
以
上
が
一
六
人
、

二
一
歳
以
下
が
八
人
、
合
計
二
四
人
で
す
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
農

場
は
、
わ
ず
か
に
六
人
で
し
た
か
ら
、
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
の
農
場
で

は
、
い
か
に
多
く
の
作
業
課
題
が
あ
り
、
必
要
と
さ
れ
る
労
力
が
多

い
か
が
わ
か
り
ま
す
。
年
間
の
作
業
暦
は
、
表
６
の
通
り
で
す
。
作

業
の
配
分
が
、
相
当
に
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
農
場
の
効
率
的
な
経
営
に
は
、
作
物
、
家
畜
、
農
場
の
作
業
、

販
売
用
の
便
宜
施
設
や
販
売
可
能
性
に
つ
い
て
、
十
分
な
知
識
を
必

要
と
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
農
場
経
営
の
専
門
的
能
力

で
す
。
こ
の
農
場
の
集
約
性
は
、
冬
期
に
急
傾
斜
の
石
こ
ろ
混
じ
り

の
常
設
放
牧
地
に
老
羊
が
放
牧
さ
れ
て
い
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
は

対
照
的
に
、
冬
期
、「
肥
育
用
家
畜
は
囲
い
柵
の
中
で
注
意
深
く
飼

育
さ
れ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
農
場
の
事
例
は
、
正
確
な
年
代
は
記
さ
れ
て
い
ま

表６　ウェストウッド・ファームの農事暦

子羊・子豚の世話、肉牛・肉豚の肥育と出荷、　肥育場の清掃春（畜産関係）

厩肥の散布、農地の耕起、エン麦・大麦・エンドウ・豆類・干し草・キャ
ベツ・（春まき）根菜の播種・植え付け

春（農産関係）

干し草・エンドウ・豆類の刈り取り・乾燥・納屋への積み込み・干し山作成夏前半

小麦・大麦・エン麦の刈り取り・脱穀、夏蒔き根菜の播種（冬蒔き大麦・小
麦の刈り株畑へディスキング後播種）、根菜類の掘り起こし・プラウがけ、
家畜類の常設放牧地・刈り株畑での放牧

夏後半

小麦・冬蒔き大麦の播種、白カブの引き抜き・洗浄・出荷、キャベツの切
り取りと出荷、スウェーデンカブ・飼料ビートの引き抜きと貯蔵穴への埋
蔵、雌羊・乳牛・子牛を放牧地・干し草の刈りあと・根菜の葉茎地で放牧、
追加の肉牛・羊・豚の購入と囲い柵内での肥育（粉砕飼料）、秋のプラウがけ

秋

残りの根菜類の引き抜きと出荷ないし飼料用に貯蔵、秋のプラウがけ終了、
垣根の刈り込み、薪割り（労働者が余暇に実行）、雌羊と家畜（幼年）は刈り
株畑や根菜畑で飼料摂取、肥育用家畜は囲い柵内で注意深く飼育

冬

乳牛・ミツバチ・ニワトリの入念な管理通年

出所：図６と同文献より作成。
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せ
ん
が
、
本
の
出
版
が
一
九
四
一
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
お

そ
ら
く
は
一
九
三
〇
年
代
の
状
況
が
報
告
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
で
は
、
い
っ
た
い
い
つ
頃
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
農
場
が
主
流
と

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
農
場
は
、

い
わ
ゆ
る
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
が
行
わ
れ
た
後
の
姿
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
以
前
の
オ
ー
プ
ン

フ
ィ
ー
ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
（
開
放
耕
地
制
度
）
の
存
在
理
由
と
、
そ
の

エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
進
行
の
経
済
的
要
因
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
の

経
済
学
を
応
用
し
て
分
析
し
た
、
カ
ー
ル
・
ダ
ー
ル
マ
ン
の
業
績 
 

が
、

私
は
、
も
っ
と
も
説
得
的
な
説
明
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ダ
ー

ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
プ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
特

異
な
土
地
制
度
は
、
英
国
（
西
欧
）
農
業
が
、
一
方
で
、
個
人
的
な
土

地
利
用
の
方
が
効
率
性
を
高
め
る
穀
物
生
産
と
、
他
方
で
、
集
団
的

な
土
地
利
用
が
効
率
的
な
畜
産
（
放
牧
）
と
い
う
二
つ
の
活
動
を
並

存
さ
せ
、
ど
ち
ら
か
に
特
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
段
階
で
は
、
有

効
で
効
率
的
な
制
度
で
あ
っ
た
と
論
じ
ま
し
た
。
集
団
的
利
用
と
個

人
的
利
用
を
定
期
的
に
交
替
さ
せ
る
、
一
見
す
る
と
非
常
に
特
殊
な

土
地
利
用
が
行
わ
れ
た
理
由
で
す
。
穀
物
生
産
も
、
畜
産
も
、
主
に

自
家
用
の
段
階
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
は
、
畜

産
物
、
農
産
物
が
、
市
場
で
有
利
な
産
物
と
な
り
、
地
域
の
実
情
に

（
　
）
１９

応
じ
て
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
特
化
す
る
時
に
発
生
す
る
、
と
い
う
の

が
ダ
ー
ル
マ
ン
の
説
明
で
す
。
一
六
世
紀
、
イ
ギ
リ
ス
の
羊
毛
工
業

が
成
長
し
、
原
料
の
羊
毛
価
格
が
上
昇
し
て
い
く
と
、
畜
産
部
門

（
羊
の
放
牧
）
に
特
化
し
、
穀
物
生
産
部
分
を
排
除
す
る
目
的
で
、
囲

い
込
み
が
行
わ
れ
ま
す
。
理
論
的
に
は
、
少
数
の
地
主
の
手
に
土
地

が
集
中
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
一
次
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
の
進

行
で
す
。
次
に
、
一
八
世
紀
、
大
都
市
の
発
展
や
産
業
革
命
の
進
行

に
と
も
な
い
、
穀
物
を
は
じ
め
と
す
る
農
産
物
需
要
、
食
肉
な
ど
の

畜
産
物
需
要
が
高
ま
る
と
、
集
約
的
な
農
産
物
・
畜
産
物
生
産
を
目

的
と
し
た
、
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
が
進
行
し
ま
す
。
第
二
次
エ
ン
ク

ロ
ー
ジ
ュ
ア
で
す
。
先
の
二
つ
の
事
例
紹
介
に
用
い
た
経
済
地
理
学

の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
歴
史
的
な
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
く
ま

で
も
推
論
で
す
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ホ
ワ
イ
ト
ヒ
ル
ロ
ッ
ク
農

場
は
、
羊
毛
生
産
に
特
化
し
た
ケ
ー
ス
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ノ
ー

フ
ォ
ー
ク
の
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
農
場
は
、
大
都
市
市
場
を
想
定
し
た
、

農
産
物
・
畜
産
物
の
集
約
的
生
産
の
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。
図
８
は
、
や
は
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
の
農
業
地
帯
で
あ
る
リ

ン
カ
ー
ン
シ
ャ
ー
で
、
一
八
五
〇
年
に
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
モ
デ
ル

農
場
（
本
拠
地
部
分
・
フ
ァ
ー
ム
ス
テ
ッ
ド
）
で
す
。
意
欲
的
な
地
主

は
、
資
金
を
借
り
入
れ
、
産
業
革
命
で
発
達
し
た
蒸
気
エ
ン
ジ
ン
を
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導
入
し
、
そ
れ
ま
で
耕
作
不
可
能
で
あ
っ
た
低
湿
地
の
排
水
を
行
い

農
地
に
転
換
し
、
家
屋
や
倉
庫
・
作
業
場
な
ど
を
建
設
し
て
、「
農

場
」
を
完
成
し
、
有
利
な
価
格
で
売
り
出
し
た
り
貸
し
出
す
、
と
い

う
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
す  
 

。
こ
の
広
告
の
農
場
も
、
一

〇
馬
力
の
固
定
式
蒸
気
エ
ン
ジ
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
中
央
部
の
高
い
煙
突
が
そ
れ
を
示
し
て
い
ま
す
。
先
に
紹

介
し
た
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
の
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー
ム
も
、
お

そ
ら
く
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
い
つ
頃
か

に
、
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
さ
れ
た
農
地
に
建
設
さ
れ
た
「
農
場
」

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

お
わ
り
に
─
風
土
に
つ
い
て
─

　
た
だ
い
ま
紹
介
し
た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農

場
の
事
例
は
、
土
地
希
少
化
の
論
集
の
刊
行
後
、
た
ま
た
ま
気
づ
い

た
も
の
で
す
。
二
〇
世
紀
半
ば
以
前
ま
で
の
地
理
学
の
業
績
に
関
心

を
も
ち
、
調
べ
て
い
る
中
で
出
会
っ
た
も
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
農

業
経
営
の
具
体
的
な
状
況
が
わ
か
っ
た
の
で
興
味
を
持
ち
、
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
は
、
講
演
の
前
半
で
紹
介
し
た
、
摂

津
国
武
庫
郡
西
昆
陽
村
の
氏
田
家
の
経
営
と
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
二
つ
の
農
場
を
比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
な
印
象
を

（
　
）
２０

出所：Elizabeth Bates, Farming in Lincolnshire, 3000 BC to 2000 AD, The Heritage Trust of 
Lincolnshire, 2004, p.30 （Lincolnshire Heritage Booklets）.

図８　モデル的農場の広告（１８５０年、イングランド・リンカーンシャー）
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も
た
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
時
代
的
に
は
、
氏
田
家
は
一
八
世
紀
末
、

英
国
の
農
場
は
、
二
〇
世
紀
前
半
と
い
う
時
代
の
食
い
違
い
は
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
英
国
の
二
つ
の
事
例
は
、
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
一

九
世
紀
半
ば
の
第
二
次
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
の
過
程
（
羊
毛
生
産
に

特
化
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
農
場
は
よ
り
古
い
か
も
し
れ
な
い
）
で
成

立
し
て
き
た
農
場
の
姿
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ

れ
ま
す
。
二
〇
世
紀
後
半
に
向
け
て
の
大
き
な
変
化
は
、
農
業
機
械

が
、
蒸
気
エ
ン
ジ
ン
利
用
か
ら
デ
ィ
ー
ゼ
ル
な
ど
の
内
燃
機
関
へ
と

転
換
し
、
よ
り
機
動
的
に
、
ま
た
、
多
く
の
作
業
が
機
械
化
し
た
こ

と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
九
三
〇
年
代
は
、
ま
だ
、
内
燃
機
関
エ
ン

ジ
ン
の
普
及
は
、
進
ん
で
は
い
ま
せ
ん
。
氏
田
家
の
方
も
、
明
治
に

入
っ
て
、
明
治
二
〇
年
代
頃
ま
で
は
、
綿
作
や
菜
種
作
を
と
も
な
う

経
営
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
表
作
は
米
、
裏
作
は
麦
へ
と

単
純
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
、
全
く
時

代
が
食
い
違
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
ウ
ェ
ス

ト
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー
ム
が
、
大
都
市
で
の
穀
物
需
要
、
野
菜
需
要
、

食
肉
需
要
な
ど
、
農
産
物
・
畜
産
物
の
需
要
の
増
大
に
対
応
し
て
、

非
常
に
高
度
で
複
雑
な
農
業
経
営
を
行
っ
て
い
る
様
子
は
、
米
作
だ

け
で
は
な
し
に
、
綿
作
や
菜
種
作
を
行
い
、
織
物
生
産
も
手
が
け
て

い
た
、
氏
田
家
の
「
摂
津
型
農
業
経
営
」
と
も
、
十
分
に
比
較
で
き

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
土
地
希
少
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

も
共
通
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

も
し
か
す
る
と
、
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
農
場
も
勤
勉
革
命
型
の
対
応
で

あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
と
く
に
、

農
場
が
成
立
す
る
頃
ま
で
の
近
世
の
時
期
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、

強
く
関
心
を
も
ち
ま
す
。

　
し
か
し
、
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー
ム
は
五
二
〇
エ
ー
カ
ー

（
二
〇
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
）、
氏
田
家
は
二
町
九
反
（
二
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

と
い
う
圧
倒
的
な
規
模
の
違
い
に
も
、
注
意
を
払
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー
ム
の
規
模
は
、
英
国
で
も
「
大
農

場
」
に
属
す
る
規
模
で
は
あ
り
ま
す 
 

。
し
か
し
、
氏
田
家
も
、
こ
の

規
模
は
近
世
日
本
で
は
大
規
模
に
属
し
ま
す
。
両
者
の
規
模
の
違
い

は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
し
ょ
う
。
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
農
業
経

営
の
小
規
模
性
は
、
水
田
稲
作
の
高
い
土
地
生
産
性
、
連
作
可
能
性

に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
他
方
で
、
英
国
の
大
規
模
性

は
、
い
っ
た
い
何
が
要
因
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
ど
う
し
て
も
畜

産
の
位
置
付
け
に
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
戦
後
日
本

の
農
業
史
研
究
で
は
、
西
欧
の
農
業
に
お
け
る
家
畜
の
位
置
付
け
は
、

穀
物
生
産
の
肥
料
供
給
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ホ
ワ
イ
ト
ヒ
ル
ロ
ッ
ク
農
場
、
イ
ン

（
　
）
２１
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グ
ラ
ン
ド
の
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
農
場
の
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
畜
産

は
独
自
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
農
場
は
、

ほ
ぼ
畜
産
（
羊
毛
）
専
門
で
す
。
農
産
の
方
が
畜
産
に
従
属
し
て
い

る
と
い
う
印
象
を
も
ち
ま
す
。
家
畜
を
飼
育
す
る
場
合
、
そ
の
飼
料

を
外
部
か
ら
購
入
す
る
の
で
な
く
自
前
で
調
達
す
る
場
合
、
膨
大
な

面
積
の
土
地
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
業
に
お
け
る
畜
産
の
重
要
性
は
、
中
世
は
も
ち
ろ

ん
、
お
そ
ら
く
、
民
族
大
移
動
の
頃
か
ら
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
土
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
大
規
模
経
営
に
適
合
す
る
、
大
型
機
械
や
資
本
主
義

的
な
経
営
シ
ス
テ
ム
も
発
達
さ
せ
て
き
た
と
言
え
ま
す
。

　
二
〇
世
紀
後
半
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
欧
米
に
お
い
て
も
、
地

理
学
的
視
点
か
ら
の
研
究
は
、「
環
境
決
定
論
」
と
い
う
批
判
を
受

け 
 

、
経
済
史
や
歴
史
学
な
ど
、
多
く
の
分
野
で
、
地
理
的
要
因
へ
の

関
心
が
低
下
し
ま
し
た
。
代
わ
っ
て
、
先
進
─
後
進
と
い
う
時
間
の

先
後
関
係
に
よ
る
認
識
が
「
科
学
的
」
と
し
て
台
頭
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
二
一
世
紀
初
頭
の
現
在
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
・
地
域
が

経
済
成
長
の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
始
め
、
一
部
は
す
で
に
先
進
国
化
し
、

逆
に
先
発
の
「
先
進
国
」
の
行
き
詰
ま
り
が
顕
著
と
な
る
時
代
状
況

の
な
か
で
、
先
進
─
後
進
論
は
、
説
明
力
を
失
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、

（
　
）
２２

再
び
地
理
的
な
視
点
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
場
経
営
に
は
、
地
主
（
資
本
所
有

者
）、
借
地
農
業
者
（
経
営
者
）、
労
働
者
と
い
う
、
三
つ
の
経
済
的
プ

レ
ー
ヤ
ー
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
株
主
資
本
家
、
企
業
経

営
者
、
労
働
者
と
い
う
、
資
本
主
義
企
業
と
全
く
同
様
の
役
割
分
担

で
す
。
農
場
の
労
働
者
は
基
本
的
に
一
年
契
約
で
、
毎
年
、
四
月
の

決
め
ら
れ
た
日
に
、
よ
り
待
遇
の
よ
い
農
場
へ
移
り
ま
す  
 

。
地
主

（
資
産
保
有
者
）
は
、
自
ら
の
資
産
の
有
効
利
用
と
資
産
価
値
の
上
昇

が
最
大
の
関
心
事
で
す
。
有
利
と
思
え
ば
資
産
の
売
却
も
普
通
に
行

い
ま
す
。
経
営
者
（
フ
ァ
ー
マ
ー
）
は
、
地
主
か
ら
任
さ
れ
た
資
産

の
効
率
的
な
利
用
に
関
心
を
集
中
し
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
現
代
に

も
つ
な
が
る
英
米
型
の
資
本
主
義
企
業
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
従
業
員
共
同
体
型
の
我
が
国
の
「
資
本
主
義
企
業
」
に
は
、

見
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
の
「
近
代
」
に
は
、

自
ら
の
「
前
近
代
」
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
が
色
濃
く
反
映
し
て
い

る
の
で
す
。
地
域
の
「
個
性
」
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
個
性
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
風
土
と
い
う
要
因
が
、
無
視
で
き
な
い
大
き
さ
で

登
場
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
強
く
感
じ
る
の
で
す
。

　
わ
か
り
に
く
い
話
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
ま
で
ご
静
聴
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
　
）
２３
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（
１
）　
速
水
氏
の
関
連
文
献
は
、
速
水
融
『
近
世
日
本
の
経
済
社
会
』

（
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　
川
勝
平
太
『
日
本
文
明
と
近
代
西
洋
─「
鎖
国
」
再
考
─
』（
日

本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
一
年
）。

（
３
）　
最
新
の
も
の
と
し
て
、
杉
原
薫
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

と
複
数
発
展
径
路
」（
杉
原
薫
・
川
井
秀
一
・
河
野
泰
之
・
田
辺

明
生
編
著
『
地
球
圏
・
生
命
圏
・
人
間
圏
─
持
続
的
な
生
存
基
盤

を
求
め
て
─
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

（
４
）　K

enneth
Pom
eranz,

 
       
   
       

T
he
G
reat

D
ivergence:

C
hina,
 
   
 
     
 
           
 
      

E
urope,

and
the
M
aking

of
the
M
odern

 
                
              
     

W
orld

E
conom

  
      
     

y  ,   

Princeton
and
O
xford:Princeton

U
niv

               
                  
   ersity
Press,2000

                  .  

（
５
）　Jan

de
V
ries,

        
      

T
he
Industrious

R
evolution:

C
onsum

er

 
   
            
 
           
 
     
   

B
ehavior

and
the
H
ousehold

E
conom

y,

 
                 
          
     
   1650

to
the
Presen

                  t  ,   

C
am
bridge:C

am
bridge

U
niversity

Pres

 
  
         
  
        
              s,2008
       .  

（
６
）　
ド
・
フ
リ
ー
ス
の
著
書
に
お
け
る
、
東
西
比
較
（
西
欧
と
東
ア
ジ

ア
）
の
あ
り
方
に
た
い
し
、
斎
藤
修
が
批
判
し
、
ド
・
フ
リ
ー
ス
も

反
論
し
た
。O

sam
u
Saito,“A

n
Industrious

R
evolut

 
   
           
               
      ion

in
an

          
E
ast
A
sian

M
arket

E
conom

y?:
T
okugaw

a

 
    
 
     
 
      
 
     
    
 
      
 

Japan
and

 
      
    

Im
plications

  
           

for
the

G
reat

D
ivergence,”

    
    
 
     
 
            

A
ustralian

 
          

E
conom

ic
H
istory

R
evie

 
     
    
        
    w  

,
50

    -  3,
N
ovem

ber
2010.

Jan
de

    
    
                 

V
ries,

“Industrious
Peasants

in
E
ast

 
                                
   

and
W
est:
M
arkets,

      
      
        

T
echnology,

and
Fam
ily
Structure

in

 
           
    
   
    
          
   

Japanese
and

         
    

W
estern

E
uropean

A
griculture,”

 
       
 
        
 
             

A
ustralian

E
conom

ic

 
          
 
     
   

H
istory

R
evie

 
        
    w  

,51

    -  2,July
2011.

             

（
７
）　
斎
藤
修
「（
書
評
論
文
）
勤
勉
革
命
論
の
実
証
的
再
検
討
」（『
三

田
学
会
雑
誌
』
九
七
─
一
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）。

（
８
）　
日
本
農
書
全
集
第
四
巻
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
〇
年
。

（
９
）　
日
本
農
書
全
集
第
二
六
巻
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
三

年
。

（
　
）　
山
崎
隆
三
『
地
主
制
成
立
期
の
農
業
構
造
』
青
木
書
店
、
一
九

１０
六
一
年
。

（
　
）　
徳
永
光
俊
『
日
本
農
法
史
研
究
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九

１１
九
七
年
。

（
　
）　C

larence
Fielden

Jones,

 
        
        
       

E
conom

ic
G
eography

 
     
   
 
        ,

N
ew

  
 
  
 

１２

Y
ork:M

acm
illan,1941,p.143

 
      
   
                  .  

（
　
）　
田
中
耕
司
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
社
会
の
変
容
」（
矢
野
暢
編
『
地
域

１３
研
究
と
「
発
展
」
の
論
理
』
講
座
現
代
の
地
域
研
究
・
第
四
巻
、

弘
文
堂
、
一
九
九
三
年
）、
そ
の
他
。

（
　
）　
私
は
、
多
様
性
の
認
識
が
大
事
で
あ
る
と
思
う
が
、
同
時
に
普

１４
遍
的
な
方
向
性
の
認
識
も
堅
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
参
照
軸
」
と
し
て
の
普
遍
的
な
方
向
性
の
認
識
が
あ
っ
て
初
め

て
、
多
様
性
も
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
と
、

「
多
様
」
で
は
な
く
「
無
統
一
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
経
済
以
外
で

も
、
社
会
に
つ
い
て
は
、
普
遍
的
な
発
展
方
向
が
考
え
ら
れ
て
い

る
と
思
う
。
か
つ
て
の
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
と
か
、「
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
か
ら
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か
ら
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
方
向
性
は
、
さ
ら
に
分
析
的
な
社

会
学
の
ミ
ク
ロ
理
論
、
マ
ク
ロ
理
論
へ
と
精
緻
化
さ
れ
て
い
る

（
高
田
保
馬
や
富
永
健
一
の
社
会
学
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
）。
問

題
は
政
治
学
で
、
こ
の
分
野
で
は
、
普
遍
的
な
「
政
治
的
発
展
」
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と
い
っ
た
も
の
が
提
起
さ
れ
ず
、
依
然
と
し
て
規
範
的
な
学
問
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
歴
史
学
分
野
で
多
い
、
政
治

史
、
政
治
制
度
史
の
停
滞
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

（
　
）　O

p.cit

 
      .  (note

1

        2  ),   p.310.

       

１５
（
　
）　「
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
」
の
航
空
写
真
で
見
る
と
、
か
な
り
正
確

１６
に
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
め
る
。「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
ン
ガ
ス
、

グ
レ
ン
ク
ラ
バ
」
で
検
索
で
き
る
。

（
　
）　
講
演
後
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
経
済
史
を
専
門
と
す
る
本
多
三
郎
先

１７
生
に
、「
冬
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
旅
行
す
る
と
、
冷
た
い
雨
が

し
ょ
ぼ
し
ょ
ぼ
と
降
る
中
、
ほ
と
ん
ど
草
が
あ
る
と
は
思
え
な
い

よ
う
な
荒
地
に
、
羊
が
じ
っ
と
た
た
ず
ん
で
い
る
姿
が
印
象
的
で

す
」
と
い
う
話
を
伺
っ
た
。

（
　
）　O

p.cit

 
      .  (note

1

        2  ),   p.312.
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そ
の
ほ
か
、
大
槻
正
男

「
日
本
農
業
経
営
の
驚
異
」（
昭
和
一
七
年
一
月
稿
。『
大
槻
正
男

著
作
集
』
第
六
巻
、
楽
游
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
一
～
三
一
頁
）。

　
　
　
農
業
労
働
者
の
存
在
・
不
存
在
は
、
西
欧
と
日
本
（
東
ア
ジ

ア
）
の
農
業
経
営
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
で
大
槻
正

男
は
、
多
く
の
論
者
が
、
豊
か
な
生
活
を
お
く
る
イ
ギ
リ
ス
の
農

業
経
営
者
（
フ
ァ
ー
マ
ー
）
と
日
本
農
民
の
貧
弱
な
生
活
を
比
較

し
て
、
イ
ギ
リ
ス
型
農
業
が
自
明
的
に
優
れ
て
い
る
と
結
論
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
り
、
比
較
す
べ
き
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
農
業
労
働
者
の
生
活
状
態
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
自
分
の
欧
州
農
業
視
察
（
大
槻
は
昭
和
二
～
四
年
に
欧
州
留

学
し
て
い
る
）
の
結
果
と
し
て
、「
欧
州
諸
国
の
大
農
地
域
に
お

け
る
農
業
労
働
者
の
生
活
状
態
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も

小
農
地
域
に
お
け
る
家
族
労
働
農
業
者
の
そ
れ
に
優
る
も
の
で
は

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
注
記
に
あ
げ
た
リ
ン
カ
ー
ン
シ
ャ
ー

農
業
の
記
録
で
も
、「
農
業
経
営
者
は
、
彼
ら
の
労
働
者
の
宿
舎

よ
り
彼
ら
の
家
畜
の
畜
舎
の
方
に
よ
り
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
い

る
、
と
い
う
よ
く
聞
か
れ
る
（
農
業
労
働
者
た
ち
の
）
不
平
に
は

か
な
り
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
こ
と
は
、
私
が
定
義
し
た
、「
土
地
と
労
働
と
い
う
視
点

か
ら
の
勤
勉
革
命
」
と
い
う
概
念
に
も
、
重
大
な
問
題
を
突
き
つ

け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
希
少
化
の
も
と
で
の
追
加
的
労
働

投
入
に
対
す
る
収
益
の
増
加
は
、
本
当
に
労
働
投
入
に
対
す
る
リ

タ
ー
ン
な
の
か
、
そ
れ
と
も
経
営
能
力
の
追
加
投
入
（
市
場
向
け

の
生
産
を
適
確
に
行
う
能
力
）
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
な
の
か
、
と
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い
う
問
題
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
で
は
、
家
族
労
働
に
よ
る
農
業
経

営
な
の
で
、
両
者
は
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
で
紹
介
し
た
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
ウ
ェ
ス
ト
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー
ム
は
、
大
都
市
市
場

へ
向
け
た
農
産
物
・
畜
産
物
生
産
の
た
め
、
高
度
な
土
地
利
用
を

行
い
、
農
業
労
働
者
も
多
数
抱
え
て
い
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

農
場
に
比
べ
れ
ば
、
同
じ
面
積
に
対
し
て
多
量
の
労
働
投
入
（
人

数
で
四
倍
）
を
行
い
、
高
度
な
土
地
利
用
を
行
い
、
明
ら
か
に
収

益
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
ほ
ど
は
、
そ
こ
か
ら
、「
勤
勉

革
命
型
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ

こ
で
増
加
し
た
収
益
を
享
受
す
る
の
は
、
農
業
経
営
者
と
地
主
で

あ
り
、
農
業
労
働
者
は
そ
の
成
果
の
配
分
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

〔
付
記
１
〕　
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
五
月
一
五
日
、
大
阪
経
済
大
学
日
本

経
済
史
研
究
所
主
催
「
黒
正
塾
　
第
八
回
春
季
歴
史
講
演
会
」
の
講

演
原
稿
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

〔
付
記
２
〕　
本
稿
の
図
３
、
図
６
、
図
７
、
図
８
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
出
所
」
記
載
の
文
献
か
ら
図
版
を
転
載
し
て
い
る
（
図
６
・
７
は

新
た
に
作
図
し
、
説
明
な
ど
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
）。
図
３
・
８

に
つ
い
て
は
出
版
者
の
許
可
を
得
た
こ
と
を
記
し
、
謝
意
を
表
す
る
。

図
６
・
７
に
つ
い
て
は
出
版
社
が
当
時
の
形
で
は
存
続
し
て
い
な
い

た
め
、
連
絡
が
取
れ
な
か
っ
た
。
関
係
者
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
た

い
。（

お
お
し
ま
　
ま
り
お
・
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
）


