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序
章

課
題
と
方
法

第

一

節

本
論
文
の
目
的

本
論
文
は
、

戦
間
期
系
統
段
会
の
米
価
対
策
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
兵
庫
県
農
会
に
あ
ら
わ
れ
た

「帝
国
内
自
給
」
論
の
形
成
過
程
及
び

そ
の
内
容
を
検
証
し
、
後
に
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
が
系
統
曲師
会
全
体
の
議

論
へ
と
転
換
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

系
統
由民
会
ど
は
、
帝
国
農
会
を
頂
点
と
し
て
全
国
に
組
織
さ
れ
た
政
府

の
勧
段
施
策
の
代
行
機
関
で
あ
り
、

一
九

O
O
(明
治
三

三
)
年
の
山民
会

令
公
布
に
よ
っ
て
、
道
府
県
と
郡
市
町
村
に
設
置
さ
れ
た
。

さ
ら
に
一
九

一
O
(明
治
四
三
)
年
の
成
会
法
改
正
に
よ
り
、
帝
国
刷
出
会
が
設
置
さ
れ
、

道
府
県
や
郡
市
町
村
の
段
会
は
そ
の
支
部
と
な
っ
た
。
当
初
、
系
統
段
会

は
行
政
官
庁
の
意
思
や
行
動
と
背
馳
し
な
い
よ
う
に
強
い
規
制
を
受
け
川
、

そ
の
下
で
殺
事
指
導
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し

系
統
度
会
は
、
農
業
者
臼
の
利
益
団
体
と
し
て
の
性
格
を
全
く
持
っ
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
地
方
熊
会
!
特
に
道
府
県
農
会
は
、

常
国

段
会
に
比
べ
て
官
僚
の
統
制
が
及
び
に
く
く
、
地
主
層
(
特
に
大
地
主
層
)

が
勢
力
の
強
い
地
域
で
は
、
農
業
利
益
り
の
要
求
が
集
約
さ
れ
る
格
好
の
場

と
な
っ
た
の
で
あ
る
叩

と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
動
向
は
、
系
統
農
会
全

体
と
し
て
は
限
定
的
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
本
論
文
が
分
析
の
対
象
と
す
る
戦
間
期
に
は

一
九
二
二
(
大

正

二
年
の
農
会
法
改
正

(
以
下
、
新
農
会
法
と
表
記
す
る
)

公
布
に

よ
っ
て

系
統
曲悼
会
は
公
法
人
化
さ
れ
、
農
業
者
の
利
益
を
主
張
す
る

と
が
法
的
に
も
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

系
統
段
会
は

こ
の
時
点
で

利
益
団
体
化
し
た
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
系
統
段
会
の
事
業
と
し
て

「農

業
ノ
指
導
奨
励
ニ
関
ス
ル
施
設
」
(
新
曲
肢
会
法
第
三
条
第

一
項
)

に
加
え

「
農
業
ニ
従
事
ス
ル
者
ノ
福
利
増
進
ニ
関
ス
ル
施
設
」
(
同
法
第
三
条
第
二

項
)
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
経
費
及
び
過
怠
金
の
強
制
徴

収
権
が
認
め
ら
れ
た

(
同
法
第
三

O
条
)

こ
と
な
ど
か
ら
、
新
農
会
法
で

4 

は
系
統
農
会
の
経
済
的
自
立
性
が
あ
る
程
度
保
障
さ
れ
た
、

と
も
捉
え
ら

れ
て
い
る

山。

こ
の
よ
う
に
、
戦
閑
期
に
至
っ
て
、
系
統
段
会
は
、
政
府
の
勧
股
施
策

の
代
行
機
関
と
し
て
の
側
面
に
加
え
て
、
農
業
者
の
自
立
的
な
利
益
団
体

と
し
て
の
側
面
を
強
め
て
い
っ
た
。
し
か
し

系
統
由
民
会
の
自
立
的
利
議

団
体
化
は
、

法
改
正
に
よ
っ
て
直
ち
に
実
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
食
組
自
給
を
め
ぐ
る
系
統
農
会
の
動
向
で
あ
る
。

日
露
戦
争
に
よ
っ
て
食
続
が
不
足
す
る
と

日
本
で
は
朝
鮮
や
台
湾
か

ら
の
米
の
輸
移
入
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て

内
地
米
以
外
の

米
を
積
回
世
的
に
輸
移
入
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
や
、
内
地
米
で
完



全
自
給
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
な
ど
が
出
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
内
地
に

お
け
る
米
の
自
給
に
関
す
る
議
論
を
、
本
論
文
で
は
食
糧
自
給
論
と
表
す
。

第
一
次
大
戦
期
以
降

世
界
的
に
食
糧
危
機
が
遂
行
す
る
中
で
、
植
民
地

を
含
め
た
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
食
粉
完
全
自
給
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
動
き
が

世
界
的
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
九
日
本
の
食
糧
自
給
論
は
、

米
の
生
産
だ
け

で
な
く
、
流
通
や
価
格
を
含
め
た
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
た
。
系
統
農
会

で
は

一
部
の
地
方
農
会
が
、
積
駆
的
に
食
糧
自
給
論
を
唱
え
て
い
た
。

戦
間
期
に
系
統
帥
刷
会
の
農
政
運
動
が
活
性
化
す
る
き
っ
か
け
の

一
つ
が
、

こ
の
食
糧
自
給
論
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

川。

従
来

日
露
戦
後
か
ら
一
貫
し
て
、
内

系
統
股
会
の
食
糧
自
給
論
は

地
米
に
よ
る
完
全
自
給
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た

は。

以
下
、
こ
れ

を
「
内
地
自
給
」
論
と
呼
ぶ
。
系
統
農
会
の
食
糧
自
給
論
が
「
内
地
自
給
」

論
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
、
帝
国
設
会
が
帝
国
議
会
の

「
地
主
議
員
」

ち
と
共
に
、

朝
鮮
米
や
台
湾
米
の
移
入
統
制
や
外
国
米
輸
入
の
禁
止
を
強

く
訴
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て

系
統
農
会
の
食
糧
自
給
論
は

「
内
地
自
給
」
論

だ
け
で
あ
っ
た
の
か
。
食
総
自
給
論
が
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
た
戦
間
期
は
、

系
統
農
会
と
密
綾
な
関
係
を
持
つ

地
主
層
が
、
植
民
地
へ
積
極
的
に
資
本

投
下
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る

叩

こ
の
こ
と
と
食
織
自
給
論
と
の
関
係
は
、

改
め
て
聞
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第

節

研
究
史
上
の
問
題
点

こ
こ
で
は
、
戦
間
期
の
系
統
般
会
の
農
政
運
動
と
、
そ
の
理
論
的
背
景

と
な
っ
て
い
る
食
糧
自
給
論
に
関
係
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
概
括
し
、
問

題
点
を
指
摘
し
た
い
。

そ
こ
で
、
本
論
文
に
関
係
す
る
研
究
史
を
、

系
統

農
会
史
研
究
、
食
糧
政
策

・
米
価
政
策
史
研
究
の

二
つ
に
分
け
て
述
べ
る

と
し
よ
う
。

第
一
項

系
統
農
会
史
研
究

5 

系
統
農
会
の
各
種
事
業
や
由
民
政
運
動
等
の
動
向
を
総
体
的
に
捉
え
た
研

究
と
し
て
栗
原
百
寿
氏
の
研
究
、

日
本
山
同
業
発
達
史
調
査
会
編
『
日
本
由
民

た

業
発
達
史
』

川
、
そ
し
て
、
帝
国
農
会
史
稿
編
纂
会
『
帝
国
農
会
史
稿
』

川

の
成
果
が
あ
る
。

ま
ず
、
栗
原
百
寿
氏
は
、
『
農
業
団
体
論
』
に
お
い
て
、
系
統
股
会
の
人
々

や
そ
の
歴
史
的
歩
み
、
帝
国
農
会
を
中
心
と
し
た
農
政
運
動
を
取
り
上
げ

こ
れ
ら
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
特
に
、
帝
国
曲
脳
会
を
中

心
と
し
た
農
政
運
動
に
つ
い
て
は
、

政
党
政
治
と
の
関
係
か
ら
系
統
設
会

が
利
益
団
体
化
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た

1
次
に
、
『
日
本
農
業

発
達
史
』
は
、

系
統
農
会
を
地
主
団
体
と
位
置
づ
け
、

系
統
曲
師
会
に
よ
る



曲
財
政
運
動
を

と
し
て
捉
え
た
。
そ
の
上
で
、
系
統

農
会
の
基
礎
的
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
た

川。

ま
た
、
『
帝
国
山
脳
会
史
稿
』

「
地
主
の
示
威
運
動
」

で
は
、
帝
国
曲
師
会
を
中
心
と
し
た
系
統
由民
会
の
諸
事
業
と
農
政
運
動
の
内

容
を
ま
と
め
た

川。

そ
の
後

野
本
京
子
氏
が
指
摘
す
る
通
り

系
統
農
会
自
体
の
研
究
は

関
心
の
低
下
と
と
も
に
停
滞
期
に
陥
っ
た

川。

し
か
し

一
九
八

0
年
代
に

な
る
と
、

系
統
農
会
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、

系
統
農
会
を
地
主
団
体

と
し
て
固
定
的
に
捉
え
な
い
諸
潮
流
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。

つ
は

(
二
農
村
社
会
の
中
に
系
統
農
会
を
位
置
づ
け
た
研
究
で
あ
り
、

も
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つ
は

(二
)
系
統
農
会
の
各
種
事
業
や
農
政
運
動
な
ど
、
系
統
般
会
そ

の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
で
あ
る
。

こ
の
研
究
潮
流
は

地
方
曲民
会

の
実
態
も
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
点
で
も
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

(
一
)
の
研
究
と
し
て
は
、
大
門
正
克
氏
や
森
武
底
氏
の
研
究
が
あ
る
つ

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
、

一
九
二

0
年
代
後
半
以
降
の
系
統
農
会
の
農
村

に
対
す
る
統
合
機
能
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
特
に
、
森
氏
は
、

九

O 

年
代
の
系
統
農
会
を

「
国
家
的
課
題
、

独
占
資
本
の
政
策
の
農
村
末
端
浸

透
の
パ
イ
プ
」
山
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
ら
は
、
政
府
の
農
業
政
策
の

代
行
事
業
を
担
う
系
統
農
会
の
性
格
を
農
村
地
域
社
会
と
の
関
係
か
ら
実

証
し
た
と
い
え
よ
う
。

の
研
究
と
し
て
は

以
下
の
研
究
が
あ
る
。
大
鎌
邦
雄
氏
は

秋
田
県
を
事
例
と
し
て
、
大
正
期
に
お
け
る
系
統
農
会
の
販
売
斡
旋
事
業

と
筒
業
的
農
業
の
発
展
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
分
析
し
、
系
統
段
会
と
産

業
組
合
の
役
割
の
相
違
に
つ
い
て
検
証
し
た

川。

宮
崎
隆
次
氏
は
、
協
同

一

致
し
て
生
産
の
培
加
を
目
指
す
明
治
農
政
の
枠
組
み
か
ら
、

系
統
段
会
が

脱
皮
し
、
農
業
者
の
利
経
団
体
へ
と
転
換
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
の
中
で
、
宮
崎
氏
は
、
戦
間
期
に
お
け
る
系
統
成
会
の
利
益
団
体

化
の
要
因
を
小
作
問
題
な
ど
農
村
の
問
題
と
捉
え
、

こ
れ
を
解
決
し
農
業

者
の
利
益
を
実
現
し
て
い
く
系
統
般
会
と
、

既
成
政
党
の
対
応
を
究
明
し

一
九
三

0
年
代
の
系
統
由
民
会
の
農
政
運
動
に
つ
い
て

た
川。

大
谷
正
氏
は
、

研
究
を
進
め
た
川。

玉
真
之
介
氏
は
、
戦
間
期
に
お
い
て
系
統
段
会
が
主
産

6 

地
形
成
に
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
、

岡
山
県
由
民
会
を
事

例
と
し
て
実
紅
分
析
し

米
投
売
防
止
運
動
の
結
果
、

主
産
地
形
成
に

つ

な
が
る
技
術
員
体
制
な
ど
が
篠
立
さ
れ
た
点
を
論
じ
た

川。

従
来
、
系
統
農

会
の
農
政
運
動
に
関
す
る
研
究
は
、
帝
国
曲
師
会
の
分
析
が
中
心
で
あ
っ
た

カl

玉
氏
の
研
究
は

地
方
曲
師
会
の
段
政
運
動
と
米
側
対
策
を
明
ら
か
に

し
た
重
要
な
研
究
で
あ
る
。
佐
藤
正
士
山
氏
は
、
徳
島
県
農
会
を
中
心
に
、

戦
間
期
系
統
段
会
の
販
売
斡
旋
事
業
に
お
け
る
役
割
を
分
析
し
た

川。

近
年
で
は
、

松
田
忍
氏
や
深
見
質
成
氏
が

内
務
行
政
か
ら
農
林
行
政

が
独
立
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、

系
統
段
会
の
良

政
運
動
や
技
術
員
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
松
田
氏
は
、
戦
前
期
日
本



に
お
い
て
、

国
家
が
農
民
と
い
か
に
対
峠
し
て
き
た
か
と
い
う
問
題
意
識

の
も
と

系
統
曲
師
会
の
役
割
に
つ
い
て
究
明
し
た
。
そ
し
て

系
統
曲師
会

が
、
直
接
生
産
農
民
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
た
め
の
パ
イ
プ
で
あ
り
続
け
た

こ
と
を
、
農
業
経
営
改
善
事
業
や
技
術
員
綱
、
そ
し
て
、
農
政
運
動
か
ら

明
ら
か
に
し
た

山。

深
見
氏
は
、
兵
庫
県
農
会
を
中
心
に
、
戦
間
期
に
お
け

る
系
統
農
会
と
地
域
社
会
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た

山。

こ
の
他
、
手
塚

雄
太
氏
は
「
挙
国

一
致
内
閣
」
期
に
お
け
る
政
党
と
系
統
農
会
の
関
係
を

分
析
し
た

勺

こ
れ
ら
の
諸
研
究
は

系
統
農
会
の
由
民
政
運
動
や
各
種
事
業
を
中
心
的

に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り

系
統
農
会
の
主
体
性
に
注
目
し
た
と
い
う
特

徴
が
あ
る
。

し
か
し

こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
新
し
い
研
究
潮
流
に
も

二
つ
の
問
題

点
が
あ
る
。
第
一
に
、

系
統
般
会
の
主
体
性
が
最
も
発
揮
さ
れ
た
米
価
問

題
に
つ
い
て
は
、

主
と
し
て
系
統
由
民
会
の
農
政
運
動

の
中
で
と
り
あ
げ
ら

れ
て
き
た
が

そ
の
多
く
が
帝
国
民
会
を
中
心
と
し
た
分
析
で
あ
っ
た

と
で
あ
る
。

地
方
農
会
の
米
価
対
策
を
論
じ
た
研
究
は
玉
氏
の
研
究
の
み

で
あ
り

実
証
を
蓄
積
し
て
い
く

こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
、

今
な
お
、

と
が
必
要
な
状
況
に
あ
る
。

そ
れ
は

地
方
農
会
の
米
価
対
策
や
食
級
自

給
論
に
つ
い
て
も

そ
の
内
容
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
第
二
に
、

系
統
曲師
会
に
関
す
る
研
究
は
内
地
と
の
関
係
性
の
み
で
捉

え
ら
れ
、
植
民
地
は
利
害
対
立
の
対
象
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
二
点
で
あ
る
。

2事

項

食
糧
政
策
・
米
価
政
策
史
研
究

さ
て
、
前
述
の
通
り
、
系
統
由
民
会
の
主
体
性
が
最
も
発
揮
さ
れ
た
の
は

米
価
対
策
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、

米
価
政
策
に
か
か
わ
る
研
究
で
は
、

系
統
段
会
は
、

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

戦
間
期
の
米
価
政
策
や
食
縮
政
策
は
、

主
と
し
て
政
治
的
対
立
の
流
れ

の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た

川。

戦
後
の
研
究
と
し
て
早
い
も
の
で
は
、
持
団

恵
三
氏
、
か
、
食
縮
問
題
を
日
本
資
本
主
義
の
本
質
的
矛
盾
の
顕
在
化
し
た
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も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
研
究
が
あ
る
。

そ
し
て

こ
の
対
応
策
で
あ
る

食
糧
政
策
の
成
立
過
程
を
分
析
し
、

地
主
と
資
本
、

内
地
と
植
民
地
の
対

立
構
造
が

以
後
の
日
本
資
本
主
義
の
食
総
政
策
の
基
軸
に
な
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、

持
田
氏
は
、
帝
国
議
会
に
お
け
る

「地
主
議

員
」
が
、

系
統
曲脱
会
の
食
糧
自
給
論
を
地
主
層
の
利
益
を
主
張
す
る
際
に

用
い
た
と
し
、

食
糧
自
給
論
の
政
治
的
側
面
を
強
調
し
た
山
。

こ
の
持
悶
氏
の
分
析
視
角
は
、

守
回
士
山
郎
氏
、

中
村
政
則
氏

以
後

川
東
堀
町
弘
氏
ら
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
。
守
田
志
郎
氏
は
、

戦
前
期
日

本
に
お
け
る
米
の
価
格

・
流
通
・
生
産
等
を
地
主
制
史
研
究
の
視
座
か
ら

分
析
し
、
日
本
社
会
に
お
け
る
米
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
た

川。

中
村
政
則



氏
は
、

日
露
戦
後
期
に
お
い
て
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
地
主
屑
が
食
糧
自
給
論

を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る

一
方
、
権
民
地
開
発
を
通
し
て
協
調
、
が
図
ら
れ
る

と
い
う

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
類
型
」
が
確
立
す
る
と
主
張
し
た
勺

川
東
路
弘
氏
は
、
米
価
政
策
を
め
ぐ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
、
天
皇
制
国
家
官
僚
、

地
主
、
値
民
地
な
ど
諸
勢
力
の
利
害
対
立

・
調
整

・
妥
協
の
過
程
を
、
帝

国
議
会
の
み
な
ら
ず
諮
問
委
員
会
レ
ベ
ル
ま
で
取
り
上
げ
、

明
ら
か
に
し
た

明。

そ
の
詳
細
を

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
研
究
は
、

系
統
農
会
を
地
主
団
体
と
し
て
位
置
づ

け
て
お
り
、
食
糧
自
給
論
に
つ
い
て
も
、

米
価
政
策
に
お
け
る
地
主
と
資

本
、
内
地
と
植
民
地
の
政
治
的
対
立
の
具
体
例
と
し
て
簡
単
に
触
れ
る
だ

け
で
あ
っ
た

ヘ

こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
対
し
、

大
豆
生
田
稔
氏
は
、

持
田
氏
以
降
用
い

ら
れ
て
き
た

「
食
糧
政
策
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
利
害
対
立
」
と
い
う
分
析

視
角
そ
の
も
の
を
批
判
し
、

近
代
田
本
の
食
糧
問
題
の
展
開
と
、
食
輝
政

策
の
形
成
・
展
開

・
解
消
の
過
程
を
総
体
的
に
把
握
し
た
。
す
な
わ
ち

食
縮
問
題
へ
の
対
応
の
中
で
、
外
米
依
存
か
ら
縞
民
地
米
依
存
へ
の
変
化

に
よ
り
、
食
続
「
自
給
」
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
山。

大
豆
生
回
氏
に
よ
っ
て
、
食
糧
政
策
の
中
に
食
栂
自
給
論
が
位
置
づ
け
ら

れ
、
政
府
や
委
員
会
な
ど
に
お
け
る
食
樋
自
給
論
と
股
業
政
策
と
の
関
係

も
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
。

し
か
し

大
一旦
生
四
氏
の
研
究
は

あ
く
ま
で
国
家
レ
ベ
ル
の
分
析
で

あ
り
、

地
方
山
出
会
の
食
鶴
自
給
論
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ

い
て
は
、

全
く
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。

第
三
節

課
題
と
方
法

以
上
に
よ
り

本
論
文
の
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
以
下
の

二
点
で
あ
る
。

第

一
に、

系
統
曲脱
会
の
米
価
対
策
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

地
方
由
民
会
の
食
栂
自
給
論
を
分
析
対
象
に
す
る
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

地
方
曲
師
会
の
食
糧
自
給
論
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
詳
細
に
分
析
し
た
研
究
が
な
い
た
め
、
本
論
文
で
は
、

そ
の
占
川

を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
。

第
二
に
、

系
統
段
会
を
内
地
だ
け
で
は
な
く
、
値
民
地
と
の
関
係
の
中

で
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は

内
地
と
摘
民
地
と

の
関
係
を
利
害
対
立
と
い
う
構
図
で
捉
え
て
き
た
。

し
か
し

地
方
段
会

に
お
い
て

「帝
国
内
自
給
」
論
が
形
成
さ
れ

の
ち
に

こ
れ
が

系
統

農
会
全
体
の
食
糧
自
給
論
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
対
立
関
係
の
み
で
は
説

明
で
き
な
い
論
調
が
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、

本
論
文
で
は
、
兵
庫



県
内
周
会
を
中
心
に
系
統
由
民
会
の
動
向
を
検
討
す
る
。
兵
庫
県
農
会
は
、
第

一
次
大
戦
を
契
機
と
し
て

系
統
般
会
と
し
て
は
特
殊
な
食
総
自
給
論
|

「
帝
国
内
自
給
」
論
を
作
り
出
し
た
。
農
政
運
動
を
経
て
、

そ
れ
が
系
統

般
会
全
体
の
食
総
自
給
論
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
を
も
っ
て
い
る

た
め
で
あ
る
。

な
お
、

本
論
文
で
地
方
剛
脱
会
と
い
う
用
語
を
用
い
る
場
合
は
、
道
府
県

段
会
を
指
す
。
分
析
対
象
と
す
る
時
期
に
お
い
て
、
系
統
農
会
は
、
帝
国

農
会
と
道
府
県
出
脳
会
、

郡
市
町
村
農
会
と
タ
テ
系
列
に

二
屑
化

そ
し
て

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
果
た
す
役
割
が
異
な
っ
て
い
た
。

前
者
は
農
業
者
利
益
団
体
事
業
(
股
政
運
動
)
を

後
者
は
農
業
指
導
奨

励
事
業
を
専
ら
担
任
し
て
い
た

川。

米
価
対
策
は
、
基
本
的
に
帝
国
農
会
や

道
府
県
民
会
の
農
業
者
利
益
団
体
事
業
の
中
で
展
開
し
た
。
そ
の
た
め
、

本
論
文
で
は
、
道
府
県
農
会
を
地
方
段
会
と
表
記
す
る
。

川
成
会
に
は
特
別
議
員
制
度
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
っ
た
。
帝
国
曲脱
会
で

は
、
農
商
務
省
大
臣
や
他
の
官
僚
が
、
道
府
県
幽
脳
会
で
は
地
方
長
官
(
知

事
)
や
内
務
部
長
が
そ
の
任
に
つ
い
た
。

こ
れ
は
良
会
の
動
き
を
け
ん
制

す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
宮
崎
隆
次
氏
は
述
べ
て
い
る

(
宮
崎
隆
次

「大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
農
村
と
政
党
(
二

l
農
村
諸
利
益
の
噴
出
と
政

党
の
対
応
』
国
家
学
会
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
三
巻
第
七

・
八
号
、

一
九
八

O
年

四
七
八
頁
)
。

川
当
該
期
に
お
い
て
系
統
農
会
が
股
業
者
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
際
、

そ

れ
は

主
と
し
て
地
主
層
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
の
系
統
由
民

会
は
、

基
本
的
に
地
主
照
の
利
援
を
体
現
す
る
団
体
と
い
う
性
格
を
も
っ

9 

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
系
統
農
会
を
地
主
悶
体
と
し
て
位
置
づ
け
た
代
表

的
な
研
究
と
し
て
、
農
業
発
達
史
調
査
会
編
『
日
本
農
業
発
達
史
』
(
第
七

巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
五
五
年
)
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後

述
す
る
。

川
注

ω同
様
、

こ
こ
で
い
う
「
農
業
利
益
」
も
、
基
本
的
に
地
主
層
の
利

益
を
指
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
系
統
曲
師
会
の
農
政
運
動
が
対
象
と
し

た

「農
業
利
益
」
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
。
系
統
段
会
の
段
政
運
動
は
、

基
本
に
米
を
対
象
に
展
開
し
た
。
そ
し
て
、
米
に
関
す
る
利
益
は
、
地
主

問問
の
利
益
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
論
文
で
は
、
「
農
業
利
益
」
を
地
主

層
の
利
益
と
し
て
位
置
づ
け
る
。



川
宮
崎
隆
次
、
前
掲
論
文
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
農
村
と
政
党
(
二

ー
農
村
諸
利
益
の
噴
出
と
政
党
の
対
応

l
」
四
八
九

l
四
九

一
頁
。

川
宮
崎
隆
次
、
前
掲
論
文

「大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
農
村
と
政
党
(
こ

農
村
諸
利
益
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
|
」

四
九

O
頁
。

川
渡
辺
究
「
世
界
農
業
問
題
」
(
宇
野
弘
蔵
監
修
『
講
座
帝
国
主
義
の
研
究
』

第
二
巻
、
青
木
書
応
、

一
九
七
五
年
)

頁

川
宮
崎
隆
次
、
前
掲
論
文

「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
農
村
と
政
党
(
二

!
農
村
諸
利
益
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
|」

四
八
九

1
四
九

一
頁
。

川
持
回
恵
三
「
食
糧
政
策
の
成
立

(
二

|
食
総
問
題
を
め
ぐ
る
地
主
と

資
本
|」

(
農
林
省
農
業
総
合
研
究
所
『
農
業
総
合
研
究
』
第
八
巻
第
二
号
、

一
九
五
四
年
)
、
中
村
政
則
「
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
の
確

立

ブ

ル

ジ

ョ
ア
・
地
主
プ
ロ
ッ
ク
論
|
」
(
原
秀
三
郎
他

『
大
系
日
本
国

家
史
』
第
五
巻
近
代
目
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
八
年)、

川
東
婚
弘

『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
警
官
房
、

一
九
九

O
年)。

川
浅
田
喬
二
『
日
本
帝
国
主
義
と
旧
植
民
地
地
主
制

l
台
湾

・
朝
鮮
・
満

洲
に
お
け
る
日
本
人
大
土
地
所
有
の
史
的
分
析

l
』

(
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
六
八
年
)

金
子
文
夫
「
第
一
次
大
戦
後
の
対
植
民
地
投
資
|
中
小

商
工
業
者
の
進
出
を
中
心
に

」

(
社
会
経
済
史
学
会
『
社
会
経
済
史
学
』

第
五
一
巻
第
六
号
、

一
九
八
六
年
三
月
)
。

川
農
業
発
達
史
調
査
会
編
、
前
掲
苔

『
日
本
農
業
発
達
史
』
(
第
七
巻
)
。

川
帝
国
農
会
史
稿
編
纂
会
『
帝
国
農
会
史
稿
』
(
記
述
編
、
農
民
教
育
協
会
、

一
九
七

二
年)、

同

『
帝
国
曲
脱
会
史
稿
』
(
資
料
編
、
農
民
教
育
協
会

九
七

二
年
)
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
『
記
述
編
』
、
『
資
料
編
』
と
表
記
す
る
。

川
栗
原
百
寿
著
作
集
編
集
委
員
会
『
栗
原
百
寿
著
作
集
』
(
第
九
巻
、
校
倉

4
A
U

房、

一
九
八
四
年
)
第

一
章

・
付

E
。
系
統
段
会
の
関
係
者
に
つ
い

て

は
、
問
、
前
掲
害
『
栗
原
百
寿
著
作
集
』
(
第
五
巻
、
校
倉
書
房

lL 
-ヒ

九
年

に
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
初
出
は

同
『
農

七

i
一
三
八
頁
)

業
団
体
に
生
き
た
人
々
』

(農
民
教
育
協
会

一
九
五
三
年
)

で
あ
る
。
歴

史
的
歩
み
、
農
政
運
動
な
ど
系
統
段
会
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

岡
、
前
掲

書

『
栗
原
百
寿
作
集
』
(
第
五
巻
)

一
四
九

l
二
コ
一O
頁
。
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川
農
業
発
達
史
調
査
会
編
、
前
掲
書
『
日
本
農
業
発
達
史
』
(
第
七
巻
)
二

二
八
頁
。

川
帝
国
農
会
史
稿
編
纂
会
、
前
掲
書
『
記
述
編
』

。

川
野
本
京
子

「段
会
史
研
究
の
動
向
|
一
九
七

0
年
代
以
降
|」

(
農
業
史

研
究
会

『
股
業
史
研
究
会
報
』
第
一
六
号

一
九
八
四
年
)

一
七
頁
。

川
大
門
正
克
『
近
代
日
本
の
農
村
社
会
』
(
日
本
経
済
評
論
社

一
九
九
四

年
)
、
森
武
麿
『
戦
時
期
日
本
農
村
社
会
の
研
究
』
(
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
九
年
)
、

同

『
戦
間
期
の
日
本
農
村
社
会
|
農
民
運
動
と
産
業
組
合

ー
』

(
日
本
経
済
評
論
社
、

二
O
O
五
年
)
。

川
森
武
底
、
前
掲
書

『
戦
時
期
日
本
農
村
社
会
の
研
究
』

二
六
一
頁
。



川
大
鎌
邦
雄
「
大
正
期
に
お
け
る
成
会
と
産
業
組
合
」
(
湯
沢
誠
編
『
段
業

問
題
の
市
場
論
的
研
究
』
御
茶
の
水
書
房

一
九
七
九
年
)
、

同

二

九
二

0
年
代
の
農
業
倉
庫
に
つ
い
て
」
(
股
林
水
産
省
『
淡
業
総
合
研
究
』
第
三

五
巻
第
一
号
、

一
九
八

一
年)、

同

「
系
統
剛
脳
会
の
発
展
と
商
業
的
農
業
の

展
開
」
(
兵
庫
県
農
会
『
兵
庫
県
農
会
史

九

(
復
刻
版
)
』
不
二
出
版
、

八
七
年
)
。

川
宮
崎
隆
次
、
前
掲
論
文
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
農
村
と
政
党
(
一
)

農
村
諸
利
援
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
1

」
、
同

「大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期

の
農
村
と
政
党
三

乙

|
農
村
諸
利
益
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
|
」
(
国
家

学
会
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
三
巻
第
九

・
一
O
号
、

一
九
八

O
年)、

「大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
農
村
と
政
党
主
乙
農
村
諸
利
益
の
噴
出

と
政
党
の
対
応

l
」
(
国
家
学
会
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
三
巻
、
第
一

一
二
号、

一
九
八

O
年)。

州
大
谷
正

「大
日
本
農
道
会
に

つ
い
て
の
党
書
」
(
梅
渓
昇
教
授
退
官
記
念

論
文
集
刊
行
会
編

『
日
本
近
代
の
成
立
と
展
開
』
思
文
悶
出
版
、

九
八

四
年
)。

川
玉
真
之
介
『
主
産
地
形
成
と
農
業
団
体
戦
間
期
日
本
農
業
と
系
統
農

会

l
』
(
庭
山
漁
村
文
化
協
会
、

一
九
九
六
年
)
第
四
章
。

山
佐
藤
正
士
山
「
由民
会
の
農
産
物
斡
旋
事
業
と
出
荷
組
合
」
(
岡
山
大
学
大
学

院
文
化
科
学
研
究
科

『
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
』
第
七

巻、

一
九
九
九
年
)
、

「農
会
に
よ
る
市
場
競
争
の
展
開
」

摂
南
大
学

同

経
営
情
報
学
部
『
経
営
情
報
研
究
』
第

一
巻
第
二
号
、

二
O
O
四
年
)
。

川
松
問
忍

『
系
統
山
脱
会
と
近
代
日
本

一
九

O
O

一
九
四
三
年
』
(
勤
草

書
房

ニ
O
一
二
年
)
。

川
深
見
貨
成

「戦
時
期
の
地
方
事
務
所
に
関
す
る
一
考
察
」
(
神
戸
大
学
史

学
研
究
会
『
神
戸
大
学
史
学
年
報
』
第
二
三
号
、
二

O
O
八
年
)
、
同
「
戦

間
期
の
農
会
技
術
員
に
関
す
る

一
考
察
」
(
大
阪
歴
史
学
会
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

第
二
一
四
号
、

二
O
O
九
年
)
。

山
手
塚
雄
太
「
『
挙
国

一
致
』
内
閣
期
の
政
党
と
利
益
団
体
第
六
六
議
会

同

の
『
爆
弾
動
議
』
を
め
ぐ
っ
て

l
」
(
日
本
歴
史
学
会
『
日
本
歴
史
』
第
七

11 

三
九
号
、

二
O
O
九
年
二
一
月
)
。

凶
例
外
的
に
、
大
内
カ
氏
は
、
戦
前
期
の
国
家
財
政
に
お
け
る
米
価
政
策

の
影
響
を
論
じ
た

(
同
『
日
本
農
業
の
財
政
学
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

九
五

O
年
、
第
二
章
第
三
節
)
。

川
持
田
恵
三
、
前
掲
論
文

「食
縮
政
策
の
成
立

(
二

|
食
糠
問
題
を
め

ぐ
る
地
主
と
資
本
|」。

川
守
田
志
郎

『
米
の
百
年
』

(
御
茶
の
水
舎
一一房、

一
九
六
六
年
)
。

川
中
村
政
則
、
前
掲
論
文

「
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
型
の

確
立
|
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
プ
ロ
ッ
ク
論

l
」
三
七

i
三
八
頁
。

川
川
東
路
弘
、
前
婦
警
『
戦
前
日
本
の
米
側
政
策
史
研
究
』。



川
こ
の
他
、
彼
井
誠

(
同
『
米

そ
の
政
策
と
運
動
』
上
巻
、
股
山
漁
村

文
化
協
会

一
九
八
九
年
)

や
加
瀬
和
俊
(
同

「両
大
戦
間
期
に
お
け
る

農
業
政
策
と
農
村
側
の
対
応
」
歴
史
学
研
究
会
『
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集
』

一
九
八
三
年

一
月
)
等
の
研
究
が
あ
る
。

川
大
豆
全
国
稔
『
近
代
日
本
の
食
糧
政
策

l
対
外
依
存
米
穀
供
給
構
造
の

変
容

l
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
舎
一
房
一
、

一
九
九
三
年
)
。

山
栗
原
百
寿
著
作
集
編
集
委
員
会
、
前
掲
煮
詰
栗
原
百
寿
作
集
』
(
第
五
巻
)

一
六
六
頁
。
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第
一
章

一
九
一

0
年
代
に
お
け
る
兵
庫
県
農
会
の
米

価
対
策

は
じ
め
に

本
草
の
目
的
は

一
九
一

0
年
代
に
お
け
る
兵
庫
県
の
米
穀
市
場
動
向

と
兵
庫
県
曲脱
会
の
米
価
対
策
と
を
、

全
国
的
の
動
向
と
比
較
検
討
し
て
、

そ
の
米
側
対
策
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

日
露
戦
争
以
降
、
米
価
問
題
は
、
地
主
と
資
本
家
の
利
害
が
鋭
く
対
立

し
た
代
表
的
な
案
件
で
あ
っ
た

日。

特
に
、
米
穀
関
税
に
関
す
る
問
題
を
め

ぐ
っ
て

地
主
利
害
を
代
弁
す
る
議
員
は

内
地
農
業
保
殺
の
た
め
に

内
地
米
価
格
の
維
持
と
植
民
地
米
移
入
税
の
復
活
を
強
く
訴
え
た
。

れ

に
対
し
て
、
資
本
家
の
利
害
を
代
弁
す
る
議
員
は
、
槌
民
地

「開
発
」

た
め
に
、

内
地
に
お
け
る
食
糧
の
充
足
と
植
民
地
米
移
入
税
の
廃
止
を
求

め
た
。
第

一
次
大
戦
勃
発
以
降
、

不
況
と
豊
作
に
よ
る
米
価
下
落
に
伴
つ

て
、
帝
国
議
会
や
米
価
調
節
調
査
会
な
ど
国
家
レ
ベ
ル
で
は
、
米
価
政
策

が
具
体
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
系
統
般
会
も
そ
れ
に
対
応
す

る
形
で
、

建
議
活
動
を
活
発
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
米
価
政
策
史
研
究
で
は

一
九
一

0
年
代
を
内
地
米
と
植

民
地
米

及
び
外
国
米
を
関
連
付
け
て
政
策
が
形
成
さ
れ
る
時
期
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
る
。
例
え
ば

川
束
縛
弘
氏
は
、
帝
国
議
会
や
米
側
調
節

調
査
会
に
お
け
る

地
主

ブ
ル
ジ
ョ
ア

天
皇
制
官
僚
、
植
民
地
官
僚

な
ど
諸
勢
力
の
議
論
を
中
心
に
米
価
政
策
の
形
成
過
程
を
分
析
し
た
。
そ

の
結
果
、

川
市
民
氏
は

日
露
戦
後
の
日
本
の
米
価
政
策
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

利
害
と
地
主
的
利
害
と
の
翻
節
、

調
整
的
米
側
政
策
の
始
ま
り
と
し
て

位
置
づ
け
た

は。

ま
た
、
大
豆
生
田
稔
氏
は
、
第

一
次
大
戦
勃
発
に
よ
り
米

の
対
外
依
存
の
成
立
条
件
が
動
揺
す
る
事
態
に
直
面
し
、

食
糧
問
題
が
深

刻
化
す
る
過
程
を

政
府
の
食
樹
問
題
を
め
ぐ
る
認
識
や
政
策
構
想
か
ら

分
析
し
た
。
そ
の

上
で、

こ
の
政
府
の
食
糧
問
題
認
識
や
政
策
構
想
の
中

か
ら
食
糧
自
給
構
想
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

山。

し

13 

内、

し

こ
れ
ら
の
研
究
は

地
方
農
会
の
米
価
対
策
を
分
析
す
る
こ
と
な

く
、
帝
国
政
会
の
米
価
対
策
を
系
統
農
会
全
体
の
米
側
対
策
と
し
て
位
霞

の

づ
け
、

さ
ら
に
、

そ
れ
を
地
主
側
の
意
見
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
問
題
点

が
あ
っ
た
。

一
方
、
系
統
山
脳
会
の
農
政
運
動
史
研
究
で
は
、
栗
原
百
寿
氏
H
や
宮
崎
隆

次
氏

日
が
、
系
統
農
会
の
米
価
調
節
に
関
す
る
農
政
運
動
を
明
ら
か
に
し
た
。

栗
原
氏
は
帝
国
農
会
の
醐財
政
運
動
を
紹
介
し

そ
れ
に
対
し
て
、
宮
崎
氏

は
、
系
統
副
長
会
が
利
益
団
体
化
し
て
い
く
過
程
を
系
統
農
会
と
政
党
政
治

と
の
関
係
か
ら
究
明
し
た
。
宮
崎
氏
は

明
治
農
政
の
枠
組
み
が
維
持
で

き
な
く
な
る
要
因
を
、
小
作
問
題
や
米
価
問
題
な
ど
農
村
問
題
と
提
え
た
川。



そ
れ
ゆ
え
、
系
統
段
会
に
よ
る
米
価
対
策
の
歴
史
的
段
階
性
に

つ
い
て
は

触
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
通
り
、
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、

地
方
山
脳
会
に
よ
る
米
価

対
策
の
展
開
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、

本
章
で
は
、

一
九

一
0
年
代
に
お
け
る
地
方
由民
会
の
米
価
対
策

展
開
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

分
析
対
象
と
す
る
時
期
は

一
九
一

0
年
代

特

九

O 

(
明
治

四
三
)
か
ら

一
九

一
七

(
大
正
六
)
年
で
あ
る
。
筆
者
は
、

一
九

一
八
(
大

正
七
)

系
統
炭
会
の
米
価
対
策
が
質
的
に
転
換
し
た

年
を
画
期
と
し
て
、

と
考
え
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
系
統
農
会
が

九

八

(
大
正
七
)

を
契
機
と
し
て
食
糧
自
給
論
と
米
価
対
策
と
を

一
体
化
さ
せ
て
論
じ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
前
段
階
た
る
一

九
一

O
(明

治
四
三
)
か
ら
一
九

一
七

(
大
正
六
)
年
は

系
統
剛脳
会
が

内
地
米
と

植
民
地
米
を
関
連
付
け
て
米
価
対
策
を
展
開
し
て
い
く
重
要
な
時
期
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
章
で
は
、

以
下
の
三
点
を
課
題
と
し
て
設
定
す
る
。
第

一
に
、
全
国

的
な
米
穀
市
場
の
動
向
と
兵
庫
県
の
そ
れ
に
つ
い
て
概
観
し
、

そ
の
中
で

兵
庫
県
の
米
穀
市
場
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
帝
国
農
会
の

米
価
対
策
を
分
析
し
、
帝
国
農
会
の
食
糧
自
給
論
を
検
証
す
る
。
第
三
に
、

兵
庫
県
脱
会
の
農
業
経
営
方
針
を
米
価
対
策
と
の
関
係
か
ら
を
明
ら
か
に

す
る
。

第

節

一
九
一

0
年
代
に
お
け
る
兵
庫
県
の
米
穀
市
場

第

項

都
市
部
に
お
け
る
飯
米
需
要
の
増
加

持
田
恵
三
氏
に
よ
る
と

ニ
0
年
代
の
内
地
で
は、

東
京

一
九

一
O
、

市
場
や
大
阪
市
場
へ
の
産
米
移
出
が
急
増
し
、
東
西
二
大
ブ
ロ
ッ
ク
へ
の

二
極
化
が
進
展
し
た
。

れ
は:

大
都
市
圏
の
人
口
靖
加
と
北
海
道
に
お

年

北
海
道
に
移
出
さ
れ
て
い
た
北
陸
地
方
や
東

14 

け
る
米
の
僧
産
に
伴
っ
て
、

北
地
方
の
産
米
が
、

東
京
市
場
や
大
阪
市
場
へ
と
移
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
。
例
え
ば
、

東
北
地
方
の
産
米
は
、
主
と
し
て
東
京
市
場
へ
移
出
さ
れ
、

北
陸
地
方
で
は
、
新
潟
、

富
山
県
渡
米
は
東
京
市
場
へ
、
福
井
県
産
米
は

大
阪
市
場
へ
、

石
川
県
産
米
は
西
日
本
を
中
心
と
し
な
が
ら
、

東
日
本

へ

も
移
出
さ
れ
続
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
川。

ま
た
、
東
京
市
場
や
大
阪
市
場
で
は
、
傾
民
地
米
の
消
費
量
が
多
か
っ

た
。
特
に
大
阪
で
は
、
全
国
で
最
も
多
く
の
朝
鮮
米
が
消
費
さ
れ
て
い
た
。

朝
鮮
米
は
軟
質
米
で
あ
り
、
北
陸
地
方
の
産
米
と
米
質
が
同
じ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
朝
鮮
米
は
安
価
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

特
に
北
陸
地
方
の
産

米
に
対
し
て
価
絡
と
消
費
量
の
両
側
面
か
ら
影
響
を
与
え
た

山。



九

(
大
正

二
)
年
に
な
る
と

以
下
の

二
点
で
あ
っ
た
。

A 
p 

急
曲
惜
し
た
。
そ
の
要
因
は

米
毅
輸
入
関
税
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
た
め
で
あ
る
。

台
湾
米
は
移
入
税
が

月

朝
鮮
米
と
台
湾
米
の
移
入
誌
が

第

同
年

免
除
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

神
間
米
と
外
国
米
は
米
質
が
同
じ
で
あ
っ
た
。
ま
た

米
穀
輸
入
関
税
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、

台
湾
米
の
移
入
量
が
増
加
し
た
。

米
移
入
税
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

量
一
は
急
噌
し
た
。
以
上
の
通
り
、

東
北
地
方
と
北
陸
地
方
の
産
米
の
移
出
先
が
変
化
し
た

二
0
年
代
に
お
け
る
日
本

の
米
穀
市
場
は

一
九
一

O、 第

同
年
七
月
か
ら
朝
鮮

こ
れ
に
よ
り

朝
鮮
米

の
移
入

朝
鮮
米
と
台
湾
米
の
移
入
量
が
急
増
し
た
影
響
を
う
け
る
こ
と

ニ
ル
」ル」
、

と
な
っ
た
。

で
は

兵
庫
県
の
米
穀
市
場
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

県
内
産
米
の
生
産
量
を
一
不

兵f41県の米の収穫高

米の収穫高 全国におけ
(石) る順位

1910年 2.128，296 2 

1911年 2.286.954 3 

1912年 2.410.216 2 

1913年 2，151，628 4 

]914年 2，410，216 2 

1915年 2.151.682 3 

1916年 2，560.210 2 

1917年 2，353，236 2 

[一;在ト1]

【表
1
1
1】

l土

"'典良向路大l目当凶徒JI;烹rl¥様民統計変』

終年度、

し
た
も
の
で
あ
る。

こ
れ
に
よ

る
と
、
県
内
産
米
の
生
産
量
は
、

九

O 

(
明
治
四
二
一
)

年

lま

一
二
八
，
二
九
六
石
(
全

圏
第
二
位
)

で
あ
り

九

(
大
正
三
)

四

年
に
は

二
，
凹

O 

一
二
六
石

(
全
国
第
二

冒一 ， 首 a 晶 .-

県内産米 県タト産米 朝鮮米 台 湾来 外国米

1910年 8$.41 11.54 0.04 0.01 0.00 

1911年 86.66 12.81 0.05 0.02 0.46 

1912勾三 82.39 16.92 0.02 0.07 0.60 

1913年 86.60 10.20 0.28 1. 10 1. 82 

1914勾王 91. 21 6‘97 1. 08 。‘ 72 0.02 

1915年 86. 38 11咽 45 1. 71 0.44 0.02 

1916年 88.73 10‘03 。."9 0.34 0.01 

1917年 86. 75 11. 12 0.66 0.85 0.62 

IIlf.:r.，% [表1-2]県内に流通する各産米る
県
内
産
米
の
割
合
は

で
あ
り

九

O 

注 似内問;f'.Ci')歓fiO:rま 貼外や市外植民地への柑移附 II~ も合んだ数怖にみミ
づく.

位
)

年
に
は

九

七

大
正
六
)

三
五
三
，
二
三
六
石

(全
国
第

二
位
)

で
あ
っ
た
。
兵
庫
県
は

全

国
屈
指
の
米
の
生
産
地
だ
っ
た
の
で

山興兵'"臥公約妨l'e所『兵庫県般物検必線告』 名年食品

記 米の内九一流 あ
す穀でに 一 九通県る
る肥あ流七 ー し内
)料る通~ 0 て 産

市 。 す大(い米
場こる正明たは

れ各六 1台 。
に産)四

よ米年三
るをに)

と示お
しけ
たる
も県

主
と
し
て
県
内
に

【表
1
1
2
】

l立

年
か
ら

15 

神
戸

(
以
下

神
戸
と
表

に
流
通
す
る
産
米
に
占
め

(
明
治
四
=
一
)
年
に
は
八
八

・
四

一
一%

ま
た

【表

1
1
3】

一
九

一
四
(
大
正
三
)
年
に
は
九

県
内
に
流
通
す
る
県
内
産
米
に
お
け

る
県
外

海
外

に
し
品

λω

と、

-
一
二
%
に
ま
で
達
し
た
。

年

一
八

・
七

一
%、

九

植
民
地

へ
の
輸
移
出
率
は

九

じ

(
大
正
六
)
年

九

O 

(
明
治
四
三
)

(
大
正
四
)

年

一
四
・

三
四
%
、

-
七
O
%
で
あ
り
、

の
二
O
%
に
も
充
た
な
か
っ
た
。

県
内
に
流
通
す
る
県
内
産
米

こ
の
こ
と
か
ら

神
戸
に
流
通
し
た
産



[表1-3J県内産米の輪移出状況

県内に流通 している以内 県外

外語草米植に民お地けへるの県輸外移、出構串 大阪府 京都府
梅外 ・植民地

1910年 18. 71 96.09 80. 41 9.46 3.91 

1911年 16. 28 96.60 80.65 8. 28 3.40 

1912年 13.80 95. 79 79.24 10.38 4.21 

1913年 14.34 95.51 69.37 19. 98 4.49 

1914年 14.01 95.41 75.31 13.02 4. 59 

1915年 10.42 94. 29 80.26 9.83 5.71 

1916年 13.81 97.40 73.67 12.86 2.60 

1917年 11. 70 98.88 69. 24 14.34 1. 12 

"①県外>i毎外納民地の鎗修出 ;lj1 それぞれ 県内に掩通Lている県内，~ 米における以外海外 。 縞民櫓への械
移出ドを 1阻止 し て渇き州 Lた紘航である. 申入阪府 bj(偲府Aの符tW，~:1 . d-附，、の修fI.l!it/I'.¥.9事への移訓告をXlOOに

よって求めbれた段位である

米
の
大
部
分
を
、
県
内
産
米
が

占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
ほ
か
、
県
内
産
米
は
、

主

と
し
て
、
大
阪
府
と
京
都
府
に

出典兵庫県殺鈎検在所 m低限怪物険佼満+瓦周年叫!Z.tJ 092:1刷。月)1沼 139i1. 

神のの 4 口県分況 少民移
戸で人 】 がで析と次な地出
市あ口は噌は対のにかへさ
のるの 加 、 象 関 、 つ の れ
人。 推兵 し都期連人た輸

こ 移庫 て市にを口と移お

はれを事ぃ事おみ主ぃ出り
漸 に示 k.ぜいて鹿えは

噌よ し 立 二中てみ米る
傾るた埜表 IL' 、子流。常外
向とも戸 1 に兵しつ通 に や

市 1 人庫。状

に
あ
っ
た

円。

兵
庫
県
の
人
口

も
神
戸
市
の
人
口
と
と
も
に
滑
加
し
て
い
た
。

単位 一%こ
の
こ
ろ
、

都
市
部
で
は

米
食
の
普
及
が
進
み

【表
1

5
】

っ
て
い
た

川。

神
戸
で
も
、

飯
米
需
要
も
高
ま

li疫H I兵 庫 県及び神戸市の人
口推移

兵車県 神 戸市

1910年 2.022.985 "01，932 

1911年 2，052，907 415.349 

1912年 2，087，122 431. 378 

1913年 2，134，592 140.766 

1914年 2. 163， 184 457，116 

119日年 2，214，932 498，317 

1916年 2.266，026 529，865 

1917年 2，299.727 558，319 

1918年 2.311，390 591. 393 

1919年 2，389，698 630，663 

1920年 2，424.006 688，491 

1921年 2，473，157 714，976 

を
見
て
ほ
し
い
。
【
表
1
1
5
]

1;1: 

九

(
明
治
四
四
)

単位 ，人

出~:f、<<il\ 1\<*験段齢冨』 毎年~. 縛l'巾
'伸戸市館前理引終句~.

でそ流 O
あの通)

る流し
o 通 て

丞い
をた
表輸
し移
た 入
も米
のと

年
か
ら

一
九

(
大
正

年
に
お
い
て

神
戸
に

こ
れ
に
よ
る
と
、

九

(
明
治
四
悶
)
年

に
お
け
る
県
外
各
産
米
、
朝
鮮
米
、
台
湾
米
、
外
国
米
の
総
輸
移
入
量
は
、

五
ノ、

四

一
三
六
俵
で
あ
っ
た
が

九

七

(
大
正
六

年
に
は
四
四

16 

五
六
八
俵
と

事{'J

-
六
八
倍
に
増
加
し
て
い
た
。

そ
の
詳
細
を
み
る
と
、
神
戸
で
は
、
大
阪
府
産
米
(
摂
津
米

・
河
内
米
)

と
岡
山
県
産
米
が
、
そ
の
半
分
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
に
、
京
都
府
産
米
、

奈
良
県
産
米
を
加
え
る
と
約
六

O
%
で
あ
り

神
戸
で
は

主
と
し
て
、

兵
庫
県

の
周
辺
地
域
か
ら
産
米
を
移
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ら
れ
る
。

た
だ
、

つ
に
は

分
析
対
象
期
を
細
か
く
み
て
み
る
と
、

米
の
総
移
入
量
が

こ
の

聞
に
も
変
化
が
み

も
つ

飯
米
需
要
の
滑
加
に
伴
っ
て
、

朝
鮮
米
と
台
湾
米
は

一
九

増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。

(
大
正
二
)

年
か
ら

輸
移
入
米
に
変
化
が
生
じ
た
。

県
外
産
米

神
戸
へ
の
流
通
量
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。

次
大
戦
期
よ
り
、

つ
は
、

(特
に
鳥
取

山
口
県
産
米
)
は
第



単位能

大阪府産米 奈良県 京都府 岡山県 鳥取県 山口県
朝鮮来 台湾最

外国米 総輸移

摂津米 河内米 産米 産米 産米 産米 産米 主な国名 入量

1911年 69.701 52.967 9.041 4，974 35.818 5，817 2.000 924 2.985 9.116 消 264.136 

1912年 106，106 20，972 6，543 20.972 30，947 3， 566 8，568 215 924 8，639 不明 250，210 

1913年 77.519 5，925 7，829 13.112 56，057 2，228 1， 734 5句 796 22.559 37，467 不明 275.676 

支那、酉買、
1914年 123.234 6.475 11.6臼 11，496 56，576 1，577 467 38.479 23，951 7，530 逼羅、関貴、 315.297 

安南、その他

1915年 149，846 9，470 31.530 16，900 65，474 2.830 28，015 53，651 25.749 622 支那 438，441 

1916年 128，340 7，775 21，877 7.577 49，796 1.817 26，859 29.516 13.629 148 支那 377.673 

1917年 120，672 3，235 6，589 39.897 95. 187 38，524 11，077 22.594 11，347 24.935 支郡、西武 445.568 

闘賞、西買.

支郎‘東京、
1918'~ 124. 728 5.156 14，916 16.178 88.546 60，589 27，534 55.005 29.406 184，054 軍羅、安南、 831.567 

その他の外国
米

主郎、東京、

1919年 162，614 19.242 6，100 14，771 112，371 89.727 112，644 104.137 12.923 74，075 車羅.西買、
875，880 

間貢、その他
の外国米

1920年 137，905 982 2.735 20，938 同.718 46.065 21.193 40，067 8.403 2，800 不明 453， 192 

1921年 131.458 2.216 2.242 24.914 153，291 62.886 110.695 75，204 8，522 3，963 不明 700.240 

I君主1-5)神戸市場に流通した主な産米とその流通量

!l iJ;神戸市樹iιìt ll!iした均体tf.:t:. "J:t柵"以下の~~..:'ある 奈良駄iiitr!kflrt:，.':":偲Xl.HIま丹読ま 関山恥S米"錨備本 編 中 米 安11'来、 鳥取県信米"肉町、;ー 似KI.t.u時錨*'

LUUl¥Al'r1防WI-，であ aた

北納入 艇の国4誌が本史"に￡されてい々ぃ~~じついて位 外ItI米の主党悶名J).;~ r FIflIとlUiした

fflA 民JIIq\:忽候他ι 前掲.r呉H島県米m貧.栂告』符年~

次
節
で
は

特
に
台
湾
米

朝
鮮
米
、
外
国
米
の
動
向
に
注
目
し
、
当

該
期
神
戸
の
米
穀
輪
移
入
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第

項

神
戸
に
お
け
る
産
米
流
通
状
況

( 

) 

台
湾
米

ま
ず
、

神
戸
に
お
け
る
台
湾
米
の
流
通
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

【表
1
1
5
】

に
よ
る
と

神
戸
に
お
け
る
台
湾
米
の
流
通
量
は

九

(
明
治
四
四
)
年
に
は
、
僅
か
に
二
，
九
八
五
俵
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

九

(
大
正

二
)
年

第
一一一

O
帝
国
議
会
に
お
い
て

外
国
米
輸
入

税
撤
廃
が
退
け
ら
れ
る
と
、

外
国
米
と
競
争
関
係
に
あ
っ
た
台
湾
米
の
移

17 

入
量
は
全
国
的
に
急
増
し
た

川。

神
戸
で
も

九

(
大
正
二
)
年
か

ら

台
湾
米
の
移
入
金
が
急
増
し
た
こ
と
を
上
記
の
表
か
ら
読
み
取
る

と
が
で
き
る
。

一
九

一
五

そ
し
て

(大
正
四
)
年

神
戸
に
お
け
る
台

湾
米
の
流
通
誌
は
、

二
五
，

七
四
九
俵
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
台
湾
米
の
流
通
盆
は
減
少
し
た
が

米
輸
入

依
然
と
し
て
、

関
税
の
維
持
決
定
前
よ
り
は
相
当
に
上
回
る
状
態
で
推
移
し
た
。
し
か
し

台
湾
米
の
消
品
質
に
つ
い
て

『
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
沿
革
誌
』
に
は

「実

際
神
戸
に
於
け
る
消
費
は
殆
ど
数
ふ
べ
き
も
の
」

川
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
通
り

神
戸
に
お
け
る
台
湾
米
の
消
費
量
は
少
な
か
っ
た
。



つ
ま
り
、

台
湾
米
の
消
費
地
で
は
な
く
、
集
散
地
と
さ
れ
て
い

神
戸
は
、

た
の
で
あ
っ
た
。

( 

ー
) 

朝
鮮
米

次
に
、
神
戸
に
お
け
る
朝
鮮
米
の
流
通
状
況
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

表

1
1
5
】
に
よ
る
と
、
神
戸
に
お
け
る
朝
鮮
米
の
流
通
抵
は
、

一
九

一

明

治
四
四
)

わ
ず
か
に
九

二
四
俵
で
あ
っ
た
。

九

し
か
し

年
で
は

三
(
大
正

二
)
年
か
ら
朝
鮮
米
移
入
税
が
廃
止
さ
れ
、

神
戸
で
は
、
朝
鮮

米
の
流
通
量
が
急
増
し
た
。

(
大
正
三
)
年
に
は
三
八
，

四
七

九

四

1L 
俵

五
三
，
六
五

九

五

(
大
正
四
)
年
に
は
さ
ら
に
増
加
し
て

一
俵
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

一
転
し
て
、

九

七

(
大
正
六
)
年
ま
で

朝
鮮
米
の
流
通
訟
は
減
少
し
た
。
神
戸
に
お
け
る
朝
鮮
米
に
つ
い
て
み
る

と

『
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
沿
革
誌
』
に
は

朝

「
神
戸
は

一
段
下
り
て

鮮
米
の
移
入
量
は
全
国
|
筆
者
)
第
二
位
を
占
む
る
と
い
え
ど
も
、

白
地

の
消
費
は
全
体
の
約
二
割
を
趨
へ
ず
、
多
く
は
他
地
方
へ
供
給
し
つ
〉
あ

り」

叶
と
記
さ
れ
て
お
り
、
朝
鮮
米
も
台
湾
米
と
同
傑
に
、
神
戸
に
お
け
る

消
費
量
は
多
く
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、

神
戸
は
台
湾
米
の

場
合
と
同
様
、
朝
鮮
米
の
消
費
地
で
は
な
く
集
散
地
で
あ
っ
た
。
た
だ
し

朝
鮮
米
は
台
湾
米
と
異
な
り

県
内
産
米
と
同
じ
時
期
に
移
出
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、

次
に
朝
鮮
米
が
県
内
産
米
の
価
絡
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

{
図
1

1
】

一
九
二
一
一

(
大
正
二
)
年
五
月
か
ら

一
九
一

八

l立

大

正
七
)

年
三
月
に
お
け
る
朝
鮮
米
移
入
量
と
、

県
内
産
米
の
標
準
米
で
あ

る
矯
州
赤
三
等
米
価
格
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と

神
戸

に
お
い
て
朝
鮮
米
の
移
入
量
が
急
場
し
た
時
期
は

一
九

一
四
(
大
正
三
)

年
一
二
月
か
ら

一
九
一
五

(
大
正
四
)
年
四
月
、

同
じ
年
の
一
二
月
、

九

ノ、

(
大
正
五

年
三
月
か
ら
五
月

神

以
上
三
つ
の
時
期
で
あ
る
。

戸
で
県
内
産
米
が
最
も
流
通
し
た
時
期
は

一
二
月
と
一
月
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
特
に
県
内
産
米
に
対
し
て
影
響
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る

一
九
一

四
(
大
正
三
)
年
一

二
月
の
神
戸
の
状
況
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
よ
う
。
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ま
ず

(
大
正

年

一
二

月
に
お
け
る
神
戸
の
状
況
に
つ

九

四

い
て
確
認
す
る
。
【
表
1
1
1
】

(
大
正
三
)
年
は
曲
目
且

の
通
り

九

四

作
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

県
内
産
米
の
標
準
米
で
あ
る
播
州
赤
三
等
米

の
一
石
当
り
の
価
格
は
、

年
八
月
は
一
五
円
八
五

九

四

(
大
正
三
)

銭
、
九
月
は

一
四
円
七
四
銭
、

一
O
月
は

一
三
円
二
四
銭
、

月
は

二
円
九
八
銭

一
円
五
五
銭
と
下
落
し
た
。

方

こ
の
年

月
は

の

一
二

月
、
神
戸
へ
の
朝
鮮
米
移
入
量
は
四
，
八
七
八
依
で
あ
り
、

れ

を
皮
切
り
に
、

朝
鮮
米
移
入
量
は
急
憎
し
た
。
具
体
的
に
は
、

朝
鮮
米
の

移
入
量
は

九

五

(
大
正
四
)
年

一
月
に
は
八
，

四
三
九
俵
、

月

l立

一
.
四
四
五
俵
に
達
し
た
。

朝
鮮
米
移
入
量
は
減
少

そ
れ
以
降



し

二
月
に
は
九，

つ
い
て

「
年
末
の
切
迫
と
産
地
金
一
般
の
緊
縮
に
地
廻
正
米
は
殆
ん
ど
決
河

六
四
八
俵

四
月
に
は
七
，

七
三

O
俵
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に

こ
の
年
の

一
二

月
は

播
州
赤
三
等
米
価
絡
の
下
落
と
朝

の
勢
を
以
て
市
場
へ
流
出
し
来
り
」

川
と
記
さ
れ
て
い
た
。
紙
面
は
、
県
内

鮮
米
移
入
量
の
僧
加
が
重
な
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

よ
っ
て
、

産
米
価
格
が
下
落
し
た
要
因
を

『
神
戸
又
新
日
報
』
に
は

県
内
産
米
価
格
の
下
落
の
要
因
に

「
年
末
の
切
迫
と
産
地
金
融
の
緊
縮
」
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県
内
産
米
の
下
落
は
端
涜
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
朝

鮮
米
の
移
入
量
は

一
九

一
四

(
大
正
三
)
年

一
二
月
か
ら
急
憎
し
た
。

た
、
朝
鮮
米
移
入
量
が
増
加
し
た

一
九
一
四
(
大
正
三
)
年

一
一
一月
以
降
、

県
内
産
米
価
格
は
上
昇
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
米
移
入
量
の
増

加
が
、
県
内
産
米
価
格
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

え
7
り
に
、

(
大
正
四
)

年

一
二

月
と

一
九

一
六

(
大
正
五
)

一
九
一
五

年
四
月
も
、
朝
鮮
米
移
入
量
は
噌
加
す
る
が

県
内
産
米
側
絡
は
下
落
し

な
か
っ
た
。

よ
っ
て
、

朝
鮮
米
移
入
盆
の
増
加
が
県
内
産
米
価
格
を
下
溶

さ
せ
る
要
因
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

要
す
る
に
、

分
析
対
象
期
に
お
い
て
、

神
戸
は
朝
鮮
米
の
集
散
地
で
あ

り

そ
の
消
費
量
は
多
く
な
か
っ
た
。

朝
鮮
米
移
入
盈
が
急

そ
れ
ゆ
え

精
し
で
も
、

県
内
産
米
価
格
が
下
落
す
る
直
接
の
要
因
に
は
な
ら
な
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

( 

) 

外
国
米

神
戸
港
は

全
国
一
の
外
国
米
輸
入
港
で
あ
っ
た
ロ

【
表

1
・
5
】
に
よ

る
と

一
九

一
三

(
大
正
二
)
年
は
三
七
，

大

四
六
七
俊
、

九

七

正
六
)
年
は
二
四
，

九
三
五
俵
と

一
時
的
に
輸
入
量
が
僧
加
し
た
。
し

か

し、

【
表

I
'
2
】
の
通
り
、
神
戸
に
お
け
る
各
産
米
の
流
通
量
全
体
に
占
め

る
割
合
は
、

一
九

一
三
(
大
正
二
)
年
の
一

・
八
二
%
が
ピ
ー
ク
で
あ
り
、

全
体
と
し
て
極
め
て
少
な
い
状
況
で
推
移
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
、

神
戸
で
は

ま

消
費
も
少
な
く
、
県
内
産
米
価
格
へ
の
影
響
は
な
か
っ
た
。

し
か
し

(
大
正
七
)

年
四
月
、
政
府
が
外
米
管
理
令
を
公

九

八

布
し
て
以
降
、

外
国
米
は
県
内
産
米
価
格
に
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
詳
し
く
述
べ
る
と
し
よ
う
。

(
四
)

括

以
上
の
通
り
、

一
九

一
0
年
代
か
ら
一
九
二

0
年
代
に
お
い
て
、
東
北

地
方
や
北
陸
地
方
の
産
米
が
、
北
海
道
か
ら
東
京
市
場
や
大
阪
市
場
へ
移

出
先
を
シ
フ
ト
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、

全
国
の
米
穀
市
場
が
東
西
二
大
ブ
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ロ
ッ
ク
化
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
米
輸
入
関
税
の
維
持
と
朝
鮮
米
移
入

税
の
廃
止
に
よ
り
、
内
地
で
は
、

朝
鮮
米
や
台
湾
米
の
移
入
品
が
糟
加
し

た

こ
の
時
期
、
都
市
部
で
は
、
飯
米
消
費
量
が
増
え
て
い
た
が
、

員立

的
に
、

大
都
市
酪
で
は
朝
鮮
米
や
台
湾
米
の
消
費
量
が
多
く
、

東
北
地
方

や
北
陸
地
方
の
産
米
は
、
朝
鮮
米
や
台
湾
米
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。

方

神
戸
で
も
、

都
市
部
の
人
口
拡
大
に
伴
い

県
外
産
米
、
台
湾

米
、
朝
鮮
米
、

外
国
米
の
流
通
量
が
糟
加
し
た
。

神
戸
は
台
湾

し
か
し
、

米
、
朝
鮮
米
の
集
散
地
で
あ
っ
た
た
め
、

-
」
れ
ら
の
産
米
が
県
内
産
米
価



格
に
直
接
影
響
を
与
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、

神
戸
に
お
い
て
、
外

国
米
の
流
通
量
は
い
ず
れ
も
緩
め
て
少
な
か
っ
た
。

総
じ
て
、
神
戸
は
全
国
の
米
穀
市
場
に
比
べ
、
県
内
産
米
価
格
は
植
民

地
米
移
入
の
影
響
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

で
は
、

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

兵
庫
県
農
会
は
ど
の
よ
う
な
米
価

対
策
を
講
じ
て
い
っ
た
の
か
。
帝
国
農
会
と
兵
庫
県
農
会
の
米
側
対
策
を

比
較
検
討
す
る
た
め
に
、

次
節
で
は
、

ま
ず
、
帝
国
農
会
の
米
価
対
策
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

第

節

帝
国
農
会
と

「
内
地
自
給
」
論

第
一
項

米
価
調
節
運
動
の
特
徴

戦
前
期
日
本
に
お
い
て
、
食
続
問
題
と
米
価
問
題
が
本
絡
的
に
議
論
さ

れ
る
の
は

日
露
戦
争
の
戦

日
露
戦
争
以
降
で
あ
っ
た
。
そ
の
発
端
は

費
調
達
の
た
め
、
桂
太
郎
内
閣
が
米
穀
に
輸
入
関
税
を
課
し
た
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の
と
き
の
米
穀
関
税
論
争
の
特
徴
は

地
主
の
利
害
を
代
弁
す

る
議
員
と
資
本
家
の
利
益
を
代
弁
す
る
議
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「段
本
主
義
」

論
と

「
商
工
立
国
」
論
に
分
か
れ
て
論
陣
を
張
り
、
激
し
い
議
論
を
展
開

し
た
。

中
村
政
則
氏
は
、

「
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
の
確
立

l
ブ

ル
シ
ヨ
ア
・
地
主
ブ
ロ
ッ
ク
論
|
」

の
中

で

地
主
の
利
害
を
代
弁
す
る

議
員
が
米
価
を
高
位
に
調
節
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
理
由
を

以
下
三

点
挙
げ
て
い
る
川。

第
一
に

「
戦
後
経
営
」

に
よ
っ
て

地
主
が
過
藍
な

租
税
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
低
米
価
と
租
税
の
重
圧
が
、
由
民

村
を
疲
弊
さ
せ
る
こ
と
。
第
三
に
、

国
防
上
、

国
内

米
穀
関
税
を
設
け
、

の
農
業
を
保
護
し
、
食
指
の
自
給
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と

。コ

点

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
資
本
家
の
利
益
を
代
弁
す
る
議
員
は
、

次
0コ

通
り
述
、
へ
た
。
第

一
に

国
防
上
食
糧
自
給
よ
り
重
要
な
の
は

「
武
器
の

独
立
」
で
あ
る
。
第
二
に
、

「
富
国
」
の
基
礎
に
は
商
工
業
の
発
展
が
あ
る
。
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だ
が
、
高
米
価
は
商
工
業
の
発
展
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
。
第

日
本
の
農
業
は
営
利
を
求
め
て
お
ら
ず

労
働
力
が
有
効
に
使
わ

れ
て
い
な
い
。

「
大
国
を
維
持
し
て
行
く
」

た
め
に
は

労
働
力

む
し
ろ

を
よ
り
有
効
な
工
業
に
移
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
通
り
、

中
村

氏
は
、

地
主
と
資
本
家
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
代
弁
す
る
議
員
の
議
論
を
ま

と
め
て
い
る
。

こ
の
地
主
利
害
を
代
弁
す
る
議
員
に
よ
る
米
価
維
持
の
議
論
は

当
時

展
開
し
て
い
た
滅
租
運
動
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
。

一
九
一
四
(
大
正
三
)

年
、
全
国
商
工
業
者
が
、
商
業
会
議
所
や
商
工
協
会
を
中
心
と
し
て
営
業

税
軽
減
運
動
を
開
始
し
た
。

こ
れ
が
次
第
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
営
業
税



の
全
廃
を
求
め
る
運
動
へ
と
発
展
し
た
。

そ
の
た
め
、
農
業
者
の
利
益
を

際
開
閉
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て

系
統
農
会
は
中
央
農
政
倶
楽
部
を
組
織

し
、
商
工
業
者
の
運
動
に
対
抗
し
た

川。

そ
し
て
、
地
租
の
減
免
を
求
め
た
。

こ
れ
が
減
租
運
動
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
中
央
農
政
倶
楽
部
の
他
に

部
の
地
方
曲
脳
会
で
も
、

同
様
の
運
動
団
体
が
組
織
さ
れ
、

そ
の
数
は
全
国

で
一
五
団
体
に
上
っ
た
。

減
租
運
動
に
お
い
て
、

中
央
農
政
倶
楽
部
は
、

米
価

中
小
農
の
保
護
、

調
節
、
農
家
の
負
担
軽
減
、
段
業
教
育
の
充
実
等
を
政
府
に
訴
え
た
。
中

で
も
、

米
価
調
節
は
急
を
要
す
る
と
し
て
、

中
央
農
政
倶
楽
部
は
こ
れ
を

政
府
当
局
者
に
陳
情
し
た

日。

そ
れ
を
背
景
に
、
帝
国
幽師
会
は
、
農
家
経
営

を
救
済
す
る
た
め
、

地
租
の
軽
減
や
低
利
資
金
の
融
通
な
ど
に
よ
っ
て
、

米
価
を
高
位
に
安
定
す
る
よ
う
、
政
府
に
要
望
し
た
リ
こ
の
よ
う
に
、
系

統
農
会
は
、
帝
国
般
会
や
中
央
農
政
倶
楽
部
を
通
し
て
減
租
遮
動
を
展
開

し
て
い
た
が
、
第

一
次
大
戦
が
勃
発
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

活
動
を
中
断

せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た。

第

一
次
大
戦
が
始
ま
る
と

こ
れ
に
よ
る
不
況
と
豊
作
が
重
な
り

内
で
は
米
価
が
下
溶
し
た
。

(
大
正

三
)
年

O 

そ
の
た
め

九

四

月
、
帝
国
由
民
会
や

一
部
の
地
方
農
会
、

そ
し
て
、

そ
の
関
係
団
体
は
、
新

た
に
米
価
調
節
運
動
を
展
開

し
た
。
具
体
的
に
は
、
帝
国
幽
脱
会
、

北
海
道

脱
会
、
京
都
、

大
阪
各
府
胤脳
会
、

兵
庫
、

秋
田
、
宮
城
、
富
山
、
新
潟
、

和
歌
山
、
徳
島
各
県
般
会
、

そ
し
て
、

中
央
農
政
倶
楽
部
、
宮
城
県
燦
政

会
、
新
潟
県
農
政
研
究
会
、

計

一
四
団
体
が
政
府
に
対
し
て
建
議
を
提
出

し
た
。

研
究
史
で
は
、
米
価
調
節
運
動
に
お
け
る
米
価
対
策
の
特
徴
を

こ
れ

ら
の
団
体
が
朝
鮮
米
移
入
税

の
復
活
と
台
鮮
米
代
用
制
度
の
撤
廃
を
主
張

し
て
い
た
点
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
資
本
家
の
利
益
を
代
弁
す
る

議
員
は
、

低
米
側
実
現
の
た
め
に
、
植
民
地
米
を
積
極
的
に
移
入
す
べ
き

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
米
側
調
節
運
動
に
お
い
て
、

帝
国
農
会
は
、

朝
鮮
米
移
入
税
の
復
活
と
台
鮮
米
代
用
制
度
の
撤
廃
に
よ

っ
て
、
値
民
地
米
移
入
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、

内
地
米
価
格
を
高
位
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に
維
持
す
る
よ
う
求
め
た
。
米
価
調
節
運
動
は
、
減
租
運
動
に
お
け
る
対

商
工
業
と
い
う
性
格
を
色
濃
く
帯
び
て
お
り

そ
の
こ
と
が

特
に
米
価

対
策
に
お
け
る
植
民
地
米
の
位
置
づ
け
の
中
で
最
も
表
れ
た
と
評
価
さ
れ

て
い
る
川
。
し
か
し
、
実
際
に
、
系
統
段
会
や
関
係
団
体
の
建
議
内
容
を
詳

細
に
み
て
い
く
と

必
ず
し
も
そ
の
評
価
は
正
し
く
な
い
。

国

{表

1

6
】

は
、
米
価
調
節
運
動
に
お
け
る
系
統
由民
会
及
び
関
係
団
体

の
建
議
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
朝
鮮
米
移

入
税
の
復
活
と
台
鮮
米
代
用
制
度
の
撤
廃
の
要
求
、

も
し
く
は
、

政
府
の

植
民
地
米
移
入
政
策
に
対
す
る
批
判
を
明
記
し
た
団
体
は
、
帝
国
曲
師
会

秋
田
県
段
会
、

富
山
県
段
会
、

京
都
府
醐
脱
会
、
徳
島
県
農
会
の
五
団
体
に
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【表
[-6

]
米

価
制

節
運

動
に

お
け

る
系

統
股

会
及

び
関

係
団

体
の

建
議

の
内

容

具
体

的
な

米
価

対
策

を
あ

げ
て

い
る

団
体

と
そ

の
地

議
内

容
具

体
的

な
米

価
対

策
を

あ
げ

て
い

な
い

団
体

朝
鮮

米
移

入
税

の
復

活
や

台
鮮

米
代

朝
鮮

米
の

移
入

税
や

台
鮮

米
代

用
制

度
の

撤
廃

帝
国

段
会

、
富

山
県

股
会

用
制

度
の

撤
廃

に
対

す
る

批
判

京
都

府
脱

会
、

秋
田

県
j民

会
、

徳
島

県
股

会
的

な
文

面
を

記
し

て
い

る
団

体

政
府

に
よ

る
米

の
ロ

ヒ
帝

国
脱

会
、

富
山

県
脱

会
、

兵
肱

県
民

会
単

に
米

価
側

節
の

必
要

性
の

み
北

海
道

成
会

、
大

阪
府

股
会

、
和

歌
山

県
脱

会
を

要
望

し
て

い
る

団
体

米
般

市
場

の
改

普
(

米
紋

取
引

所
の
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米
の

移
入

税
や

台
鮮

米
代

用
制

度
の

撤
廃

を
明

記
し

て
お

ら
ず

、
さ

宮
城

県
民

会
、

新
潟

県
脱

会
、

兵
庫

県
脱

会
、

宮
城

県
ら

に
米

価
対

策
を

明
記

し
て

い
る

団
段

政
会

、
新

潟
l足

政
研

究
会

体
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低
利
資
金
の
融
通
を
政
府
に
求
め
て
い
た
。

つ
ま
り
、

米
価
調
節
運
動
を

積
極
的
に
展
開
し
た
団
体
の
半
数
以
上
は
、
政
府
の
植
民
地
米
移
入
政
策

を
批
判
し
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
具
体
的
措
置
と
し
て
、
低
利
資
金
の

融
通
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

研
究
史
上
で
は
、

米
価
調
節
運
動
に
お
い
て
、

地
主
や
系
統
農
会
が
政

府
の
績
民
地
米
移
入
政
策
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
が
専
ら
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
が

こ
れ
は
帝
国
曲師
会
を
中
心
に
分
析
し
た
場
合
で
あ
り
、

系
統

際
会
全
体
の
意
見
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
、
米
価
を
高
位
に
安
定
さ
せ
る
措
置
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
対
策
を
政
府
に
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考

え
る
た
め
に

九

四

(
大
正
三
)

(
大
正
六
)
年

年
か
ら
一
九
一
七

に
か
け
て
提
出
さ
れ
た
帝
国
農
会
と
兵
庫
県
農
会
の
建
議
を
比
較
検
討
し

』』、

。

f
b
 

次
項
で
は

ま
ず
、
帝
国
農
会
の
米
価
対
策
に
つ

そ
の
た
め
に

い
て
分
析
し
た
い
。

第

I頁

帝
国
農
会
の
米
価
対
策
と
「
内
地
自
給
」
論

帝
国
民
会
は

年
か
ら
一
九

一
六

(
大
正
五
)

九

四

(
大
正

三
)

年
に
か
け
て
、
毎
年
、

米
価
調
節
に
関
す
る
建
議
を
政
府
に
提
出
し
て
い

た

帝
国
議
会
や
米
価
調
節
調
査
会
に
、
帝
国
農
会
と
し
て
の

こ
れ
は
、

立
場
を
明
確
に
す
る
た
め
に
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
米
価
調
節
調

査
会
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
川
東
婚
弘
氏
が
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
た
め

川

こ
こ
で
は
こ
れ
に
依
拠
す
る
。

米
側
調
節
調
査
会
は
、

一
九
一
五

(
大
正
四
)
年
一

O
月
六
日

勅
令

一
七
九
号
、
米
価
調
節
調
査
会
官
制
の
発
布
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
。
そ
σコ

目
的
は

米
価
の
暴
落
を
防
止
し
、

生
産
者
と
消
費
者
双
方
の
利
益
、
農

業
と
商
工
業
双
方
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
委
員
長
は
農
商
務
大

臣
河
野
広
中
、
副
会
長
は
渋
沢
栄

一
で
あ
っ
た
。
委
員
に
は
、
政
府
官
僚

側
と
し
て
、

農
商
務
次
官
や
大
蔵
次
官
、

そ

朝
鮮
総
替
府
度
支
部
長
官
、

の
他
、
民
族
院
議
員
、

衆
議
院
議
員
、
学
識
者
が
選
ば
れ
た
。
帝
国
農
会

関
係
者
で
は
、
帝
国
内
同
会
副
会
長
で
あ
る
桑
田
熊
臓
を
は
じ
め
、
帝
国
農
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会
役
員
で
あ
っ
た
矢
作
栄
蔵

福
井
県
山
崎
会
副
会
長
で
あ
っ
た
山
回
数
な

ど
が
選
出
さ
れ
て
い
た
。

米
価
調
節
調
査
会
で
は

特
別
委
員
会
と
し
て
、
米
側
の
応
急
翻
節
策

特
別
委
員
会
と
米
価
の
恒
久
調
節
策
特
別
委
員
会
が
開
か
れ
た
。
前
者
は
、

一
九
一
五

年
一

O
月
二
四
日
か
ら

一一

六
日
の
三
日
間
開
催
さ

(
大
正
四
)

れ
、
後
者
は

(
大
正
四
)
年

一
O
月
二
八
日
と

一
九
一
六
(
大

九

五

正
五
)
年
七
月
二
一

日
か
ら

二
五
日
の
六
日
間
開
催
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

米
価
の
恒
久
調
節
策
特
別
委
員
会
に
は
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、

(
大
正
四
)
年
一

O
月
三

O
日
以
降
、

一
九

一
六
(
大

一
九

一
五

正
五
)
年
七
月
ま
で
、

全
二
四
回
開
催
さ
れ
た
。



次
に
、
帝
国
段
会
が
提
出
し
た
米
価
維
持
に
関
す
る
建
議
の
内
容
を
検

討
し
た
い
。
帝
国
際
会
の
建
議
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
川
東
氏
山
が
そ
の
詳

絢
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
兵
庫
県
民
会
の
米
価
対
策
と
の

比
較
検
討
の
た
め
、

必
要
な
点
に
絞
っ
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

一
九

一
四
(
大
正
三
)
年
一

O
月
、
帝
国
農
会
第
五
回
通
常
総
会
は
、
「
米

価
調
節
ニ
関
ス
ル
建
議
」
を
決
議
し
、
政
府
に
こ
れ
を
提
出
し
た
。

こ
れ

は
第
二
節
第

一
項
で
も
取
り
上
げ
た
が
、
改
め
て
そ
の
内
容
を
三
点
に
整

理
し
て
お
き
た
い
。

「
米
価
調
節
ニ
関
ス
ル
建
議
」
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、

帝
国
際
会
は
、
食
栂
自
給
論
な
ど
政
府
の
国
家
構
想
に
関
す
る
問
題
を
米

価
問
題
と
と
も
に
促
え
る
の
で
は
な
く
、

生
産
と
い
う
視
点
か
ら
股
業
者

の
利
益
保
護
を
論
じ
て
い
た
。
第
二
に
、
帝
国
農
会
は
、

米
価
調
節
運
動

に
お
い
て
、
段
村
の
繁
栄
を
目
的
と
し
て
、
米
側
の
高
位
安
定
を
求
め
て

い
た

山。

第
三
に
、
帝
国
農
会
は
、
内
地
に
植
民
地
米
を
出
来
る
だ
け
移
入

さ
せ
な
い
と
い
う
立
場
か
ら

政
府
の
植
民
地
米
移
入
政
策
の
転
換
(
朝

鮮
米
代
用
制
度
の
撤
廃
と
朝
鮮
米
移
入
税
の
復
活

を
求
め
て
い
た

川。

こ
の
ほ
か
、

具
体
的
対
策
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
米
の
買
上

米
毅
市

場
の
改
善
(
米
穀
取
引
所
の
改
善
、
米
穀
取
引
業
者
の
取
締
)
、

低
利
資
金

の
融
通
、

米
穀
輸
出
の
た
め
の
奨
励
金
交
付
、
農
商
務
省
の
稲
作
予
報
の

方
法
の
改
良
、
米
穀
倉
庫
制
度
の
発
展
を
そ
の
重
要
な
要
求
と
し
て
、

げ
て
い
た

山
。

ぷL
寸ー

以
上
の
通
り
、
米
価
調
節
運
動
に
お
け
る
帝
国
段
会
の
米
価
対
策
は
、

米
価
を
高
位
に
調
節
す
る
こ
と
に
よ
り
、

農
業
者
の
利
益
を
保
護
し
、

さ

ら
に
農
村
を
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
、

内
地
に
植
民
地
米
を
出
来
る
だ
け
移
入
さ
せ
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
政

府
の
植
民
地
移
入
政
策
の
転
換
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

次

九

五

年
一

O
月

二
一

日
か
ら

一
五
日
に
開
催

(
大
正
四
)

さ
れ
た
第
六
回
帝
国
農
会
通
常
総
会
で
、

「
米
価
調
節
ノ
応
急
策
ニ
関
ス
ル

建
議
」
を
政
府
に
同
提
出
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。

こ
の
建
議
の
背
景
に
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は
、
直
前
に
前
述
の
米
価
調
節
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
建
議
の
日
目
頭
に
は
、

「前
年
来
米
ノ
下
落
ガ
農
家
経
済
ノ
基
礎
ニ
動

師
惜
ヲ
来
シ
延
テ
国
民
経
済
上
非
常
ナ
ル
影
響
ヲ
及
シ
困
倣
ノ
状
見
ル
ニ
忍

ピ
ザ
を
モ
ノ
ア
リ
農
民
ハ
農
事
ノ
改
良
発
展
ニ
対
ス
ル
前
途
ヲ
悲
観
シ
自

己
ノ
職
業
ヲ
呪
ハ
ン
ト
ス
ル
エ
歪
リ
」

山
と
記
さ
れ
て
い
た
。
帝
国
農
会
は
、

米
価
の
下
落
が
、
「
農
家
経
済
ノ
基
礎
」
に
動
揺
を
及
ぼ
し
、
こ
れ
に
よ
り
、

俊
民
が
農
業
を
悲
観
す
る
事
態
が
起
き
て
い
る
と
捉
え
て
い
た
。
そ
の
た

め
に
、
帝
国
農
会
は
、
応
急
的
な
米
側
調
節
策
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て

い
た
の
で
あ
る
。



米
価
調
節
委
員
と
な
っ
た
山
回
数
削
(
帝
国
農
会
議
員

・
福
井
県
農
会
副

会
長

こ
の
建
議
に
つ
い
て
、

「現
時
都
会
は
殿
賑
の
状
活
践
し
、
光

lま

彩
陸
離
と
し
て
目
を
驚
す
も
の
あ
り
、
然
れ
ど
も
、

一
歩
地
方
に
足
を
踏

み
入
れ
ん
か
、
所
諮
民
に
菜
色
あ
り
の
観
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
、
是
れ
果
た

し
て
慶
す
可
き
現
象
で
あ
ら
う
か
」
山
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
第

一
次
大

戦
の
好
景
気
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
都
市
の
繁
栄
と
は
築
腹
に
、
何
故
、

農
業
者
が
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
内
容
が
語
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
赦
済
策
と
し
て
、

米
価
を
高
位
に
調
節
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。

ま
た

こ
の
状
況
に
対
す
る
具
体
策
と
し
て

「朝
鮮
米
移

建
議
で
は
、

入
税
の
復
旧
」

「
大
い
に
輸
出
米
の
奨
励

「
朝
鮮
米
代
用
制
度
の
撤
廃
」
、

を
な
す
こ
と
へ

「
陸
海
軍
省
、

ヶ
年
分
の
米
穀
を

監
獄
等
に
於
て
此
際

産
業
組
合
等
を
利
用
し
て
直
接
生
産
者
よ
り
購
入
す
る
こ
と
へ

「
籾
を
担

保
と
し
農
民
に
低
利
資
金
三
千
万
円
を
融
通
す
る
こ
と
」

「設
も
有
効
な

る
方
法
を
以
て
此
際
籾
の
貯
金
を
奨
励
す
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
な

こ
れ
ら
は
、
帝
国
成
会
が
前
年
度
に
提
出
し
た

「米
価
調
節
ニ
関
ス
ル
建

議
」
に
陸
海
軍
省
や
監
獄
等
に
お
け
る
米
の
買
上
と

「
籾
の
貯
金
」
奨
励

を
加
え
た
内
容
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に

九

ノ、

一
日
か
ら

一
四
日
に
か

(
大
正
五
)
年
一

O
月

一

け
て
開
催
さ
れ
た
第
七
回
通
常
総
会
で
は
、

「朝
鮮
移
入
米
籾
ニ
関
ス
ル
建

議
」
、
「
内
地
、
新
領
土
農
政
方
針
及
農
致
事
務
統

一
ニ
関
ス
ル
建
議
」
、
「米

価
調
節
調
査
会
決
議
事
項
ニ
関
ス
ル
建
議
」
が
決
議
さ
れ
た
。
「
朝
鮮
移
入

米
籾
ニ
関
ス
ル
建
議
」
に
は
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
た
。

政
府
ハ
米
価
調
節
調
査
会
ヲ
設
ケ
低
利
資
金
他
有
益
ナ
ル
七
案
ヲ
決

議
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
難
モ
、
米
価
調
節
上
最
モ
効
果
ア
ル
ベ
タ
認
証
サ

レ
タ
ル
朝
鮮
移
入
米
籾
ニ
対
ス
ル
措
置
ニ
ツ
キ
、
特
ニ
政
府
ノ
反
対

セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
甚
ダ
遺
憾
ナ
リ
ト
ス

(
中
略
)
新
領
土

ニ
於
ケ
ル
股

業
奨
励
保
護
ノ
必
要
ナ
ル
ヤ
論
ナ
シ

然
レ
ド
モ
之
レ
ガ
為
メ
内
地

山
同
業
経
済
ノ
基
礎
ニ
動
繕
ヲ
来
シ
タ
ル
ハ

国
家
ト
シ
テ
甚
ダ
憂
慮

ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
農
業
政
策
上
又
統

一
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
云
フ
ベ

カ
ラ
ズ
、

而
モ
朝
鮮
ニ
産
出
ス
ル
米
籾
ハ

地
租
ソ
ノ
他
効
果
ノ
負
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担
軽
少
ニ
シ
テ
労
力
ノ
低
廉
ナ
ル
内
地
米
生
産
費
ノ
比
ニ
非
ザ
ル
ヲ

以
テ
、

之
レ
ニ
適
当
ナ
ル
移
入
税
ヲ
賦
課
シ
内
地
、
新
領
土
ニ
於
ケ

ル
農
業
経
済
ノ
調
節
ヲ
計
ル
ハ
、

ト
云
フ
ベ
シ

川

国
家
卜
シ
テ
実
ニ
ダ
等
ナ
ル
措
置

す
な
わ
ち
、

こ
の
建
議
で
は

米
価
調
節
調
査
会
が
出
し
た

「
七
案
」

の
決
議
の
う
ち

朝
鮮
移
入
米
籾
の
措
置
に
対
し
て
異
議
を
唱
え

移
入

税
の
賦
課
を
求
め
て
い
た
。

。コ

「朝
鮮
移
入
米
籾
ニ
関
ス
ル
建
議
」
は
、
次
の
山
田
の
意
見
と
併

せ
る
と

そ
の
内
容
が
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
。
山
田
は
、
米
価
が
下
落

す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
応
急
策
と
し
て
、

「
政
府
に
於
て
は

低
利
資
金



の
供
給
を
以
て
民
間
の
所
織
を
助
け
、

関
税
政
策
を
以
て
外
米
の
輸
入
を

防
過
し

又
台
鮮
米
に
対
し
て
は
外
国
輸
出
を
奨
励
し

特
別
保
護
を
加

へ
て
こ
れ
が
遂
行
に
努
力
す
可
し
」

と
し
、
さ
ら
に
、
「
其
(
台
鮮
米
筆

者
)
輸
出
に
対
し
て
は
相
当
の
保
護
奨
励
を
加
で

こ
れ
が
実
行
を
計
る

可
き
で
あ
っ
て
、

従
来
の
如
く
渡
り
に
内
地
に
流
入
せ
し
め
て
内
地
農
業

家
を
苦
ま
し
む
る
如
き
こ
と
に
な
ら
ざ
る
よ
う
、

今
よ
り
す
べ
て
十
分
の

計
画
に
着
手
す
可
き
こ
と
は
、
帝
国
全
般
の
上
よ
り
見
て
為
さ
f
る
可
か

引
と
述
べ
て
い
た
。

ら
ざ
る
政
策
な
り
と
信
ず
る
」

つ
ま
り
、
山
田
は
、
内

地
米
価
格
が
下
落
す
る
こ
と
を
防
く
措
置
と
し
て
、
低
利
資
金
供
給
と
関

税
政
策
、
植
民
地
米
の
外
国
輸
出
を
挙
げ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
植
民
地
米

を
輸
出
す
る
こ
と
で
、
植
民
地
米
が
内
地
の
市
場
に
流
入
す
る
こ
と
を
避

け
る
と
い
う
効
果
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て

山
図
は
、
内
地

に
お
い
て
内
地
米
で
自
給
す
る
こ
と
を
基
調
と
し
て
、
米
価
対
策
を
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
山
田
の
意
見
は

「
台
鮮
農
業
奨
励
方
法
は
内
地

と
衝
突
な
か
ら
し
む
る
方
法
を
採
る
こ
と
」

川
と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に

彼
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
帝
国
成
会
特
別
議
員
で
あ
っ
た
矢
作
栄
蔵
は

「
台
鮮
米
に
課
税

が
行
わ
れ
る
の
が
金
の
か
か
ら
な
い
実
行
で
き
る
米
価
調
節
法
」
で
あ
り
、

「
朝
鮮
米
の
自
由
輸
入

(
移
入

1
筆
者
注
)

は
将
来
七
年
間
は
輸
入
(
移

入

l
筆
者
注
)
を
止
め
て
お
き
た
い
」

川
と
述
べ
た
。
山
間
と
同
様
に
、
矢

作
も
植
民
地
米
の
自
由
移
入
に
反
対
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
の
背
景
に
は
、

当
該
期
帝
国
農
会
の
幽
財
政
運
動
が
反
映
さ

れ
て
い
た
。
山
田
を
は
じ
め
、
斉
藤
宇
一
郎

(
米
価
調
節
委
員

・
秋
田
県

副
由
民
会
長
)

や
天
春
文
衛
(
三
重
県
副
農
会
長
)
、

堀
尾
茂
助
(
愛
知
県
農

会
長
)

な
ど
も
、
帝
国
役
会
の
由
民
政
運
動
に
深
く
関
与
し
て
い
た
。

回」れ

ら
の
人
物
た
ち
は
、

山
田
や
矢
作
の
米
価
対
策
を
支
持
し
て
い
た
。

こ
の

よ
う
に
、
帝
国
般
会
の
農
政
運
動
の
中
心
人
物
た
ち
を
介
し
て
、

地
方
山
師

会
も
帝
国
内
同
会
の
農
政
運
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

川。

総
じ
て

(
大
正
五
)
年
に
お
け
る
帝
国
由
民
会
の
米
価
対
策

JL 
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は
、
朝
鮮
米
移
入
税
を
復
活
す
る
こ
と
に
よ
り

朝
鮮
米
の
自
由
移
入
を

禁
止
す
る
こ
と
と
、

植
民
地
米
の
輸
出
を
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
通
り
、
帝
国
般
会
の
食
糧
自
給
論
と
は

内
地
へ
の
構
民
地
米

の
流
入
を
避
け
る
こ
と
に
よ
り
、

内
地
に
よ
る
自
給
を
守
る
と
い
う
内
容

で
あ
っ
た
。

関
税
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
朝
鮮
米
の
自
由

そ
の
方
法
は
、

移
入
を
禁
止
す
る
こ
と
に
加
え
、
値
民
地
米
の
輸
出
を
奨
励
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、
本
論
文
で
は
、

こ
の
よ
う
な
帝
国
農
会
の
米
価

対
策
を

「
内
地
自
給
」
論
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。



第
三
節

兵
庫
県
農
会
と

「
帝
国
内
自
給
」
論

第
二
節
で
確
認
し
た
通
り
、

米
価
調
節
運
動
に
お
い
て

政
府
の
植
民

地
米
移
入
政
策
に
対
す
る
帝
国
農
会
と
兵
庫
県
曲
脱
会
の
意
見
は
異
な
っ
て

い
た
。
ま
た
、
帝
国
設
会
は
、

「内
地
自
給
」
論
に
基
づ
い
た
米
価
対
策
を

立
て
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

本
節
で
は

(
大
正
三
)

(
大
正
六
)
年

年
か
ら

一
九

一
七

九

四

に
お
け
る
兵
庫
県
農
会
の
農
業
経
営
方
針
を
検
討
し

そ
の
上
で
、

兵
庫

県
由民
会
の
米
価
対
策
を
明
ら
か
し
た
い
。

第
一
項

農
業
経
営
方
針
の
転
換

兵
庫
県
農
会
は
、

戦
後
経
営
に
お
い
て
、
養
蚕
業
の
普
及
と
産
業
組
合

の
設
置
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
前
者
に
つ
い
て
は

一
九

O
六

(
明
治
三

九
)
年
度
に

部
前
借
蚕
業
組
合
を
奨
励
し
、

翌
年
以
降
、
桑
闘
の
更
新

模
範
桑
園

試
作
桑
閣
の
設
霞
等
を
勧
め
た
。
特
に

一
九

O
三

(
明
治

(
大
正
三
)
年
度
ま
で
兵
庫
県
農
会
長

下
、
県
設
会
長
と
表
記
す
る
)
を
務
め
た
伊
藤
長
次
郎

山
は
、
但
馬
桑
園
の

ニ
六
)
年
度
か
ら
一
九

一
四

以

改
良
の
た
め
に
資
金
を
寄
付
し

県
内
同
会
の
事
業
と
し
て
但
馬
地
方
五
都

に
模
範
桑
園
を
設
置
す
る
な
ど
、
養
蚕
業
の
普
及
に
尽
力
し
た
。
後
者
に

つ
い
て
は

一
九

O
五
(
明
治
三
八
)
年
度
か
ら

一
九

一
O
(明
治
四
三
)

年
度
に
か
け
て
県
山
脱
会
で
奨
励
さ
れ
、
県
内
に
約
五

O
O
組
合
の
産
業
組

合
が
設
立
さ
れ
た
出。

こ
の
よ
う
に
、
伊
藤
が
県
農
会
長
で
あ
っ
た
時
期
に

お
け
る
兵
庫
県
農
会
の
農
業
経
営
方
針
と
は
、

内
地
、

特
に
県
内
に
主
眼

を
置
い
た
内
容
で
あ
っ
た
。

(
大
正
一
二
)
年
三
月、

任
期
満
了

九

四

に
よ
り
、
伊
藤
は
県
農
会
長
を
辞
職
し
た
。

年
六
月
、
臨
時
総
会
が
開
催
さ
れ
、
多
木
久
米

次
郎
が
県
由
民
会
長
に
改
選
さ
れ
た

勺

そ
の
後
、
兵
庫
県
農
会
は
、
前
節
で

述
べ
た
滅
租
運
動
山
に
同
調
し
て
、
地
租
軽
減
及
び
低
利
資
金
増
額
に
関
す

九

四

(
大
正
三
)

る
建
議
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
多
木
は
、

郡
市
農
会
長
及
び
町
村
長
た

る
個
人
に
対
し
て

こ
の
活
動
へ
の
賛
同
を
求
め
て
い
た
川
。
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し
か
し
、

年
七
月
、
第
一
次
大
戦
が
勃
発
し
た

一
時
的
な
不
況
と
な
り

川
、
兵
庫
県
由民
会
を
取
り
巻
く
状
況

九

四

(
大
正
三
)

こ
と
に
よ
り

が
大
き
く
転
換
し
た
。
『
時
局
影
響
調
査
』
に
よ
る
と
、

県
内
は
、
二
般

関
係
者
ノ
執
レ
モ
恐
怖
卜
想
像
ヲ
以
テ
満
サ
レ
唯
狂
然
為
ス
処
ヲ
知
ラ
ス

目
下
混
沌
タ
ル
状
況
」
川
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
兵
庫
県
農
会
は
、
地
組

軽
減
及
び
低
利
資
金
増
額
に
関
す
る
建
議
活
動
を
中
断
し
た
。

神
戸
商
工
会
議
所
は
、
政
府
に
対
し
、

設
や
商
取
引
の
安
全
に
関
し
機
宜
の
方
策
」

川
を
要
望
す
る
旨
の
建
議
を
提

同
年
八
月
一

O
目、

「航
路
の
保

県
は
産
業
政
策
の
転
換
を
模
索
し
始
め

た
。
同
年
八
月
三

O
目
、
服
部

一
三
知
事
は
告
諭
を
発
表
し
た

つ

告
諭
に

出
し
た
。

こ
れ
を
契
機
と
し
て
、



お
い
て
服
部
知
事
は
、

「刻
下
の
戦
局
は
全
世
界
の
経
済
関
係
を
協
同
乱
し
事

態
甚
だ
変
ふ
可
き
に
償
た
り
」

川
と
述
べ
、
第

一
次
大
戦
の
戦
局
が
経
済
に

与
え
る
影
響
に
対
す
る
危
機
感
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、

一
方
で
、
服
部

除
。

き
に
あ
ら
ず
是
を
以
て
当
業
者
(
中
略
)
奮
励
自
体

E
に
大
勢
の
縫
移
を

察
し
て
機
宜
を
制
し
以
て
国
力
の
発
展
に
貢
献
す
る
の
覚
悟
な
か
る
可
か

ら
ず
」
山
と
も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
戦
局
に
乗
じ
、
産
業
発
展
の
可
能
性
を

知
事
は
、

「其
将
来
を
察
す
る
に
列
国
貿
易
系
統
の
移
動
を
促
す
べ
き
も
な

[表1-7]兵庫県内における各方面への視察員 ・視察団及び観光団結成(1914-
1916年)

見
い
だ
そ
う
と
も
し
て
い
た
。

神戸商工会議所、第一次世界大戦の影響により東洋方面の貿
8月15日 易の安全に関する建議を大限内閣総理大臣、蔵相、外相、海

相、農相に提出。

8月30日 服部ーニ知事、時局に関する告諭を発す。

9月4日
県は、佐々 木商広員中西利二郎に対して、南方海産物視察を
嘱託する。

9月20日 郡市長会議において、知事の今後の貿易に関する訓示ありロ

県参事会時局研究会において、時局に処するの分策と して南

10月20日
洋又は満支貿易保護奨励に関する本県の政策を議論する。桑
博に対する本県の覚悟等の研究が必要であるため、市部は丹

9 下良太郎、郡部は西村降次を選定する。

神戸市実業奨励委員会において、市役所主催の海外視察に関4 
年 10月27日する委員会を開催する。原料生産地を調査することが決定す

る。

11月20日
県は、郷孫助(ニ原郡阿万村)に対して福岡県下の普通農事
視察を嘱託する。

神戸市実業奨励委員会は、海外視察答申を決定する。iも視
12月2日 察が必要な地域として、朝鮮、満洲、愛古、フィリピン、

オーストラリア、南洋海峡値民地、印度が挙げられるa

12月8日 農商務省海外派遣官が来庁し、県下貿易関係者と懇談する。

12月23日
神戸市は、市内花鐘雑貨貿易商丹下良太郎を海外視察員とし
て嘱託する。視察地l士、北支及び青島。

4月6日 兵庫県農会の朝鮮視察団参加者の募集終了。

4月10日 兵庫県陵会朝鮮視察団出発。

4月24日 兵庫県農会朝鮮視察団帰神。

兵庫県農会主催本朝鮮使節団員協議会を開催。県としても朝
5月10日 鮮における紀念的事業を展開できるよう、研究することに決

9 
定する。

5月12日
加東郡来住村稲岡猪之助ら外20余名が南清貿易会社設立を計

5 画。
年 加東郡主催朝鮮勧業視察団6月26日に神戸を出発予定。県幹

6月20日 事会員西村隆次は県の嘱託、加東郡段会長平川義正は県農会
の嘱託と して参加。

9月8日 村野山人主催満鮮時観光団神戸出発。

9月29日 神戸商工会議所議員による朝鮮観光団神戸出発。

10月2日 西部鉄道管理局主催朝鮮視察団好評。

6 ! 9月18日 兵庫県民会、第2回朝鮮視察団出発。

年9 
10月20日

朝鮮総督府J'商工部八尋技師が農産物貿易状況視察のため来
神e 市内当業者を訪問。
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そ
の
後
、

県
は
こ
の
告
諭
に
基
づ
き
、
輸
出
を
中
心
と
し
た
産
業
へ
と

転
換
す
る
こ
と
に
よ
り

を
図
る
方
針
を
立
て
た

川
。

「国
力
の
発
展
」

し
て

具
体
策
を
樹
立
す
る
た
め
に
、

県
内
で
は
、
貿
易
業
(
商
工
業
)

者
が
中
心
と
な
り
、
海
外
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
へ
視
察
を
展
開
し

Tこ

(【
表
1
1
7

】

)

。

し
か
し
、
農
業
分
野
で
は
、
績
民
地
や
外
国
へ
の

視
察
は
は
じ
ま
ら
ず

日佳

一
月

二

O
目
、
普
通
由民
事
視
察
と
し
て

郷
孫
助
(
三
原
郡
阿
万
村
)

を
福
岡
県
に
派
遣
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
勺

と
こ
ろ
が

一
九

一
五
(
大
正
四
)
年
度
に
な
る
と
、
農
業
分
野
で
も

内
地
以
外
へ
の
視
察
が
活
発
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
は

九

四

(
大
正
三
)

二
二

日
に
開
催
さ
れ
た
兵
庫
県

年

一
二
月
一
二

、

由
民
会
第

一
四
回
総
会
(
以
下
、

一
四
回
総
会
と
表
記
す
る
)

に
お
い
て

多
木
の
も
と
で
次
年
度
の
事
業
が
編
成
さ
れ
、

兵
庫
県
際
会
の
農
業
経
営

方
針
が
大
き
く
転
換
し
た
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
第

一
四
回
総
会
に
つ
い
て
詳
し
く
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第

一
四
回
総
会
で
は
、
次
の
二
つ
の
内
容
が
決
議
さ
れ
た
。
第

一
に、

年
度
の
新
規
事
業
と
し
て
、
米
麦
の
多
収
穫
を
目
指
し
た
稲
作
競
進
会
や

麦
作
絞
進
会
、
「
朝
鮮
視
察
]
、
土
壊
講
習
な
と
が
決
定
さ
れ
た
U
o

こ
れ
ら

新
規
事
業
は
全
て
多
木
が
立
案
し
た
も
の
で
あ
り
、

米
麦
多
収
穫
に
重
点

を
置
い
た
事
業
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
伊
藤
肝
煎
り
の
事
業
で
あ
っ
た
但

馬
地
方
五
郡
に
模
範
桑
閣
を
設
置
す
る
事
業
は
存
続
の
危
機
に
陥
っ
た

な

こ
の
よ
う
に
、
新
規
事
業
に
は
県
農
会
長
改
選
の
影
響
が
色
濃
く
表
れ
て

そ

い
た
の
で
あ
る
。
第
二
に

「
米
価
調
節
建
議
書
」

を
提

政
府
に
対
し
て

出
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
ま
た
、
農
政
運
動
を
行
う
た
め
の
団
体
の

に
つ

い
て
も
協
議
さ
れ
た

川。

設
置
(
「
農
政
倶
楽
部
設
立
の
件
諮
問
案
」
)

こ
れ
ら
三
つ
の
建
議
か
ら
、

単
に
建
議
活
動
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
農
政

倶
楽
部
を
中
心
と
し
た
農
政
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
、
兵
庫
県
農
会

の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
総
じ
て
、
第
一
四
回
総
会
に
は
、

多
木
主
導
の
米
麦
多
収
機
に
重
点
を
お
い
た
事
業
の
展
開
と
積
極
的
な
農

政
運
動
へ
の
関
与
と
い
う
新
た
な
ス
タ
イ
ル
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
新
規
事
業
の
中
で
も
、

「
朝
鮮
視
察
」

30 

は
兵
庫
県
農
会
の
新
し
い

経
営
方
針
が
表
れ
た
事
業
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、

兵
庫

県
山
崎
会
に
よ
る

「
朝
鮮
視
察
」

を
分
析
す
る
こ
と
で
こ
の
新
し
い
経
営
方

針
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
九

一
五

兵
庫
県
農
会
は

関

「朝
鮮
視
察
」

年
四
月

大
正
四

来

す
る
要
項
を
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

一
、
本
県
農
産
工
芸
品
に
し
て
朝
鮮
内
地
に
需
用
最
も
多
き
も
の
〉

取
引
状
況

朝
鮮
農
産
工
芸
品
に
し
て
本
県
下
に
於
て
需
用
最
も
多
き
も

の
与
培
加
工
製
造
取
引
の
状
況



将
来
木
県
農
産
工
芸
品
に
し
て
朝
鮮
内
地
に
移
出
せ
ら
れ
亦
彼

地
内
財
産
品
に
し
て
本
県
に
移
入
し
て
好
望
と
認
む
る
も
の
調
査

四

移
民
開
墾
の
現
況
並
に
将
来
の
余
地
経
済
上
の
利
害
得
失
等
調

査
五

地
主
の
施
設
農
場
の
経
営
法
成
績
等

総
督
府
共
他
官
公
庁
の
農
業
に
関
す
る
諸
施
設
並
に
其
経
営
の

方
法
成
績
等

七

主
要

事農
業産
経物
営栽

林の培
業経現

過a況

績7草
方
法
及
収
支
計
算
等

J¥. 

記
蚕
業

農
家
副
業

川

畜
産
業

図
芸
事
業
、

こ
の
視
察
要
頃
に
よ
る
と

「朝
鮮
視
察
」

に
お
け
る
調
査
事
頃
は
以
下

の
四
点

に
ま
と

め
ら
れ
る
。

第

本
県
と
植
民
地
朝
鮮
や
内
地
問
に

お
い
て
需
要
の
高
い
山財
産
工
芸
品
の
交
易
に
関
す
る
調
査
で
あ

っ
た

視

察
要
項
第

一
項
か
ら
三
項
)
ο

第

移
民

に
関
す
る
調
査

(
視
察
要
項

第
四
項
)

で
あ
っ
た
。
第

植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
農
場
経
営
に
関

す
る
調
査

(
視
察
要
項
第
五
項
)

で
あ
っ
た
。

第
四
に

植
民
地
朝
鮮
に

お
け
る
農
業
、

養
蚕
業

畜
産
業

林
業
等
に
関
す
る
調
査

(
視
察
要
項

第
六
項
か
ら
八
項
)

で
あ

っ
た
。

こ
の
視
察
要
項
か
ら
、

兵
庫
県
曲
師
会

は
股
瑳
工
芸
品
に

つ
い
て
楠
民
地

朝
鮮
や
内
地
に
向
け

て
の
移
出
だ
け
で
な
く
、

植
民
地
朝
鮮
か
ら
の
移
入

を
念
頭
に
置
い
た
調
査
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

視
察
要
項
に
は

目
も
あ

っ
た
。

植
民
地
朝
鮮

へ
の
移
民
や
殿
場
経
営
に
関
す
る
調
査
項

さ
ら
に

移
民
に
関
し
て
い
え
ば

一
九

一
五

(
大
正
四
)
年
四
月
一

O
日
に

兵庫県段会第一回朝鮮視稿 貝 覧

石丸韮韮兵衛 神 戸 市班尻池町 u
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県
農
業
技
師
兼
県
出
版
会
幹
事
で
あ
っ
た
長
島
貞
等
総
勢
二
一

名

(
{
表

1
8

8 

に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
兵
庫
県
農
会
の
視
察
団
は

，馬
山

大
邸
、

京
城
、

開
城
、
平
壌
、

同
年
四
月
二
四
日
に
帰
神
し

郡
山
等
を
視
察
し

た
。
そ
し
て
、
五
月

一
O
目
、
朝
鮮
農
業
視
察
団
員
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、

兵
庫
県
由民
会
か
ら
提
案
さ
れ
た
朝
鮮
移
民
事
業
構
想
に
つ
い
て
、

議
論
さ

れ
た
。

こ
の
協
議
会
で
は
、

県
か
ら
内
務
部
長
小
島
源
三
郎
、
股
務
課
長

前
瀧
千
仰
が
、

兵
庫
県
農
会
か
ら
は

県
農
会
長
多
木
、

同
副
会
長
織
問

貫
治
郎

他
視
察
員
一

O
数
名
が
出
席
し
た

引。

兵
庫
県
農
会
が
提
案
し
た
朝
鮮
移
民
事
業
構
想
と
は

次
の
通
り
で
あ

ま
ず
、
移
民
者
を

「
資
力
な
き
も
の
」
と

の
」
に
区
分
し

問
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
視
察
員
か
ら
兵
庫
県
由
民
会
が
中
心

つ
ム
た
。

「
多
少
の
資
力
あ
る
も

と
な
っ
て
移
民
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

方

後
者
に

つ
い
て
は
、
植
民
地
朝
鮮
で
農
場
等
を
経
営
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
た

日。

兵
庫
県
農
会
の
朝
鮮
移
民
事
業
と
は
、
県
下
農
業
者
が
、
健
民
地
朝
鮮
で

山
同
業
を
展
開
す
る
た
め
の
事
業
で
あ
っ
た
。

そ
し
て

こ
れ
は
、
兵
庫
県

剛
民
会
が
内
地
だ
け
で
な
く
植
民
地
朝
鮮
も
、

県
下
農
業
者
が
農
業
を
経
営

す
る
場
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

し
か
し

兵
庫
県
脱
会
の
朝
鮮
移
民
事
業
は
情
想
で
留
ま
り
、

事
業
と

し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
県
方2

「資
力
な
き
も
の
」
を
対
象

と
し
た
移
民
事
業
に
つ
い
て

「充
分
調
査
を
試
み
た
る
上
新
事
業
を
着
手

し
た
る
方
が
更
に

一
層
有
援
な
る
べ
き
」
と
い
う
考
え
を
示
し
た
こ
と
も

兵
庫
県
農
会
は
、
翌
年
度
、

こ
と
に
し
た

山。

そ
し
て
、
結
局
、

一
再
び
、

植
民
地
朝
鮮
を
視
察
す
る

あ
っ
て
、

「内
地
の
農
家
の

二
男
三
男
に
し
て
家

事
に
関
係
の
な
き
農
家
の
子
弟
は
進
ん
で
新
開
地

(
嫡
民
地
朝
鮮

l
筆
者

注

の
啓
発
に
努
め
る
の
が
得
策
」
と
啓
発
事
業
に
路
線
変
更
し
た
の
で

あ
る

品。

と
こ
ろ
が

兵
庫
県
股
会
の

県
内
で
は
植
民
地

「
朝
鮮
視
察
」

以
降

朝
鮮
へ
の
資
本
投
資
が
い
く
ら
か
展
開
し
た
。

鮮
へ
の
視
察
団
や
観
光
団
は
、

{
表

1

・7
】

県
内
に
お
け
る
植
民
地
朝

の
通
り
で
あ
る

川。

例
え
ば
、

一
九
一
五

(
大
正
四
)

32 

年
六
月
二

O
日

加
東
郡
主
催
の
視
察
団
が
植
民

地
朝
鮮
へ
と
出
発
し
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
に
参
加
し
て
い
た
平
川
義
正
(
加

東
郡
)

績
は
世
的
に
植
民
地
朝
鮮
で
の
農
場
経
営
に
乗
り
出
し
て

な
ど
は
、

い
っ
た

一九

ま
た
、
同
年
九
月
八
日
、
村
野
山
人
主
催
の
満
鮮
観
光
回
が
神

戸
を
出
発
し
た
。
満
鮮
観
光
団
は
、

県
農
会
長
多
木
を
含
め

た
こ
四
名
に
よ
り
結
成
さ
れ
、
満
州
や
植
民
地
朝
鮮
を
中
心
に
巡
検
し
た

川。

服
部
知
事
、

多
木
は
満
鮮
観
光
回
に
参
加
し

こ
れ
を
契
機
と
し
て

本
絡
的
に
植
民

地
朝
鮮
へ
の
事
業
進
出
を
決
心
し
た
。
【
表

1
f
9
]
に
よ
る
と
、
多
木
は
、

同
植
民
地
朝
鮮
へ
の
進
出
を
視
野
に
入
れ

(
明
治
四
四
)

年
と

九

九

(
大
正
二
)
年
の

二
度
に
わ
た
り
多
木
製
肥
所
員
を
植
民
地
朝

鮮
に
派
遣
し
、
土
地
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
し
て

一
九

一
六
(
大
正
五
)



年
か
ら

一
九
一
八

(
大
正
七
)
年
に
か
け
て
集
中
的
に
土
地
を
集
積
し
た

こ
と
が
分
か
る
ロ

こ
う
し
て

後
に
、
多
木
は
、
個
人
経
営
の
地
主
と
し

て
は
、

槌
民
地
朝
鮮
、

全
羅
北
道
で

二
番
目
の
規
模
の
大
地
主
に
成
長
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
川。

兵
庫
県
農
会
は
、

九

ノ、

(
大
正
五
)

年
九
月
、

再
び
、
他
民
地
朝

鮮
に
視
察
団
を
派
遣
し
た
。
『
又
新
』
は
、
「
朝
鮮
産
業
投
資
」
と
題
し
て
、

兵
庫
県
祭
会
主
催
の
第
二
回

紹
介
し
た

川。

こ
れ
に
よ
る
と
、

「
朝
鮮
視
察
」

を
と
り
あ
げ

そ
の
状
況
を

入
江
光
道
(
印
南
郡
)

は
こ
の

「
朝
鮮
視

察
」
で
耕
地
三

O
O
余
町
歩
を
購
入
し
た
。

者
も

明
石
部
や
加
東
郡
そ
の
他
の

こ
れ
を
契
機
と
し
て
植
林
等
を
経
営
し
た

勺

さ
ら
に
、

「富
士
輿

業
信
託
会
社
(
不
二
興
業
会
社
|
筆
者
注
)

事
業
を
目
論
め
る
者
」

川
が
数
名
い
た
。
こ
の
他
、
中
部
幾
次
郎
(
明
石
市
)

は
慶
尚
南
道
金
海
に
三
五

O
町
歩
の
米
関
墾
地
を
購
入
し
た
川
。
前
県
民
会

の
手
を
経
て
土
地
を
買
入
れ

長
で
あ
っ
た
伊
臨
時
は

九

九

(
大
正
八
)
年
に
、
朝
鮮
森
林
鉄
道
株

式
会
社
の
発
起
人
や
朝
鮮
銀
行
監
事
と
な
っ
た

刷。

こ
れ
ら
は
、
主
と
し
て

県
内
の
大
地
主
な
ど
の
地
方
有
力
者
で
あ
り
、

県
農
会
評
議
員
な
ど
を
つ

と
め

兵
庫
県
農
会
の
運
営
等
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
た
ち

で
あ
っ
た
。

以
上
の
通
り
、
植
民
地
朝
鮮
を
も
視
野
に
入
れ
て

「朝
鮮
視
察」

を
提

起
し
た
多
木
に
県
民
会
長
が
か
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

兵
庫
県
段
会
の

内
同
業
経
営
方
針
は
大
き
く
変
化
し
た
。

こ
う
し
て
、
朝
鮮
視
察
団
を
積
極

的
に
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
、

地
を
含
め
た
も
の
へ
と
転
換
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

兵
庫
県
農
会
の
段
業
経
営
方
針
は
、
植
民

[表1-9J'多木久米政郎の植民地朝鮮への事業進出

1908年 欧州旅行の際、朝鮮での事業展開に興味を吊す。

1911年 多木製肥所員平野房太郎を植民地朝鮮に派遣し、土地調査を実施する。

1913年
多木製肥所員上野克彦を値民地朝鮮、全羅北道に派遣し、土地調査を実施
する。

1915年 満鮮観光回に参加し、植民地朝鮮を訪問する。

兵庫県農会主催第2回朝鮮視察団lこ、多木製肥所員平野を派遣する。平野
1916年 は、多木の命を受けて、農地買入の任にあたる。植民地朝鮮において、山

林経営に着手する。

1911年
植民地朝鮮、全羅北道金堤進風面などにおいて、 570町2反25Jtの耕地を購
入する。

値民地朝鮮、全羅北道金堤において、土地11町2反12歩を買い入れる。山
1918年 本農場(全羅北道)から540町歩の土地建物の権利を購入する。

村岡角輔(全羅北道)から土地84町歩を買い入れる。北尾栄太郎ら(全羅 |

1919年 北道)から土地i3町7反歩余を蹄入する。光岡殿場(全羅北道)から441町
歩余を購入し、感悦農場と改める。

1931年 忠清南道において土地506町夢余を購入する。

1934年 限川鉱山(平安南道)を購入する。
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第
二
項

兵
庫
県
農
会
と
「
帝
国
内
自
給
」
論

前
項
で
み
た
よ
う
な
農
業
経
営
方
針
は
、

兵
庫
県
由
民
会
の
米
側
対
策
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に

【
図

-
e
2
}
を
見
て
ほ
し
い
。
県
内
産
米
の
標
準
米
で
あ
る
播
州
赤
三
等
米
の

一
石
当
り
の
価
格
は
、
以
下
の
通
り
推
移
し
た
。

一
九

一
O
(
明
治
凶
三
)

年
度
に
は

一
四
円

一
九
銭

九

(
大
正
元

年
度
に
は

二
二

円
。

八
銭
に
上
昇
す
る
が

九

四

(
大
正
三
)

年
度
に
は

一
四
円
五
六
銭

へ
と
下
落
し
た
。

翌
一
九
一
五

さ
ら
に

(
大
正
四

年
度
に
は
米
価
は

下
落
し

一
三
円

一
五
銭
と
な
っ
た
。

米
価
は
上
昇
し

そ
の
後

九

七

年
度
に
は

こ
二
円
六
三
銭
と
な
っ
た
。

(
大
正
六

こ
の
よ
う
に
、

分
析
対
象
と
す
る
時
期
の
県
内
産
米
価
絡
は

一
三
円
台
か
ら

二
二

円
台

の
聞
を
推
移
す
る
と
い
う
低
米
価
期
と
い

っ
て
も
よ
い
時
期
に
あ
た
っ
て

、F
E
O

'udムそ
れ
で
は

こ
の
時
期
に
お
い
て
、

兵
庫
県
段
会
は
ど
の
よ
う
な
米
価

対
策
を
講
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
分
析
対
象
期
以
前
の
兵
庫
県
農
会
の
米

価
対
策
は
、

一
九

O
八

(
明
治
四

年
、
米
穀
検
査
の
導
入
を
知
事
に

要
望
し
て
い
た
こ
と
以
外
、
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
以
降
で
兵
庫
県
農
会
の
米
価
対
策
を
史
料
で
確
認
で
き
る
の
は
、
前
述

の

一
九

一
四

(
大
正
三
)
年

一
二
月
一
二

、
二
二

日
に
開
催
さ
れ
た
第

四
回
総
会
の
み
で
あ
る
。

こ
の
第

一
四
回
総
会
は
、

兵
庫
県
般
会
の
農
業

【図1・2]播州赤三等米価格の推移

矯
州
事
三
等
未
価
格

申

22.63 

25 
単
位

円20

15 

10 

1910年度 1911年度 1912年度 1913年度 1914年度 1915年度 1916年度 1917年度

出典兵庫県米穀験査所、前掲書『兵庫県米殺験査報告』各年度。
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経
営
方
針
の
転
換
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
こ
で
は

そ
の
と
き
決
議
さ
れ
た

「米
価
調
節
建
議
舎
」
を
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

こ
の
建
議
書
は
、
前
述
し
た
通
り
、

同
年
六
月
、
帝
国
農
会
が
中
心
と

な
っ
て
展
開
し
た
減
租
運
動

川
に
同
調
す
る
も
の
で
、
具
体
的
に
は
、
地
租

軽
減
及
び
低
利
資
金
増
額
に
関
す
る
「
建
議
若
し
く
は
請
願
」
で
あ
っ
た

刷。

こ
の
建
議
舎
に
つ
い
て
、
多
木
久
米
次
郎
は

郡
市
曲
師
会
長
及
び
町
村
長

た
る
個
人
に
賛
同
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、
第
一
次
大
戦
が
勃
発
し
た

た
め
、
多
木
は

こ
れ
を
政
府
に
提
出
す
る
こ
と
を
見
合
わ
せ
た
。
そ
の

後
、
第

一
次
大
戦
の
戦
局
が
一
段
落
し
、
帝
国
議
会
の
会
期
が
近
づ
く
と
、

改
め
て
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
米
価
調
節
建
議
書
」

(J) 

』立

以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

今
や
我
国
は
数
回
の
戦
役
を
経
て
、
国
威
を
内
外
に
発
揚
し
、
共
の

威
武
列
国
を
圧
す
る
の
・
あ
り
と
い
え
ど
も
総
て
内
国
産
の
現
状

を
顧
み
れ
ば
・
に
寒
心
に
爆
へ
ぎ
る
も
の
あ
り
就
中
国
産
の
基
本

た
る
山
財
産
業
の
経
営
に
至
り
て
は
更
に

一一
層
の
切
な
る
も
の
あ
り
農

産
業
の
発
達
を
期
せ
ん
に
は
農
家
経
済
の
基
縫
を
安
田
な
さ
し
め
ざ

る
べ
か
ら
ず
而
て
農
家
経
済
の
振
否
に
如
何
は
主
要
産
物
た
る
米
側

の
高
低
に
よ
り
左
右
せ
ら
る
弘

事
甚
大
な
る
が
為
め
其
価
絡
の

一
高

一
低
は
直
ち
に
以
て
地
方
段
村
の
盛
衰
消
長
に
関
す
る
之
よ
り
大
な

る
は
な
し

中
略
)
葱
に
於
て
か
米
価
調
節
上
最
も
適
切
な
り
と
認

む
べ
き
も
の
左
記
数
項
を
具
し
閣
下
の
明
鏡
を
仰
が
ん
と
欲
す
事
に

御
採
納
あ
ら
ん
こ
と
を
切
望
に
堪
へ
ぎ
る
な
り

て
政
府
に
於
て
此
際
一
時
米
券
を
発
行
し
米
殺
を
由
民
上
げ
又
は
租

税
の
幾
分
を
米
納
さ
れ
た
き
こ
と

二
、
最
も
有
効
な
る
方
法
を
以
て
農
民
に
低
利
資
金
を
此
際
潤
沢
に

融
通
す
る
こ
と

米
穀
輸
出
奨
励
策
と
し
て
輸
出
者
に
奨
励
金
を
交
付
し
文
之
れ

を
加
工
し
副
産
物
と
し
て
需
要
の
方
法
を
講
究
し
輸
出
を
奨
励
す

ヲ

Q
V
」
『
と

四

米
穀
売
買
業
者
間
に
於
け
る
取
締
方
法
を

一
一
層
厳
重
に
し
て
投

機
者
の
乗
ず
る
余
地
な
か
ら
し
む
る
こ
と

川
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こ
の
改
め
て
提
出
さ
れ
た

「
米
価
調
節
建
議
書
」

の
内
容
は

こ
れ
ま

で
述
べ
た
兵
庫
県
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
読
む
と
、
兵
庫
県
農
会
と
常
国
農

会
の
植
民
地
米
移
入
に
対
す
る
態
度
の
違
い
の
恩
由
を
考
え
る
上
で
、
極

め
て
重
要
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、

三
点
述
べ
て
お
き
た
い
。

第

一
に、

米
価
下
落
の
要
因
を
植
民
地
米
の
移
入
に
求
め
て
い
な
い
点

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

兵
庫
県
農
会
は
、

政
府
の
纏
民
地
米
移
入
政

策
を
批
判
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ

う
に

神
戸
が
植
民
地
米
の
集
散
地
で
あ
り
、
朝
鮮
米
が
県
内

一
つ
は

産
米
価
格
に
影
響
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

も
7 

つ
は
、



県
農
会
長
が
多
木
に
交
替
し
、
内
地
と
植
民
地
の
双
方
で
農
業
を
展
開
す

る
方
針
を
重
視
す
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て

「
米
価
調
節
建
議
書
」

に
お
い
て
は
、
植
民
地
米
移
入
に
対
す
る

批
判
が
明
記
さ
れ
ず

「米
穀
輸
出
奨
励
策
」
(第
三
項
)
や
、

投
機
的
な

業
者
の
取
締
の
強
化
(
第
四
項
)
が
米
価
対
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た

の
で
あ

っ
た
。

第
二
に、

兵
庫
県
農
会
が
米
側
対
策
に
お
い
て
、

新
し
い
農
業
経
営
方

針

へ
転
換
す
る
過
渡
的
状
況
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
租
税
の
米
納
(
第

項

は
、
減
租
運
動
に
お
い
て
兵
庫

と
低
利
資
金
の
融
通

(
第
二
項
)

県
段
会
が
政
府
に
求
め
て
い
た
事
項
で
あ
っ
た
。

一
方
、
米
穀
「
輸
出
者
」

へ
の
奨
励
金
の
交
付

(
第
三
項
)

は
、
県
の
輪
出
奨
励
策
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

「
米
価
調
節
建
議
書
」

に
お
け
る
米
価
対
策

こ
の
よ
う
に

は
、
兵
庫
県
農
会
が
減
租
運
動
に
お
い
て
政
府
に
要
望
し
て
い
た
内
容
と
、

「朝
鮮
視
察
」
の
提
起
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
植
民
地
朝
鮮
を
視
野

に
入
れ
た
新
し
い
経
営
方
針
が
、
併
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
第

一
四
回
総
会
で
は
、
「
米
価
調
節
建
議
書
」
と
と
も
に

「段

政
倶
楽
部
設
立
の
件
諮
問
案
」

が
決
議
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
諮
問
案
は

農
政
運
動
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

服
部
知
事
が

帝
国
農
会
や
中
央
農
政
倶
楽
部
に
よ
る
米
価
調
節
運
動
に
対
し
批
判
的
で

あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
農
政
倶
楽
部
の
設
立
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
兵
庫
県
農
会
は
、
新
し
い
由
民
業
経
営
方
針
に
重
点
を
移
し
て
、

米
価
対
策
を
展
開
し
て
い
っ
た
。

九

五

(
大
正
四
)
年
六
月
二
日、

多
木
は
、
帝
国
議
会
に
対
し
て

「農
事
改
良
一
一
関
ス
ル
質
問
趣
意
書
」
(
以

下
、
趣
意
書
と
表
記
す
る
)

を
徒
出
し
た
。
趣
意
書
の
中
で
、
多
木
は
米

価
調
節
の
方
法
と
し
て
次
の

二
点
に
つ
い
て
述
べ
た
。

一
、
剛
同
事
を
改
良
し
米
側
の
翻
節
を
図
る
の
方
法
に
し
て
米
の
作
付

を
制
限
し
其
の
余
裕
の
地
に
他
の
作
付
の
奨
励
を
為
す
に
関
す
る

政
府
の
所
見
如
何

、

小
麦
及
麦
粉
輸
入
額
は
大
正

二
年
度
に
於
て

一
千
五
百
万
円
に

達
せ
り
而
し
て
全
国
小
麦
の
作
付
段
別
四
十
八
町
歩
に
し
て
其
の
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収
穫
五
百
二
十
万
石
に
過
ぎ
ず

即
ち
一
段
歩
一
石
七
升
に
当
れ

り
之
を
進
み
て

一
段
歩
に
付
僅
に
三
斗
の
糟
収
を
得
ば
僚
に
輸
入

を
防
過
し
て
尚
余
あ
り
之
に
対
し
政
府
は
立
毛
品
評
会
を
開
催
し

而
し
て
適
当
あ
る
奨
励
法
を
講
す
る
を
至
当
と
す
政
府
の
所
見
如

{可
: 6 81 

多
木
は
、
米
価
を
高
く
維
持
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て

米
の
作
付
制

限
と
そ
の

「余
裕
の
地
」
に

「他
の
作
付
」
を
奨
励
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。

つ
ま
り
、

米
を
作
付
制
限
し
、

を

そ
れ
に
よ
っ
て
で
き
た

「
余
裕
の
地
」

転
作
に
充
て
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
多
木
は
、

麦
の
生
産
量
噌
加
の
た
め
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
性
を
説
き

政
府
の
姿



勢
を
問
う
た
。

「
他
の
作
付
」

そ
の
こ
と
か
ら
、
第

一
項
で
述
べ
ら
れ
た

が
小
麦
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
多
木
は
、

米
価
を
高
く
維
持
す
る
方

法
と
し
て
、
米
を
小
麦
に
転
作
し
、

あ
る
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る

川。

米
の
供
給
盆
を
減
少
さ
せ
る
べ
き
で

し
か
し

一
つ
の
矛
盾
が
生
じ
る
。
兵
庫
県
農
会
で
は

こ
こ
で
、

九

四

(
大
正
三
)
年
度
に
お
い
て
、
米
の
増
産
を
最
重
要
と
位
置
づ
け

し
か
も

こ
れ
は
、
多
木
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
事
業
で
あ
っ

て
い
た
。

た
川。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
木
は
、
経
意
書
に
お
い
て
、
米
価
を
高

く
維
持
す
る
方
法
と
し
て
米
の
小
麦
へ
の
転
作
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

多
木
が
こ
の
よ
う
に
矛
盾
し
た
対
策
を
述

、へ
た
事
情
は
、
新
し
い
農
業

経
営
方
針
へ
と
重
点
を
移
し
た
と
考
え
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
。
前
述
の

通
り
、

兵
庫
県
山
脳
会
は
、

県
下
農
業
者
が
内
地
と
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て

農
業
を
経
営
す
る
と
い
う
方
針
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た

多
木

自
身
も
「
朝
鮮
視
察
」

以
前
よ
り
、
植
民
地
朝
鮮
へ
の
進
出
を
視
野
に
入

れ
、
植
民
地
朝
鮮
で
土
地
調
査
を
実
施
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を

考
え
る
と
、
多
木
に
と
っ
て
、
米
の
生
産
量
を
摺
加
さ
せ
る
こ
と
は
必
須

課
題
で
は
あ
る
が

必
ず
し
も
内
地
に
限
定
し
て
米
の
生
産
を
し
な
く
て

も
よ
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
、

県
農
務
課
長
前
瀧
千
仰
は

一
九

一
六

(
大
正
五
)
年
八
月

「
農
村
娠
輿
と
産
業
組
合
」

と
い
う
題
目
で

米
価
調
節
策
や
農
村
振
興

等
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
前
瀧
は
、
県
山
岡
務
課
長
や
兵
庫
県
農
会
幹
事
、

産
業
組
合
中
央
会
兵
庫
支
会
理
事
を
歴
任
し
た
、
県
内
同
政
に
強
い
影
響
力

を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
前
瀧
は
こ
の
論
考
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
た
川
。

米
価
調
節
も
人
為
的
に
は
な
か
な
か
困
難
の
事
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま

す
が
日
本
の
米
は
ア
ジ
ア
の
小
部
分
の
食
糧
に
限
ら
れ
て
お
り
ま
す

が
之
を
世
界
的
の
食
絹
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
の
事
で
は
な

か
ろ
う
と
岡
山
ふ
の
で
即
ち
西
洋
人
が
小
麦
か
ら
パ
ン
を
作
っ
て
常
食

を
さ
す
や
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
近
頃
は
米
か
ら
菓
子
と
か

玄
米
ミ
ル
ク
と
か
い
ふ
も
の
を
作
っ
て
居
る
や
う
に
米
を
粉
末
に
し
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た
食
物
と
す
る
こ
と
を
今

一
層
研
究
し
た
な
ら
ば
年
の
豊
凶
に
よ
っ

て
米
価
も
左
程
高
下
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
。
米
も
こ
の
様
に
粉

末
の
食
物
に
す
る
と
軍
人
な
ど
は
大
に
便
利
た
ろ
う
と
思
う
の
で
あ

る
こ
こ
で
前
瀧
は
、

米
の
加
工
食
品
の
輸
出
に
よ
り
、
米
価
を
安
定
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
前
瀧
は
外
国
米
の
輸
入
を

容
認
し
、
帝
国
と
い
う
枠
組
み
で
米
を
生
産
す
る
と
い
う
政
府
の
政
策
を

支
持
し
て
い
た

勺

外
国
米
や
植
民
地
米
の
輸
移
入
に
よ
っ
て
、
内
地
米
の

需
要
が
圧
迫
さ
れ
る
。

内
地
に
お
い
て
豊
作
に
よ

そ
の
た
め
、
前
瀧
は



り
米
の
供
給
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
、
内
地
米
を
輸
出
し
て
米
価
を
維

持
す
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
兵
庫
県
農
会
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
多
木
や
前
瀧
は
、

米
を
生
産
し

流
通
す
る
範
囲
を
内
地
に
限
定
せ
ず
、
植
民
地
を
含
め
た

範
囲
で
の
米
の
生
産
を
指
向
し
、
米
価
安
定
の
た
め
に
は
外
国
に
米
を
輸

出
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
帝

国
を

つ
の
米
の
生
産
の
範
囲
と
す
る

「
帝
国
内
自
給
」
論
と
で
も
い
う

ベ
き
構
想
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
改
め
て
、
帝
国
民
会
と
兵
庫
県
農
会
の
米
価
対
策
を
対
比
し

て
お
き
た
い
。

一
九
一

0
年
代
に
お
け
る
全
国
の
米
穀
市
場
で
は
、

飯
米
消
費
の
矯
加

付i

防
相
民
地
米
の
移
入
が
増
加
し
、

一
般
的
に
内
地
米
価
格
に
対
す

る
値
民
地
米
の
影
響
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
米
穀
市
場
の

変
化
を
背
景
と
し
て
、
帝
国
農
会
は
、

政
府
に
対
し
米
価
を
高
位
に
維
持

す
る
こ
と
を
要
望
す
る
た
め
建
議
活
動
を
展
開
し
た
。

そ
の
内
容
は

鮮
米
移
入
税
の
復
活
と
台
鮮
米
代
用
制
度
の
撤
廃
、

そ
し
て
、
植
民
地
米

の
輸
出
奨
励
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
米
価
対
策
は
、

基
本
的

に
内
地
で
内
地
米
を
消
費
す
る

「
内
地
自
給
」

論
と
い
う
食
糧
自
給
論
に

基
づ
い
て
い
た
。

帝
国
農
会
の

「
内
地
自
給
」
論
と
は
、
内
地
へ
の
植
民
地
米
の
流
入
を

避
け
、

そ
の
こ
と
で

米
の
内
地
自
給
を
守
る
と
い
う
論
理
を
展
開
す
る

主
張
で
あ
っ
た
。

そ
の

具
体
的
な
措
置
と
し
て

関
税
を
設
け
る
こ
と
に

よ
り
朝
鮮
米
の
自
由
移
入
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
植
民
地
米
の
輸
出
を

奨
励
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
議
論
の
背
景
に
は
、
当
該
期
帝
国
州
出
会
の
剛
財
政
運
動
が
反
映
さ
れ

て
い
た
。
帝
国
農
会
の
農
政
運
動
の
中
心
人
物
た
ち
は

「
内
地
自
給
」
論

を
支
持
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
介
し
て
、

地
方
農
会
も
帝
国
農
会
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の
農
政
運
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
ロ
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
設
会
の

食
糧
自
給
論
は

「内
地
自
給
」
論
で
あ
っ
た
。

方

神
戸
を
み
て
み
る
と
、

全
国
の
米
穀
市
場
と
同
様
に
植
民
地
米

の
移
入
量
が
急
増
し
て
い
た
が
、
神
戸
は
植
民
地
米
の
集
散
地
で
あ
っ
た

た
め
、
消
費
は
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、
樋
民
地
米
の
移
入
が
県
内
産
米
価

絡
を
下
落
さ
せ
る
直
接
の
要
因
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
時
期

兵
庫
県
由
民
会
は
、

県
山
出
会
長
の
改
選
を
契
機
と
し
て
、
酬
服

朝

業
経
営
方
針
を
転
換
し
た
。
そ
れ
が
表
面
化
し
た
の
が
、
第

一
四
回
総
会

で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
養
蚕
業
の
普
及
や
産
業
組
合
の
設
置
な
ど
を

積
極
的
に
奨
励
す
る
と
い
う
内
地
の
み
を
対
象
と
し
た
農
業
経
営
方
針
か



ら
、
県
下
農
業
者
が
内
地
と
繍
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
農
業
を
経
営
す
る
と

い
う
方
針
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
の
新
し
い
農
業
経
営
方
針
の
も

と
で

兵
庫
県
民
会
は
、

「朝
鮮
視
察
」

や
米
麦
多
収
穫
事
業
、

そ
し
て
朝

鮮
移
民
構
想
を
進
め
て
い
っ
た
。
特
に

「
朝
鮮
視
察
」

で
は
、

県
内
の
大

地
主
な
ど
地
域
有
力
者
が
植
民
地
朝
鮮
で
土
地
集
積
を
図
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
は
、
県
農
会
評
議
員
な
ど
を
務
め
、

兵
庫
県
股
会
の

運
営
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

兵
庫
県
農
会

こ
の
よ
う
に

は
、
橋
民
地
朝
鮮
を
も
視
野
に
入
れ
た
農
業
経
営
方
針
で
あ
る

「
帝
国
内

自
給
」
論
へ
と
、

徐
々
に
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、

一
九
一

0
年
代
に
お
い
て
、
帝
国
曲
脱
会
は
内
地
米
価
格

の
保
護
の
た
め
に
植
民
地
米
移
入
を
規
制
す
る
米
価
対
策
を
形
成
し
て
い

っ
た
の
に
対
し

兵
庫
県
曲脳
会
は
植
民
地
米
移
入
を
容
認
し

む
し
ろ

こ
れ
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
。

「
内
地

そ
う
し
た
意
味
で
、
帝
国
農
会
が

自
給
」

兵
庫
県
由民
会
は

「
帝
国
内
自
給」

論

論
を
と
っ
た
の
に
対
し
て

と
い
う
全
図
的
動
向
と
は
異
な
っ
た
食
糧
自
給
論
を
持
っ
て
い
た
と
い
え

る

川
持
回
恵
三

「
食
糧
政
策
の
成
立

(二

l
食
続
問
題
を
め
ぐ
る
地
主
と

資
本
」
(
農
林
省
農
業
総
合
研
究
所
『
農
業
総
合
研
究
』
第
八
巻
第
二
号
、

一
九
五
四
年
)
、
中
村
政
則
「
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
の
確

立

l
ブ
ル
ジ
ョ
ア

・
地
主
ブ
ロ
ッ
ク
論
|」

(
原
秀
三
郎
他

『
大
系
日
本
国

家
史
』
第
五
巻
近
代
目

東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
八
年
)

川
東
坪
弘

『
戦
前
日
本
の
米
側
政
策
史
研
究
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、

一
九
九

O
年
)
。

大
一旦
生

田
稔
『
近
代
日
本
の
食
糧
政
策
対
外
依
存
米
穀
供
給
構
造
の
変

容
|
』
(
ミ
ネ
ル
グ
ア
書
一房

一
九
九
三
年
三

山
川
東
持
弘
、
前
掲
書
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
第
一
、

二
章。

初
出
は

「
米
価
政
策
を
め
ぐ
る
諸
階
級
の
対
応
と
天
皇
制
官
僚
の
立
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同

場
米
価
調
節
調
査
会
議
事
録
の
分
析
を
中
心
と
し
て
|」

(
大
阪
市
立
大

学
『
経
済
学
雑
誌
』
第
七
三
巻
第
二
号
、

一
九
七
五
年
八
月
)
、

同
「
米
騒

動
後
の
食
総

・
米
側
政
策
の
研
究

下
臨
時
国
民
経
済
調
査
会

・

上

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
議
事
録
の
分
析
を
中
心
と
し
て
|」

(松
山
商
科
大

学
『
松
山
商
大
論
集
』
第

一
、
二
号、

一
九
八
四
年
四
月
、
六
月
三

川
大
豆
生
回
稔
、
前
掲
書
『
近
代
日
本
の
食
糧
政
策
対
外
依
存
米
穀
供

給
権
造
の
変
容
』

一
七
九
頁
。

川
栗
原
百
寿
著
作
集
編
集
委
員
会
『
栗
原
百
寿
著
作
集
』
(
第
九
巻
、
校
倉

書
一房

一
九
八
四
年
)

一
九
二

i
二
O
八
頁
。



川
宮
崎
隆
次
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期

の

農

村

と

政

党

(

こ

農

村

諸

利
益
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
|」

(
国
家
学
会
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九

巻
、
第
七

・
八
号

一
九
八

O
年
)
。

川
宮
崎
隆
次
、
前
掲
論
文
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
農
村
と
政
党
(
ご

-
農
村
諸
利
益
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
|
」
四

O
七

1
四
八
七
頁
。

川
持
田
恵
三
『
米
穀
市
場
の
展
開
過
程
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七

O

年
三
月
)

七
二

1
七
九
頁
。

川
持
田
恵
三
、
前
掲
書

『
米
穀
市
場
の
展
開
過
程
』

一
四
三
頁
。

川
神
戸
市
役
所

『
神
戸
市
史
』
(
本
編
各
説
下
巻
、

一
九
二
四
年
六
月
)

二
四
頁
に
は
、

神
戸
市
の
人
口
噌
加
に
つ
い
て
、

以
下
の
記
述
が
あ
る
。

明
治
三
十
四
年
に
於
て
神
戸
の
人
口
の
名
古
屋
市
よ
り
少
な
き
こ
と

一
万
人
、
横
浜
市
よ
り
少
な
き
こ
と
四
万
人

大
正
元
年
に
於
て
す

ら
尚
且

つ
名
古
屋
市
よ
り
少
な
き
こ
と
四
千
人
、
機
浜
市
に
及
ば
ざ

る
こ
と
二
万
四
千
人
な
り
し
に

大
正
七
年
に
至
り
却
り
て
名
古
屋

市
を
凌
駕
す
る
こ
と

一
六
万
人
、
横
浜
市
に
勝
る
こ
と
十
五
万
人
な

る
に
徴
し

具
体
的
数
値
は
正
確
性
を
欠
く
が

九

(
大
正
元
)
年
か
ら

九

八

(
大
正
七
)

年
に
か
け
て
、

神
戸
市
の
人
口
が
漸
精
傾
向
に
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

川
大
豆
生
回
稔
、
前
掲
脊
『
近
代
日
本
の
食
糠
政
策
|
対
外
依
存
米
穀
供

給
構
造
の
変
容

i』

一
三

0
1
一
一一一一

頁
。

川
大
一
旦
生
田
稔
、
前
掲
書

『
近
代
日
本
の
食
糧
政
策

l
対
外
依
存
米
穀
供

給
構
造
の
変
容

l』

一
三

0
1
一一一二

頁
。

山
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
、
前
掲
主
同

『
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
沿
革
誌
』

頁
川
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
、
前
田
問
委

『
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
沿
革
誌
』

頁
o 

川
『
神
戸
又
新
日
報
』
(
以
下
、
『
又
新
』
と
表
記
す
る
)

一
九

一
四
年
一

二
月
一
五
日
付
。
『
又
新
』
に
は
、
米
価
下
務
と
朝
鮮
米
と
の
関
係
に
つ
い
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て
記
さ
れ
た
記
事
は
な
い
。

川
中
村
政
則
、
前
掲
論
文

「軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
の
確

立
|
ブ
ル
ジ
ョ
ア

・
地
主
プ
ロ
ッ

ク
論
|
」
三

0
1
三
一

頁
。

川
帝
国
農
会

『
帝
国
由
民
会
報
』
(
第
五
巻
第
二
号

一
九
一
五
年
二
月
)

0
0
1
一
O
二
頁
。
宮
崎
隆
次
、
前
掲
論
文

「大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の

農
村
と
政
党
(
二

1

農
村
諸
利
益
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
」
四
七
九
頁
。

石
井
裕
品
二
九
二
二
年
の
営
業
税
廃
税
運
動
の
政
治
経
済
過
程
」
(
社
会

経
済
史
学
会
『
社
会
経
済
史
学
』
第
七
六
巻
第

一
号

ニ
O

一O
年
)

頁



川
帝
国
山
脱
会
、
前
掲
害
『
帝
国
農
会
報
』
(
第
五
巻
第
二
号、

一
九
一
五
年

月

一
O
二
頁
。

川
大
豆
生
田
稔
、
前
掲
書
『
近
代
日
本
の
食
糧
政
策
|
対
外
依
存
米
穀
供

給
構
造
の
変
容
|
』

一
三
六

1
一
三
七
頁
。
米
の
自
給
と
米
価
維
持
に
関

す
る
議
論
が
合
わ
せ
て
展
開
さ
れ
る
の
は
、
第

一
次
大
戦
に
よ
り
外
国
米

輸
入
の
危
機
が
顕
在
化
し
た
た
め
で
あ

っ
た
。

川
注
川

と
同
じ
。

叫
川
束
縛
弘
、
前
掲
書
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
四
五
1
四
六

頁川
川
東
路
弘
、
前
掲
書
『
戦
前
日
本
の
米
側
政
策
史
研
究
』
第

一
章
。

山
山
回
数

「
米
価
の
暴
落
と
農
業
危
機
」
(
帝
国
民
会
、
前
掲
会

『
帝
国
農

会
報
』
第
四
巻
第
一

一
九

一
四
年

一

二

O
1
二
一
頁
。

号

月

間
帝
国
農
会
史
稿
編
纂
会
『
帝
国
山
師
会
史
稿
』
(
資
料
編
、
農
民
教
育
協
会
、

一
九
七
二
年
)

七
四

二

i
七
四
五
頁
。

以
下
、
『
資
料
編
』
と
表
記
す
る
。

川
川
東
時
弘
、
前
掲
4
H
U

『
戦
前
日
本
の
米
側
政
策
史
研
究
』
三
九
1
四

一

頁。川
帝
国
般
会
史
稿
編
纂
会
、
前
掲
香
『
資
料
編
』
七
四
五
頁
。

山
山
岡
敬
が
、
帝
国
由
民
会
議
員
と
し
て
阜
市
圏
内
同
会
の
米
価
対
策
に
取
り
組

ん
だ
内
容
は
次
の
返
り
で
あ
る
。

九

四

(
大
正
三
)

年

一
O

ま
ず
、

月
、
帝
国
曲
師
会
第
五
回
通
常
総
会
の
後
、

山
田
は
、
帝
国
般
会
評
議
員
と

し
て
農
商
務
省
に
出
頭
し
、
本
会
議
決
の
主
旨
を
熱
心
に
具
陳
し
た

帝

国
曲
師
会
、
前
掲
書
『
帝
国
農
会
報
』
第
四
巻
第

一
号
、
五

三
頁
)
。
次
に

翌
年
の
第
六
回
総
会
で
は
、
山
田
の
発
議
に
よ
り
、
陳
情
委
員
を
選
定
し
、

関
係
官
庁
を
歴
訪
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(
帝
国
農
会
、
前
掲
書
『
帝
国
農

会
報
』
第
五
巻
第
一

号

一
九
一
五
年
一

月

七
二
頁
)
。
さ
ら
に

翌
々
年
第
七
回
通
常
総
会
で
は
、
米
価
問
題
に
関
す
る
委
員
会
の
委
員
長

に
着
任
し
た
(
帝
国
農
会
、
前
掲
童
日
『
帝
国
農
会
報
』
第
六
巻
第

一
一
号、

一
九

一
六
年

月

八
四

1
八
五
頁
)
。

川
山
回
数
「
議
会
に
現
れ
し
農
政
上
の
三
問
題
」
(
帝
国
曲脳
会
、
前
掲
書
『
帝

国
政
会
報
』
第
六
巻
第
三
号
、

一
九

一
六
年
三
月
)
二
六
頁
。
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制
山
臼
も
「
議
会
に
現
れ
し
農
政
上
の

三
問
題
」
の
中
で
、
「
今
期
議
会
に

於
け
る
政
府
態
度
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
は
、
内
地
農
民
に
薄
く
し
て
植

民
地
農
民
に
厚
し
と
の
逃
難
は
免
れ
ざ
る
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
、

政
府
の

植
民
地
農
政
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
い
た

(
山
回
数
、
前
掲
論
文
「
議
会

に
現
れ
し
政
政
上
の
三
問
題
」

二
六
頁
)
。

川
帝
国
由
民
会
史
稿
編
纂
会
、
前
掲
番
『
資
料
編
』
七
五
四

1
七
五
五
頁
。

川
山
回
数

「悲
哀
を
包
め
る
笠
年
|
此
時
に
際
し
て
{
自
民
へ
の
希
望
」
(
常

国
農
会
、
前
掲
書
『
帝
国
農
会
報
』
第
六
巻
第

一
O
号
、

一
九

一
六
年

O
月
)
二
一
四
1
三
五
頁
。



川
山
回
数

前
掲
論
文

「悲
哀
を
包
め
る
豊
年

l
此
時
に
際
し
て
官
民
へ

の
希
望
」
二
七
頁
。

川
矢
作
栄
絞
「
米
価
調
節
に
就
き
て
」
(
帝
国
段
会
、
前
掲
害
『
帝
国
段
会

報
』
第
六
巻
第
九
号
、

一
九
一
六
年
九
月
)

一
七
l
二
一
頁
。

川
帝
国
成
会
、
前
掲
舎
『
帝
国
由
民
会
報
』
(
第
四
巻
第

一
口
す
)

四
八

i
五

O
頁
。
な
お

堀
尾
茂
助
の
米
価
政
策
論
に
つ
い
て
は
、
『
新
愛
知
』

九

一
四
年
七
月

一
七
i
一
九
日
付
に
基
づ
く
。

川
伊
藤
長
次
郎

(
印
南
郡
伊
保
村
)

は
、
県
内

一
の
大
地
主
で
あ
る
。
土

地
所
有
は
一
八
九

二
一
(
明
治
二
六
)

年
段
階
で
、

約
五

一
七
町
歩
(
県
内

一
一
都
四
六
町
村
)

に
及
ん
で
い
た
。

九

O 

(
明
治
三
六
)
年
か
ら

九

四

(
大
正
三
)
年
ま
で
県
内
刷
会
長
を
、

(
明
治
三
七
)

一
九

O
四

年
か
ら

一
九

(
明
治
四
四
)

年
ま
で
貴
族
院
議
員
を
務
め
た
。

こ
の

他
、
産
業
中
央
会
兵
庫
県
支
会
長
、

兵
庫
県
信
用
組
合
連
合
会
会
長
等
を

歴
任
し
た
。
伊
藤
家
に
関
す
る
研
究
に
は
、
奥
谷
松
治
「
近
畿
地
方
に
お

け
る
大
地
主
の
成
立
と
解
体
」
(
日
本
農
業
発
達
史
『
日
本
農
業
発
達
史
』

別
巻
上
、
中
央
公
論
社

一
九
五
八
年
)

や
庄
司
俊
作
「
温
情
地
主
考

大
地
主
伊
藤
長
次
郎
の
人
間
学
的
分
析
」
(
同
志
社
大
学
人
文
学
研
究
科

『
社
会
科
学
』
第
六

一
巻

一
九
九
八
年
二
月

一
i
二
三
頁
)
が
あ
る
。

川
兵
庫
県
農
会
『
兵
庫
県
農
会
史
』
(
一
九
三

O
年
)

一
九
l
二

O
頁
。
『
又

新
6. 

一
九

一
四
年

一
O
月
二
九
日
付
。

川
伊
膝
が
県
山
出
会
長
を
辞
職
す
る
時
期
や
多
木
が
県
農
会
長
に
就
任
す
る

時
期
に
つ
い
て
は
、

兵
庫
県
農
会
、
前
掲
舎
『
兵
庫
県
成
会
史
』
(
一一一四
五

頁
)
に
基
づ
く
。
臨
時
総
会
の
内
容
は
、

『
又
新
』

一
九
一
四
年
六
月
二
七

日
付
と
『
神
戸
新
聞
』

一
九
一
四
年
六
月
二
七
日
付
を
参
照
し
た
。

川
減
租
運
動
に
つ
い
て
は
、
帝
国
農
会
、
前
掲
書
『
帝
国
成
会
報
』
(
第
五

巻
第
二
号
、

一
九

一
五
年
二
月
、

一
0
0
1
一
O
七
頁
)
を
参
考
に
し
た
。

[)S! 

『
又
新
』

一
九

一
四
年
一

一
月

一
五
日
付
。

と
こ
ろ
で
、
多
木
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
多
木
は
、

H

7

 

0

引
H
M

」
J
IH

郡
別
府
村
に
多
木
製
肥
所
(
現
在
の
多
木
化
学
)
を
設
立
し
、
多
木
農
具
、

別
府
経
鉄
道
の
社
長
も
務
め
た
。
ま
た
、
過
燐
酸
製
造
組
合
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日
本
肥
料

株
式
会
社
、
硫
安
製
造
組
合
、
配
合
肥
料
製
造
組
合
各
理
事
も
歴
任
し
た
。

公
職
で
は
、

加
古
郡
会
議
員
や
議
長
、

兵
庫
県
会
議
員
、

同
参
事
会
員
、

所
得
税
調
査
委
員
長
等
を
歴
任
し
た
。

一
方
、
植
民
地
朝
鮮
で
も

一
九

一

六

(
大
正
五
)
年
以
降
農
場
や
山
林
を
経
営
し

一
九
二
三
(
大
正
一

二
)

年
に
は
朝
鮮
設
会
の
顧
問
と
な
っ
た
。
衆
議
院
議
員
は

一
九

O
八

明

治

聞

こ

年

一
九

一
五

(
大
正
四
)

年

九

O 

(
大
正
九
)

年

一
九
二
四
(
大
正

二
三

年、

一
九
三

O

(昭
和
五
)
年
、

一
九
三
二

(昭

和
七
)
年
の
計
六
回
当
選
、
貴
族
院
議
員
に
は

一
九
三
九
(
昭
和

一
四
)

年
に
一
回
当
選
し
た
。
そ
の
経
歴
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
多
木
は
内
地
と

植
民
地
朝
鮮
に
経
済
的
基
放
を
も
っ
て
い
た
。
兵
庫
県
農
会
の

「
朝
鮮
視



郎
』
多
木
製
肥

察
」
も
多
木
が
企
画
し
た

四
四
、
二

二
六

l
二
二
八
頁
。
金
玄
「
植

(
多
木
久
米
次
郎
伝
記
編
纂
会
『
多
木
久
米
次

一
九
五
八
年

民
地
朝
鮮
と
多
木
久
米
次
郎
朝
鮮
に
お
け
る
事
業
基
盤
と
参
政
権
問
題
」

研
究
』
第
四
号
、

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
海
港
都
市
研
究
セ
ン
タ
ー

『
海
港
都
市

七
七

1
九
五
貰
)
。

川
小
野

二

O
O
九
年
三
月
、

一
郎
(
向
「
第

一
次
世
界
大
戦
前
後
の
外
国
貿
易
」
川
合

一
郎

他
編
『
講
座
日
本
資
本
主
義
発
達
史
論
』
第
二
巻

(
同
「
日
本
帝
国
主
義
の
経
済
構
造
|
第
一

次
大
戦

日
本
評
論
社
、

九

六
八
年
)
、
武
岡
崎
人

別
品
川
特
集
』

プ

l
ム
と
一
九
二

O
年
恐
慌
の
帰
結
|
」

歴
史
学
研
究
会
『
歴
史
学
研
究

一
四
三
頁
)
、
橋
本
寿
朗
(
同

「景
気

一
九
七
九
年

一
O
月、

一
九
八
五
年

循
環
」
大
石
嘉

一
郎

『
日
本
帝
国
主
義
史
』
第

一
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
九
九
頁
)

な
ど
多
く
の
研
究
が
あ
る
。

川
兵
庫
県

『
時
局
影
響
調
査
』
(
一
九

一
四
年
九
月
三

川
『
又
新
』

山
『
又
新
』

一
九
一
四
年
八
月

一
O
日
付
。

川
『
文
新
』
前
掲
一
九
一
四
年
八
月
三

O
日
付
。

一
九
一
四
年
八
月
三

O
日
付
。

川
『
又
新
』

川
『
文
新
』
前
掲

一
九
一
四
年
八
月
三

O
日
付
。

一
九

一
五
年
九
月
二

O
日
付
。

川

『
又
新
』

川
『
又
新
』

一
九

一
四
年

一
一
月
二

O
日
付
。

一
九

一
四
年
一
二
月
二
三
日
付
。
多
木
久
米
次
郎
伝
記
編
纂

川
『
又
新
』

会
、
前
掲
書
『
多
木
久
米
次
郎
』
四
一
三

i
四
一
七
賞
。

一
九

一
四
年

一
O
月
二
九
日
付
。

川
『
又
新
』

川
『
又
新
』

川
『
又
新
』

川
『
文
新
』

一
九

一
四
年
一

二
月
二
三

日
付
。

一
九
一
五
年
四
月
一

O
日
付
。

一
九

一
五
年
五
月

一一一

日
付
。

一
九

一
五
年
五
月
四
日
付
。

川

『
又
新
』
前
掲

一
九

一
五
年
五
月

一
二

日
付
。

一
九

一
六
年
九

川
『
又
新
』
前
掲

一
九

一
五
年
五
月

一一一

日
付
。
『
又
新
』

月
一
八
日
付
に
よ
る
と
、
兵
庫
県
農
会
の
第
二
回
朝
鮮
視
察
団
は

「
相
当

の
事
業
を
経
営
し
得
る
資
力
あ
る
地
主
」

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
第
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太
郎

回
朝
鮮
視
察
団
は

一
八
名
で
あ
っ
た
。
視
察
員
は
以
下
の
通
り
。

平
野
房
太
郎
(
多
木

入
江
千

(
神
戸
電
燈
株
式
会
社
株
主
)
、

小
山
淳
太
郎
、

製
肥
所
)
、
中
谷
竹
蔵

入
江
光
線
(
印
南
郡
伊
保
村
産
業
組
合
長
)

織
田
貫
治
郎

松
原
軍
三
郎
、
池
内
吉
松
、
埴
岡
直
二
、
那
波
徳
治
、
奥
藤
弘
、
鞍
田
信
、

ご

九

O
三

1
一
九

一
五
年
県
会
議
員
)
、

小
林
孝
、
太
田
治

庫
県
岨
脱
会
)
、

右
衛
門
、
安
居
院
新
平
、
前
瀧
千
偲
(
兵
庫
県
農
会
)
、
長
尾
善
治
郎
(
兵

大
野
清
之
助
(
兵
庫
県
由
民
会
)
。

頁
川
兵
庫
県
長
会
『
第

一
七
回
兵
庫
県
農
会
年
報
』
(
一
九

一
四
年
七
月
)
四



川
こ
こ
で
い

う
視
察
(
団
)

と
は
、
県
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
公
的
団

察
(
団
)

と
は
異
な
り
、

体
か
ら
嘱
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

公
的
団
体
か

ら
嘱
託
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く

任
意
の
も
の

で
あ
る
。

川
平
川
は
加
東
郡
段
会
長

こ
れ
に
対
し
て
、
観
光
団
と
は
、
視

県
会
議
員
で
も
あ

っ
た

(
加
東
郡
誌
編
纂
委

員
会
『
新
修
加
東
郡
誌
』
加
東
郡
教
育
委
員
会、

一
九
七
四
年
九
月
、

二
六
八

i
一
二

七
二
頁)。

州
『
又
新
』
は
、

満
鮮
観
光
団
の
旅
行
記
を
掲
載
し
た。

こ
こ
で
は
、

功
紛
が
記
載
さ
れ
て
い
た

州
で
は
な
く
、
専
ら
値
民
地
朝
鮮
の
産
業
に
関
す
る
記
事
や
兵
篇
県
民
の

一
九

一
五
年
九
月
八
日
付
)
。

(『又
新
』

事
業
基
盤
と
参
政
権
問
題
」

川
金
玄
、
前
掲
論
文

「植
民
地
朝
鮮
と
多
木
久
米
次
郎
・
朝
鮮
に
お
け
る

八
二
頁
。

川
『
文
新
』

一
九
一
六
年

川

『
又
新
』

一
九

一
六
年

:011 

『
又
新
』

一
月
一
四
日
付
。

一
月

一
四
日
付
。

川
中
部
幾
次
郎
は、

九

五

一
九

一
六
年
一

O
月

一
O
日
付
。年

に
、
植
民
地
朝
鮮
で
土
地

(
大
正
四
)

(
浅
田
箭
二
『
日
本
帝
国
主
義
と
旧
植
民
地
地
主
制
』

を
購
入
し
て
い
た

能
渓
帝
古
品
一
回
、

一
九
八
九
年

漁
業
と
朝
鮮
」
青
丘
文
庫
研
究
会
『
育

E
文
庫
月
報
』
第
一
五
七
号
、

0
0
一
年
二
月
三

一
四

一
i
一
四
二
頁
、

伊
地
知
紀
子

「大
洋

川
『
又
新
』

川
帝
国
農
会
、
前
掲
香
『
帝
国
農
会
報
』
(
第
五
巻
第
二
号、

一
九

一
九
年
六
月
二
二

日
付

同

一
月

一
九
日
付
。

一
九

一
五
年

月

一
O
o
-
-
O
七
頁
。

川

『
又
新
』

一
九
一
四
年

一
一
月

一
五
日
付
。

10 iI 

『
又
新
』

一
九

一
四
年
一
二

月
一一一二

日
付
。
新
修
神
戸
市
史
編
集
委
員

会
『
新
修
神
戸
市
史
』
(
産
業
経
済
編
l
第

一
次
産
業
、

神
戸
市、

九
九

O 
年

二
四
四
頁
。

w時

州
趣
意
書
の
賛
成
者
は
頼
母
木
桂
士
ロ
外
二
九
名
で
あ
る

(
衆
議
院

『
帝
国

議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
三

O
号、

東
京
大
学
出
版
会
、

ブL

八

年
七
月
、

以
下
、
衆
議
院

『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
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二
五
一

頁
)
。
な
お
、

速
記
録
』
第
三

O
号
を

『
速
記
録
』
と
表
記
す
る
。

州
趣
意
書
に
対
し
、
農
商
務
大
臣
河
野
広
中
は
、

「平
年
に
於
い
て
は
常
に

二
、
三
百
万
石
内
外

の
供
給
量
不
足
」
と
な
り
、
「尚
人
口
増
加
に
伴
ひ
此

の
不
足
増
加
す
へ
き
を
以
て
益
々
産
米
を
増
殖
す
る
の
必
要
」
が
あ
る
た

め

「
米
の
作
付
面
積
を
制
限
す
る
要
な
し
」

(
衆
議
院
、
前

と
批
判
し
た

田
両
4
A

日
『
速
記
録
』
二
四
九
頁
)
。

川
兵
庫
県
農
会
、

前
掲
番

『
兵
庫
県
農
会
史
』
二
三

1
二
四
頁
。
多
木
久

米
次
郎
伝
記
編
纂
会
、
前
掲
書
『
多
木
久
米
次
郎
』
四
一

三
i
四

一
七
頁
。

川
産
業
組
合
中
央
会
兵
庫
支
会
『
兵
庫
支
会
報
』
(
第
四
二
号
、

九

年
八
月
五
日
)
三
頁
。



川
『
大
阪
朝
日
新
聞
(
兵
庫
県
附
録
)
』

一
九

一
九
年
五
月
四
日
付
。
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第
二
章

外
国
米
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
「
帝
国
内
自
給
」

|
一
九

一
八

i
一
九
二

O
年
を
中
心
に
|

論

は
じ
め
に

一
九

一
八
(
大
正
七
)
年
以
降
、
内
地
で
は
慢
性
的
な
米
不
足
に
よ
り
、

米
価
が
高
騰
し
た
。
政
府
は
米
価
高
騰
の
要
因
を
、
米
の
総
長
不
足
に
求

め
た
。
そ
し
て
、
社
会
的
混
乱
を
招
か
な
い
た
め
に

外
国
米
輸
入
に
よ

る
供
給
量
の
充
足
を
通
じ
て
米
価
の
安
定
を
図
っ
た
。

こ
れ
を
契
機
と
し

て
、
内
地
で
は
、

米
価
問
題
と
と
も
に
食
畿
自
給
論
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ

た
川
o

た
と
え
ば
、
帝
国
議
会
で
は
、
帝
国
を

一
つ
の
米
の
生
産
の
範
囲
と

す
る
こ
と
を
基
軸
に
、
米
価
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

系
統

段
会
で
は
、
単
に
米
価
維
持
を
訴
え
る
だ
け
か
、
「
内
地
自
給
」
論
に
基
づ

き
植
民
地
米
と
外
国
米
の
輸
移
入
の
規
制
を
求
め
る
か

の
仰
れ
か
が
述

べ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
兵
庫
県
農
会
だ
け
が
、
政
府
に

対
し
て

「帝
国
内
自
給
」
論
を
提
示
し
、
山
財
政
運
動
や
農
業
務
事
業
を
展

関
し
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
、

本
章
で
は
、
他
の
地
方
曲
師
会
に
は
み
ら
れ
な
い
兵
庫
県
山
師
会

の
動
向
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り

兵
庫
県
農
会
が

「帝
国
内
自
給
」
論

に
至
っ
た
経
緯
の
詳
細
を

第
一
章
で
の
考
察
を
さ
ら
に
進
め
て
、

明
ら

か
に
し
た
い
。

本
章
で
は
、

九

八

(
大
正
七
)

年
か
ら

一
九
二

O
(
大
正
九
)
年

を
分
研
対
象
と
す
る
。
そ
れ
は

こ
の
時
期
に
起
こ
る
米
の
供
給
庇
不
足

と
米
価
高
騰
を
契
機
と
し
て
、

外
国
米
輸
入
が
、
食
糧
政
策
に
大
き
な
影

響
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。

九

八

(
大
正
七
)
年
以
降
、

県
内

の
米
価
は
乱
高
下
し
た
。
【
図

2
1
1】

の
通
り
、
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
(
以

下
、
神
戸
と
表
記
す
る
)
で
は

県
内
産
米

一
石
当
り
の
卸
売
価
格
が
、

九

八

(
大
正
七
)

九

年

一
月
に
は
二
四
円
九
六
銭
で
あ
っ
た
が

九

(
大
正
八
)
年

一
二

月
に
は
ピ

ー
ク
を
迎
え
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五
七
円
二
八
銭
ま
で

上
昇
し
た
。

こ
れ
以
降
、
米
価
は
下
落
し

そ
し
て
、

九

O 

(
大
正

九
)
年

一
二
月
に
は
三
四
円
=
二

銭
と
な

っ
た
。

寺
内
正
毅
内
閣
は
、

米
価
の
上
昇
に
刻
し
、

取
引
所
等
の
取
り
締
ま
り

に
よ
る
米
価
調
節
策
を
試
み
る
が
、
効
果
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、

九

八

(
大
正
七
)

年
四
月
、
政
府
は
、
自
ら
が
外
国
米
を
輸
入
す
る
と

い
う
借
置
を
講
じ
た
。

外
米
管
理
令
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、

い
わ
ゆ
る
、

米
の
供
給
量
を
噌
加
す
る
こ

と
に
よ
り
、
米
価
を
下
落
さ
せ
る
と
い
う
ね

ら
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し

シ
ベ
リ
ア
出
兵
、
利
益
を
見
込
ん
だ
投
機

米
の
買
い
占
め
や
売
り
惜
し
み
等
の
影
響
に
よ
り
、
米
価
は
さ
ら
に
高
騰



【図2-1】神戸における米価の推移(1916年1月-1921年3月)
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し
た
。

同
年
八
月
に
は
各
地
で
米
騒
動
が
勃
発
し
た

山。

そ
し
て
、

同
年
九
月
、
原
敬
内
閣
が
成
立
す
る
と
、
政
府
は

一
旦
米
価
へ
の
介

入
政
策
を
や
め
た
。
原
内
閣
は
、

内
地
と
徳
民
地
両
方
に
お
け
る
食
糧
自

給
構
想
を
唱
え
た
。

方
で

実
際
は
、
米
供
給
量
の
不
足
部
分
を
外
国

米
輸
入
に
頼
る
と
い
う
対
策
を
展
開
し
た
。

つ
ま
り
、
寺
内
内
閣
以
降
、

政
府
は
米
の
供
給
量
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
積
極
的
に
外
国
米
を
輸
入

し
た
の
で
あ
る

目。

さ
て
、

こ
こ
で
、

本
意
に
関
わ
る
研
究
史
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

川
東
婚
弘
氏
は
、
政
府
や
常
国
議
会
、

諮
問
委
員
会
の
議
論
に
つ
い
て
分

析
し
た
。

大
豆
生
閏
稔
氏
は

ま
た

当
該
期
の
食
糧
問
題
と
食
糧
政
策

47 

を
分
析
し
、

外
国
米
給
入
依
存
に
基
づ
い
た
政
府
の
食
級
自
給
論
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
た

匂

河
合
和
男
氏
は
、
政
府
の
米
価

・
食
糧
政
策
を

「産

米
僧
殖
計
画
」
立
案
過
程
と
の
関
係
か
ら
促
え
た
川。

こ
れ
ら
の
研
究
は

当
該
期
に
お
け
る
政
府
や
官
僚
な
ど
の
食
総
自
給
論
に
基
づ
き
、

米
価
政

策
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、

い
ず
れ
の
研
究
も
、
政
府
や
常
国

議
会
、
諮
問
委
員
会
レ
ベ
ル
の
分
析
に
留
ま
っ
て
い
る
。

一
方
、
栗
原
百
寿
氏

同
や
宮
崎
隆
次
氏
は
、
寺
内
内
閣
が
発
布
し
た
外
米

管
理
令
に
対
し
地
方
由
民
会
が
行
っ
た
建
議
活
動
を
、

米
投
売
防
止
運
動
の

前
史
と
し
て
位
置
づ
け

簡
単
に
紹
介
し
た
。

こ
こ
で
は

特
に
、
宮
崎

氏
の
研
究
を
取
り
上
げ
よ
う
。
宮
崎
氏
は
、

系
統
山
一
刷
会
が
明
治
農
政
の
枠



組
み
か
ら
脱
却
し
利
益
団
体
化
す
る
過
程
を
、
政
党
政
治
と
の
関
係
か
ら

明
ら
か
に
し
た
。

九

八

(
大
正
七
)
年
に
お
け
る
地
方

そ
の
中
で
、

成
会
の
段
政
運
動
を
、
「
第

一
次
世
界
大
戦
は
明
治
農
政
の
枠
組
を
維
持
す

る
と
同
時
に
、

系
統
段
会
の
利
益
団
体
化
傾
向
を
も
抑
止
し
た
」

と
消
極

的
に
評
価
し
た

円
。
宮
崎
氏
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
を
す
る
理
由
は
、
系
統

段
会
が
明
治
農
政
の
枠
組
み
か
ら
脱
却
し
た
要
因
を
、
農
村
問
題
に
求
め

て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
筆
者
は
、

系
統
農
会
の
米
価
対

策
の
歴
史
的
段
階
性
に
注
目
す
る
た
め

(
大
正
七
)

年
に
お

九

八

け
る
地
方
農
会
の
農
政
運
動
を

系
統
農
会
の
米
価
対
策
の
転
機
と
し
て

位
置
づ
け
る
。

年
に
お
い
て

兵
庫
県

そ
れ
は

九

八

(
大
正
七
)

農
会
が

「帝
国
内
自
給
」
論
に
基
づ
き
、
由
民
政
運
動
を
展
開
し
た
た
め
で

あ
る
。

以
上
の
通
り

地
方
段
会
の
米
価
対
策
や
食
精
自
給
論
に
注
目
し
た
研

究
は
、
管
見
の
限
り
、
皆
無
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
こ
で

以
下
の

三
点
を
課
題
と
し
て
設
定
す
る
。
第

一

本
章
で
は

九

八

大
正
七
)
年
か
ら
一
九

二
O

(
大
正
九
)

年
に
お
け
る

兵
庫
県
の
米
穀
事
情
を
確
認
す
る
。
第
二
に

「
帝
国
内

兵
庫
県
由
民
会
が

自
給
」
論
を
唱
え
る
に
至
っ
た
経
緯
を
分
析
す
る
。
第
三
に
、
「
帝
国
内
自

給
」
論
と
は
何
か
、

に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

な
お

本
章
で
用
い
る
外
米
は
、

外
国
米
を
指
し
、
朝
鮮
米
や
台
湾
米

と
い
う
意
味
で
は
用
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
史
料
上
で
は
、

朝
鮮
米
は

「鮮
米
」
、
植
民
地
米
は

「台
鮮
米
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
、
明
確
に
外
国
米

と
区
別
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
川。

笹
川
一
片
岡
山

兵
庫
県
に
お
け
る
外
国
米
の
イ
ン
パ
ク
ト

第

I頁

都
市
の
人
口
紘
大
と
農
業
の
不
利
性
に
伴
う
農
業
労
働
力

の
流
出

第
一
次
大
戦
期
の
兵
庫
県
の
人
口
は
、
商
工
業
の
好
況
に
よ
り
、

神
戸

を
中
心
に
地
加
し
て
い
た

(【
表
1
1
4

】

)

。
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こ
れ
は
、
農
村
か
ら
都
市
へ

の
人
口
流
入
を
主
な
要
因
と
す
る
現
象
で
あ
っ
た
。
農
業
収
入
だ
け
で
は

採
算
が
と
れ
な
い
た
め
農
業
よ
り
も
商
工
業
の
方
、
が
有
利
(
こ
れ
を
、

「農

業
の
不
利
性
」

と
呼
ぶ
)

と
し
て
脱
践
し
、
農
業
労
働
力
が
都
市
に
流
出

し
た
の
で
あ
る
。
特
に
農
村
の
中
堅
た
る
自
作
農
は

一
九

O
八

(
明
治

四
二
年
、

五
七
五
戸
か
ら
一
九

一
六

四
七

(
大
正
五
)
年
、

ム
ノ、

一

O
八
五
戸
へ
と
一

0
年
間
に

一
六，

四
九

O
戸
も
減
少
し
た

目。

都
市
に
お
け
る
人
口
増
加
と
大
戦
景
気
に
よ
る
米
食
の
普

及
に
よ
っ
て
米
の
消
費
が
拡
大
し
た

吋

つ
ま
り
、
農
村
か
ら
都
市
へ
人
口

県
内
で
は
、

が
流
出
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
米
の
需
要
は
増
え
る

一
方、

供
給
が
減
る
と
い

う
事
態
に
な
っ
て

い
た
の

で
あ
る
。

平
賀
明
彦
氏
は
名
古
屋
市
を
事
例
と



し
て
、
第
一
次
大
戦
期
の
都
市
の
人
口
拡
大
と
、
股
業
の
不
利
性
に
伴
う

農
業
労
働
力
の
流
出
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
川
。
ま
さ
に
、
同
じ
よ

う
な
状
況
が

兵
庫
県
で
も
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第

項

兵
庫
県
の
米
穀
事
情

九

八

年
か
ら

一
九

(
大
正

一
O
)
年
に
お
け
る

(
大
正
七
)

神
戸
の
米
の
総
輸
移
入
量
は
、
【
表
1
1
5
】
の
通
り
、
増
加
の

一
途
を
辿
つ

て
い
た
。

九

八

(
大
正
七
)
年
の
神
戸
の
総
輸
移
入
盆
は
八
三

一
，

五
六
七
俵
で
あ
り
(
前
年
の
約

一
・
八
七
倍
)
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
増
加
し
、

八
七
五
，

八
八

O
俵
と
な
っ
た
。

そ
の
中
で
も

特

外
国
米

の
輸
入

最
は
、

一
九

一
七
(
大
正
六
)
年
の
二
四
，
九
三
五
俵
か
ら
一
九

一
八
(
大

正
七
)

年
の
一
八
四
，

O
五
四
俵
へ
と
、

七

・
三
八
倍
も
噌
加
し
た
。

九

八

(
大
正
七
)

年
五
月
、
政
府
の
外
国
米
食
奨
励
を
-つ
け
て

兵
庫
県
で
も
県
商
工
課
が
中
心
と
な
り
外
国
米
食
を
奨
励
し
た
川
。
兵
庫
県

は
米
の
消
費
量
が
収
穫
高
よ
り
も
常
に
上
回
る
消
費
県
で
あ
っ
た

川
が
、
第

一
章
で
述
べ
た
通
り
、
県
内
の
米
の
消
費
は
県
内
産
米
に
集
中
し
て
い
た
。

朝
鮮
米
、

県
内
産
米
に
対
し
て
僅

少
で
あ
り
、
神
戸
で
は
消
授
の
広
が
り
を
み
せ
な
か
っ
た

勺

こ
の
よ
う
な

台
湾
米
、

外
国
米
の
県
内
流
通
量
は
、

状
況
の
中
、
県
内
の
農
業
者
叶
は
、
米
の
売
り
惜
し
み
に
よ
っ
て
米
価
の
吊

り
上
げ
を
図
っ
て
い
た
。
以
上
の
状
況
が
重
な
り
、

米
価
は
上
昇
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

外
国
米
は
、
輸
入
量
と
は
異
な
る
側
面
で
県
内
の
農
業
者

に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
政
府
の
外
国
米
輸
入
と
米
価
の
関
係
に
つ

い
て
、
『
又
新
』
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

輸
入
米
の
解
禁
に
確
か
に
売
方
の
乗
す
べ
き
機
会
な
る
の
み
か
此
材

料
は
地
方
農
家
に
於
い

て
も
爾
来
の
如
く
超
然
た
る
能
わ
ざ
る
を
以

況
に
相
応
の

反
響
を
及
ぼ
し
延
び
て

期
米
の
再
低
溶
を
余
儀
な
く
す
る

川

て
近
く
正
米

(
不
筆
者
注
)

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、

政
府
に
よ
る
外
国
米
輸
入
は、

外
国
米
商
人
の

望
む
べ
き
状
況
で
あ
っ
た
。

同
時
に
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県
内
の
農
業
者
に
と
っ
て
は
、
従

来
の
よ
う
に
売
り
惜
し
み
が
で
き
な
く
な
る
状
況
を
作
り
出
す
。

こ
れ
に

よ
り
、
県
内
の
農
業
者
が
売
り
惜
し
み
を
や
め
、
米
価
が
下
落
す
る
。
『
又

新
』
の
論
調
は

以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
前
述
の

通
り、

外
国
米
の
消
費
が
少
な
か
っ
た
。

神
戸
で
は
、

つ
ま
り
、

外
国
米
が
食
組
と
し
て
消
費
さ
れ
た
盆
は
少

神
戸
に
お
い
て
、

な
く
、

外
国
米
消
費
が
米
価
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

外
国
米
の
輸
入
は
県
内
の
農
業
者
の
売
り
惜

し
み
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

【
図
2
・1
】
に
見
る
よ
う
に
、

九

1L 

(
大
正
八
)
年

と
い
え
る

川。

一
月
以
降
の
米
価
の
下
溶
を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
っ
た



外
国
米
輸
入
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

兵
庫
県
際
会
長
多
木
久
米
次
郎
が

次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
た
。

在
来
米
不
足
の
為
価
格
の
低
漉
せ
ざ
る
所
以
を
知
る
に
於
て
は
、

い
に
生
産
増
加
の
手
段
を
講
ぜ
ら
る
る
事
と
信
じ
た
る
に
、
何
ぞ
図

ら
ん
頃
者
外
米
管
理
令
を
急
発
し
て
政
府
自
ら
輸
入
を
計
画
し
、
官

吏
を
海
外
に
派
し
て
購
買
に
当
た
ら
し
む
る
に
至
ら
ん
と
は
、
我
山
崩

民
は
恰
も
敵
の
大
艦
隊
神
戸
埠
頭
に
押
寄
せ
、

四
十
二
班
の
長
距
離

砲
を
連
発
せ
ら
る
る
の
鴛
併
を
以
て
之
を
迎
え
、
折
角
実
現
の
綿
緒

に
就
き
し
食
糧
独
立
の
機
鋒
を
挫
折
せ
し
め
た
り

川

こ
の
よ
う
な
多
木
の
意
見
は

「
燦
業
者
」

に
も
あ
る
程
度
共

県
内
の

有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

こ
の
あ
と
兵
庫
県
農
会

は
、
政
府
に
対
し
農
政
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

次
節
で
は

兵
庫
県
農
会
が
展
開
し
た
農
政
運
動
の
具
体
的
内
容
を
み
て

、:
e
-

、O

B
h
v

式
じ
み
れ

'ν

第
二
節

「
米
価
調
節
反
対
運
動
」
と
地
方
農
会
の
食
糧
自

給
論
の
展
開

第

項

関
西
府
県
農
会
連
合
会
に
お
け
る
「
米
価
調
節
反
対
運
動
」

へ
の
動
き

大

(
大
正
七
)
年
四
月
二
五
日
、
政
府
は
外
国
米
輸
入
を
自
ら

九

八

管
理
し
、
米
価
調
節
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、

の
輸
入
等
に
関
す
る
件
」
、

勅
令
に
て
「
外
国
米

い
わ
ゆ
る
外
米
管
理
令
を
発
布
し
た

川。

こ
れ
に
対
し
、

地
方
段
会
は
、
政
府
の
措
置
に
反
対
す
べ
く
、

動
き
始

め
た
。
同
年
四
月
二
九
、

三

O
日
、
関
西
府
県
農
会
連
合
会
(
二
府
二

一

県
)
が
鳥
取
県
で
開
催
さ
れ

兵
庫
県
股
会
は
、
暴
利
取
締
項
目
中
穀
物

の
除
外
を
求
め
る
建
議
を
政
府
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

こ
れ

は
決
議
さ
れ
、
帝
国
段
会
を
中
心
に
建
議
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
決
定
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さ
れ
た
。

兵
庫

香
川
、

広
島
、
奈
良
各
県
股
会
代
表

愛

知

そ
し
て

者
が
委
員
に
選
出
さ
れ
、
建
議
活
動
の
準
備
に
取
り
か
か
っ
た
。
具
体
的

守』+，。、

』

l

地
方
由
民
会
に
意
見
を
問
い
、

そ
の
結
果
を
帝
国
民
会
に
提
出
す
る

と
い
う
方
法
で
、
帝
国
農
会
に
建
議
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
働
き
か
け
た
。

こ
れ
ら
の
事
務
を
執
る
こ
と
と
な
っ
た
川
。

兵
庫
県
脱
会
は

し
か
し
、
帝
国
農
会
は

「
暫
く
政
府
の
施
設
た
る
外
米
管
理
の
結
果
を

検
視
」
川
す
る
と
し
、
関
西
府
県
農
会
連
合
会
の
働
き
か
け
に
は
応
じ
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、

一
部
の
地
方
段
会
は
、
個
別
の
建
議
活
動
を
展
開
し

た
。
{
表

2
・1
】
(
本
章
末
参
照
)

の
通
り
、
結
果
と
し
て
建
議
を
提
出
し

た
の
は
、
富
山
県
農
政
倶
楽
部
、
福
井
県
農
政
倶
楽
部
、
島
根
県
農
政
研



究
会
、

山
口
県
剛
脱
会
、
徳
島
県
山
財
政
研
究
会
、
愛
媛
県
農
民
倶
楽
部
、

し
て
、

兵
庫
県
農
会
で
あ
っ
た
。

第

項

兵
庫
県
農
会
の

「
米
価
調
節
反
対
運
動
」

前
述
の
よ
う
に
、
帝
国
由民
会
は
、

関
西
山
川
県
農
会
連
合
会
の
働
き
か
け

に
応
じ
な
か
っ
た
。

九

八

(
大
正
七
)

年
六
月
五
日
、
多

そ
こ
で

木
は
ま
ず
個
人
で
、
政
府
の
米
価
政
策
に
反
対
す
る
旨
の
陳
情
書
を
提
出

し
た

勺

そ
の
直
後
、
兵
庫
県
山脱
会
は
「
多
数
段
民
の
熱
烈
な
意
志
を
発
表

し
て
漸
次
農
村
救
済
の
声
を
上
げ
以
て
政
府
を
動
か
」
川
す
た
め
に
、
同
年

六
月
八
日

郡
市
町
村
般
会
長
会
を
開
催
し
た
。

こ
の
郡
市
町
村
農
会
長
会
で
は

政
府
専
管
の
外
国
米
輸
入
や
外
国
米

食
奨
励
に
対
す
る
批
判
が
続
出
し
た
。
そ
し
て
、
政
府
の
米
価
調
節
策
に

反
対
す
べ
く
由
民
政
運
動
を
展
開
す
る
と
し
て
、
以
下
の

三
点
を
決
定
し
た
。

第

一
は
、
曲
師
会
と
は
別
に
農
政
運
動
を
専
門
に
行
う
組
織
と
し
て
農
政
倶

楽
部
を
設
立
す
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は

郡
山
脳
会
長
と
郡
長
が
兼
任
で
あ

る
こ
と
か
ら
、

官
僚
た
る
郡
長
は
立
場
上
、

農
政
運
動
を
行
い
づ
ら
い
と

い
う
事
情
を
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、

建
議
作
成
に
関
す
る

点
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、

各
都
か

建
議
は
県
農
会
が
起
稿
す
る
こ
と
、

ら
実
行
委
員
一
名
を
あ
げ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
各
町
村
長
、

会
長

山
の
連
署
調
印
を
ま
と
め
、
政
府
に
送
致
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し

都
市
町
村
農 そ

て
、
第
三
は
、

あ
る
山
。

運
動
の
申
し
合
わ
せ
を
す
る
点
で

上
京
委
員
を
選
出
し

し
か
し
、

兵
庫
県
農
会
は
、
米
騒
動
前
夜
の
緊
迫
し
た
社
会
的
状
況
と

県
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
「
米
側
調
節
反
対
運
動
」
を
積
纏
的
に
展
開
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
兵
庫
県
農
会
は
、
「
米
価
調
節
勉
ぴ
に
外
米
輸
入
に

関
す
る
建
議
」

を
作
成
し
、
各
町
村
長
や
都
市
町
村
山嵐
会
長
に
連
署
調
印

を
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
兵
庫
県
由
民
会
は
、
同
年
六
月
二
五

日
の
段
階
で、

全
二
五
郡
中

一
四
都
し
か
集
め
る
こ
と
が
で
き
ず

足
並
み
を
揃
え
て
建

議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
米
騒
動
前
夜
の
都
市

部
で
は
、
米
不
足
に
よ
る
米
価
高
騰
に
よ
っ
て
非
常
に
緊
迫
し
た
状
況
下
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に
あ
っ
た
。

特
に
市
農
会
(
例
え
ば
姫
路

そ
の
た
め
、

兵
庫
県
農
会
は
、

市

か
ら
批
判
を
う
け
、
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
、
建
議
の
賛
同
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

川。

ま
た

系
統
農
会
の
農
政
運
動
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
知
事
清
野

長
太
郎
の
影
響
で
、
「
米
価
調
節
反
対
運
動
」
に
際
し
て
、
成
政
倶
楽
部
を

設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
山
。
さ
ら
に
、
反
対
派
の
中
心
で
あ
っ
た

多
木
が
、
県
曲脱
会
長
を
辞
職
し
た

こ
と
も
、

「米
価
調
節
反
対
運
動
」

。コ
足

榔
と
な
っ
た
。
多
木
の
辞
職
は
、
兵
庫
県
農
会
の
「
米
価
調
節
反
対
運
動
」

に
対
す
る
清
野
知
事
の
圧
力
が
原
因
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
た
肝
。

こ
の
よ
う
に
、
兵
庫
県
段
会
の

「米
側
調
節
反
対
運
動
」
は
、
社
会
状



況
の
急
転
に
よ
る
各
都
市
町
村
度
会
の
足
並
み
の
乱
れ
と
清
野
知
事
の
圧

力
を
前
に
、
積
極
的
に
展
開
で
き
ず
、

同
年
八
月
に
勃
発
し
た
米
騒
動
の

中
で
消
滅
し
た
。

第

節

系
統
農
会
の
食
糧
自
給
論
に
お
け
る
兵
庫
県
農
会
の

位
置

第

項

地
方
農
会
レ
ベ
ル
の
食
糧
自
給
論

系
統
農
会
に
お
い
て
、

米
価
問
題
と
食
糧
自
給
が
共
に
議
論
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は

九

五

(
大
正
問
)
年
以
降
で
あ
っ
た
。
帝
国
農

会
は
、
「
内
地
自
給
」
論
を
基
礎
と
し
た
米
側
対
策
を
掲
げ
て
い
た
。
具
体

的
に
は
、
朝
鮮
米
移
入
税
の
復
活
や
台
鮮
米
代
用
制
度
の
撤
廃
、
そ
し
て、

被
民
地
米
の
輸
出
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

内
地
に
植
民
地
米
が
流

入
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
内
地
農
業
と
植
民
地
農
業
の

「調
和
」

を
図
る
と

い
う
対
策
を
提
示
し
た

引。

し
か
し
、

一
九

一
六
(
大
正
五
)
年
以
降
、
内

地
方
剛
脱
会
レ
ベ
ル
で
は
、

が
積
回
世
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

川
。

米
側
問
題

地
米
価
格
が
上
昇
し
て
き
た
た
め
、

と
こ
ろ
が

九

八

(
大
正
七
)
年
四
月
、
政
府
が
外
米
管
理
令
を

公
布
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、

一
部
の
地
方
及
会
は
、

米
価
問
題
を
食

栂
自
給
と
と
も
に
議
論
し
、
積
極
的
に
農
政
運
動
を
展
開
し
た
。
【
表
2
・

1
】
(
本
章
末
参
照
)
に
よ
る
と
、

一
九
一
八
(
大
正
七
)
年
度
に
お
い
て
、

食
総
自
給
に
剛
附
す
る
建
識
を
政
府
に
提
出
し
た
の
は
、
兵
庫
県
脱
会
を
含

む
七
団
体
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
内
、
兵
庫
県
農
会
以
外
の
団
体
の
建
議

は
、
次
の
三
つ
の
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
第

一
に
、
米
価
高
騰
の
要
因
は
、

物
価
高
に
よ
る
も
の
で
あ
り

-」
れ
に
よ
り
、

米
の
生
産
我
も
高
騰
し
て

い
る
。

現
在
の
米
価
は
妥
当
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る

(富

よ
っ
て

山
県
農
政
倶
楽
部
、
福
井
県
農
政
倶
楽
部
、
島
被
県
段
政
研
究
会
、
徳
島

県
農
政
研
究
会
)
。
第
二
に
、
政
府
が
内
地
段
業
の
充
実
を
図
ろ
う
と
し
て

い
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る

(
山
口
県
段
会
、
徳
島
県
農
政
研
究
会
、
愛

媛
県
農
民
倶
楽
部
、
福
岡
県
農
政
倶
楽
部
)
。
第
三
に
、
内
地
に
お
い
て
米
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穀
の
自
給
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る

(
島
根
県
農
政
研
究
会
、

山
口
県
山
脳
会
、
徳
島
県
山
財
政
研
究
会
)
。
以
上
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

さ
ら
に
、

【
表
2
・1
】
に
よ
る
と
、
農
政
運
動
を
展
開
し
て
い
な
い
地
方

段
会
に
至
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
機
関
誌
に
お
い
て
、
食
糧
自
給
ど
こ
ろ
か
、

米
側
維
持
の
必
要
性
に
関
す
る
議
論
す
ら
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、
兵
庫
県
農
会
は
異
な
っ
て
い
た
。
系
統
際
会
と
し
て
は
特
殊

な
食
糧
自
給
論
を
提
示
し
、

こ
れ
に
基
づ
き
農
政
運
動
を
展
開
し
た
の
で

あ
る
。



第

I頁

「帝
国
内
自
給
」
論

多
木
久
米
次
郎
の

兵
庫
県
設
会
の
食
栂
自
給
論
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、

県
農
会

長
多
木
久
米
次
郎
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

ま
ず
、
多
木
の
食
級
自
給
論
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

多
木
は
、

兵
庫
県
農
会
長
で
あ
る
と
同
時
に
、
株
式
会
社
多
木
製
肥
所

社
長
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
内
地
で
は
、

別
府
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
等

も
経
営
し
て
い
た
。

方

植
民
地
朝
鮮
で
は
、

山
林
や
農
場
を
経
営
し

て
い
た
。
多
木
は
、
構
民
地
と
内
地
両
方
に
経
営
基
磁
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る
山
。
さ
ら
に
、
分
析
対
象
期
の
前
後
に
お
い
て
、
衆
議
院
議
員
を
あ

わ
せ
て
六
期
務
め
て
い
た
。

前
述
の
通
り
、

(
大
正
七

年
六
月
五
日
、
多
木
は

外
米

九

八

管
理
令
を
は
じ
め
と
し
た
政
府
の
米
価
政
策
を
批
判
す
る
旨
の
陳
情
書
を
、

農
相
へ
提
出
し
た
。
陳
情
書
に
は
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
た
。

欧
洲
大
戦
の
波
動
は
世
界
共
通
の
経
済
関
係
を
中
止
し
各
国
関
門
を

閉
め
て
其
経
済
の
独
立
を
図
り
、
我
国
の
如
き
も
遂
然
と
し
て
従
来

の
不
用
意
を
悔
悟
し
、
国
産
の
奨
励
、
物
資
の
自
給
、
経
済
の
独
立

を
連
呼
す
る
に
至
れ
り

(
中
略

政
府
に
し
て
価
格
の
低
落
を
望
ま

ば
、
英
生
産
を
増
加
し
潤
沢
な
る
供
給
を
図
る
第

一
義
と
な
さ
ざ
る

べ
か
ら
ず

(
中
路
)
在
来
米
不
足
の
為
め
価
格
の
低
落
せ
ざ
る
所
以

を
知
る
に
於
て
は
、
大
に
生
産
噌
加
の
手
段
を
説
ぜ
ら
る
る
の
事
と

信
じ
た
る

(
中
略
)
拙
策
中
の
拙
策
た
る
外
米
を
輸
入
し
て
当
面
を

糊
塗
す
る
如
き
は
、

独
り
農
業
の
た
め
悲
し
む
の
み
な
ら
ず
、

経
済
の
上
に
於
て
遺
憾
千
万
に
相
考
候
川

国
家

こ
れ
に
よ
る
と
、
多
木
は
、
「
国
産
の
奨
励
、
物
資
の
自
給
、
経
済
の
独

立
」
、
す
な
わ
ち
、
食
続
自
給
に
基
づ
い
て
議
論
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
、

政
府
が
、
積
梅
的
に
米
を
増
産
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
く
、

米
価
を

下
落
さ
せ
る
た
め
に
外
国
米
を
輸
入
す
る
こ
と
を
批
判
し
た
。

た
だ
し
、

多
木
は
、

「
凶
作
の
場
合
に
限
り

(
外
国
米
|
筆
者
注
)
関
税
の
軽
減
又
は

撤
去
を
な
し
得
る
に
止
り
」

山
と
も
述
べ
て
お
り
、

凶
作
時
に
外
国
米
輸
入

関
税
を
軽
減
し
た
り
、
撤
廃
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
容
認
し
て
い
た
。
ペコ

53 

ま
り
、
政
府
が
積
極
的
に
米
を
増
産
す
る
措
置
を
講
じ
、
さ
ら
に
、
相
当

な
輸
入
関
税
川
が
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
多
木
は
、
外
国
米
輸
入
を
是
認
す

る
立
場
で
あ
っ
た
。
多
木
に
と
っ
て
、

外
国
米
輸
入
関
税
と
は
、
「
生
産
者

と
消
費
者
と
の
利
害
を
調
和
す
る
に
於
て
攻
究
を
尽
し
た
る
結
果」

川
で
あ

っ
た
。

外
米
管
理
令
公
布
に
よ
り

外
国
米
関
税
が
撤
廃

し
た
が
っ
て
、

さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
多
木
は
、
政
府
の
政
策
が
消
費
者
に
重
心
を
置
き
、

生
産
者
H
農
業
者
の
立
場
を
無
視
す
る
も
の
と
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
多
木
は
、

米
の
増
産
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い

fこ

種
子
の
選
択
、
害
虫
の
予
防
及
駆
除
、
肥
料
の
精
選
、
施
肥
の
潤
沢
、



土
地
の
利
用
等

旧
来
の
階
習
を
破
り
学
術
を
応
用
し
て
農
事
の

大
改
良
を
な
す
事
に
依
り
、

現
在
の
耕
地
の
み
に
て
も
米
の
産
額
に

三
割
乃
至
五
割
の
増
加
を
得
る
こ
と
決
し
て
難
事
に
あ
ら
ず
川

多
木
は
、
米
の
唱
産
の
方
法
と
し
て
、
「
旧
来
の
陣
習
」
に
と
ら
わ
れ
な

こ
の
他
、
学
術
を
応
用
し

た
「農
業
発
明
の
奨
励
」
や
「
農
産
製
造
方
法
の
発
達
」
も
挙
げ
て
い
た
町。

ぃ
、
学
術
を
応
用
し
た
由
民
事
改
良
を
挙
げ
た
。

次
に
、
多
木
は
、
米
の
生
産
面
に
つ
い
て
以
下
の
通
り
記
し
て
い
た
。

積
鎚
的
経
営
の
方
針
を
以
て
進
ま
ば
、
耕
地
の
整
理
に
依
り
二
割
の

士曽
収

未
墾
地
を
開
き
て
三
割
以
上
の
新
耕
地
を
得
ベ
く

年

回
の
収
穫
あ
る
台
湾
の
米
作
を
奨
励
せ
ば
、
三
十
五
万
町
歩
の
水
田

よ
り
獲
る
所
の
四
百
六
十
万
石
に
対
し
少
か
ら
ざ
る
る
余
地
あ
り
、

文
朝
鮮
に
於
て
も
現
在
百
十
五

(
百
五
十
筆
者
注
)

万
町
歩
の
米

作
地
域
は
尚
拡
張
開
発
の
見
込
多
く
、

米
収
穫
高
も
奨
励
に
依
り
今

日
の

一
千
二
百
五
十
万
石
に
多
大
の
瑚
加
を
示
す
べ
き
が
故
に
、

等
一
切
の
方
法
を
合
し
て
今
日
内
地
の
産
米
五
千
五
百
万
石
、

殖
民

地
を
併
せ
て
約
七
千
万
石
を

一
億
万
石
以
上
の
産
綴
に
至
ら
し
む
る

と
寧
ろ
容
易
な
る
も
の
も
あ
り

川

多
木
は

生
産
面
の

と
し
て
、
耕
地
の
拡
充

「
積
極
的
経
営
の
方
針
」

と
植
民
地
で
の
開
発
等
を
挙
げ
た
。

つ
ま
り
、
多
木
は
、
内
地
米
の
不
足

を
補
う
方
策
と
し
て
、
値
民
地
を
含
め
た
帝
国
内
で
の
生
産
増
大
を
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
多
木
は
、

現
在
の
米
価
に
つ
い
て
、

以
下
の
通
り
述
、
へ
た
。

都
会
の

工
賃
に
吸
収
せ
ら
れ
て
農
村
を
去
る
も
の
続
出
し

(
中
路
)

山
版
業
者
其
者
よ
り
受
く
る
収
益
の
到
底

一
家
を
養
う
に
足
ざ
ら
ん
を

知
ら
ん
閣
下
が
米
側
を
高
し
と
し
て
其
の
低
滋
に
苦
心
せ
ら
る
る
は
、

元
来
如
何
な
る
程
度
を
標
準
と
し
て
然
く
認
定
せ
ら
る
る
や
、
其
生

産
費
を
明
に
せ
ず
し
て
漫
然
高
し
と
云
い
低
し
と
叫
ぶ
は
、
世
人
の

諒
解
に
苦
し
む
所
に
御
座
候
川

こ
の
よ
う
に
、
多
木
は
、

都
市
に
対
す
る
農
業
の
不
利
性
か
ら
現
在
の

米
価
を
論
じ
た
。

そ
し
て
、
政
府
が
米
の
生
産
費
を
米
価
の
指
様
と
し
て

54 

い
な
い
点
を
批
判
し
た
。

こ
の
陳
情
書
に
つ
い
て

清
野
知
事
は

「多
木
氏
は
工
業
界
の
例
に

鍛
み
て
米
側
を
論
じ
股
人
の
工
業
界
に
走
る
を
憂
へ
居
れ
る
」川
と
評
し
て

此

い
た
。
清
野
知
事
も
、
多
木
の
陳
情
書
の
論
点
は
農
業
の
不
利
性
に
あ
る

と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

話
を
戻
す
と
、
多
木
の
食
糧
自
給
論
と
は
、
基
本
的
に

内
地
と
植
民

地
両
方
で
米
殺
を
糟
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

米
怖
を
高
位
に
維
持
す
る

と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

外
国
米
輸
入
に
対
し
て
は
、
政
府
が
積

極
的
に
米
を
噌
産
す
る
険
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
は
、

こ
れ
を
禁
止
す
る

と
述
べ
て
い
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
農
業
の
不
利
性
と
い
う
現
状
認
識
が



あ
り

そ
れ
ゆ
え
に

米
の
生
産
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ

て
い
た
。

こ
れ
は
学
術
を
活
か
し
た
農
法
の
導
入
と
い
っ
た

そ
し
て
、

具
体
的
方
策
の
提
起
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
多
木
の

「
帝
国
内

自
給
」
論
と
は
、

以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第

項

「
帝
国
内
自
給
」
論

兵
庫
県
農
会
の

で
は
、

兵
庫
県
農
会
の
食
栂
自
給
論
と
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
通
り
、

兵
庫
県
農
会
は
、
多
木
が
陳
情
書
を
提
出
し
た
後
、

閣
総
理
大
臣
と
農
相
に
、
「
米
側
調
節
投
に
外
米
輸
入
に
関
す
る
建
議
」
山
を

提
出
し
た
。

外
国
米
輸
入
関
税
に
論
点
を
絞
り
、
政
府

こ
の
建
議
で
は

の
米
価
政
策
を
批
判
し
た
。

こ
の
建
議
の
冒
頭
に
は

以
下
の
通
り
記
さ

れ
て
い
た
。

外
米
輸
入
に
関
す
る
我
国
の
関
税
の
沿
革
に
拠
れ
ば
内
地
凶
作
の
場

ム
口
に
限
り
特
別
の
方
法
を
設
く
る
も
平
年
作
に
あ
り
て
は
常
に
規
定

の
関
税
を
維
持
せ
ら
た
た
る
こ
と
開
国
以
来

一
貫
し
て
易
ら
ざ
る

所
な
り
是
れ
税
近
殆
ど
商
工
主
義
に
傾
け
る
我
産
業
政
策
中
農
業
に

対
す
る
唯

一
の
保
護
に
し
て
多
年
の
経
験
に
基
き
生
産
者
及
消
費
者

の
利
害
を
調
節
す
る
に
於
て
攻
究
を
尽
せ
し
結
果
に
外
な
ら
ず

然
る
に
本
年
四
月
勅
令
及
農
商
務
省
令
を
以
て
発
布
せ
ら
れ
し
外
米

管
理
の
事
た
る
全
然
此
沿
革
を
無
視
し
米
価
調
節
の
美
名
を
籍
り
て

内
地
の
農
業
を
危
殆
な
ら
し
む
る
の
み
な
ら
ず
時
局
以
来
世
界
の
大

勢
に
緩
み
全
国
を
通
じ
て
努
力
し
つ
〉
あ
る
農
産
物
自
給
の
主
義
に

背
馳
す
る
も
の
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
川

以
上
が

兵
庫
県
段
会
の
建
議
の
日
目
頭
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
多
木

の
陳
情
舎
の

一
部
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た

リ

兵
庫
県
陵
会

は
、
「
本
年
四
月
勅
令
及
農
街
務
省
令
を
以
て
発
布
せ
ら
れ
し
外
米
管
理
の

事
た
る
全
然
此
沿
革
を
無
視
し
」

「内
地
の
段
業
を
危
殆
な
ら
し
む
る
の

内

み
な
ら
ず
」
、
「
農
産
物
自
給
の
主
義
に
背
馳
す
る
も
の
」
川
と
、
政
府
の
米

術
政
策
を
厳
し
く
批
判
し
た
。

以
下
の
通
り
要
望
し
た
。

そ
し
て
、
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此
際
官
民
組
織
に
依
る
調
査
機
関
を
設
け
生
産
費
を
基
礎
と
し
て
米

仰
の
適
否
を
研
究
調
査
し
一
定
の
標
準
に
拠
り
て
調
節
を
計
ら
れ
ん

こ
と
を
提
議
す
る
と
共
に
外
米
の
輸
入
は
維
新
以
来
の
国
是
に
則
り

凶
作
の
場
合
の
み
特
別
の
方
法
を
講
じ
且
つ
此
機
会
に
於
て
農
産
自

給
の
大
方
針
を
確
立
し
政
府
の
奨
励
農
家
の
務
勉
相
呼
応
し
て
其
遂

行
に
全
力
を
注
が
れ
ん
こ
と
を
切
望
に
縫
へ
ず
川

こ
れ
に
よ
る
と
、

兵
庫
県
由
民
会
は
政
府
に
対
し

以
下
三
点
を
要
望
し

た
第

米
の
生
産
費
を
基
準
に
米
価
を
設
定
し
、

こ
れ
に
基
づ
き

政
府
が
米
価
を
制
節
す
る
点
で
あ
る
。
米
の
生
産
費
は
官
民
組
織
に
よ
る



米
価
調
査
機
関
に
よ
っ
て
調
査
し

決
定
す
る
と
さ
れ
た
。

第
二
に
、

外
国
米
輸
入
に
つ
い
て
は
、

凶
作
の
場
合
の
み
「
特
別
の
方

法
」
を
講
じ
る
点
で
あ
る
。
多
木
と
兵
庫
県
農
会
は
、
外
国
米
輸
入
に
関

し
て
同
じ
考
え
方
で
あ
っ
た
た
め
、
「
特
別
の
方
法
」
と
は
、
外
国
米
輸
入

関
税
の
軽
減
や
撤
廃
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

勺

第
三
に
、
政
府
に
対
し
て

「
曲
財
産
自
給
の
大
方
針
」

の
確
立
を
要
求
し

た
点
で
あ
る
。

「農
産
自
給
の
大
方
針
」

と
は

建
議
書
で
は

「
当
面
の

の
策
と
、
「
積
極
的
に
米
の
供
給
を
滑
加
す
る
の
方
法
」
に
分
類
さ

れ
て
い
た

川。

前
者
は
、
麦
作
の
楢
収
と
麦
の
栽
培
法
の
改
良
奨
励
、
代
用

食
の
奨
励
、
そ
し
て
、
構
民
地
に
お
け
る
米
作
の
発
達
で
あ
っ
た

川。

そ
し

急
務
」

て
、
後
者
は
、
種
子
の
選
択
、

害
虫
予
防

・
駆
除
、

肥
料
の
選
択

・
施
肥

の
潤
沢

・
土
地
の
利
用
等
に
よ
る
稲
作
の
改
良

水
利
の
整
備
と
転
作
に

よ
る
米
の
多
収
穫
、
摘
民
地
で
の
米
作
区
波
の
拡
充
と
曲
師
事
経
営
の
発
達

で
あ
っ
た

川。

こ
の
よ
う
に
、
兵
庫
県
農
会
は
食
栂
自
給
に
つ
い
て
、
内
地

と
値
民
地
双
方
で
の
米
の
増
産
と
、
そ
の
具
体
的
方
法
ま
で
述
べ
て
い
た
。

以
上
の
通
り

兵
庫
県
農
会
は

外
米
管
理
令
に
対
す
る
反
対
と
、
帝

園
内
で
の
米
の
噌
産
を
主
張
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
兵
庫
県
農
会
は

の
供
給
量
不
足
部
分
を
外
国
米
で
補
填
す
る
の
で
は
な
く

績
民
地
米
で

補
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
米
側
を
維
持
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、

治
産
の
方
法
に
学
術
的
な
農
事
改
良
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
点
で
、

に
み
た
多
木
の

「
帝
国
内
自
給
」
論
の
強
い
影
響
を
う
け
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
兵
庫
県
段
会
の
「
帝
国
内
自
給
」
論
で
あ
る
。

こ
の
兵
庫
県
内
刷
会
の

「
帝
国
内
自
給
」
論
確
立
の
背
景
に
は
、
第

一
章

で
機
認
し
た
通
り
、

県
山
脳
会
長
の
改
選
を
契
機
と
し
て
、

内
地
と
植
民
地

双
方
の
農
業
経
営
を
重
視
す
る
方
針
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
植

民
地
朝
鮮
へ
の

「移
民
」
事
業
や
資
本
投
資
を
目
的
と
し
た

「朝
鮮
視
察
」
、

多
木
主
導
の
米
麦
多
収
穫
事
業

米
価
対
策
な
ど
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
も

第
一
章
で
み
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
時
期
に
、
多
木
を
含
め
た
県

内
の
大
地
主
た
ち
な
ど
地
方
有
力
者
は
、
植
民
地
朝
鮮
へ
の
資
本
投
資
を

行
い
、

土
地
集
績
を
図
っ
て
い
っ
た
。
多
木
は
、

-
」
れ
ら

「
朝
鮮
視
察
」
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の
企
画
者
で
あ
り

ま
さ
に
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
っ
た
。

ま
た

県
内
の
大
地
主
た
ち
な
ど
地
方
有
力
者
は

兵
庫
県
農
会
評
議

員
な
ど
の
職
を
通
じ
て
、

兵
庫
県
農
会
の
運
営
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
考
え
る
に
、
兵
庫
県
由民
会
の
「
帝
国
内
自
給
」

論
と
は

県
内
の
大
地
主
た
ち
な
ど
地
方
有
力
者
と
兵
庫
県
内
同
会
の
利
害

が
植
民
地
朝
鮮
と
結
び
つ
き

そ
こ
に

自
ら
も
植
民
地
朝
鮮
に
利
害
を

米

も
つ
多
木
の
影
響
力
と
政
治
カ
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
立
さ
れ

た
議
論
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
川。

先



第
四
項

食
糧
自
給
自
足
の
誇
願

九

九

(
大
正
八
)
年
三
月
四
日
、

県
下
一
，

二

三
ニ
名
の
農
業
者

が
政
府
に
対
し
、

「食
糧
自
給
自
足
の
請
願
」
川
を
提
出
し
た
。
{
表
2
・2

】

(
本
章
末
参
照
)

は
、
請
願
者
の
一
覧
で
あ
る
。
町
村
長
、

県
会
や
郡
会

等
の
議
員
、

都
市
町
村
由
民
会
等
関
係
者
、
篤
農
家
な
ど
地
主
層
が
中
心
で

あ
っ
た
。
し
か
し

よ
り
注
目
す
べ
き
は

結
願
の
出
し
方
で
あ
る
。
話

願
者
は
特
定
の
郡
に
集
中
し
て
お
り

そ
れ
ぞ
れ
の
都
内
の
行

し
か
も

政
村
を
網
既
概
す
る
形
で
出
さ
れ
て
い
た
。
請
願
者
は
多
い
順
に
、
揖
保
郡

一
四

O
名
、
加
古
郡
一

O
八
名
、
宍
粟
郡

一
O
四
名
、
飾
磨
郡

一
O
O
名、

氷
上
郡
九
九
名
、
三
原
郡
九
七
名
、
印
南
郡
九
七
名
、

明
石
郡
九
一
名
、

多
紀
郡
九

O
名

津
名
郡
七
八
名

美
方
郡
七
三
名
で
あ
っ
た
。

こ
の
請

願
は
、
兵
康
県
曲
師
会
が
農
政
運
動
を
自
粛
し
て
い
る
時
期
に
提
出
さ
れ
た
。

そ
の
た
め

県
下
の
地
主
た
ち
は
由
民
会
と
し
て

で
は
な
く
、
連
名
で
政
府

に
対
し

「
食
糧
自
給
自
足
の
請
願
」

を
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
内
容
は
、

「帝
国
内
自
給
」
論
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
請
願
書

の
冒
頭
に
は
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
た
。

大
正
六
年
ノ
内
地
産
米
ハ
国
民
ヲ
養
フ
ニ
十
分
ナ
ラ
ザ
リ
シ
結
果
昨

大
正
七
年
ノ
一
ヶ
年
ヲ
通
ジ
朝
野
ヲ
シ
テ
米
問
題
ニ
襖
悩
セ
シ
メ
タ

リ
当
時
政
府
ノ
全
力
ヲ
傾
ケ
テ
抑
制
ニ
鼠
メ
ラ
レ
シ
米
価
ノ
昇
騰
ハ

一
般
経
済
界
ノ
状
勢
ニ
負
フ
所
多
ク
必
ズ
シ
モ
品
払
底
ノ
ミ
ニ
原
因

セ
ズ
ト
鋭
モ
国
民
ノ
食
続
欠
乏
セ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ

一
大
上
覧
ヲ
惹
起

ス
ル
ニ
至
リ
シ
ハ
我
生
産
界
/
恥
辱
ト
シ
テ
遺
憾
ニ
堪
エ
ズ
(
中
略
)

本
年
ノ
端
境
期
7

デ
ニ
少
ク
モ
六
七
百
万
石
ノ
不
足
ヲ
生
ズ
加
之

年
々
人
口
ノ
滑
殖
ニ
伴
ヒ
益
々
不
足
傾
ヲ
多
カ
リ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
際

徒
ラ
ニ
姑
息
ノ
策
ヲ
用
ヒ
コ
レ
ガ
弥
縦
ヲ
ナ
ス
ニ
汲
々
ナ
ル
如
キ
ハ

国
策
ノ
宜
シ
キ
ニ
適
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
宜
シ
ク
永
久
ニ
食
糧
自

給
自
足
/
方
法
ヲ
樹
立
ス
ル
ノ
秋
ナ
リ
是
ニ
於
テ
カ
左
ノ
四
項
ヲ
決

定
ス
ル
ハ
脅
ニ
現
下
ノ
不
足
ヲ
補
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
人
口
ノ
増
加
ニ
応

ジ
食
糧
ノ
独
立
ヲ
確
保
シ
得
ル
コ
ト
請
願
人
ノ
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
ル
ト

コ
ロ
ナ
リ

川
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こ
れ
に
よ
る
と
、
県
下
の
地
主
た
ち
は
米
の
生
産
盆
が
不
足
し

人
口

が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
糧
(
米
)
が
不
足
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

政
府
が

「姑
息
ノ
策
」

で
弥
縫
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
て
い

fこ

政
府
が

「
食
総
自
給
自
足

ノ
方
法
」
を
樹
立
し
、

「
食
総

そ
し
て
、

ノ
独
立
」
を
確
保
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い

る

「
姑
息
ノ
策
」

川
の

「
外
米
の
輸
入
消
費
の
節
約
代
用
食
料
の
奨
励

と
は
、

盤
守
」

「
消
短
的
施
設
」
を
指
し
て
い
た
。
そ
し
て

「食
織
ノ
独
立
」

を
確
保
す
る
た
め
、
政
府
に
対
し

次
の
四
項
目
を
求
め
て
い
た
。

第
一
項
は
、

「外
米
関
税
ヲ
復
活
ス
ル
コ
卜
」

で
あ
る
。
第

一
項
の
説
明

で
は

「
外
米
関
税
」

に
つ
い
て
、

「
我
内
地
農
業
ノ
金
城
鉄
壁
ニ
シ
テ
自



国
ノ
農
業
ヲ
保
護
シ
其
向
上
発
展
ヲ
企
図
シ
国
家
ノ
基
礎
ヲ
設
国
ナ
ラ
シ

ム
ル
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た

こ
の
笥
願
の
中
で

「
外
米
」
輸
入
に

つ
い
て
、
「
関
税
を
撤
廃
し
海
外
の
産
物
の
流
入
に
国
格
を
海
外
に
流
出
セ

シ
ム
ル
策
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

「外
米
関
税
」
と
は
、
外
国
米
関
税
を

指
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
海
外
/
産
物
ニ
信
頼
ス
ル
ガ
如
キ

ハ
我
山
岡
業
ノ
進
歩
発
達
ヲ
阻
害
シ
食
紛
自
給
自
足
ノ
根
帯
ヲ
危
ク
ス
ル
ノ

道
ナ
リ
」

と
あ
り
、
食
糧
自
給
の
基
礎
と
な
る
内
地
農
業
の
進
歩
や
発
達

の
た
め

外
国
米
関
税
の
復
活
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

第
二
項
は
、
「
内
地
農
産
物
殊
ニ
米
麦
ノ
収
穫
ヲ
増
加
ス
ル
タ
メ
有
ス
ル

奨
励
ノ
手
段
ヲ
講
ジ
先
ヅ
本
年
度
ノ
作
物
ニ
対
シ
懸
賞
ノ
方
法
ニ
ヨ
リ
其

多
産
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
」

で
あ
っ
た
。
請
願
の
末
尾
に
、

「先
ズ
当
春
ノ
麦
作

ヨ
リ
懸
賞
奨
励
/
方
法
ヲ
実
行
セ
ラ
レ
度
(
中
略
)

此
段
請
願
候
也
」

あ
り
、

「食
綴
自
給
自
足
の
誇
願
」
に
挙
げ
ら
れ
た
要
望
の
う
ち
、
長
も
重

要
と
さ
れ
て
い
た
の
は
本
項
で
あ
っ
た
。

奨

こ
こ
で
要
望
さ
れ
て
い
る

励
ノ
手
段
」

と
は
、
政
府
主
導
に
よ
る
内
地
米
安
多
収
穏
の
た
め
の
奨
励

事
業
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
市
町
村
を
単
位
と
し
て
賞
与
額
を
百
円

と
定
め
、

米
及
び
愛
の
最
多
収
穫
量
を
記
録
し
た
者
の
う
ち
、

三
等
迄
を

表
彰
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

府
県
第

一
位
の
米
及
び
麦
の
収
穫
高

を
記
録
し
た
郡
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
に
関
係
し
た
技
手
に
も
特
質
を
与
え

る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

府
県
の
長
優
等
者
は
、
問
問
商
務
大

使
か
ら
表
彰
を
受
け
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
奨
励
事
業
は

(
大
正
三
)
年
度
か
ら
兵
庫
県
農
会
で

九

四

実
焔
さ
れ
て
い
る
米
麦
競
進
会
に
酷
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
米

変
競
進
会
を
全
国
規
模
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た

勺

し
か
し
、
こ
れ
は
、
単
純
な
奨
励
政
策
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
、

こ
の
要
求
は
多
木
の
兵
庫
県
民
会
長
辞
任
問
題
と
関
係
し
て
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
兵
庫
県
農
会
の
米
麦
競
進
会
と
は
、

一
九
一
四
(
大
正
三
)

年
か
ら
三
ヶ
年
の
継
続
事
業
で
行
う
と
さ
れ
た
阻
開
設
会
の
事
業
で
あ
る
出。

こ
の
米
麦
競
進
会
は
、
多
木
が
主
導
し
た
事
業
で
あ
り
、
内
地
と
植
民
地

双
方
に
重
点
を
置
い
た
兵
庫
県
農
会
の
新
し
い
経
営
方
針
を
代
表
す
る
事

58 

業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り

九

J¥ 

(
大
正
七
)
年
八
月

と

に
起
こ
っ
た
多
木
の
県
農
会
長
辞
職
問
題
が
年
末
ま
で
解
決
を
み
ず
、
県

農
会
の

一
九

一
九

(大

E
九
)
年
度
の
財
源
も
見
通
し
が
つ
か
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
米
麦
多
収
穫
共
進
会
は
、

ち
切
ら
れ
て
い
た

山。

多
木
は
、

九

八

(
大
正
七
)

年
度
で
打

(
大
正
七
)
年

一
二
月
、
県
由
民

九

八

会
第
一
七
回
総
会
に
お
い
て

県
内
同
会
長
に
復
帰
し
た
。

こ
の
と
き
、

米

麦
競
進
会
も
県
出
師
会
の
事
業
と
し
て
継
続
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
が
、

事
業
費
を
得
る
た
め
に
、
「
食
栂
自
給
自
足
の
語
版
」
が
提
出
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
項
は

「
肥
料
ヲ
国
営
ト
ス
ル
コ
ト
」
、

「
拓
殖

そ
し
て
、
第
四
項
は



地
ノ
米
作
ヲ
奨
励
発
達
セ
シ
メ
差
当
日
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
肥
料
ニ
諜
シ
ツ
ツ

ア
ル
百
分
ノ
五
ノ
移
入
税
ヲ
廃
止
シ
寧
之
ヲ
保
護
シ
テ
使
用
ヲ
潤
沢
ナ
ラ

シ
ム
ル
コ
ト
」

山
で
あ
っ
た
。
第
四
項
は
、

「拓
殖
地
ノ
米
作
ヲ
奨
励
発
達
」

を
す
る
た
め
に
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
肥
料
移
入
税
の
廃
止
が
挙
げ
ら

れ
て
い
た
。
内
地
と
循
民
地
朝
鮮
を
帝
国
内
と
し
て
、

一
体
的
に
米
の
噌

産
を
は
か
る

「
帝
国
内
自
給
」
論
の
論
理
か
ら
い
え
ば

当
然
の
要
求
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
通
り
、

「食
糧
自
給
自
足
の
請
願
」
と
は
、
県
下
の
地
主
た
ち
が
、

「
帝
国
内
自
給
」
論
に
基
づ
き
、

外
国
米
輸
入
関
税
の
復
活

肥
料
国
営

化
、
米
麦
多
収
穫
共
進
会
の
継
続
、
帝
国
内
で
の
米
麦
の
網
産
の
た
め
の

肥
料
移
入
税
の
撤
廃
を
政
府
に
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
請
願
書
の
内
容
は

「帝
国
内
自
給
」
論
に
依
拠
し
て
い

る
面
が
強
い
。

県
下
の
地
主
が
、
「
島
市
園
内
自
給
」
論
を
支

そ
の
こ
と
は
、

持
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
当
該
期
の
兵
庫
県
農

会
の
構
成
員
に
は
、

県
と
県
山
脳
会
両
方
に
属
し
て
い
る
人
物
も
お
り
、
多

木
や
兵
庫
県
農
会
と
異
な
る
議
論
も
存
在
し
て
い
た
。
前
瀧
千
偲
は
、

の
よ
う
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
兵
庫
県
農
会
幹
事
、

そ
し
て
兵
庫
県
農

務
課
長
で
も
あ
っ
た
前
瀧
は

内
地
の
生
産
増
大
と
帝
国
内
で
の
自
給
を

基
調
と
し
つ
つ
も
、

米
の
供
給
量
不
足
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、

凶
作

時
以
外
で
も

外
国
米
輸
入
に
よ
る
供
給
量
の
充
足
を
図
る
と
い
う
論
を

唱
え
て
い
た

勺

こ
の
前
満
の
議
論
は
、
政
府
特
に
農
商
務
省
の
食
樋
自
給

論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
の
前
瀧
の
議
論
は
、

反
動
恐

慌
に
よ
る
米
側
下
務
を
う
け
、

米
投
売
防
止
運
動
時
に
は
、
多
木
の

帝

国
内
自
給
」
論
へ
と
傾
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

-
一
九
二

0
年
代
へ
の
展
望
|

本
章
で
は
、
多
木
や
兵
庫
県
由
民
会
が

「
帝
国
内
自
給
」
論
を
提
起
す
る

に
至
っ
た
経
緯
や

「
帝
国
内
自
給
」

論
そ
の
も
の
を
分
析
し
、

こ
れ
が
系

統
内
町
会
と
し
て
は
、

特
殊
な
食
栂
自
給
論
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
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た

政
府
は
、

内
地
と
植
民
地
に
お
け
る
米
の
自
給
を
基
本
路
線
に
考
え
て

い
た
が
、
米
の
供
給
量
の
不
足
部
分
を
外
国
米
に
よ

っ
て
補
う
と
い
う
米

価
政
策
を
展
開
し
た
。

寺
内
内
閣
は
政
府
専
管
に
よ
っ
て
外
国
米

特
に
、

を
輸
入
す
る
と
い
う
措
置
を
講
じ
た
。

こ
れ
に
は
、
米
の
供
給
盆
を
期
加

そ

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
米
価
を
下
務
さ
せ
る
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
兵
庫
県
農
会
は
、
政
府
に
よ
る
外
国
米
輸
入
の
行
為
や
発

言
が
、

米
側
下
落
を
も
た
ら
す
と
い
う
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し

て

こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
に
基
づ
く
農
政
運
動
を
展

関
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。



兵
庫
県
農
会
の

「
帝
国
内
自
給
」
論
と
は
、

内
地
と
植
民
地
双
方
で
米

毅
を
増
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

米
価
維
持
を
図
る
と
い
う
食
絹
自
給
論

で
あ
る
。
兵
庫
県
農
会
は
、
米
の
供
給
量
不
足
部
分
を
外
国
米
で
補
鎖
す

る
の
で
は
な
く
、
相
民
地
米
で
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
米
価
を
維
持
で

き
る
と
考
え
て
い
た
。

こ
う
し
た
方
法
に
よ
る
米
価
対
策
の
実

そ
し
て
、

現
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
県
下
農
業
者
の
経
営
そ
の
も
の
を
保
護
し

得
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
は

明
ら
か
に
、
多
木
の

「帝
国
内
自
給
」
論

に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

当
該
期
に
お
け
る
米
の
供
給

そ
れ
ゆ
え
、

量
不
足
と
い
う
危
機
的
状
況
に
対
し
て
、

外
米
輸
入
に
依
存
し
な
い
焔
策

の
方
向
性
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

県
内
産

兵
庫
県
下
に
お
い
て

米
の
需
要
超
過
状
況
と
い
う

「
帝
国
内
自
給
」
論
を
展
開
で
き
る
有
利
な

素
地
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
は
、
県
下
地
主
層
に
も

支
持
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

地
方
山
脳
会
が
、

こ
の
よ
う
な
議
論
を
提
示
し
、
政
治
的
に
展
開
し
た

と
こ
そ
、
兵
庫
県
農
会
の
特
殊
性
で
あ
る
。

こ
の
特
殊
性
は

二
つ
の
契

機
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。

一
つ
は
、
多
木
を
は
じ
め
と
し
た
兵
庫
県
農
会

の
関
係
者
が
、
値
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
利
害
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。

兵
庫
県
農
会
が
内
地
と
植
民
地
双
方
を
重
視
し
た

も
フ

つ
は
、

農
業
経
営
の
方
針
を
立
て
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
長
に
は
、

外
国

米
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
、

給」

論
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
り

兵
庫
県
段
会
の

「
帝
国
内
自
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[韮2-11i&府の宣車・末恒置董に対する地方量全の童謡且び主張 (1918-1920年度)

内閣龍理大臣及び良相ι、の量韮 帝国島全への瞳揖 書道府県農舎の主要(寄道府県岳会開)

内閣龍

軍車内容 車車且びその宵'~ 担出者 外国未軸λに対する批判 ま臨調箇輩、食橿政量等iこ閉す
る主型

北 柿長直神員刺会i長県民、大主幹阪府事絵、時画捨県

革 X E1H19の1昨国営10に月闘)する量革審 島幸副会長、三重県車会幹事、
なし なL

福島県E会副会長、駄目u会
E ふ 副会見厚会副本県会岳長会副会長、車

児島県民

青 田市誼市員並勧業主任講習会に

喜 おける陸羽支署長畑草葺置のIt
車 X なし なL 直の-*の事由樺l'閣する誼考あ

E り園生産量の増産のためには農
ふZ三 車置面員fJ;f.毘 11919年 5~)

世 i長島Iti#幸、道神副島事会川長幸県長、 大町府民会副会
車仕庫諸拘会に恒よる語国文民官か貯り正の畑

島幸幹事.群耳県
どの 当であ

田 Ifllの居漕に由する目陸軍 三重早品会幹事、
る骨量画自由のた刷こ1I生産費

現 X 11919年10耳) 福島県里会副会長、世田県里会
なし の高置を押さえる証書がある‘

農
副児会島長県直臨会副本県会車長会副会長、 車

号車府による未聞聖地の田拓事
2ふ2 草仁封する批判についてjf"":ら

Jtている.(1918年7月)

岩
村{社具輝体的甘の地島壇幸こ官つ官いや開皇瞳手

E 理 X
なし 附枇判I海1，甘の詰文措置(拝固ま企 ては言及な

LIへの静住や雑草に閲する詰

ふ『戸

主の掲札

面
北語道島幸長、大臣府属会副会

島 ff¥llJ国E11:闘する唾量!It
E長、会副神高会川長県、農三主重幹県民事会、幹群島事県. 

県 X 11919年10月) 福島車岳会副会長、世田1¥院生
止し なし

毘
副児島会長県農、障皇副本県会島長主副会長 産ム~ 

(I)9E1湘9年のl国Ojj営)ι闇する重盛東 111北福神道高島川幸県長f、大刷7岳会島1
群

11 
会長、 車)11県里会幹事群馬

寓 (2)未査結入国!現の直面に閲する
県島全面会長三重県医会幹

県 X
車車揖119女20子年へ7の丹)

車、福島県農会副会見世田県 なし なし

E (3) 農事上の知置の
島皇副室長、車本県農会副主

生 世且に閉する唾謹119間年IJ月)
長、鹿児島県盟会副会長121群寓
県辺聖書 (3)瞳車県院生

件 腕革島幸長大匝脱会副会

車 長、神高川県農主幹事‘群馬県

jlll x E科の国営に掴する瞳貴重 島幸副会長、三重県島幸幹事 なし なし
県 11919年JG月) 臣描1¥¥1I会副会長‘肱田県民主
民 副会長、豊本県島幸副会長.車

主 児島県島全副会長

γ 

華

県~ I x 
なし なし 平均売の車車 11918年!月1.

主

山
梨
県 X 主L なL 生産量のi昔jl，

毘
会
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富
由 系証里会長ri~聞から輩出する 兵車県島幸、富山県E岳、時間

在L なし県 x 旨の申告事告出(凶19年10月) 県里会
型
d弘

富 件直末端λ!こよって語舛に目需

を出すこtに対するし批て生判産3農費民出山

十指邑ーl:分撞量t車っにな(轟て1外ど9まtの1へ8自の理駒されに国由月軍対てよ)!い量りな出外まい、固自耽噌ま置担軒輸制を平入措

県

事。来伍における車の生産費の五Z
平岡

11918年&M.
慎
来

批判を展開(J919年1lij). 部

政府の未E冒自量に対する批判
を島章t商工絞の閏lから量
じる早毘舎の論理bry.福井畢

井
なし 兵庫村里政側る量;部宜評晶革り員(軒量材目安陣県 x なし 左lIi明二よる

E 定のためこ11M里会の豊島j;t.
』Zt民‘ 要).まの生産費t朝団の雄貴

の問思:ついての誼文あり.

描
井

米田自嶋が面入自責!"し世て塵いEる中対を建議。県

塁。曲目が臨 ま留のみ
なし 綴酬は平明z 理謹日外1平明官uさせるこtl:甘する世相

E (目18年uij1 s). 
事
部

~ 多本金止昂の畠青を掲龍商工 内地良署自結ι晶よる土地の世良、農事

なし
主に対する批判、ま自に対する

改湾良、機籾生似産高臣のの噌量乱産禁台県 x 生産費の克Eに園する個人の詰
毘 文を掲草するa 止.
ふ" 

日
保華社士EがI米米自自調の前整産軍j)(院国 系証車会長11"聞から量出する 兵庫県農皇、富山県盟主静岡 なし 桔量の増加 島県 X 旨の申告重重出(1919年.IGij) 照会

長
帝未国直内下詰自結の論ために基のづ外固いたま暗産亀λは 10，長田漕諸に曲する希望的法 191咋lOijほ缶司自二ff$望
R章者の貴Ii~立の匝置を控訴 通11919年IGij4 s帝国民主主 的世書lで11.ま白"円目下車
8せるものであるため、行フペ 腿府早里会長会) 111兵置県民生 (2)j撹県民

外国世間盟問直措 11919平). での監査前止による来白書簡を県 D
きでは郎、e外国車11目作の場 ω 雑皇室~11J!聞から選出 主富山昇R虫、静岡間島幸

聾鋸示す量生るzに警告をれ~ 告のみ糊の維を講Cて輔λする旨医申告書提出 (1919年10
~ すべきである11918年6ij25 月}

日). 

E た伺め車l助E成科初法で11干+骨である お1a一臨6腿叩除会長態長}三対捕削舎践船細毎を会醐都胞長錦絵夏舎
なし なL有 X ~!lOJ(jj官に闘する曹謹

事11919年10M
会
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団人誼士による軒地祉費晶、摘i貴t 
京 量生産費調査、佐，~ 去の

都 面識に聞する畠平士倉のの掲設4置1，、農学
1干 X なL なし 会の語文(常平 設置政府

農 によ生る来産最聾輪亜日特入量の菅且量
d与 査の 出費葺計を正瞳

仁作成するζ と在 ~I の掲韓

i1! 巳
買 事也事の勧事方針iこ置する置量
県 X なL なL
毘

ありE

会

和
自首自Jiのためには内砲の生産

歌
量を噌目が必要であるtの控描

山 x 誼のの士重生助あ産高りiがt(ま1用91食E3費2年乱覇8月軍1， 畳止なし なL 本県の*
県 t主ると
E 

農の昌業紹考介あのり.論知文事あにり，よる朝鮮のZdh 4 

北員権、神道車高室長.大会西幹府事農、群会馬副会
川県島 県

品 X
E科医国富に閲する理撞嵩 民会副会長、三重県農会幹事。 壮L なし

島
0919年10月1. 福島県農会副会見世田県島幸

dz h 自児1島会長PRf全t本県島幸副会長 E 
副会長

自
取 県県属会が轄地tt~. 生産量の

E 県 X
社L なし 増加によるまの供給量唱の品要

性を明言する 1191咋6月九
z 4匙

晶
器 千石現I飢こよる龍る農士民(産の量担
県 X なし 合"，t童古車によ 自葺

毘 的来臨調整申1M，
会

島
まの生丘費に対する末恒の妥当

担
性等の理由l'より 政f干のま面

県 詰盤1由1妥自i当tで立いzしかし も

~ I 0 
Lft の目的出達成されれ

It、未tlの台湾官理最を.再し国て内地車 なL 唾謹立件措平明， 埋草以外は平民
控 朝鮮札 未のR
層
惚九

入、輔入、界入の置'!i!Iしを実

= ゐ
行すべきである0918年7月IS
~I • 

広
llll章1嫡兼県民主幹事量生富 県世田薫県盟主幹事量生富郎の

部地障るの貴方で詰置のlこ盈文お宜革置あけ推噌るり嗣札産(外拓の国北ι事構最婁要輸造批性礼)入、. 東に頼北朝

昌文(垂による代用食費闘では
品 なし米の増産の必要性1，
県 X なL (1919年2M量曲の配詰官官1:
R よって量目安定を因るべきであ，、

(1919年1月) る0919'1'3月)色

由法来1I日、農低落民をこ目的tする田昌方
平安を与え、未の

生賞産面高でlこ庫署をあたえ聞る.の申輩品
:))贋輩出安んじて来作に冊L・1

面持る外車部曹が 伍 るだけの末恒を専売其砲の方

山 1:どれだけ配曹をあたえるか聾 正にて公定するこ七生産過

ロ
閉目で上あの理る由より 政骨の末恒詞

輯の唱告にl;i~定伍幅にて世府

県 O なし 唾車以外11平明， が買上If平作lこ匝える方法を立
農 節11矛盾している(外国米輯入 てるa

会 批判よりは車面詞酪置を批胃す 母まの量培E餓 0)世比

提申る内Rs地さでらのに良目事立昌島良具等研の究所方法の置を
届農撞苦めに官て担付割すをる日てf"資金を

こと， 11919!f1 
月 \O ~I 

立寄を要求 119 18年 5~11~1 • 
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県農幸世闘る師す方法やる謹詰と白による農産物
唱竃に 文あり II¥I'lに

x なL 山口県里会の置読を掲載， おおけ して 韓要壇性のlこ間っ
民 皇、地邑の改定埠の4
dA h いて書かれている)

E 
島 諸bfiの高富によりi.1lb誼

E軍 O 
府の政Eがつながってい都、t

批判 摘極自的~のに聾た相めの生陸産増軍殖し なし なし たし
珪 食糧自桔 を講
日 じるi.1がある 11918年1月15
如犬L RI， 
ZA X 

d措P外じ来世用の結果はまの需睡要貴を

量謹

差値の低寝苦しくは と

昨中制、す小鹿る即に至ちる自.作圭者軍小は作令者昂の生
県

活来性費結とな社会す陸も軍ののFあるため、盟外匡盟 0 目的t同 なし |直面川は相当 車量以外は不明
民

対の詰果を車す.
E 

申来貯の嵩輯去に酷耳を生じ また外来
米 λにより予m，外の余剰来

部
を生ずることは‘，H5~高原田
tなる(1918鞘月z，日1，

111草生による農輯地の世書 E事会(川会iii長県興三福、岡大盛会県匝幹県府里事民盟会主幹会昨(田副事2)会県4長農福t嵩島、会神道副県

3県E(臨個口I~ 草草にる陣よIるH島膏韓1地191の9能年2書月4t)許に 11請に聞すのる国件営11919年2月) なし なし
聞す 12) æ~ に聞する瞳謹 車会副会長、肱田県属会副会再) 案(1919年10月l

長県量、県生本眼目里会副会長、鹿児島会
闘会長

福
田

外来L管国理軍量令請は農の村基荘礎遣をの勢を肋 外来管理台Itl!村甚民瞳をEの曹を助
県八日E成 薄田'Iり It l 宜し国軍桂置の 薄弱なら lt草草以Iflj不明.
E謹書) しむるものである 11刑判制 しむるものである.睦 R) ， 
慎華

時 童長農福、主革神副島事会幸川長長県、J三民主重大匝幹県島府事民幸、群幹主罰馬事金県
本 E骨の自営に閣する理謹案 平明 平明
県;1x (1919年1M)

幅畠主島長県県盟民需主会副副本県会会長毘長、駄目l早贋主副 会町会長、鹿
~ 

車
北島長揖幸閉道神員事会川臣会員県、民三、重大主匝幹県島事府農、幸会副会児 群馬県

島 x IeHの国営iこ目する唾語草 幹事、 不明 平明
県 11919年10ij) 福島県民会副会見世田県民主

自 副児島会長県農、間会副本F会盟長会副会員、 鹿
主

長
農民に壇の画在tEるHぺを供話するた

県 X なL 平明 めに農主 るき方軍を九捌

民 島幸世白金井こて嘩離する

会

笹川 a~拘置特につ，'，ては以下喝。a:c竺也事問捕をE出L仁左を札ている申邸時閣を護凶よか。実劉建穫を出して"いない，~示Lている 也 Xl! ， .Il調印摘が婁とLて
も出てこず、拠出もLてL吟いニとを示Lている，1;不明凡農会恨の所在が現段揺で信穂留できないため義重できな自ηたニa示している

(2)袈中 l 置貧されてl、"い害容倶員会且~頃政倶う民間』ついτは 内官抱望大臣及U農相‘ e固奥盆にn Lて港IIt提出しておらず、ま::.会"に総ての主iL確芭でき 1;か。九そのため、普宇治白らA;~

LI:.， 

(3)1帥に明記している'1の年月罰陪 これの提出Bt指七 しかL 富山県横車倶f:r;提出のを置については、健幽Eが萌2~れていなかったため鐘H帝由貴金『母国融制鞠都~.阿l昨柑。飽
-55lOに縄貧された年月をfLている

時岳帝国軒粧品制明会のー睦報酬'jI:11即】相叫昭電相lia..ffrq(). jp/{C~t酬'lU crot) 帥ー1四年を桝ヒーと事兵庫且民会帥への聞につも叩. r瑚 J剛柄拘B、
多本義政隠のE見書i二01吋陀問問lBÏf6.11 9a を参噴 LI~ 山口県農舎建11もついてI!徳島県興会向日島県食会副問号(1918駅周l を参男じた
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川
大
一旦
生
田
稔
『
近
代
日
本
の
食
糧
政
策
対
外
依
存
米
穀
供
給
構
造
の

変
容

l
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
舎
一房、

一
九
九
三
年
)

一
三
九

i
一
八
六
頁
。
川

東
浦
叩
弘
『
戦
前
日
本
の
米
側
政
策
史
研
究
』
(
ミ
ネ
ル
グ
ア
舎
房

九
九

O
年
)
六
八

l
六
九
頁
。

山
米
騒
動
の
研
究
は
、
庄
司
吉
之
助
『
米
騒
動
の
研
究
』
(
一
九
五
七
年
、

未
来
社
)
や
阿
部
真
琴
『
兵
庫
米
騒
動
記
』
(
一
九
六
九
年
、
新
日
本
出
版

社)、

ロ
シ
ア
革
命
、
米
騒
動
」
(
歴
史

由
井
正
臣

「第

一
次
世
界
大
戦
、

学
研
究
会
、
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
帝
国
主
義
の
崩
駿
』
一
九
七

一
年、

東
京
大
学
出
版
会
)
な
ど
様
々
な
研
究
が
あ
る
。
特
に
、
最
近
の
研
究
で
、

県
内
の
状
況
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
、

一二

田
市
史
編
さ
ん

専
門
委
員
会
『
三
回
市
史
』
(
第
五
巻
近
代
資
料
I
、
三
悶
市

二
O
O
五

年

三
三
六
頁
)
が
あ
る
。

川
大
豆
生
田
稔

前
掲
菩
『
近
代
日
本
の
食
糠
政
策
対
外
依
存
米
穀
供

給
構
造
の
変
容
1

』

一
七
二
1
一
七
六
頁
。

川
川
東
崎
町
弘
、
前
掲
書

『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
第
二
章、

豆
生
田
稔
、
前
掲
書

『
近
代
日
本
の
食
糧
政
策

l
対
外
依
存
米
殺
供
給
構

造
の
変
容
』
。

川
河
合
和
男
『
朝
鮮
に
お
け
る
産
米
培
殖
計
画
』
(
未
来
社
、
一
九
八
六
年
)
。

川
面
市
原
百
寿
著
作
集
編
集
委
員
会
『
栗
原
百
寿
著
作
集
』
(
第
九
巻
、
校
倉

書
房
、

一
九
八
四
年
)
。

川
宮
崎
隆
次
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
股
村
と
政
党
(
二
農
村
諸

利
益
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
|」

(
国
家
学
会
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
三

巻
第
七
・
八
号
、

一
九
八

O
年
)
。

川
史
料
上
と
は
、
『
神
戸
又
新
日
報
』
(
以
下
、
『
又
新
』
と
表
記
す
る
)
、

『
神
戸
新
聞
』
(
以
下
、
『
神
戸
』
と
表
記
す
る
)

な
ど
新
聞
各
紙
等
を
指

す川
兵
庫
県
『
農
業
争
議
ノ
沿
革
並
現
況
』
(
兵
庫
県
、

一
九
二
三
年
)
七
六

頁
。
今
西
一

「兵
庫
県
下
の
初
期
小
作
争
議
」
(
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員

会

『
兵
庫
県
の
歴
史
』
第
二
二
号
、

一
九
八
二
年
)

四
六

l
五
八
頁
。

川
大
豆
生
国
稔
、
前
掲
舎
『
近
代
日
本
の
食
糧
政
策

l
対
外
依
存
米
穀
供

67 

給
情
造
の
変
容

l
』

一
六
四

1
一
七
四
頁
。

兵
庫
県
に
お
け
る
都
市
部
の

状
況
に
つ
い
て
は
、

布
川
弘
『
神
戸
に
お
け
る
都
市

「
下
層
社
会
」

。コ
形

成
と
構
造
』
(
兵
庫
部
落
問
題
研
究
所
、

一
九
九
三
年
)
等
を
参
考
に
し
た
。

川
平
賀
明
彦
『
戦
前
日
本
農
業
政
策
史
の
研
究

一
九

二
O

一
九
四
五
』

大

(
日
本
経
済
評
論
社
、

頁

ニ
O
O
三
年
)

川
兵
庫
県
史
編
集
委
員
会
『
兵
庫
県
百
年
史
』
(
兵
庫
県

一
九
六
七
年
)

六
七
五
j
六
七
七
頁
。
新
修
神
戸
市
史
編
纂
委
員
会
『
新
修
神
戸
市
史
』
(
歴

史
編
W
、

一
九
九
四
年
)

五
五
五

1
五
五
六
頁
。

神
戸
市
、

川
小
岩
信
竹
『
近
代
日
本
の
米
殺
市
場
』
(
農
林
統
計
協
会
、
二

O
O
三
年
)

二
三
四
頁
。



川
神
戸
港
は
朝
鮮
米
や
台
湾
米
の
移
入
量
も
非
常
に
多
か
っ
た
。
朝
鮮
米

移
入
量
は
全
国
第
二
位、

台
湾
米
移
入
量
は
全
国
第

一
位
で
あ
る
。
し
か

し
、
分
析
対
象
期
は

大
阪
や
そ
の

他
の
地
域
へ
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
を

廻
送
し
て
い
た

(
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
『
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
沿
革
誌
』

一
九

一
八
年

一
三
二
頁
)

D

兵
庫
県
下
で
の
髄
民
地
米
や
外
国
米
の
流
通

に
つ
い
て
は
樋
口
節
夫
氏
の
研
究
が
あ
る
。

し
か
し
、
本
意
の
分
析
対
象

同
期
に
関
し
て
の
記
述
は
な
く

こ
の
前
後
の
時
期
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て

b 、
る

(
樋
口
節
夫

『
近
代
朝
鮮
の
ラ
イ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
』
海
青
社
、

九

八
八
年

一
一一

五

l
一
三
二
頁
)
。

川
農
業
者
と
は
、

飯
米
の
販
売
に
よ
っ
て
利
潤
を
得
る
屑
を
指
す
。
~ 

」

ヲー

」

で
は
、
特
に

地
主
や
自
作
段
を
指
す
。

川

『
又
新
』

一
九

一
九
年
一
月

一一一

日
付
。

川

『
文
新
』
前
掲

一
九

一
九
年

一
月

二

一
日
付
。

川

『
大
阪
朝
日
新
聞

(
兵
庫
県
付
録
)
』
(
以
下
、
『
大
朝
』
と
表
記
す
る
)

一
九

一
八
年
六
月

一
九
日
付
。

山
な
お

「外
米
」

と
は
、
朝
鮮
米
や
台
湾
米
も

外
米
管
理
令
に
お
け
る

含
む
。

川

『
大
朝
』

一
九

一
八
年
六
月
九
日
付
。

川
兵
庫
県
農
会

「米
価
調
節
並
に
外
米
輸
入
に
関
す
る
建
議
』
(
大
阪
府
農

会
『
大
阪
府
農
会
報
』
第
一一

一
一
且つ、

一
九
一
八
年
七
月
一

O
日

五
五

頁
)
。

間

『
大
朝
』

一
九
一
八
年
六
月
九
日
付
。

山

『
大
朝
』
前
掲

一
九

一
八
年
六
月
九
日
付
。

川

『
大
朝
』

一
九

一
八
年
六
月
五
日
付
に
は

「
各
町
村
長
」
と
舎
か
れ
て

い
る
が
、

加
古
郡
八
幡
村
農
会
に
は
各
都
市
町
村
農
会
長
の
連
署
を
求
め

る
通
知
が
兵
庫
県
農
会
よ
り
下
付
さ
れ
て
い
る
。

川

『
大
朝
』
前
掲
一
九

一
八
年
六
月
九
日
付

O

M
『
大
朝
』

一
九

一
八
年
六
月
二
六
日
付
。
『
大
朝
』

一
九
一
八
年
六
月

四
日
付
に
は
、

姫
路
市
曲
目
会
不
参
加
に
つ
い
て
舎
か
れ
て
い
る
。

日
兵
庫
県
農
政
倶
楽
部
設
立
は

(
大
正
七
)
年
一

O
月
三

O

九

八

68 

日
で
あ
る

(
兵
庫
県
農
会
『
兵
庫
県
農
会
史
』

二
七
頁
)
。

一
九
三

O
年、

:l!1 

~司

神
戸
巴~

一
九

一
八
年
八
月

一
日
付
。
多
木
久
米
次
郎
伝
記
編
纂
会

『
多
木
久
米
次
郎
』
(
多
木
製
肥

一
九
五
八
年
)

四

一
九
頁
。

州
詳
し
く
は
、
第

一
章
参
照
。

川
宮
崎
隆
次
、
前
掲
論
文
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
農
村
と
政
党
(
二

ー
農
村
諸
利
授
の
噴
出
と
政
党
の
対
応
|
」

四
七
九
頁
。

川
多
木
久
米
次
郎
伝
記
編
纂
会
、
前
掲
書
『
多
木
久
米
次
郎
』
六
六

0
1

六
六
一
頁
。
金
玄

「
横
民
地
朝
鮮
と
多
木
久
米
次
郎

l
朝
鮮
に
お
け
る
事

業
基
盤
と
参
政
権
問
題
」
(
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
海
港
都
市

研
究
セ
ン
タ
ー

『
海
港
都
市
史
研
究
』
四
号
、

二

O
O
九
年
三
月
)
七
七



ー
八
八
真
。

川
『
大
朝
』

川
『
大
朝
』

一
九
一
八
年
六
月

二
二

日
付
。

川
本
陳
情
舎
に
お
い
て
、
多
木
は
、
具
体
的
な
外
国
米
関
税
率
の
数
字
に

一
九

一
八
年
六
月
一
一
一
日
付
。

川
『
大
朝
』

つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
。

一
九
一
八
年
六
月
二
四
日
付
。

刊

『
大
朝
』

川
『
大
朝
』

:w 
『
大
朝
』

川
『
大
朝
』

川
『
大
朝
』
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『
大
朝
』

川
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
史
料

「米
価
調
節
並
に
外
米
輸
入
に
関
す
る
建
議
」

一
九
一
八
年
六
月
二
六
日
付
。

五
O
i
五
三
頁
。 一

九
一
八
年
六
月
二
O
日
付
。

一
九

一
八
年
六
月
二

二
日
付
。

一
九
一
八
年
六
月

二
O
日
付
。

一
九

一
八
年
六
月

二一

日
付
。

一
九
一
八
年
七
月
二
八
日
付
。

川
多
木
の
陳
情
書
第
三
項

(『
大
朝
』
前
掲

一
九

一
八
年
六
月
一一一

日
付
、

そ
れ
に
あ
た
る
。

同
年
六
月
二
四
日
付
)
が

五
三
頁
。

川
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
史
料

「米
価
調
節
並
に
外
米
輸
入
に
関
す
る
建
議
」

五
三
頁
。

川
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
史
料

「米
価
調
節
並
に
外
米
輸
入
に
関
す
る
建
議
」

川
『
大
朝
』

川
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
史
料
「
米
価
調
節
並
に
外
米
輸
入
に
関
す
る
建
議
」

一
九

一
八
年
六
月
二

一
日
付
。

五
二
頁。

州
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
史
料
「
米
価
調
節
並
に
外
米
輸
入
に
関
す
る
建
議
」

五

一
頁。

川
兵
庫
県
設
会
、
前
掲
史
料

「米
価
調
節
並
に
外
米
輸
入
に
関
す
る
建
議
」

五
二
頁。

川
一

九

一
八

(
大
正
七
)

年
八
月
三
目
、
多
木
は
自
由
に
州民
政
運
動
を
討

究
す
る
こ
と
を
理
由
に
、

県
農
会
長
辞
任
の
意
を
表
明
し
た
。
多
木
は
辞

任
の
意
を
固
め
て
い
た
が
、
結
局
、

兵
慮
県
曲師
会
に
よ
り
こ
の
辞
任
屈
は
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保
留
さ
れ
、

同
年

一
二
月
の
兵
庫
県
山
脱
会
通
常
総
会
で
は
多
木
の
県
農
会

長
留
任
が
決
定
し
た

(
多
木
久
米
次
郎
伝
記
編
纂
会
、
前
掲
書

『
多
木
久

米
次
郎
』
四

一
八

i
四
一
二

頁
)
。
兵
庫
県
段
会
に
お
け
る
多
木
の
存
在
の

重
要
性
が
う
か
が
え
よ
う
。

川

「
食
続
ノ
自
給
自
足
ニ
関
ス
ル
請
願
」

一
九

一
九
年
三
月
四
日

(
大
日

本
帝
国
議
会
誌
刊
行
会
『
大
日
本
帝
国
議
会
誌
』
第
一

巻

五

j

一
三
三
九
頁
)
。

こ
の
詩
願
書
に
は
、
『
大
日
本
帝
国
議
会
誌
』
所
収
の

も
の
と
、
多
木
化
学
所
蔵
の
も
の
と
二
種
類
あ
る
。
内
容
は
類
似
し
て
い

る
が
、
『
大
日
本
帝
国
議
会
誌
』
の
方
は
要
望
項
目
が
簡
潔
で
、
紹
介
議
員

や
請
願
人
の
氏
名
が
明
記
し
て
あ
る
。

一
方
、
多
木
化
学
所
蔵
の
方
は
、



要
望
項
目
は
詳
し
い
が
、

請
願
人
の
氏
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
以
下
、

前
者
を
①
、
後
者
を
②
と
す
る
。

[511 

「食
糧
ノ
自
給
自
足
ニ
関
ス
ル
請
願
」
②
。

1・・1iJ Jj 

「
食
糧
ノ
自
給
自
足
ニ
関
ス
ル
詰
願
」
②
。
以
下
、

建
議
舎
の
内
容
は

こ
れ
に
よ
る
。

川
兵
庫
県
般
会
、
前
掲
舎

『
兵
庫
県
農
会
史
』
二
三
頁
。

同
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
書
『
兵
庫
県
農
会
史
』
五
九
頁
。

川
多
木
久
米
次
郎
伝
記
編
纂
会
、
前
掲
書

『
多
木
久
米
次
郎
』
凶

一
四
1

四

一
五
頁
。

山
川
東
路
弘
、
前
掲
書
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
七
八

1
八
八
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頁
。

州
兵
庫
県
山
脱
会
幹
事
で
あ

っ
た
前
灘
千
仰
は
、

一
九

O
四

(
明
治
三
七
)

ー
一

九
二
七

(
昭
和
二
)
年
県
農
会
幹
事
、

一
九

O
五

(
明
治
三
八
)

1L 

(
大
正

一
O
)
年
県
技
師

九

四

(
大
正
三
)

九

九

(
大
正
八
)

年
県
農
務
課
長
、

九

O 

(
大
正
九
)
年
米
穀
検
査
所

長
を
歴
任
し
て
い
る
。
前
灘
は

九

九

大
正
八

年
五
月
時
点
で

は
、
米
の
供
給
量
の
不
足
部
分
を
外
国
米
で
補
う
こ
と
に

つ
い
て
容
認
し

て
い
る

(『
大
朝
』

一
九

一
九
年
五
月

一
四
日
付
)
。



第
三
章

「
帝
国
内
自
給
」
論
の
そ
の
後
と
米
投
売
防
止

運
動

は
じ
め
に

本
車
の
目
的
は
、
米
投
売
防
止
運
動
に
お
け
る
系
統
農
会
の
米
価
対
策

の
変
遷
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「帝
国
内
自
給
」
論
の
そ
の
後
の
展
開

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

米
投
売
防
止
運
動
と
は
、

系
統
廃
会
が
、
農
業
者
の
利
益
保
護
の
た
め

に
行

っ
た
俵
初
の
本
格
的
な
農
政
運
動
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は

一
石
当

り
の
米
価
三
五
円

(
以
下
、

米
価
三
五
円
と
表
記
す
る
)

以
下
で
の
米
の

売
急
ぎ
防
止
と
、
米
側
三
五
円
以
上
で
の
共
同
販
売
を
す
す
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
米
投
売
防
止
運
動
は
、

九

O 

(
大
正
九
)
年
一
二
月
二
五

日
に
始
ま
り

九

(
大
正

一
O
)
年
四
月
四
日
、
米
穀
法
公
布
と

と
も
に
終
結
し
た
。

こ
の
期
間
に
お
い
て

系
統
段
会
は
積
極
的
に
米
投

売
防
止
運
動
を
展
開
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

米
価
三
五
円
を
維
持
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

系
統
曲
脱
会
は
、

米
穀
法
を
成
立
さ

せ
る
こ
と
に
米
投
売
防
止
運
動
を
集
中
さ
せ
た
。

研
究
史
で
は

こ
の
よ

う
な
米
投
売
防
止
運
動
の
経
緯
を
、
米
投
売
防
止
運
動
の
破
綻
と
し
て
捉

、
え
て
い
ザ
Q
。
そ
の

一
方
で
、

地
方
農
会
が
、
帝
国
曲
脱
会
主
導
の
も
と
米
投

売
防
止
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
農
政
運
動
の
転
機
と
し
て

大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
も

研
究
史
で
は
評
価
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
米
投
売
防
止
運
動
は
、

従
来
、
研
究
史
に
お
い
て
大
地
主
層
に

よ
る
曲
財
政
運
動
と
位
置
づ
け
ら
れ
で
き
た
り

し
か
し
、
系
統
段
会
史
研
究

の
進
展
と
と
も
に
、

米
投
売
防
止
運
動
は

以
下
の

二
つ
の
見
地
よ
り
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
一
に
、

系
統
農
会
が
農
業
利
益
擁
護
を
目
指
し
、

公
然
と
農
政
運
動

を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
契
機
と
し
て
、
米
投
売
防
止
運
動
を
捉
え
る
見
地

で
あ
る
。
栗
原
百
寿
氏
や
鈴
木
正
幸
氏
、

そ
し
て
、
宮
崎
降
次
氏
、
が
、
帝

国
農
会
と
政
党
政
治
と
の
関
係
を
分
析
し
、
系
統
段
会
の
利
益
団
体
化
の
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過
程
を
明
ら
か
に
し
た
山
。
ま
た
、
近
年
、
松
田
忍
氏
に
よ
っ
て
、

九

二

(
大
正
一

二
年
の
股
会
法
改
正

(
以
下
、
新
山
師
会
法
と
表
記
す
る
)

に
お
け
る
系
統
燦
会
の
農
政
運
動
の
限
界
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

け。

し
か

し

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
帝
国
股
会
の
動
向
を
中
心
と
し
た
分
析
で
あ

り
、
系
統
民
会
の
米
価
対
策
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。

第
二
に、

米
投
売
防
止
運
動
を
系
統
段
会
の
諸
事
業
の
転
換
点
と
し
て

捉
え
る
見
地
で
あ
る
。
玉
英
之
介
氏
は
、

岡
山
県
に
お
け
る
米
投
売
防
止

運
動
を
分
析
し
、

以
下
の

二
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

一
つ
は
、
農

会
技
術
員
と
中
小
剛
肢
が
中
心
と
な
っ
て
米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
し
た
点

で
あ
る
。

米
投
売
防
止
運
動
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
、

も
う
一

つ
は
、

技
術



員
を
柱
と
す
る
町
村
成
会
の
活
動
や
販
売
斡
旋
事
業
が
稿
短
的
に
実
施
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
農
村
の
組
織
化
の
契
機
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。

玉
氏
は
、
後
に
、

こ
れ
が
主
産
地
形
成

へ
と
帰
結
し
て
い
く
も
の

で
あ
る

と
述
べ
た
H
。
し
か
し
、
玉
氏
の
研
究
は
岡
山
県
の
事
例
で
あ
り
、
米
投
売

防
止
運
動
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
な
る
研
究
の
蓄

積
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、

研
究
史
に
は

二
つ

の
問
題
点
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
、
米

投
売
防
止
運
動
に
お
け
る
系
統
段
会
の
米
価
対
策
の
変
遷
に
つ
い
て
、
分

析
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
も
つ

つ
は
、

米
投
売
防
止
運
動
の
研
究

は
、
帝
国
由
民
会
の
動
向
に
関
す
る
分
析
が
中
心
で
あ
り
、

全
体
像
を
抱
握

す
る
た
め
に
は
実
在
分
析
を
蓄
積
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
研
究
史
上
の
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
、
本
章
で
は
、
米
投
売

防
止
運
動
に
お
け
る
系
統
曲
脱
会
の
米
価
対
策
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
、

「帝
国
内
自
給
」
論
が
ど
の

よ
う
に
展
開
し
た
か

と
い
う
点
を
射
程
に
入
れ
て
論
じ
た
い
。

第
一
節

「
帝
国
内
自
給
」
論
の
そ
の
後

第

項

米
価
の
下
落
と
系
統
農
会
の
取
り
組
み

九

O 

(
大
正
九
)
年
三
月
、

反
動
車
百
慌
に
伴
っ
て
、

米
価
は
急
落

O 
し
た
。
県
内
産
米

一
石
当
り
の
卸
売
価
格
は
、

【
図
2
j
I】

の
通
り

九

(
大
正
九
)
年
三
月
に
は
五
五
円
六
六
銭
で
あ
っ
た
が
、

五
二
円
七
四
銭
、

四
月
に
は

五
月
に
は
四
九
円
三
四
銭
、
六
月
に
は
四
二
円
八
五
銭

と
な
っ
た
。
六
月
、
道
府
県
曲
脱
会
役
職
員
協
議
会
で
は
、
政
府
へ
の
米
価

維
持
要
求
と
、
農
業
者
に
米
殺
の
売
急
ぎ
を
諌
め
る
響
告
が
決
議
さ
れ
た
。

3
1
1

】

し
か
し
、
八
月
以
降
、
米
価
は
さ
ら
に
下
落
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、

【
表

前
年
以
上
の
由
佳
作
で
あ

の
通
り
、

っ
た
た
め
で
あ
る
。

一
O
月
に
は
、

一
九
二

O
(
大
正
九
)

一
石
当
り
の
米
価
は
四

O

円
を
切
り

と
な
っ
た
。

年
が
、

つ
い
に

一
月
に
は
三
六
円

O
八
銭
、

一
二
月
に
は
三
四
円
三
一

銭

一
回
総
会
を
開
催
し
た
。
本
総
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同
じ
年
の

一
O
月
、
帝
国
剛脱
会
は
第

「米
及
籾
ノ
輸
入
税
復
旧
並
米

会
で
は

【表3-1]県内産米の収穫高
(1918-1921年)

「
米
側
維
持
ニ
関
ス
ル
建
議
」

単位石

1918年 2，202，964 

1919年 2，551，856 

1920長手 2，552，335 

1921年 2，414，121 

と
麦
小
麦
粉
輸
出
許
可
制
限
廃
止
ニ
関

出典，兵庫県米按検査所『兵庫県米

較検査報告』各年度。

ス
ル
建
議
」
が
決
議
さ
れ
、
政
府
に

こ
れ
を
提
出
し
た
川。

た
だ
し
、
「
米

価
維
持
ニ
関
ス
ル
建
議
」

に
は
、
帝

国
由
民
会
と

し
て
の
具
体
的
な
米
価
対

策
は
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
米

価
維
持
の
必
要
性
の
み
を
要
望
す
る

内
容
で
あ
っ
た
。



そ
の
よ
う
な
中
、
政
府
の
諮
問
機
関
で
あ
る
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
で

は
、
米
価
調
節
及
び
維
持
を
図
る
た
め
の
対
策
と
し
て
常
平
倉
制
度
を
創

設
す
る
案
が
協
議
さ
れ
て
い
た
。

常
平
倉
制
度
と
は
、
米
の
生
産
長
が
過
剰
で
あ
る
場
合
に
、
政
府
が
米

を
農
業
者
か
ら
買
上
げ
て
貯
蔵
し
、
不
足
す
る
場
合
に
v
-

れ
を
売
り
払
う

こ
と
に
よ
り
、
米
の
需
給
を
調
節
す
る
制
度
で
あ
る
。
常
平
倉
制
度
は

九

九

(
大
正
八
)
年

一
一一

月
に
、
政
府
か
ら
臨
時
財
政
経
済
調
査
会

へ
出
さ
れ
た
諮
問
第
一
号

「
糧
食
の
充
実
に
関
す
る
根
本
方
策
如
何
」

答
申
案
に
お
い
て
、
米
麦
の
需
給
調
節
上
最
も
有
力
な
る
制
度
と
し
て
、

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

「
糧
食
の
充
実
に
関
す
る
根
本
方
策
如
何
」

の
答
申
案
と
は
、
臨
時
財

政
経
済
調
査
会
の
起
草
委
員
(
矢
作
栄
蔵

犬
塚
勝
太
郎
、
古
在
由
直
、

佐
野
善
作
)
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
も
そ
の
内
容
を
認
め
て
い

た

政
府
の
食
栂
政
策
の
全
体
像
を
表
す
も
の
と
し
て
位

し
た
が
っ
て

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
地

具
体
的
に
は
、

生
産
政
策
と
し
て
は
、

に
お
い
て

「
開
墾
助
成
法
」

の
拡
張
と
大
規
模
開
墾
事
業
が
提
案
さ
れ

し
か
も
こ
れ
が
自
作
段
維
持
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
他
民
地

に
お
い
て
は
、
産
米
堵
姫
の
根
本
方
策
を
樹
立
す
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

内
地
と
緩
民
地
と
の
聞
で
政
策
を
調
和
さ
せ
る
た
め
の
機
関
の
設
置
が
提

唱
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
流
通

・
悩
格
政
策
と
し
て
、
常
平
倉
制
度
が

提
案
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り

「粉
食
の
充
実
に
関
す
る
娘
本
方
策
如
何
」

の
答
申
案
に
お
い
て
、
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
の
起
草
委
員
は
帝
国
内
で

の
米
の
生
産
を
基
調
と
し
た
食
総
政
策
を
た
て
て
お
り
、

こ
れ
と

一
体
の

も
の
と
し
て
、
常
平
倉
制
度
が
位
程
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
山
。
た
だ

し
、
第
二
章
で
確
認
し
た
通
り
、
政
府
は
、

当
該
期
に
お
い
て
米
の
総
量

が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
た
め
、

そ
の
不
足
部
分
を
外
国

米
で
補
う
と
い
う
政
策
を
と
っ
て
い
た
。

の

一
九
二

O

(大
正
九
)

年

一
O
月
三

O
日、

「
般
食
の
充
実
に
関
す
る
根

本
方
策
如
何
」

の
答
申
案
が
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
第
五
回
総
会
に
提
出

さ
h 

以
降
、
常
平
倉
制
度
に
対
す
る

第
六
回
総
会
(

一
月

一
O
日
)
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質
疑
が
行
わ
れ
た
。
帝
国
政
会
は
、
常
平
倉
制
度
の
成
立
を
望
ん
で
い
た

が
、
政
府
に
対
し
、
建
議
活
動
な
ど
具
体
的
な
行
動
を
起
こ
さ
な
か
っ
た

山。

そ
の
た
め
、

地
方
由
民
会
は
、
帝
国
際
会
と
は
別
に
、
米
価
維
持
に
関
す
る

協
議
を
行
い
始
め
た
。

北
陸
四
県
農
会
並
び

ま
ず

同
年

一
月
初
旬

に
長
野
、

福
島
両
県
曲
師
会
の
関
係
者
に
よ
っ
て
、

米
価
維
持
に
関
す
る
意

見
交
換
会
が
関
か
れ
た
は
。
次
い
で
、

一
月
二
七
日
、
富
山
県
由
民
会
が
中

心
と
な
り

北
陸
四
県
連
合
米
側
問
題
協
議
会
を
開
催
し
た
。

北
陸
四
県
連
合
米
価
問
題
協
議
会
で
は
、

「米
側
の
暴
落
を
防
ぎ
農
家

の
窮
状
を
救
は
ん
が
為
め
速
に
全
国
各
府
県
農
政
関
係
団
体
の
大
会
を
開

き
以
て
其
の
対
応
策
を
講
ず
る
こ
と
」

川
と
の
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、



近
く
開
催
を
予
定
し
て
い
た
兵
庫
県
農
会
主
催
の
関
西
二
府
二
二
県
農
会

協
議
会
へ
、

四
県
連
合
の
代
表
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
も
決
定
し
た
。

し
て
、
関
西
二
府
二
二
県
農
会
協
議
会
に

以
下
の
四
点
を
要
望
す
る
こ

と
を
申
し
合
わ
せ
た
。
そ
れ
は
、
植
民
地
米
の
移
入
税
復
活
、

残
存
外
米

(
外
国
米
)

の
輸
出

低
利
資
金
の
融
通
、
常
平
倉
制
度
の
特
設
促
進
で

あ
っ
た

川。

こ
れ
ら
の
要
望
は
、

「内
地
自
給
」
論
を
基
軸
と
し
た
米
価
対

策
の
中
で
、
常
平
倉
制
度
を
創
設
す
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、

地
方
股
会
か
ら
常
平
会
制
度
の
設
置
を
要
望
す
る
動
き

が
起
こ
っ
た
が
、
常
平
倉
制
度
は
、
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
第
九
回
総
会

こ
二
月
一

日
)
に
お
い
て
、
可
決
を
目
前
に
し
て
、
再
審
議
と
な
っ
た
。

翌
日
、
常
平
倉
制
度
審
議
に
お
い
て

「帝
国
農
会
の
措
置
が
手
緩
い
」

川
・と

し
て
、
兵
庫
県
農
会
主
催
の
関
西
二
府
二
二
県
剛
脱
会
協
議
会
川
が
、
開
催
さ

れ
た

(
{
表
3

・2
}
参
照
)
。

関
西
二
府
二
二
県
曲
脱
会
協
議
会
で
は
、
兵
庫
県
農
会
が
提
出
し
た
協
議

事
項
に
基
づ
い
て
議
論
さ
れ
た
。
協
議
事
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

穀
価
を
適
当
に
維
持
し

E
之
か
安
定
を
図
る
に
必
要
な
る
施
設

を
速
に
実
施
せ
ら
る
〉
様
政
府
当
局
に
建
議
し
併
せ
て
民
衆
両
院

議
長
に
請
願
す
る
事

二
、
帝
国
般
会
並
に
中
央
農
政
倶
楽
部
に
対
し
急
速
に
機
宜
の
運
動

を
開
始
せ
ら
る
L

綴
要
望
す
る
事

米
麦
の
生
産
費
を
調
査
し
地
方
相
当
の
段
低
価
格
を
協
定
し
又

そ

は
希
望
側
絡
の
申
合
せ
を
行
ひ
滋
売
、
売
急
ぎ
の
声
を
防
止
す
る

事
四
、
府
県
の
幽
脱
会
連
合
販
売
斡
旋
所
を
活
用
し
米
麦
の
平
均
売
を
奨

励
す
る
事

五
、
曲
同
業
倉
庫
の
利
用
に
努
め
成
る
べ
く
籾
貯
蔵
の
方
法
を
勧
奨
す

る
こ
、
と

系
統
股
会
産
業
組
合
文
は
地
主
会
等
の
活
動
を
促
し
一

一層
低
利

金
融
の
使
を
図
る
こ
と

川

こ
の
協
議
事
項
の
要
点
は
、

以
下
の
二
点
で
あ
る
。
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一
つ
は
、
兵
庫
県
農
会
の
目
的
が
、
「
穀
価
を
適
当
に
維
持
し
旦
之
か
安

定
を
図
る
に
必
要
な
る
施
設
」
(
第
一
項
)
を
実
施
す
る
た
め
に
、
帝
国
農

会
や
中
央
農
政
倶
楽
部
が
中
心
と
な
っ
て

建
議
及
び
請
願
活
動
を
す
る

点
で
あ
っ
た

(
第
二
項
)
。
兵
庫
県
農
会
は
、

「
穀
価
を
適
当
に
維
持
し
且

之
か
安
定
を
図
る
に
必
要
な
る
施
設
」
(
第

一
項
)
と
米
側
を
高
位
に
安
定

さ
せ
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
前
述
し
た
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
お
け
る
常
平
倉
制
度
の
審
議
過

程
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、

こ
れ
は
、
常
平
倉
制
度
を
含
め
た
対
策
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て

兵
庫
県
農
会
は
、
常
平
倉
制
度
を
含
め
た
対
策
を
政
府
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に
求
め
る
た
め
、
帝
国
曲
師
会
や
中
央
農
政
倶
楽
部
に
建
議
活
動
を
促
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
兵
庫
県
山
脳
会
が
関
西
二
府
二
二
県
農
会
協
議
会
を

開
催
し
た
目
的
は

こ
れ
で
あ
っ
た
。

も

つ

'コ
は

系
統
段
会
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
、

米
麦
の
生
産
費

を
基
礎
に
算
定
さ
れ
た
希
望
価
格
に
基
づ
き

「
濫
売
、

売
急
ぎ
の
声
を
防

止
」
(第
三
項

「
府
県
の
耐
脱
会
連
合
販
売
斡
旋
所
を
活
用

し
、
さ
ら
に
、

し
米
麦
の
平
均
売
を
奨
励
」

第
四
項

し
た
点
で
あ
る
。
特
に
、
後
半
に

注
目
し
て
ほ
し
い
。
当
該
期
に
お
い
て
、
系
統
民
会
の
販
売
斡
旋
所
で
は
、

主
と
し
て
疏
菜
類
が
取
引
さ
れ
て
い
た
。
神
戸
販
売
斡
旋
所
で
は
、

九

年
よ
り
、
酒
造
米
の
取
引
が
開
始
さ
れ
て
は
い
た
が
、

飯
米
は
取
引
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

川。

兵
庫
県
段
会
は
、
あ
く
ま
で
、

九

(
大
正
八
)

米

麦
の
平
均
売
を
奨
励
」
す
る
と
だ
け
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、

系
統
農

会
が

販
売
斡
旋
所
を
通
し
て
、
飯
米
の
流
通
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
米
価
に
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

兵
庫
県
内
刷
会
は
米
価
を
高
位
に
安
定
さ
せ
る
措
置
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
第

一
に
、
常
平
倉
制
度
を
含
め
た
対

策
を
政
府
に
求
め
る
た
め
に
、
帝
国
岨
脱
会
や
中
央
農
政
倶
楽
部
を
中
心
と

し
て
、

従
来
通
り
の
建
議
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
。
第
二
に、

系
統
曲
師
会

が
阪
売
斡
旋
所
を
介
し
た
平
均
売
に
よ
っ
て
、

米
の
流
通
の
面
か
ら
米
価

騰
貨
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
以
上
の
通
り
、

ま
と
め
ら
れ
る
。

さ
て
、

関
西
二
府
二
二
県
農
会
協
議
会
の
結
果
、
農
家
の
自
衛
策
と
し

て
米
価
三
五
円
以
下
で
の
売
急
ぎ
を
禁
止
す
る
こ
と
と
、
米
価
三
五
円
以

上
で
の
平
均
売
と
い
う
方
法
に
よ
り
全
国
的
に
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を

帝
国
農
会
に
要
望
す
る
こ
と
と
な
っ
た

川。

協
議
会
で
の
決
議
は
、
帝
国
農

会
や
中
央
農
政
倶
楽
部
を
中
心
と
し
て
農
政
運
動
を
展
開
す
る
こ
と

第

一
、
二
項
)
や
、
希
望
価
格
で
の
米
の
売
急
ぎ
の
禁
止
(
第
三
項
)
な
ど
、

大
枠
で

兵
庫
県
農
会
の
協
議
事
項
を
満
た
す
内
容
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
関
西

二
府
二

二
県
民
会
協
議
会
で
決
定
し
た
米
価
対
策
は
、

兵
庫
県
農
会
の

「
帝
国
内
自
給
」
論
と
異
な
る
内
容
で
あ
っ
た
。
関
西

府
二
二
県
曲
師
会
協
議
会
で
決
定
し
た
建
議
事
項
は
、

次
の
通
り
で
あ
っ
た

76 

(
史
料
中
の
『
』
は
、
委
員
会
の
成
案
で
あ
っ
た
が
、

本
会
議
で
討
議
し

た
結
果
削
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
)
。

一
、
政
府
ニ
米
ノ
買
上
ヲ
実
行
セ
シ
ム
ル
コ
ト
、
但
シ
農
家
ニ
於
ケ

ル
庭
相
場
ノ
最
低
価
格
ヲ
一
石
三
十
五
円
ト
シ
数
量
ハ

三
百
万
石

以
上
タ
ル
コ
ト

二
、
外
米
輸
入
関
税
ヲ
滑
率
ス
ル
コ
ト

二
、
台
鮮
米
ノ
移
入
税
ヲ
復
活
ス
ル
コ
ト

凶

『
残
存
外
米
ヲ
ス
ベ
テ
輸
出
ス
ル
コ
ト
』

五
、
低
利
資
金
ノ
供
給
ヲ

一
一
層
潤
沢
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

六
、
常
平
倉
ノ
急
設
ヲ
図
ル
コ
ト

川



こ
の
建
議
事
項
か
ら
わ
か
る
関
西
二
府
二
二
県
農
会
協
議
会
の
米
価
対

策
の
特
徴
は
、

次
の
二
点
で
あ
る
。
第

一
に、

北
陸
四
県
連
合
米
価
問
題

協
議
会
の
要
望
が
、

す
べ
て
委
員
会
の
成
案
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、

ら

残
存
外
米

建
議

(
外
国
米
)

の
輸
出
以
外
の
す
べ
て
の
事
項
が

事
項
と
し
て
決
定
さ
れ
た
点
で
あ
る
勺

第

二
に、

関
西
二
府
二
二
県
農
会

協
議
会
の
米
価
対
策
は
、
北
陸
四
県
連
合
米
価
問
題
協
議
会
の
そ
れ
と
同

じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、

関
西
二
府
二
二
県
農
会
協
議
会

の
米
価
対
策
と
は

内
地
米
価
格
維
持
の
た
め
に
、
植
民
地
米
や
外
国
米

の
輪
移
入
を
規
制
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

値
民
地
米
の
移
入
規
制
は
、

九

四

(
大
正
三
)
年
以
降
、
帝
国
農

会
が
、
政
府
に
対
し
要
求
し
て
き
た
米
価
対
策
で
あ
っ
た
。

戸、I

こ
れ
が

地
自
給
」
論
に
基
づ
い
た
対
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
章
ま
で
で
述
べ
た
。

ま
た
、

「内
地
自
給
」

九

八

(
大
正
七
)
年
以
降

系
統
由
民
会
で
は

論
に
基
づ
き
、
植
民
地
米
移
入
に
加
え
、

外
国
米
輸
入
も
規
制
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
議
論
が
大
勢
を
占
め
て
い
た

川。

し
た
が
っ
て
、

関
西
二
府
二
二
県
農
会
協
議
会
の
米
価
対
策
が、

「内
地

自
給
」
論
に
基
づ
い
た
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り

関
西

二
府
二
二
県
由
民
会
協
議
会
で
は

「
内
地
自
給
」
論
に
基
づ
い
た
米
価
対
策

の
中
で
、
常
平
倉
制
度
の
成
立
と
米
価
維
持
を
目
指
す
た
め
に
、
米
投
売

防
止
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。

本
項
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
政
府
は
、
帝
国
内
で
の
米
の

生
産
や
需
給
関
係
の
調
和
を
基
調
と
し
た
食
織
政
策
を
た
て
、

こ
れ
と

一

さ

体
も
の
と
し
て
、
常
平
倉
制
度
を
位
置
づ
け
て
い
た
。

そ
の
常
平
倉
制
度

の
成
立
に
向
け
、

具
体
的
な
行
動
に
出
な
い
帝
国
農
会
に
対
し
、

地
方
熊

会
は
独
自
に
行
動
し
始
め
た
。

こ
れ
ら
地
方
段
会
の
意
見
を
集
約
す
る
た

め
、
関
西

二
府
二
二
県
山
師
会
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
関
西
二
府
二
二
県

農
会
協
議
会
で
は

「
内
地
自
給
」
論
に
基
づ
い
た
米
価
対
策
の
中
で
常
平

倉
制
度
の
成
立
を
政
府
に
求
め
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、
帝

国
曲
脱
会
を
中
心
に
、
米
投
売
防
止
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
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第
二
項

帝
国
農
会
の
食
糧
自
給
論
の
転
換

兵
庫
県
農
会
は
、

関
西
二
府
二

二
県
股
会
協
議
会
を
主
催
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
米
投
売
防
止
運
動
へ
の
参
加
は
、
思
い
の
外
遅
か
っ
た
。

{
表

3
・2
】
に
よ
る
と

兵
庫
県
段
会
は
、

一
九
二

O
(
大
正
九
)

年

月

一
五
日
に
米
投
売
防
止
運
動
に
参
加
し
た
。

こ
れ
は

同
月

一
三、

四

日
に
開
催
さ
れ
た
全
国
府
県
段
会
代
表
者
協
議
会
の
後
で
あ
っ
た
。

つ
ま

り
、
兵
庫
県
農
会
は
、

全
国
府
県
由
民
会
代
表
者
協
議
会
の
決
議
の
後
に
、

米
投
売
防
止
運
動
に
参
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
、

な
ぜ
、

兵
庫
県
農
会
の
米
投
売
防
止
運
動
へ
の
参
加
は
遅
か
っ



一
一
門
ノ
ミ

。

や

/
H
U
4
μ

な
ぜ
、
全
国
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
の
後
に
、

ま
た
、

米
投

売
防
止
運
動
に
参
加
し
た
の
か
。
本
項
で
は
、

関
西
二
府
二
二
県
農
会
協

議
会
の
建
議
事
項
と
全
国
府
県
般
会
代
表
者
協
議
会
の
決
議
事
項
を
比
較

す
る
こ
と
に
よ
り

そ
の
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
。

全
国
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
で
は
、

関
西
二
府
二

二
県
曲
脱
会
協
議
会

の
決
議
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
帝
国
曲脳
会
の
原
案
に
基
づ
き
、

「
現
時
米
価
ノ
著
シ
キ

下
落
ヲ
防
止

ス
ル
適
切
ナ
ル
方
法
ニ
関
ス
ル
決
議
」

川
が
出
さ
れ
た
。
こ

の
決
議
は
、
「
自
衛
策
」
と
「
政
府
ニ
対
ス
ル
策
其
他
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

「政
府
ニ
対
ス
ル
策
其
他
」

は
応

急
策
と
恒
久
策
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
特
に
、
「
政
府
ニ
対
ス

ル
策
其
他
」
(
以
下
、
決
議
事
項
と
表
記
す
る
)

に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な

ら

こ
れ
は
、

関
西

二
府
二

二
県
農
会
協
議
会
の
建
議
事
項
と
異
な
っ
た

内
容
に
変
化
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

決
議
事
項
の
内
容
は

以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

応
急
策政

府
ニ
米
ノ
貿
上
ヲ
実
行
セ
シ
ム
ル
コ
ト
、

但
シ
農
家

ニ
於
ケ

ル
庭
相
場
ノ
最
低
価
格
ヲ
一
石
三
十
五
円
ト
シ
数
岱
ハ

三
百
万
石

以
上
タ
ル
コ
ト

外
米
ノ
輸
入
ヲ
緩
度
ニ
制
限
ス
ル
コ
ト

低
利
資
金
ヲ
融
通
セ
シ
ム
ル
コ
ト

恒
久
策農

業
倉
庫
ノ
普
及
ヲ
図
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

常
平
倉
ノ
設
立
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

米
麦
生
産
統
計
ヲ
正
確
ナ
ラ
シ
ム
ル
方
法
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト

中

略
以
上
各
項
ノ
遂
行
ヲ
期
ス
ル
為
メ
各
道
府
県
最
前
ノ
方
法
ヲ
以
テ

貴
衆
両
院
議
員
ノ
努
力
ヲ
求
ム
ル
コ
ト

宣
伝
ヲ
徹
底
的
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
卜

川

上
記
の
決
議
事
項
と
関
西

二
府
二
二
県
農
会
協
議
会
の
建
議
事
項
の
共

通
点
は
、

以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
米
価
最
低
価
格

一
石
三
五
円
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以
上
、
数
量
三
百
石
以
上
で
の
政
府
に
よ
る
米
の
貿
上

(
決
議
事
項
応
急

策
第

一
項
、
関
西

二
府
二
二
県
般
会
協
議
会
建
議
事
項
第

一
項
)
。
第
二
に
、

低
利
資
金
の
融
通

(
決
議
事
項
応
急
策
第
三
項

関
西
二
府
二

二
県
農
会

協
議
会
建
議
事
項
第
五
項
)
。
第
三
に
、
常
平
倉
の
急
設
(
決
議
事
項
恒
久

策
第
二
項
、
関
西
二
府
二
二
県
剛脱
会
協
議
会
建
議
事
項
第
六
項
)
。
こ
れ
ら

三
つ
の
要
求
一
喚
問
が
、

系
統
農
会
の
要
求
の
中
で
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し
た

米
側
対
策
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

一
方、

全
国
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
の
決
議
事
項
に
お
い
て
変
更
が

あ
っ
た
の
は
、
外
国
米
や
植
民
地
米
の
輪
移
入
に
関
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

関
西

二
府
ニ
二
県
農
会
協
議
会
の
建
議
事
項
第
二
項

「外
米
輸
入
関
税
ヲ



増
率
ス
ル
コ
ト
」
が

決
議
事
項
で
は

「
外
米
ノ
輸
入
ヲ
極
度
エ
制
限
ス

ル
コ
ト
」
(
決
議
事
項
応
急
策
第
二
項
)
へ
と
、
変
更
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

関
西
二
府
二
二
県
農
会
協
議
会
の
建
議
事
項
第
三
項

「
台
鮮
米
ノ
移
入
税

ヲ
復
活
ス
ル
コ
ト
」
は
、
決
議
事
項
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、

全
国
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
で
決
議
さ
れ
た
米
価
対
策
は

外
国
米
輸

入
の
規
制
を
厳
し
く
す
る
と
と
も
に
、
内
地
に
お
い
て
、
同
植
民
地
米
の
自

由
移
入
を
認
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
帝
国
内
で
の
米
の
自

給
を
前
提
と
し
た

「帝
国
内
自
給
」
論
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
関
西
二
府
二
二
県
曲
師
会
協
議
会
の
米
側
対
策
は
、

内
l也

米
価
格
維
持
の
た
め
に
、
嫡
民
地
米
や
外
国
米
の
輸
移
入
を
規
制
す
る
と

い
う
対
策
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「内
地
自
給
」
論
に
基
づ
い
た
対
策
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し

こ
れ
に
対
し
て
、
関
西
二
府
二

二
県
曲
脳
会

協
議
会
の
建
議
事
項
は
、

全
国
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
を
経
る
こ
と
に

よ
り
、
食
糧
自
給
論
が
、

「内
地
自
給
」
論
か
ら

「帝
国
内
自
給
」
論
へ
と

転
換
し
た
。
な
ぜ
、

こ
の
転
換
を
成
し
得
た
の
か
。
そ
れ
は

全
国
府
県

由民
会
代
表
者
協
議
会
の
決
議
事
項
が
、
帝
国
山
崎
会
の
原
案
に
基
づ
き
決
定

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
帝
国
農
会
の
新
た
な
方
向
性
が

全
国

府
県
山
脱
会
代
表
者
協
議
会
を
契
機
と
し
て
表
面
化
し
、
「
内
地
自
給
」
論
を

退
け
た
の
で
あ
る
。

本
項
の
冒
頭
に
立
て
た
問
い
に
答
え
る
な
ら
ば
、
兵
庫
県
農
会
が
米
投

売
防
止
運
動
へ
の
参
加
が
遅
か
っ
た
理
由

そ
し
て
、

全
国
府
県
農
会
代

表
者
協
議
会
を
契
機
と
し
て
、

米
投
売
防
止
運
動
に
参
加
し
た
要
因
は

こ
の
食
続
自
給
論
の
転
換
に
あ
っ
た
。
第

一
章
で
述
べ
た
通
り
、
兵
庫
県

曲出
会
は
、

県
農
会
長
で
あ
っ
た
多
木
の

「
帝
国
内
自
給
」
論
の
影
響
を
強

く
受
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
兵
庫
県
農
会
は

関
西
二
府
ニ
二

県
股

会
協
議
会
の

「
内
地
自
給
」

米

論
に
基
づ
い
た
米
価
対
策
の
も
と
で
は

投
売
防
止
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
容
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し

そ

の
後
、
帝
国
山
脱
会
の
食
部
自
給
論
が

「帝
国
内
自
給
」
論
へ
と
転
換
し
た
。

そ
し
て

そ
れ
に
連
動
し
て
全
国
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
で
決
議
さ
れ

た
米
価
対
策
も
、

植
民
地
米
の
自
由
移
入
と
帝
国
内
自
給
に
基
づ
い
た
内
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容
へ
と
変
化
し
た
。

兵
庫
県
幽
脱
会
は
、
帝
国
段
会
の
食
糧
自

そ
の
結
果

給
論
の
転
換
を
受
け
て
、
米
投
売
防
止
運
動
に
参
加
し
た
可
能
性
が
強
い

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
帝
国
農
会
の
食
糧
自
給
論
が

「帝
国
内
自
給
」
論

へ
と
転
換
し
た
こ
と
が
、
兵
庫
県
山
脳
会
の
米
投
売
防
止
運
動
の
参
加
に
、

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
、
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
項

常
平
倉
制
度
案
と
の
関
係

兵
庫
県
農
会
は
、
関
西
二
府
二

二
県
曲脳
会
協
議
会
を
主
催
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
米
投
売
防
止
運
動
へ
の
参
加
が
遅
か
っ
た
。
そ
の
要
因
は
、



食
糧
自
給
論
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

米
投
売
防
止
運
動
へ
の
参
加
の
契
機

は
、
帝
国
農
会
の
食
糧
自
給
論
が

「
帝
国
内
自
給
」

論
へ
と
転
換
し
た
た

め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
一
連
の
動
向
を
、
さ
ら
に
詳
し
く
分

析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
留
意
す
べ
き
点
は
、

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
お

け
る
常
平
倉
制
度
案
と
米
投
売
防
止
運
動
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

矢
作
栄
蔵
の
常
平
倉
制
度
構
想
を
み
て
い
く
こ
と
で
、

よ
り
立
ち
入
っ
て

考
え
て
み
た
い
。
矢
作
は
帝
国
農
会
特
別
委
員
で
あ
り
、

政
府
の
産
米
増

殖
計
画
の
考
案
者
で
あ
っ
た
。
常
平
倉
制
度
の
設
置
を
最
も
推
し
た
人
物

こ
そ
が
、
矢
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
当
該
期
に
お
け
る
矢
作
の
動
向
と
米
価
対
策
に
対
す
る
考
え
方

に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

(
大
正
六
)
年
以
前
に
お

九

一七

い
て
、
矢
作
は
、
内
地
米
価
格
維
持
の
た
め
に
、
植
民
地
米
移
入
を
規
制

す
べ
き
で
あ
る
と
し
、

ム
ロ
鮮
米
移
入
税
の
復
活
と
朝
鮮
米
代
用
制
度
の
撤

廃
を
求
め
て
い
た
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
矢
作
は

農
業
者
の
利
益
保
護

に
重
点
を
置
い
た
考
え
方
の
も
と
、
緊
急
的
な
米
価
対
策
を
立
て
て
い
た
。

し
か
し
、
米
騒
動
以
降
、
矢
作
の
米
価
対
策
は
一
変
し
た。

こ
の
段
階

に
至
っ
て
矢
作
は
、

非
常
事
態
に

内
地
に
お
け
る
米
の
需
給
に
つ
い
て
、

お
い
て
は
六
百
万
石
が
不
足
し

方

逆
に
豊
作
時
に
は

二
百
万
石
余

る
、
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
耕
地
拡
張
な
ど
米
の
生
産

的
事
業
に
つ
い
て
、

内
地
と
健
民
地
と
は
、

同
じ
方
針
で
臨
む
べ
き
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
勺

つ
ま
り
、
内
地
と
傾
民
地
双
方
で
米
を
増
産
す
る
こ

と
に
よ
り
、

内
地
で
の
米
の
不
足
に
備
え
る
と
い
う
考
え
方
へ
と
転
換
し

た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
議
論
は
、
被
民
地
米
の
自
由
移
入
を

前
提
と
し
て
い
た
。

方

外
国
米
に
つ
い
て
は
、
代
用
食
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
た
。
し
か
も
、
矢
作
は
、

米
騒
動
以
降
、
内
地
で
は
米
が
不
足

し
て

い
る
と
い
う
認
識
で
あ
り
、

外
国
米
を
輸
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
捉

え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
つ
要
す
る
に
、
米
騒
動
以
降
の
米
の
需
給
関
係
を

め
ぐ
っ
て
、
矢
作
は
、
植
民
地
米
の
自
由
移
入
を
前
提
と
し
た
帝
国
内
で

の
米
の
自
給
と
、
代
用
食
と
し
て
の
外
国
米
輸
入
を
容
認
す
る
と
い
う
食

横
自
給
論
を
主
張
し
て
い
た
。

こ
れ
は
、
政
府
の
食
協
政
策
で
あ
っ
た
。

80 

ゆ
え
に
、
常
平
倉
制
度
は
、
値
民
地
米
の
自
由
移
入
を
前
提
と
し
た
帝
国

内
で
の
米
の
自
給
と

一
体
の
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
勺

さ
て
、
矢
作
は
、

全
国
府
県
由
民
会
代
表
者
協
議
会
に
お
い
て
、

関
西

府
二

二
県
農
会
協
議
会
建
議
事
項
第
三
項

「
台
鮮
米
ノ
移
入
税
ヲ
復
活
ス

ル
コ
卜
」
が

「朝
鮮
現
在
の
思
想
関
係
よ
り
政
府
は
到
底
実
行
不
可
能
」

山
は
、
政
府
や
臨
時
財
政
経

と
説
明
し
た

山
。「
朝
鮮
現
在
の
思
想
関
係
」

済
調
査
会
の
米
価
政
策
に
お
け
る
纏
民
地
朝
鮮
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

九

九

(
大
正
八
)

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
特
別
委

年
一

O
月
段
階
で
、

員
会
で
は
、
植
民
地
朝
鮮
を
含
め
て
食
糧
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
決
定
し

て
い
た

川。

常
平
倉
制
度
は
、
組
民
地
米
の
自
由
移
入
を
前
提
と
し
た
帝
国



内
で
の
米
の
自
給
体
制
と

一
体
で
あ
る
か
ら

全
国
府
県
農
会
代
表
者
協

議
会
に
お
い
て
、
内
地
へ
の
椀
民
地
米
移
入
を
規
制
し
た
米
価
対
策
は
削

除
さ
れ
た
。

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
お
い
て
、
常
平

こ
の
こ
と
か
ら

倉
制
度
案
を
可
決
さ
せ
る
た
め
に
は
、
植
民
地
米
の
自
由
移
入
を
容
認
す

る
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
全
国
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
の
段
階
で
、
多
く
の
地
方
向崩

会
は

植
民
地
米
と
外
国
米
の
輸
移
入
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、

米

価

の
下
落
を
防
止
す
る
こ
と
が
第
一
と
捉
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
内
地
自

給
」
論
の
中
で
、
常
平
倉
制
度
な
ど
米
価
政
策
を
成
立
さ
せ
た
か
っ
た
の

で
あ
る
。
帝
国
農
会
幹
事
で
あ
っ
た
福
岡
美
知
は
、
帝
国
農
会
が
米
投
売

防
止
運
動
に
参
加
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
議
論
の
際
、
矢
作
と
米
投
売

防
止
運
動
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
述
べ
て
い
た
。「
古
在
さ
ん
(
が

ー
筆
者
注
)
(
中
略
)
矢
作
君
が
官
吏
で
い
け
な
い
な
ら
矢
作
君
は
関
係
せ

ね
ば
よ
い
」山
と
。
つ
ま
り
、
当
初
、
米
投
売
防
止
運
動
と
常
平
倉
制
度
は
、

一
線
を
画
す
る
形
で
展
開
し
た
。

ま
た
、

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
お
い
て
、
矢
作
は
、
外
国
米
は
代
用

食
で
は
あ
る
が
、
米
が
不
足
す
る
以
上
輸
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識

で
あ
っ
た

目
。
し
か
し
、
決
議
事
項
応
急
策
第
二
項
「
外
米
/
輸
入
ヲ
極
度

エ
制
限
ス
ル
コ
ト
」
は
、
矢
作
の
米
価
対
策
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
決
議
事
項
応
急
策
第
二
項
は
、
常
平
倉
制
度
な
ど
米
価
維

持
の
恒
久
策
を
求
め
る
た
め
、

系
統
段
会
が
内
部
か
ら
食
魁
自
給
論
を
転

前
項
で
述
べ
た
通
り
、

換
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

米
投
売
防
止
運
動
へ
の
参
加

兵
庫
県
農
会
が
、

が
遅
か
っ
た
理
由
は
、
食
綴
自
給
論
に
対
す
る
見
解
の
相
違

民
地
米
移
入
対
策
の
相
違
)

(
特
に
、
植

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

兵
庫

そ
し
て
、

県
農
会
が
全
国
府
県
山脳
会
代
表
者
協
議
会
の
後
に
、

米
投
売
防
止
運
動
に

参
加
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
常
平
倉
制
度
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
帝
国

糧
自
給
論
が

「帝
国
内
自
給
」

段
会
が
食
糧
自
給
輸
を
転
換
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
帝
国
農
会
の
食

こ
れ

論
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
だ
し
、

は
、
あ
く
ま
で
帝
国
農
会
の
食
糧
自
給
論
に
つ
い
て
で
あ
り

で
は:

こ
の
段
階
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「
帝
国
内
自
給
」
論
へ
と
転
換

他
の
地
方
剛
脱
会
の
食
糧
自
給
論
が

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
米
投
売
防
止
運
動
は
、

同
年
一
二
月
二

O
目
、
臨
時
財
政
経
済
調

審
議
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。

査
会
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、

農
業
倉
庫
案
は
否
決
さ
れ
た
。

平
倉
案
は
、

少
な
か
ら
ず
、
常
平
倉
制
度
の

米
専
売
案
は
撤
回
さ
れ
、
米
券
倉
庫
衆
と

そ
し
て
、
常
平
倉
案
だ
け
が
残
っ
た
。
常

従
来
の
常
平
倉
制
度
に
農
業
倉
庫
案
を
付
け
加
え
、

さ
ら
に

こ
と
が
決
定
し
た
。

こ
れ
が

需
給
調
節
と
価
格
調
節
の
た
め
に
非
常
時
の
対
策
と
し
て
の
み
採
用
す
る

の
ち
の
米
穀
法
案
で
あ
る
。
矢
作
が
推
し

て
い
た
常
平
倉
制
度
は
、
常
時
の
対
策
と
し
て
数
量
調
節
に
よ
る
米
価
維



持
を
実
施
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

の
新
し
い
常
平
倉
法
案
(
米
穀
法
案
)

し
か
し
、
矢
作
も
妥
協
し
、

に
賛
成
し
た
の
で
あ
る

勺

同
年

一
二

月
二
五
日
、

系
統
段
会
は
食
織
自
給
論
を
統

一
せ
ず
、
米
投

売
防
止
運
動
を
開
始
し
た
。

第
四
項

括

以
上

本
節
で
は
、
米
投
売
防
止
運
動
開
始
ま
で
の
系
統
曲
目
会
の
米
価

対
策
の
変
遷
を
み
た
。
本
節
の
お
わ
り
に
、
も
う

一
度
要
点
を
ま
と
め
る
。

反
動
恐
慌
以
降

臨
時
財
政
経
済

米
価
が
下
落
の
一
途
を
た
ど
る
中

調
査
会
で
は
、
常
平
倉
制
度
成
立
に
む
け
、
質
疑
が
行
わ
れ
た
が
、
結
局
、

再
審
議
に
な
っ
た
。
常
平
倉
制
度
の
成
立
に
向
け
、

地
方
農
会
は
、
帝
国

曲
師
会
と
は
別
の
動
向
を
示
し
た
。
具
体
的
に
は
、

北
陸
四
県
連
合
米
価
問

題
協
議
会
で
は
、

「
内
地
自
給
」
論
を
基
軸
と
し
た
対
策
の
中
で
、
常
平

倉
制
度
等
を
要
求
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
。
ま
た
、
兵
庫
県
農
会
は
、

帝
国
段
会
や
中
央
農
政
倶
楽
部
を
中
心
と
し
て
建
議
活
動
を
行
う
よ
う
に

地
方
農
ム
古
か
ら
働
き
か
け
る
た
め
、
関
西
二
府
二

二
田
町
農
会
協
議
会
を
開

催
し
た
。

関
西
二
時
間
二
二
県
由
民
会
協
議
会
で
は
、
内
地
米
価
格
の
維
持
の
た
め
に
、

防
植
民
地
米
や
外
国
米
の
輸
移
入
を
規
制
す
る
米
価
対
策
が
挙
げ
ら
れ
て
い

た

関
西
二
府
二
二
県
曲
脳
会
協
議
会
で
は
、

北
陸
四
県
連
合
米

つ
ま
り
、

価
問
題
協
議
会
と
同
様
に
、

「内
地
自
給
」
論
に
基
づ
い
た
米
価
対
策
の

中
で
、
常
平
倉
制
度
の
設
置
や
政
府
に
よ
る
米
の
買
上
な
ど
の
対
策
が
要

求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
全
国
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
で
は
、
外
国
米
に
関
し
て
は

輸
入
規
制
を
強
め
る
一
方

植
民
地
米
に
関
し
て
は
自
由
移
入
を
認
め
る

内
容
へ
と
変
化
し
た
。
帝
国
農
会
は
、

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
お
い
て

常
平
倉
制
度
案
を
可
決
さ
せ
る
た
め
に

食
糧
自
給
論
を

「
内
地
自
給
」

論
か
ら

「帝
国
内
自
給
』
論
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

た
だ
し
、

食
糧
自
給
論
の
転
換
は
、
帝
国
農
会
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節

米
投
売
防
止
運
動
の
質
的
転
換
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第

項

系
統
農
会
の
食
糧
自
給
論
の
転
換

九

(
大
正

一
O
)
年

一
月
七
日
、
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
(
以
下

神
戸
と
表
記
す
る
)
で
は

こ
の
年
最
初
の
取
引
(
以
下
、
初
市
と
表
記

す
る
)
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
以
降
、
全
国
的
に
米
価
は
下
落
し
た
。
同

年

一
月
一

O
、

一
日
、
兵
庫
県
県
般
会
主
催
で
道
府
県
農
会
農
政
倶
楽

部
代
表
者
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
翌
日

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
第

O
回
総
会
が
開
催
さ
れ
、
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
諮
問
第

一
号
「
糧
食
ノ

充
実
ニ
関
ス
ル
般
本
方
策
如
何
」
の
答
申
が
提
出
さ
れ
た
。



第

一
節
第
一
項
で
確
認
し
た
通
り
、

こ
れ
に
よ
り

政
府
の
食
糧
政
策

の
全
体
像
が
明
確
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

内
地
に
お
け
る
開
拍
車
事
業
を
中

心
と
し
た
生
産
政
策
、
植
民
地
に
お
け
る
産
米
増
殖
計
画

内
地
と
植
民

地
の
聞
で
政
策
を
調
和
さ
せ
る
た
め
の
機
関
の
設
置
、
流
通
・
価
格
政
策

と
し
て
の
常
平
倉
制
度
の

設
置
で
あ
る
川。

こ
の
常
平
倉
制
度
は
、
臨
時
財

政
経
済
調
査
会
で
の
議
論
の
末

米
穀
法
と
名
称
を
か
え
、
第
四
四
帝
国

議
会
に
提
出
さ
れ
た
。

こ
こ
で
、

米
穀
法
の
説
明
を
し
て
お
こ
う
。
米
穀
法
と
は
、

簡
単
に
、

米
穀
の
需
給
を
調
節
す
る
た
め
に
、
米
穀
の
買
入
、
売
波
、
交
換
、
加
工
、

貯
蔵
に
関
連
す
る
諸
事
項
を
定
め
た
法
律
で
あ
る
。
政
府
が
米
穀
の
需
給

関
係
を
調
節
す
る
際
、
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
、

米
穀
の
輸
入
税

を
増
減

・
免
除
で
き
た
。
ま
た
、
米
殺
の
輸
出
入
も
制
限
で
き
る
と
い
う

内
容
を
含
ん
で
い
た
。
山
本
達
雄
農
商
務
大
臣
は
、
帝
国
議
会
で
米
穀
法

を
説
明
す
る
際

次
の
二
点
に
つ
い
て
述
べ
た
。

一
つ
は
、
米
毅
法
は

米
不
足
や
米
価
勝
負
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
需
給
を
調
整
す
る
米
穀
政
策

と
い
う
点
で
あ
る
。
も
う

一

米
不
足
時
の
備
蓄
対
策
と
い
う
点
で

つ
は
、

あ
る
。

つ
ま
り
、
米
穀
法
は

米
騒
動
に
み
ら
れ
る
日
本
資
本
主
義
の
深

刻
な
体
制
的
危
機
の
再
発
を
防
ぐ
た
め

、
米
不
足
や
米
価
騰
貨
を
抑
制
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
備
蓄
政
策
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
米
穀
法
は
価
格

調
節
で
は
な
く
、

っ
た

川。

あ
く
ま
で
も
需
給
調
節
を
目
的
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ

さ
て

「
糧
食
ノ
充
実
ニ
関
ス
ル
根
本
方
策
如
何
」

の
答
申
が
出
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、

系
統
設
会
は
、
米
穀
法
の
早
期
成
立
と
政
府
に
よ
る
米
の

即
時
買
上
の
陳
情
に
、

米
投
売
防
止
運
動
の
重
点
を
移
し
て
い
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、

系
統
農
会
は
、
米
投
売
防
止
運
動
に
よ
っ
て
米
価
の
下
落
を
止

め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

系
統
由
脳
会
は
、

米
投
売
防
止
運
動
の
目
標
を
米
穀
法
の
制
定
に
設
定
し
た
の
で
あ
る

川。

こ
う
し
て
、

同
年

一
月

一
八
日

兵
庫
県
農
会
主
催
府
県
農
会
及
び
府
県
農
政
倶
楽

部
代
表
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
こ
で
、

米
投
売
防
止
運
動
の
新
た
な
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方
法
が
決
定
さ
れ
た
。

そ
れ
は
次
の

三
点
で
あ
っ
た
。
第
一
に

町
村
を

単
位
と
し
た
平
均
売
組
合
の
設
立
と
、

こ
れ
に
よ
る
共
同
販
売
を
奨
励
す

る
こ
ル
」

(
後
述
)
。
第
二
に
、
第
一
で
述
べ
た
共
同
販
売
の
方
法
が
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
帝
国
民
会
の
販
売
斡
綻
所
を
介
し
て

行
う
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、

か
ね
て
よ
り
兵
庫
県
曲
師
会
が
考

案
し
て
い
た
方
法
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
米
投
売
防
止
運
動

を
植
民
地
朝
鮮
の
農
家
に
も
呼
び
か
け
た
こ
と
で
あ
る

川。

こ
の
点
は
重
要

で
あ
る
た
め

少
し
詳
し
く
説
明
し
よ
う
。
『
時
事
新
報
』
に
よ
る
と
、
帝

園
内
師
会
は
、

九

(
大
正
一

O
)
年
一

二
月
二
七
日
の
段
階
で
、
朝

鮮
総
相
官
府
、
東
洋
拓
殖
会
社
(
以
下
、
東
拓
と
称
す
)
、

「
朝
鮮
農
会



米
投
売
仲
間
止
運
動
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
が
、
朝
鮮
総
督
府
か
ら
参
加

拒
否
の
通
知
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
帝
国
農
会
は
、
他
民
地
朝
鮮

の
農
家
個
人
と
と
も
に

米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
の
で
あ
る
山。

同
年

一
月
二
三
日
、
第
二
回
道
府
県
農
会
代
表
者
協
議
会
が
開
催
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
系
統
際
会
は
、

米
投
売
防
止
運
動
の
中
で
、
府
県
段
会
及

び
府
県
農
政
倶
楽
部
代
表
協
議
会
の
決
定
事
項
を
実
施
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た
。
さ
ら
に

こ
の
協
議
会
を
契
機
と
し
て
、

米
投
売
防
止
運
動
の

目
的
が
、
米
穀
法
の
早
期
成
立
と
政
府
に
よ
る
米
の
即
時
買
上
を
要
求
す

る
方
向
に
変
え
ら
れ
た

勺

そ
の
た
め
、
地
方
段
会
の
中
か
ら
米
価
問
題
遂

行
委
員
が
選
出
さ
れ
、
政
府
及
び
政
党
へ
の
陳
情
活
動
が
開
始
さ
れ
た

川。

ま
た
、
農
政
研
究
会
の
実
行
委
員
会
も
開
催
さ
れ
た

山。

こ
の
よ
う
に
、

米
投
売
防
止
運
動
の
目
的
が
変
化
し
た
こ
と
は
、

同
時

に
、
異
な
る
食
総
自
給
論
に
立
つ
地
方
段
会
が
、
帝
国
農
会
と
同

一
歩
調

を
と
り
始
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
も
理
解
で
き
る
。
阜
市
国
曲
師
会
幹
事
福

田
美
知
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
通
り
述
べ
て
い
た
。

全
国
農
会
長
会
議
に
も
種
々
難
問
が
あ
っ
た
が
各
係
各
実
情
に
則
る

方
法
に
於
て
農
民
に
投
売
防
止
を
や
る
こ
と
に
決
定
し
た
次
第
だ

(
中
略
)
此
の
運
動
の
失
敗
を
転
換
す
る
の
が
米
穀
法
で
あ
り
米
穀

法
が
議
会
を
通
過
す
る
ま
で
に
は
此
の
運
動
を
連
続
す
る
こ
と
与
な

り
全
国
運
動
が
常
国
曲面
会
に
集
中
す
る
様
に
な
っ
た

川

福
田
に
よ
る
と
、
当
初
、

地
方
農
会
レ
ベ
ル
で
は

「
各
係
各
実
情
に
則

る
方
法
」
で
米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
帝
国
般
会
と

歩
調
を
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
福
田
は
、

此

の
運
動
の
失
敗
を
転
換
す
る
の
が
米
穀
法
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り

「
各
豚

各
実
情
に
則
る
方
法
」
で
行
わ
れ
て
い
た
米
投
売
防
止
運
動
は
失
敗
し
、
米

穀
法
案
通
過
を
目
指
し
て
運
動
が
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
転
機
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
、

一
月
二
三
日
の
第
二
回
道
府
県
曲
師
会
代
表
者
協
議
会
で

あ
っ
た
。
米
穀
法
案
通
過
及
び
成
立
と
い
う
共
通
の
目
的
の
た
め
に
、
系
統
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曲脱
会
の
食
糧
自
給
論
が
、
名
目
上
「
帝
国
内
自
給
」
論
へ
と
統

一
さ
れ
た
の

で
あ
る

川。

し
か
し
、
系
統
由
民
会
は
、
単
に
、
米
穀
法
案
の
議
会
通
過
及
び
成
立
だ
け

を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
同
年
一
月
三

O
目
、
加
古
郡
で
開

催
さ
れ
た
農
民
大
会
に
お
い
て
、
矢
作
は
以
下
の
通
り
述
べ
て
い
た
。

常
平
倉
は

l
筆
者
注
)

必
ず
其
の
実
行
を
見
る
事
確
実
に
し
て
遅

く
も
こ
の
議
会
終
了
迄
に
は
三
百
万
石
の
米
の
民
上
に
着
手
せ
ら

る
込
見
込
な
り
而
し
て
買
上
米
は
年
々
入
れ
換
へ
は
行
は
る
〉
も
凶

作
ま
で
持
ち
越
さ
る
〉
も
の
故
本
年
の
過
剰
米
を
慮
ふ
る
に
足
ら
ず

集
中
し
て
投
売
す
る
の
要
な
し
こ
の
際
全
国
農
業
者

一
斉
固
結
す
れ



ば
目
的
の
価
絡
を
現
せ
し
め
平
均
売
を
な
し
米
価
を
安
定
に
維
持
し

得
る
事
明
か
な
り
川

こ
れ
に
よ
る
と
、
矢
作
は
政
府
に
よ
る
米
の
買
上
は
必
ず
実
施
さ
れ
る
と

し
、
さ
ら
に
「
全
国
燦
業
者

一
斉
困
給
す
れ
ば
目
的
の
価
絡
を
現
せ
し
め
』
、

川
と
述
べ
た
。

「平
均
売
を
な
し
米
価
を
安
定
に
維
持
し
得
る
」

つ
ま
り

一
月
二

三
日
の
協
議
会
を
契
機
と
し
て
、
米
投
売
防
止
運
動
は
、

三
五
円
以

上
に
米
価
を
維
持
す
る
運
動
か
ら
、
政
府
に
よ
る
米
の
買
上
の
目
的
価
格
を

創
り
出
す
運
動
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
共
同
販
売
は
、

政
府
に
よ
る
米
の
買
上
で
目
的
価
格
を
創
り
出
す
た
め
の
方
法
と
し
て
、
位

置
づ
け
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、

「
帝
国
内
自
給
」
論
は

そ
れ
ま
で
系
統
曲
師
会
の
中
で
大
き

な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た

「内
地
自
給
」
論
を
統

一
し
て
、
新
た
な
食
糧
自

給
論
の
梼
築
へ
と
収
数
さ
せ
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し

こ
れ
は
名
目
上
の
話
で
あ
り

「
帝
国
内
自
給
」
論
の
内
部
に
は

「内
地
自
給
」
論
が
内
包
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
展
開
を
経
て
、

九

(
大
正

一
O
)
年
四
月
四
日
、
米

穀
法
が
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
米
投
売
防
止
運
動
は
終
息
し
た
。

第

項

米
穀
投
売
防
止
組
合
と
平
均
売
組
合
の
相
違
点

前
項
で
は
、
米
投
売
防
止
運
動
の
経
過
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
よ
り

そ
の
質
的
転
換
を
明
確
化
さ
せ
る
た
め
に
、
米
穀
投
売
防
止
組
合
と
平
均
売

組
合
と
い
う
、

二
つ
の
共
同
販
売
組
合
を
比
較
し
て
み
た
い
。

( 

) 

米
穀
投
売
防
止
組
合

米
穀
投
売
防
止
組
合
は
、

米
投
売
防
止
運
動
開
始
当
初
に
奨
励
さ
れ
た

共
同
販
売
組
合
で
あ
る
。

こ
の
米
穀
投
売
防
止
組
合
は
、
米
穀
投
売
防
止

組
合
規
則
第
二
条
に

織
す
る
」

川
と
あ
る
通
り
、
大
字
を
単
位
と
し
、
農
業
者
に
よ
っ
て
組
織
さ

「
本
組
合
は
本
部
落
に
居
住
す
る
農
業
者
を
以
て
組
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れ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
設
立
目
的
は

規
則
上
に
明

記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し

組
合
の
業
務
に
つ
い
て
、

同
規
則
第
三
条

と
第
六
条
に
は
、

以
下
の
通
り
記
さ
れ
て
い
た
。
第
三
条
で
は
、
「
本
組
合

の
持
米
は
、

一
石
三
十
五
円

(
播
州
赤
三
等

米

筆

者

)

以
上
に
あ
ら
ぎ

れ
ば
絶
対
に
売
却
せ
ざ
る
も
の
と
す
」
と
あ
り
、
米
穀
投
売
防
止
組
合
に

お
い
て
、
米
価
三
五
円
以
下
で
の
米
の
売
り
控
え
を
規
定
し
た
。
ま
た
、

第
六
条
に
は
、
「
米
価
三
十
五
円
に
達
し
た
る
と
き
と
い
え
ど
も
此
を

一
時

に
販
売
せ
ず
、

共
同
販
売
と
し
平
均
売
を
な
す
も
の
と
す
」

と
あ
り
、
米

価
三
五
円
以
上
で
の
共
同
販
売
を
実
施
す
る
と
し
た
。

さ
ら
に
、

米
穀
投
売
防
止
組
合
で
は
、

組
合
長
が
農
業
者
に
対
し
金
融



の
便
宜
を
与
え
る
よ
う
、

産
業
組
合

・
銀
行

・
地
主
に
仲
介
す
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
た

(
第
四
、

五
条
)
。

こ
の
よ
う
に
、

米
穀
投
売
防
止
組
合
の
目
的
は
、
部
落
単
位
で
終
業
者

を
組
織
し
、

米
の
売
り
控
え
と
共
同
販
売
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
米
穀
投
売
防
止
組
合
は
、
米
投
売
防
止
運
動
に
と
っ
て
重
要

な
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
米
穀
投
売
防
止
組
合
と
は
、

米
価
三
五
円
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ

と
に
重
点
を
置
い
た
組
織
で
あ

っ
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
二
)

平
均
売
組
合

こ
れ
に
対
し
て
、
平
均
売
組
合
は
、
第
二
回
道
府
県
段
会
代
表
者
協
議
会

を
契
機
と
し
て
奨
励
さ
れ
た
共
同
販
売
組
織
で
あ
る
。
平
均
売
組
合
は
、
行

政
村
を
単
位
と
し
、
「米
穀
生
産
者
及
び
地
主
』

川
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

事
務
所
は
町
村
農
会
内
に
設
置
さ
れ
た
(
平
均
売
組
合
準
則
第
二
条
、
以
下
、

準
則
と
表
記
す
る
)
。
設
立
目
的
に
つ
い
て
は
、
第

一
条
に
記
さ
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
「
本
組
合
ハ
米
穀
ノ
共
同
不
均
販
売
ヲ
行
ヒ
需
給
ノ
平
衡
ヲ
得

シ
メ
士
巾
価
ノ
不
自
然
ナ
ル
騰
落
ヲ
防
ギ
生
産
者
消
費
者
向
者
ノ
福
利
ヲ
噌

山
と
あ
り
、
米
の
需
給
を
平
衡
し
、
米
価
を
維

進
ス
ル

」
(
準
則
第

一
条
)

持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
者
と
消
奏
者
双
方
の
福
利
を
増
進
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
共
同
販
売
が
目
指
さ
れ
た
。
事
務
所

が
系
統
般
会
内
に
設
置
さ
れ
た
点
、
そ
し
て
、
組
合
員
で
あ
る

「米
穀
生
産

者
及
び
地
主
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
生
産
者
消
費
者
両
者
ノ
徳
利
ヲ
増
進
ス

ル
」
こ
と
が
目
的
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
、
平
均
売
組
合
の
特
徴
で

あ
る
。
こ
れ
は

米
穀
法
の
性
格
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

平
均
売
組
合
に
お
け
る
共
同
販
売
は
、
次
に
述
べ
る
手
順
で
行
わ
れ
た
。

ま
ず
、
組
合
員
は
「
其
所
有
ニ
係
ル
販
売
米
」
川

(
以
下
、
販
売
米
と
表
記

す
る
)

俵
数
を
毎
年
二

一月
二
五
日
ま
で
に
、
委
員

の
粒
種
、
等
級
別

を
経
て
、
組
合
長
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

(
準
則
第
四
条
)
。
販

売
米
の
個
人
販
売
は
禁
止
さ
れ
て
い
た

し
か
し
、
自
町

(
準
則
第
五
条
)
。

村
内
の
消
費
者
か
ら
買
い
受
け
の
申
し
込
み
を
受
け
た
場
合
、
飯
米
に
限
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り
、
組
合
長
の
承
認
を
受
け
た
上
で
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た

(
準
則
第

五
条
)

次
に
、

販
売
米
を
自
町
村
以
外
に
移
出
す
る
方
法
に
つ
い
て
、

系
統
出
版

会
は
、
「
産
米
共
同
販
売
取
扱
方
法
」

山
(
以
下
、
販
売
方
法
と
表
記
す
る
)

を
定
め
て
い
た
。

販
売
方
法
第

一
項
に
お
い
て

移
出

こ
れ
に
よ
る
と

す
る
販
売
米
は
、
「
産
地
ニ
於
テ
競
争
入
札
ニ
附
ス
ベ
キ
モ
ノ
」
と

「
予
メ

市
場
ニ
出
荷
シ
テ
販
売
ス
ル
モ
ノ
」
と
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。

「
産
地
ニ
於
テ
競
争
入
札
ニ
附
ス
ベ
キ
モ
/
」
に
関
し
て
は
、

県
下
の

重
要
な
移
出
米
の
集
散
地

(
特
に
鉄
道
駅
)

に
、
毎
月
定
日

産
米
共
同

販
売
所
が
設
置
さ
れ
た
(
販
売
方
法
第

一
項
)
。
こ
の
産
米
共
同
販
売
所
の



「
最
寄
リ
町
村
ト
シ
郡
区
域
ニ
拘
ラ
ズ
交
通
ノ
使
ニ
ヨ
ル
」

発
方
法
第
五
項
)
川
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
産
米
共
同
販
売
所
は
郡
農
会
が
経

区
成
は

販

営
し
た
。

販
売
斡
旋
所
と
連
絡
し
、

共
同
販
売
が
実
施
さ
れ
た

そ
し
て
、

(
販
売
方
法
第
二
頃
)
。

つ
ま
り

「
産
地
ニ
於
テ
競
争
入
札
ニ
附
ス
ベ
キ

モ
ノ
」

に
よ
る
共
同
販
売
は
、
平
均
組
合
|
産
米
共
同
販
売
所
|
販
売
斡

旋
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

町
村
農
会

l
郡
股
会
と
い
う
系
統

こ
れ
は
、

山師
会
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

産
米
共
同
販
売

所
は
、
移
出
米
の
集
散
地
に
常
設
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め

そ
れ
だ
け
、

平
均
売
組
合
に
お
け
る
販
売
米
の
管
理
は
重
要
で
あ

っ
た
。

一
方
、
「
予
メ
市
場
ニ
出
荷
シ
テ
販
売
ス
ル
モ
ノ
」
に
つ
い
て
は
、
移
出

米
の
販
売
希
望
地
域
を
管
轄
す
る
販
売
斡
旋
所
に
現
ロ
聞
を
送
り
、

販
売
を

委
託
し
た
(
販
売
方
法
第
一
項
)
川。

こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
平
均
売
組
合

ー
販
売
斡
旋
所
と
い
-
フ
ル
ー
ト
に
よ
り
、
直
接
共
同
販
売
が
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
平
均
売
組
合
に
よ
る
米
の
共
同
販
売
に
は
、

「
産
地
ニ
於

テ
競
争
入
札
ニ
附
ス
ベ
キ
モ
ノ
」

と

「
予
メ
市
場
ニ
出
荷
シ
テ
販
売
ス
ル

モ
ノ
」
と
い
う
こ
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
前
者
は
、
系
統
曲
師
会
の
シ
ス
テ

ム
が
用
い
ら
れ
た
。

平
均
売
組
合
と
販
売
斡
旋
所
を
直
接
結
ぶ

後
者
は
、

こ
と
に
よ
り
、
米
を
流
通
さ
せ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

い
ず
れ
の
場
合
も
、
農
村
の
末
端
に
お
い
て
、

組
合
員

平
均
売
組
合
が
、

の
販
売
米
を
確
実
に
収
集
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
た
。

総
じ
て
、

平
均
売
組
合
に
よ
る
米
の
共
同
販
売
と
は
、
米
の
共
同
販
売

を
通
し
て
、
系
統
曲師
会
が
米
価
調
節
に
介
入
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
生
産
者
と
消
費
者
双
方
の
福
利
を
増
進
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
、

米
穀
法
の
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。

( 

一一) 

米
穀
投
売
防
止
組
合
と
平
均
売
組
合
の
相
違
点

以
上
よ
り
、

米
穀
投
売
防
止
組
合
と
平
均
売
組
合
の
相
違
点
を
ま
と
め

る
と
次
の
通
り
と
な
る
。

米
穀
投
売
防
止
組
合
は
、

米
投
売
防
止
運
動
開
始
当
初
に
系
統
際
会
が
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奨
励
し
た
組
織
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
農
業
者
の
利
益
保
護
の
た
め
に
米

価
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
の
時
期
の
米
投
売
防
止
運
動
の
性
格
が
色
濃
く

表
れ
て
い
た
。
ま
た
、
系
統
由
脳
会
と
米
穀
投
売
防
止
組
合
は
規
約
上
直
接

関
係
な
く
、

あ
く
ま
で
、
農
業
者
の
自
衛
策
と
し
て
の
組
織
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

米
穀
投
売
防
止
組
合
で
の
共
同
販
売
も
、
自
衛
策
と
し
て

農
業
者
を
組
織
化
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
。

一
方
、
平
均
売
組
合
は
、
米
殺
生
産
者
と
地
主
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、

「生

産
消
費
両
者
の
福
利
」

の
た
め
に
共
同
販
売
を
実
施
す
る
と
さ
れ
た
。
平

均
売
組
合
は
、
米
穀
法
の
枠
組
み
の
中
で
系
統
段
会
が
共
同
販
売
に
よ
っ

て
、
米
価
政
策
に
介
入
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
矢
作
は



平
均
売
組
合
に
お
け
る
共
同
販
売
を
成
業
者
が
政
府
に
よ
る
米
貿
上
の
目

的
価
格
を
創
り
出
す
方
途
と
捉
え
て
い
た
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
米
穀
法
体
制
で
は
、
系
統
段
会
が

平
均
売
組
合
に
よ
っ
て
農
業
者
を
組
織
し
、

共
同
販
売
と
い
う
手
段
を
用

い
て
米
価
調
節
に
直
接
介
入
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

し
た
が

っ
て

米
穀
投
売
防
止
組
合
と
平
均
売
組
合
の
相
違
点
は
、
米

投
売
防
止
運
動
の
質
的
転
換
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

米
投
売
防
止
運
動
が
、
成
業
者
の
自
衛
手
段
と
し
て
展
開
さ
れ
た
米
価
維

持
運
動
か
ら

生
産
者
と
消
役
者
双
方
の
福
利
を
増
進
す
る
と
い
う
米
穀

法
の
政
策
意
図
を
含
み
込
ん
だ
運
動
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。

第

項

括

九

(
大
正

一
O
)
年
の
初
市
以
降

米
価
は
さ
ら
に
下
落
し

農
業
者
に
よ
る
米
の
売
急
ぎ
が
加
速
し
た
。

系
統
農
会
は
、
米
投
売
防
止

運
動
で

こ
れ
ら
の
動
き
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た。

一
方
で

同
じ
頃
、
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
諮
問
さ
れ
た
答
申
が
出

さ
れ
、
政
府
の
食
縮
政
策
の
大
綱
が
明
確
と
な
っ
た
。

内
地
に

そ
れ
は

お
け
る
開
墾
事
業
や
植
民
地
に
お
け
る
産
米
噌
殖
計
画
を
中
心
に
帝
国
内

で
米
を
増
産
す
る
こ
と
、

そ
し
て
、

米
穀
法
案
な
ど
の
流
通
政
策
を
講
じ

る
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。

こ
の
答
申
が
出
さ
れ
た

こ
と
を
契
機
に
、
系
統
民
会
は
米
投
売
防
止
運
動
の
重
点
を
、
米
穀
法
の

平
期
成
立
と
政
府
に
よ
る
米
の
即
時
買
上
を
実
現
す
る
こ
と
に
移
し
て
い

っ
た
。
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
政
府
の
方
針
で
あ
る
帝
国
内
で
の

米
の
生
産
と
縞
民
地
米
の
自
由
移
入
を
認
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
系
統
段
会
は
食
栂
自
給
論
を

「帝
国
内
自
給
」

論
に
統
一
し
た
。
ペコ

ま
り

「
帝
国
内
自
給
」
論
は
、
従
来
か
ら
の

「
内
地
自
給
」
論
を
転
換
し

て
、
米
投
売
防
止
運
動
の
基
軸
と
な
る
食
糧
自
給
論
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

米
投
売
防
止
運
動
の
目
的
の
重
点
が
移
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
共
同
販
売
の
位
置
づ
け
も
変
化
し
た
。
米
投
売
防
止
運
動
開
始
当
初
、

共
同
販
売
は
、
自
衛
策
と
し
て
農
業
者
を
組
織
化
す
る
た
め
の
方
途
と
促
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え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

そ
の
後
、
生
産
者
と
消
費
者
双
方
の
福
利
を

増
進
す
る
こ
と
が
共
同
販
売
の
目
的
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

A

み
つ
p

m

O

J
J
'
i

十
'

一
方
で
、
矢
作
は
政
府
に
よ
る
米
の
買
上
の
目
的
価
格
を
創
り

出
す
た
め
の
方
途
と
し
て
も
、

共
同
販
売
を
捉
え
て
い
た
。
米
穀
法
体
制

に
お
い
て
、

系
統
段
会
は
共
同
販
売
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、

米
価
調
節

に
介
入
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

総
じ
て
、

米
投
売
防
止
運
動
は
農
業
者
の
自
衛
手
段
と
し
て
展
開
さ
れ

た
米
価
維
持
運
動
か
ら

生
産
者
と
消
費
者
双
方
の
福
利
を
増
進
す
る
と

い
う
米
殺
法
の
政
策
意
図
を
含
み
込
ん
だ
運
動
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。



お
わ
り
に

本
意
で
は
、
米
投
売
防
止
運
動
に
お
け
る
系
統
段
会
の
米
価
対
策
の
変

遜
を
分
析
し
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
の
そ
の
後
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
。

米
投
売
防
止
運
動
に
お
い
て
帝
国
山
師
会
は
、
常
平
倉
制
度
案
や
米
穀
法

案
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
食
織
自
給
論
を
「
内
地
自
給
」
論
か
ら

「
帝
国

内
自
給
」
論
へ
と
転
換
し
た
。
そ
し
て
、
系
統
設
会
も
食
糧
自
給
論
を
「
帝

国
内
自
給
」
論
に
統
一
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
常
平
倉
制
度
築
や
米
穀
法

案
の
成
立
が
、
植
民
地
米
の
自
由
移
入
を
容
認
す
る
と
と
も
に
、

見
矛

盾
す
る
か
に
見
え
る
個
別
農
業
者
の
利
益
を
守
る
こ
と
と
を
、
統

一
的
に

実
現
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
国
策
の
確
立
に

「帝
国
内
自
給
」
論
は
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

系
統
段
会
の
食
焔
自
給
論
が
転
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、
米
投
売
防
止
運

動
は
、
農
業
者
の
自
衛
手
段
と
し
て
展
開
さ
れ
た
米
価
維
持
運
動
か
ら

生
産
者
と
消
費
者
双
方
の
福
利
を
場
進
す
る
と
い
う
米
穀
法
の
政
策
意
図

を
含
み
込
ん
だ
運
動
へ
と
変
化
し
た
。

そ
し
て
、

系
統
農
会
は
、
米
穀
法

体
制
に
お
い
て
政
府
買
上
米
の

目
的
価
格
を
創
り
出
す
た
め
に
、

よ
り
秘

極
的
に
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

川
農
業
発
達
史
調
査
会
『
日
本
農
業
発
達
史
』
(
第
七
巻
、
一

九
五
五
年
)
。

障
峻
衆
三

『
日
本
農
業
問
題
の
展
開
』
(
上
巻
、
東
京
大
学
出
版
会

九

七

O
年
二
月
)
三

O
六
1
=
二
O
頁
。

川
帝
国
由民
会
史
稿
編
纂
会
『
帝
国
曲脳
会
史
稿
』
(
記
述
編
、
農
民
教
育
協
会
、

一
九
七
二
年
)
三

O
一
頁
。
以
下
、
『
記
述
編
』
と
表
記
す
る
。

栗
原
百
寿

「
帝
国
段
会
を
中
心
と
し
て
系
統
成
会
の
農
政
運
動
史
」
(
栗
原
百
寿
著
作

集
編
集
委
員
会
『
栗
原
百
寿
著
作
集
』
第
五
巻
、
校
倉
書
一房、

一
九
七
九

年
)
。
鈴
木
正
幸
「
大
正
期
農
民
政
治
思
想
の
一
側
面
」
(
日
本
史
研
究
会

『
日
本
史
研
究
』
第

一
七
三
、

一
七
四
号
、

一
一
月
三
宮

一
九
七
七
年
一

、

崎
隆
次
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
段
村
と
政
党
三
)
」
(
国
家
学
学
会
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『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
三
巻
第
七
号

一
九
八

O
年
)
。

川
松
田
忍

「
大
正
一
一
年
段
会
法
改
正
と
郡
制
廃
止
」
(
史
学
会
『
史
学
雑

誌
』
第
一
一

三
編
第
一

O
号
、
二

O
O
四
年

一
O
月
三

川
玉
真
之
介
『
主
産
地
形
成
と
農
業
団
体
|
戦
間
期
日
本
農
業
と
系
統
農

会

l
』
(
段
山
漁
村
文
化
協
会

一
九
九
六
年
)
第
四
章
。
初
出
は
、
同

「
系

統
股
会
に
よ
る
米
投
売
防
止
運
動
の
歴
史
的
性
格
岡
山
県
の
分
析
を
中

心
に

l
」
(
岡
山
大
学
蚕
業
経
営
研
究
会
『
研
究
報
告
書
』
第
二
三
集、

九
八
八
年
)
。

川
帝
国
由
民
会
史
稿
編
纂
会
、
前
掲
書
『
記
述
編
』
七
七
九
、

七
八

O
頁
。

川
河
合
和
田
刀
『
朝
鮮
に
お
け
る
産
米
泊
殖
計
画
』
(
未
来
社
、
一
九
八
六
年
)



六
三

1
六
四
賞
。
川
東
路
弘
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
(
ミ
ネ
ル

J

ヴ

7
4耳
三
日
明
、

一
九
九

O
年
)

一
0
0
1
一
二
O
頁
。
原
敬
内
閣
総
想
大
臣

や
山
本
達
雄
山
政
相
は
、
常
平
倉
制
度
の
成
立
を
目
指
し
て
い
た

(
問
、
前

掲
主
口
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』

一
二
回

1
一
二

五
頁
)
。

川
系
統
厳
会
史
編
纂
会
『
農
会
の
回
顧
(
座
談
会
速
記
録
)
』
(
一
九
五
七

年

頁

川
北
陸
四
県
と
は

富
山
県
、
新
潟
県

石
川
県
、
福
井
県
で
あ
る
。

の
と
き
、
開
催
さ
れ
た
意
見
交
換
会
の
詳
し
い
日
時
等
は
不
明
で
あ
る
。

結
局

長
野
、
福
島
両
県
農
会
の
賛
同
が
符
ら
れ
な
か
っ
た
た
め

同
年

一
月
二
七
日
の
協
議
会
は
、
北
陸
四
県
成
会
の
み
の
参
加
と
な
っ
た
(
富

山
県
農
会
『
富
山
県
農
業
雑
誌
』
(
第
二
六
九
号
、
一
九

二
一

年
一
月

一
日、

一一
胃良)。

川
富
山
県
農
会
、

前
掲
害

『
富
山
県
農
業
雑
誌
』
(
第
二
六
九
号
)
三
頁
。

川
富
山
県
農
会
、
前
掲
書
『
富
山
県
農
業
雑
誌
』
(
第
二
六
九
号
)
=
一頁
。

川
帝
国
農
会
史
稿
編
纂
会
、
前
掲
書
『
記
述
編
』
三

O
一一良
。
『
東
日
』
に

は
、
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
お
け
る
常
平
倉
制
度
案
の
再
審
議
は
、
「
此

種
の
調
査
会
と
し
て
殆
ど
前
例
の
な
い
」

こ
と
で
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い

た

(
『
東
京
日
日
新
聞
』

以
下
、
『
東
日
』

一
九
二

O
年
二
一
月
九
日
付
。

と
表
記
す
る
)
。
そ
れ
だ
け

こ
の
審
議
結
果
は
、
系
統
農
会
関
係
者
に
大

き
な
衝
惨
を
与
え
た
と
い
え
る
。

川
京
都
、
大
阪
各
府
般
会
、
奈
良
、
三
重
、
愛
知
、
静
岡
、
滋
賀
、
岐
阜
、

長
野
、
鳥
取
、
岡
山
、

和
歌
山
、
徳
島
、

広
島
、

愛
媛
、
福
岡
、

佐
賀
、

熊
本
、
富
山
、
新
潟
、

石
川
、
福
井
各
県
曲
脳
会
、
帝
国
農
会

そ
し
て
主

催
県
と
し
て
兵
庫
県
農
会
が
参
加
し
た

(
富
山
県
由
民
会
、
前
掲
害
『
富
山

県
農
業
雑
誌
』
第
二
六
九
号
、

三
頁
)
。

川
兵
庫
県
山
師
会
『
山辰
会
通
信
』
(
第
五

O
号、

一
九
二
O
年
一
二
月
二

O
日
)

頁

本
史
料
は
、

1L 

O 

(
大
正
九
)
年

一
一
一月

一
七
日
に
印
刷
さ

れ
て
い
る
。

川
帝
国
由
民
会
神
戸
販
売
斡
旋
所
『
神
戸
販
売
斡
旋
所
十
周
年
紀
念
誌
』
(
一

九
二
八
年

一
O
月
)

五
j
九
頁
。
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川
帝
国
民
会
史
稿
編
纂
会
、
前
掲
書
『
記
述
編
』

三

O
二
真。

川
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
書
『
民
会
通
信
』
(
第
五

O
号

頁

川
残
存
外
米
の
輸
出
以
外
の
す
べ
て
の
項
目
が
、
関
西
二
府
二
二
県
淡
会

協
議
会
の
決
議
事
項
と
な
っ
た
。
関
西
二
府
二

二
県
曲
脳
会
協
議
会
の
決
議

事
項
に
関
し
て
は
、

次
項
で
詳
し
く
述
べ
る
。
関
西
二
府
ニ
二
県
股
会
協

議
会
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
書
『
農
会
通
信
』
(
第
五

O
号、

貰

を
参
照
し
た
。

川
詳
し
く
は
、
第
一
章
参
照
。

一
九

一
六

(
大
正
五
)

年
一

O
月
一

一
回
目
、
第
七
回
通
常
総
会
で
決
議
さ
れ
た

「
朝
鮮
移
入
米
籾
ニ
関
ス
ル

建
議
」

「
内
地
、
新
領
土
農
政
方
針
及
農
政
事
務
統

一
ニ
関
ス
ル
建
議
」



「
米
価
調
節
調
査
会
決
議
事
項
ニ
関
ス
ル
建
議
」
(
帝
国
農
会
史
稿
編
纂
会

『
帝
国
段
会
史
稿
』
資
料
編
、
農
民
教
育
協
会
、

一
九
七
二
年
三
月
、

五
四

1
七
五
七
頁
。

以
下
、
『
資
料
編
』
と
表
記
す
る
)

や
、
山
回
数
(
伺

「
悲
哀
を
包
め
る
品
質
年
|
此
時
に
際
し
て
官
民
へ
の
希
望
」
帝
国
農
会
『
帝

国
農
会
報
』
第
六
巻
第
一

O
号、

一
九

一
六
年
一

O
月
、
三
五
頁
)
、
矢
作

栄
蔵
(
問
「
米
価
調
節
に
就
き
て
」
帝
国
農
会
、
前
掲
舎
『
帝
国
農
会
報
』

第
六
巻
第
九
号

の
議
論
に
基
っ
き

分
析
し
た
。

一
七

1
二

一
頁
)

州
帝
国
曲
師
会
史
稿
編
纂
会
、
前
掲
香

『
資
料
編
』
九
八
九

1
九
九

O
頁
。

州
帝
国
向
刷
会
史
稿
編
纂
会
、
前
掲
香
『
資
料
編
』
九
八
九

l
九
九

O
頁。

川
河
合
和
男
、
前
掲
書
『
朝
鮮
に
お
け
る
産
米
増
殖
計
画
』
六
一
ニ

1
六
四

頁
。

山
川
東
婚
弘
、
前
掲
香
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』

四

二
五
頁
。
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
よ
る
三

O
年
後
の
米
の
需
給
見
込
み

調
査
で
は
従
来
の
施
設
に
よ
る
場
合
、

九
三

二
万
石
の
不
足
が
見
込
ま
れ

て
い
た
。
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
は
、
現
在
、
将
来
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

米
が
不
足
す
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、

(
大
正
八

年

一
O
月

九

九

一
O
日
に
提
出
さ
れ
た
諮
問

一
号
「
糧
食
ノ
充
実
二
関
ス
ル
根
本
方
策
如

{可

の
答
申
を
作
成
し
た
。

川
河
合
和
男
、
前
掲
書
『
朝
鮮
に
お
け
る
産
米
増
産
計
画
』
六
三

1
六
回

頁

川

『
中
外
商
業
新
報
』

一
九
二

O
年
二
一
月
一
六
日
付
。

七

川
『
中
外
商
業
新
報
』
前
掲

一
九
二
O
年
一
二
月

一
六
日
付
。

制
川
東
路
弘
、
前
掲
書
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』

一
九
頁
。

}¥ 

川
系
統
成
会
史
編
纂
会
、
前
掲
合

『
附
師
会
の
回
顧
(
座
談
会
速
記
録
)
』

五
頁
。

間
川
東
誇
弘
、
前
掲
書
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』

二
五
頁
。

間
川
東
路
弘
、
前
掲
生
田

『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』

二
五
頁
。

四四

川
河
合
和
男
、
前
掲
書
『
朝
鮮
に
お
け
る
産
米
増
産
計
画
』
六
三
1
六
五
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頁川
川
東
誇
弘
、
前
渇
書
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』

四
三
頁
。

四

と
系
統
農
会

l
』

頁

川
玉
真
之
介
、
前
掲
世
間
『
主
産
地
形
成
と
農
業
団
体
戦
間
期
日
本
農
業

川
兵
庫
県
出
師
会
、
前
掲
香
『
山
脱
会
通
信
』
(
第
五

一
号
)

川
『
時
事
新
報
』

一
九
-
二

年

一
二
月
二
七
日
付
。

川
系
統
農
会
史
編
纂
会
、
前
掲
書
『
農
会
の
回
顧
(
座
談
会
速
記
録
)
』

頁

六
真
。
栗
原
百
寿
著
作
集
編
集
委
員
会
、
前
掲
書
『
栗
原
百
寿
著
作
集
』
(
第



五
巻
)

玉
真
之
介
、
前
掲
舎
『
主
産
地
形
成
と
農
業
団
体
|

二

O
八
頁
。

戦
間
期
日
本
州
民
業
と
系
統
曲
脱
会
|
』

頁

川
帝
国
由
民
会
史
稿
編
纂
会
『
記
述
編
』
三

O
六

1
三

O
七
頁
。
栗
原
百
寿

著
作
集
編
集
委
員
会
、
前
掲
香
『
栗
原
百
寿
著
作
集
』
(
第
五
巻
)

二

O
四

ー
二

O
五
頁
。

玉
真
之
介
、
前
掲
書
『
主
産
地
形
成
と
農
業
団
体
|
戦
間

期
日
本
農
業
と
系
統
農
会
|』

士

二

i
一
二
二
頁
。

川
多
木
は
ま
さ
に
実
行
委
員
で
あ
っ
た
(
多
木
久
米
次
郎
伝
記
編
纂
会
『
多

木
久
米
次
郎
』
多
木
製
肥

一
九
五
八
年
、

三
二
九
頁
)
。

川
系
統
由民
会
史
編
纂
会
、
前
掲
書
『
段
会
の
回
顧
(
座
談
会
速
記
録
)
』

一
六
頁
。

川
内
地
と
他
民
地
は
、

生
産
面
に
お
い
て
利
害
が

一
致
し
て
い
た

(
例
え

ぱ
、
内
地
で
の
米
の
場
産
と
植
民
地
で
の

「産
米
精
度
計
画
」
に
つ
い
て
て

ま
た
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
地
主
議
員
は
、

植
民
地
米
と
外
国
米
の
生
産

相
官
を
比
較
し
て
外
国
米
輸
入
を
批
判
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
前
川
虎
造
(
和

歌
山
県
政
会
)
I土

以
下
の
通
り
述
べ
て
い
た
。

朝
鮮
は
生
産
費
が
廉
い
故
に
朝
鮮
米
の
移
入
と
云
ふ
こ
と
に
就
て
は
、

内
地
米
が
非
常
に
圧
迫
を
受
け
る
と
云
ふ
こ
と
を
言
は
れ
た
諸
君
が

大
分
あ
り
ま
し
た
、
併
し
な
が
ら
一
歩
進
ん
で
、

西
貢
米
は
如
何
な

る
有
機
に
依
っ
て
居
る
か

殆
ど
耕
作
を
要
せ
ず

肥
料
を
施
さ
ず

し
て
自
然
に
出
来
る
米
で
あ
り
ま
す

生
産
費
の
方
が
ど
の
位
廉
い

か
知
れ
ぬ
、
故
に
現
時
に
於
い
て
も
西
貢
米
が
総
て
の
費
用
を
差
引

き
、
関
税
を
払
っ
て
、
伸
明
浜
等
の
商
人
の
手
に
渡
る
の
が
一

石
十
五

円
内
外
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
、
斯
様
な
外
米
の
輸
入
を
自
然
に

倣
っ
て
置
い
て

さ
う
し
て
内
地
米
の
需
給
調
節
を
し
ゃ
う
と
し
て

も

そ
れ
は
実
に
至
難
な
事
と
吾
々
は
考
へ
る
の
で
あ
る

つ
ま
り
、
前
川
は
、

内
地
米
の
需
給
調
節
の
た
め
に
外
国
米
輸
入
を
統

制
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
埋
由
と
し
て
植
民
地
米
と
外
国
米
の
生
産
費
を

比
較
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

外
国
米
輸
入
が
商
人

(
外
米
商
)

の
利
益

の
温
床
と
な
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
た

(
大
日
本
帝
国
議
会
誌
刊
行
会

『
大
日
本
帝
国
議
会
誌
』
第
一
一
一
巻
、

一
九
二
八
年
八
月

一
六

O
四

1
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一
六

O
五
頁
)
。

川
兵
庫
県
由
民
会
『
米
価
問
題
情
報
』
(第

一
号、

一
九
一一一

年

一
月
三
一

日
)

0

川
兵
庫
県
農
会
、
前
掲
書
『
米
価
問
題
情
報
』
(
第

一
号
)
。

川
加
古
郡
山炭
会

「米
穀
投
売
防
止
運
動
」
加
古
川
市
所
蔵
八
幡
村
役
場
文

書
『
大
正
十
年
山
脱
会
舎
類
』
(
加
古
川
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員

『
加
古
川
市

史
』
第
六
巻
上
史
料
編

力日
古
) 11 

市

一
九
九

O
年
三
月、

五
五
五
頁
)
。

以
下

ご

内
の
記
述
の
出
典
は

こ
れ
に
依
拠
す
る
。

川
兵
庫
県
農
会
『
米
の
平
均
売
に
つ
い
て
』
(
一
九

二

一
年
三
月
)
二
五
頁
。

川
兵
庫
県
般
会
、
前
同
向
性

『
米
の
平
均
売
に
つ
い
て
』

二
五
頁
。

州
兵
庫
県
曲
目
会
、
前
掲
書
『
米
の
平
均
売
に
つ
い
て
』

二
五

1
二
六
頁
。
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補
論

兵
庫
県
に
お
け
る
米
投
売
防
止
運
動
の
実
態
分
析

は
じ
め
に

第
三
章
の
分
析
を
通
じ
て

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
が

「
煽
食
ノ
充
実

一
関
ス
ル
根
本
方
策
如
何
」
の
答
申
を
出
し
た
w

」
と
に
よ
り

米
投
売
防

止
運
動
が
質
的
に
転
換
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
衛

と
し
て
の
農
業
者
の
米
価
維
持
運
動
か
ら
米
穀
法
の
視
点
で
農
業
者
の
利

益
を
保
護
す
る
運
動
へ
の
変
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
変
化
の
中
で
、
帝
国
銀

会
の
食
続
自
給
給
が

「内
地
自
給
」

「
帝
国
内
自
給
」
論
へ
と
転

論
か
ら

換
し

系
統
燦
会
も
食
総
自
給
論
を

「帝
国
内
自
給
」
論
へ
と
統

一
し
て

い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
米
投
売
防
止
運
動
の
転
換
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の

が
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

本
節
で
は
、
兵
庫
県
に
お

け
る
米
投
売
防
止
運
動
の
実
態
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、

次
の
二
点
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
に
、
県
と
兵
庫
県
農
会
の
中
で
繰
り
広
げ

ら
れ
た
政
治
的
駆
け
引
き
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
二
に
、
米
投
売
防
止
運

動
に
よ
っ
て
兵
庫
県
民
会
の
農
業
諸
事
業
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

『
帝
国
農
会
史
稿
』
に
よ
る
と
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
を
唱
え
た
多
木
久

米
次
郎
の
肝
煎
り
で
、
米
投
売
防
止
運
動
が
展
開
し
、

さ
ら
に
、

兵
庫
県

は
、
全
国
の
中
で
も
米
投
売
防
止
運
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
成
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る

川。

し
か
し
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
皆
無
で

あ
る
。
な
お
、
本
節
で
は
、

県
内
に
お
け
る
兵
庫
県
曲
師
会
の
動
向
を
中
心

に
分
析
す
る
た
め

兵
庫
県
曲
師
会
を
県
農
会
と
表
記
す
る
。

第
一
節

県
内
に
お
け
る
県
農
会
の
対
策

前
述
の
通
り

年

一一一

月
一
五
日
、

県
農
会
は

九

O 

(
大
正
九
)

米
投
売
防
止
運
動
に
参
加
し
た
。
そ
れ
以
降
、

県
内
で
は
、
農
会
伎
術
員

94 

や
農
学
校
職
員
が
中
心
と
な
っ
て
、
積
極
的
に
米
投
売
防
止
運
動
を
宣
伝

し
た

mo
同
年
一
二
月
一
九
日
、
神
戸
市
諏
訪
山
武
徳
殿
に
お
い
て
、
県
下

農
民
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

同
年

一
二
月
二

O
目、

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
特
別
委
員
会
で
は
、
米

専
売
案
は
撤
回
、

米
券
倉
庫
案
と
農
業
倉
庫
案
は
否
決
さ
れ
、
常
平
倉
案

だ
け
が
残
っ
た
。
そ
し
て
、
常
平
倉
案
に
農
業
倉
庫
案
を
付
け
加
え
、

さ

ら

需
給
制
節
と
価
格
翻
節
の
た
め
に
非
常
時
の
対
策
と
し
て
の
み

採
用
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
の
新
し
い
常
平
倉
法
案
が
、
米
穀
法

案
で
あ
る
。

同
年

二
一

月
一
二
、

二
二
日
の
両
日
、
県
農
会
第
二
O
回
通
常
総
会
及



び
都
市
町
村
農
会
長
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
に
、
「
各
町
村
股
会
長
、

地
主
地
方
有
力
者
等
農
民
党
三
百
余
名
」
が
参
会
し
た
。
本
協
議
会
に
お

い
て
、
県
農
会
長
多
木
久
米
次
郎
は
、
政
府
の
外
国
米
に
対
す
る
関
税
政

策
や
、

米
価
暴
落
に
対
し
て
政
党
が
無
策
で
あ
る
こ
と
等
を
強
く
批
判
し

た
。
そ
し
て
、
米
投
売
防
止
運
動
へ
の
結
束
を
強
く
求
め
た

山。

ま
た
、
そ

の
方
法
と
し
て
、
米
穀
投
売
防
止
組
合
の
設
立
奨
励
、
「
地
租
、
県
の
税
納

付
」
の
延
期
川
、
各
都
市
町
村
農
会
長

・
副
会
長

・
町
村
長
・
助
役
等
を
臨

時
米
価
調
整
委
員
に
嘱
託
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
有
吉
忠

一
知
事
は
、
県
農
会
が
米
投
売
防
止
運
動
を
行

う
こ
と
を
批
判
し
た
。
『
大
阪
朝
日
新
聞
(
兵
庫
県
附
録
)
』
に
は

以
下

の
通
り
記
さ
れ
て
い
た
。

県
由
民
会
が
米
価
下
落
防
止
に
関
し
頻
り
に
集
会
を
催
し
て
居
る
が
是

は
農
民
が
自
衛
上
協
議
す
る
は
己
を
得
な
い
と
す
る
も
万

一
一
県
税
其

他
の
納
税
義
務
を
放
機
し
で
も
差
支
え
な
い
と
言
う
に
至
つ
て
は
公

益
を
害
す
る
事
大
な
る
を
以
て
敢
督
の
地
位
に
あ
る
県
と
し
て
は
不

問
に
附
す
る
訳
に
行
か
ぬ
、
併
し
今
直
に
監
督
権
を
振
り
麹
す
と
世

の
注
意
を
慈
き
人
の
好
奇
心
を
唆
っ
て
却
っ
て
面
倒
に
な
る
虞
れ
も

あ
る
か
ら
県
は
当
分
知
ら
ん
顔
し
て
居
る
が
得
策
だ
と
信
じ
て
居
る

尤
も
陵
会
長
の
名
に
於
て
あ
の
如
う
な
協
議
を
や
っ
た
事
は
不
穏
当

と
気
が
付
い
た
か
取
消
す
事
と
な
り
唯
有
志
が
寄
っ
て
協
議
し
た
と

い
う
事
に
な
る
で
あ
ろ
う

(
中
略

物
価
の
低
落
は
世
界
的
趨
勢
で

あ
る
に
拘
ら
ず

一
部
の
農
民
が
宣
伝
し
て
も
到
底
物
に
な
ら
ぬ
と
雄

測
す
る

(
中
略
)

要
す
る
に
米
側
維
持
策
は

一
朝

一
夕
の
事
で
行
く

も
の
で
な
い
モ
ツ

ト
根
抵
あ
る
計
画
に
竣
た
ね
ば
な
ら
ぬ
其

一
策
と

し
て
は
今
の
如
に
中
段
以
上
の
み
が
農
業
倉
庫
を
利
用
せ
ず

一
般
小

肢
が
多
く
之
を
利
用
す
る
如
う
に
し
農
工
銀
行
が
燦
産
物
抵
当
で
金

融
を
図
る
如
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
夫
れ
で
私
は
農
銀
の
大
谷
君
に
対

し
現
在
此
方
法
を
執

っ
て
居
る
神
奈
川
県
の
股
銀
の
視
察
を
依
頼
し

今
明
日
中
に
視
察
を
終
る
筈
で
あ
る
川

以
上
の
史
料
よ
り
、
有
吉
知
事
の
米
投
売
防
止
運
動
に
対
す
る
認
識
が

95 

明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
に
、

有
吉
知
事
は
、
米
投
売
防
止
運
動
を
批
判
し
て
い
る
点
で
あ

る。

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、

県
般
会
は

「農
民
が
自
衛
上
協
議
す
る
は
己

を
得
な
い
」

と
の
理
由
で
、
米
投
売
防
止
運
動
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
方

法
は
、
前
述
の
通
り
、
米
穀
投
売
防
止
組
合
の
設
置
奨
励
、
「
地
組
、
県
の

税
納
付
」

の
延
期
、

臨
時
米
価
調
整
委
員
の
設
置
で
あ
っ
た
。
有
吉
知
事

は
、
「
地
租
、
県
の
税
納
付
」

県
山
脳
会
が

「
県
税
其
他

の
延
期
に
つ
い
て

の
納
税
義
務
を
放
郷
し
で
も
差
支
え
な
い
」

と
宣
伝
し
て
い
る
点
を
批
判

し
た
。

一
方
で
、
有
吉
知
事
は
、

「段
会
長
の
名
に
於
て
あ
の
如
う
な
協
議

を
や
っ
た
事
は
不
穏
当
と
気
が
付
い
た
か
取
消
す
事
と
な
り
唯
有
志
が
寄



っ
て
協
議
し
た
と
い
う
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
も
、
述
べ
て
い
た
。

の
こ
と
か
ら
、
有
吉
知
事
は
、
表
面
上
は
、
「
地
租
、
県
の
税
納
付
」
。コ
延

期
と
い
う
米
投
売
防
止
運
動
の
方
法
そ
の
も
の
を
厳
し
く
批
判
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

そ
の
根
抵
に
は
、
米
投
売
防
止
運
動
を
宣
伝

す
る
系
統
出
脱
会
に
対
し
て
、
有
吉
知
事
の
否
定
的
な
考
え
方
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
は
、

間
違
い
な
い

出。

第
二
に
、
有
吉
知
事
は

米
投
売
防
止
運
動
を

「
物
価
の
低
落
は
世
界

的
趨
勢
で
あ
る
に
拘
ら
ず
一
部
の
農
民
が
宣
伝
し
て
も
到
底
物
に
な
ら
ぬ

と
推
測
す
る

(
中
略
)

要
す
る
に
米
価
維
持
策
は

一
朝
一
夕
の
事
で
行
く

も
の
で
な
い
モ
ツ
ト
根
抵
あ
る
計
画
に
挨
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
評
し
た
。

前
述
の
よ
う
に
、

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
特
別
委

同
年

一
二
月
二

O
日、

員
会
で
は
、

米
穀
法
案
が
決
議
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

原
敬
内
閣
総
理
大

臣
や
山
本
達
雄
農
相
は

か
ね
て
よ
り
、
常
平
倉
制
度
を
帝
国
議
会
に
提

出
す
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た

山。

し
か
し
、
県
般
会
は
、
米
投
売
防
止
運
動

に
参
加
す
る
に
あ
た
っ
て
、
帝
国
山
脳
会
と
同
歩
調
を
と
り
な
が
ら
、

米
投

売
防
止
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
「
モ
ッ
ト
恨
抵
あ
る
計
画
」

は
、
米
穀
法
案
成
立
に
む
け
て
、

県
農
会
の
協
力
を
想
定
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
有
吉
知
事
が
、
農
工
銀
行
に
よ
り
農
産
物
を

低
当
と
し
て
金
融
の
使
を
図
る
方
法
を
挙
げ
て
い
た
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

有
吉
知
事
は
、
米
投
売
防
止
運
動
に
か
わ
る
股
業
者
保
殺
を

こ
こ
で
支
持

し
て
い
た
、

こ
れ
が
第
三
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
有
吉
知
事
は
、

系
統
曲
脳
会
が
主
体
と
な
っ
て
米
投
売
防
止

運
動
を
展
開
し
た
点
を
問
題
点
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は

米
穀
法
案
の
成
立
が
あ
っ
た
。
系
統
由
民
会
が
米
投
売
防
止
運
動
を
行
わ
な

く
て
も
、
農
工
銀
行
に
よ
る
農
産
物
を
抵
当
と
し
た
金
融
の
便
と
い
う
段

業
者
保
護
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

有
吉
知
事
の
意
向
を
う
け
て
か
、

県
出
脱
会
は
、

米
投
売
防
止
運
動
の
方

法
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
県
内
で
は
、
個
別
農
家
の
自
衛
と
し
て
、

米
投
売
防
止
運
動
が
展
開
し
た
。
例
え
ば

加
古
都
に
お
い
て

郡
段
会

96 

が
各
町
村
内
刷
会
に
米
穀
投
売
防
止
組
合
の
規
約
を
送
付
し
た
の
は
、

11 

(大
正

一
O
)
年
一
月
六
日
で
あ
っ
た

山。

前
述
の
通
り
、
前
年
二

一

月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
県
農
会
総
会
で
、

米
穀
投
売
防
止
組
合
の
設
置

奨
励
が
決
定
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

米
穀
投
売
防
止
組
合
の

規
約
は
、
最
も
米
価
が
下
落
す
る

一
九

(
大
正

一
O
)
年

一
月
七
日
、

と

初
市
に
間
に
合
っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
有
吉
知
事
の
批
判
を
う
け
て

県
段
会
は

県
農
会
第
二

O
回
通
常
総
会
及
び
都
市
町

運
動
開
始
当
初

村
農
会
長
協
議
会
で
決
議
し
た
三

つ
の
方
法
す
べ
て
を
笑
施
し
な
か
っ
た
。

県
内
で
は
、
個
別
農
家
に
よ
る
米
価
三
五
円
以
下
で
の
米
の
売
控
え
と
い

う
方
法
で
、

米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
が

同
年
一
月
二
二、

日

道
府
県
曲
師
会
長
代
表
者
協
議

会
が
開
催
さ
れ
、

米
投
売
防
止
運
動
が
、
米
穀
法
案
の
議
会
通
過
及
び
成

立
に
集
中
す
る
と
、

県
農
会
は
積
極
的
に
米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
し
た

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

加
古
郡
を
皮
切
り
に
、
県
内
各
地
で
農
民
大

会
が
開
催
さ
れ
た

(【
表
3
1
2
}
)
。

県
曲
出
会
は

そ
し
て

県
下
農
業
者

に
米
投
売
防
止
運
動
の
結
束
を
求
め
る
と
と
も
に
、

平
均
売
組
合
の
設
置

を
呼
び
か
け
た
。

前
述
の
通
り
、

米
穀
投
売
防
止
組
合
と
平
均
売
組
合
の
相
違
点
は

毅
投
売
防
止
組
合
が
、
農
業
者
の
自
衛
手
段
と
し
て
展
開
さ
れ
た
米
価
維

持
の
組
織
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て

平
均
売
組
合
は

生
産
者
と
消
費
者

双
方
の
福
利
を
増
進
す
る
と
い
う
、
米
穀
法
の
政
策
意
図
を
含
み
込
ん
だ

組
縦
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、

統
段
会
は
米
穀
法
体
制
の
確
立
に
向
け
て
、

政
府
買
上
米
の
目
的
価
格
を

農
業
者
が
自
ら
創
り
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
た
め
、
県
同
脱
会
は
「
米

価
問
題
情
報
」
を
発
行
し

県
下
の
運
動
の
動
向
と
米
穀
法
通
過
に
向
け

て
の
陳
情
活
動
の
動
向
を
、

県
下
農
業
者
に
周
知
徹
底
し
て
い
っ
た
。

れ
ら
一
連
の
動
き
を
通
じ
て

県
出
脱
会
は

系
統
曲脱
会
が
そ
の
運
動
の
中

心
で
あ
る
こ
と
を
、

現
実
の
行
動
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
県
成
会
の
動
向
は
、
後
に
、
「
県

・
県
農
会
分
離
」
問
題
を

引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

第

節

県
内
産
米
の
特
徴

第

一
項

県
内
産
米
の
地
域
区
分

県
内
産
米
は
、
摂
津
米
、
播
州
米

丹
波
米

但
馬
米
、
淡
路
米
の
五

つ
に
分
類
さ
れ
る
。

こ
れ
を
郡
別
に
み
る
と
、
①
県
津
米
H

武
庫
郡
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辺
部
、
有
馬
郡
、
②
矯
州
米

H
明
石
都
、
美
嚢
郡

加
東
郡
、
加
西
郡

米

神
崎
郡
、
揖
保
郡
、
赤
穂
郡
、
佐
用
郡

加
古
郡
、
印
南
郡
、
飾
磨
郡
、

宍
粟
郡
、
③
丹
波
米

H
氷
上
郡
、
多
紀
郡
、
@
但
馬
米

H
養
父
郡

出
石

都
、
朝
来
郡

城
崎
郡
、
美
方
郡
、
⑤
淡
路
米
H
津
名
郡

三
原
郡
と
な

97 

る

(
{
地
図
】
参
照
)
。
【補
論
表
・1
】
に
よ
る
と
、
当
該
期
に
お
け
る
こ
れ

系

ら
県
内
各
産
米
の
米
価
は
、

ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
と
見
倣
し
得
る
。

し
か
し
、

援
州
米
は
広
範
な
地
域
で
生
産
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か

ら
圧
倒
的
に
移
出
量
が
多
く

年
で
は
県
内
産
米

九

O 

(
大
正
九
)

の
六
八

・
四

O
%
を
占
め
て
い
た

川。

そ
の
結
果
、
儒
州
米
は
、

そ
の
移
出

量
の
多
さ
か
ら

県
内
産
米
の
標
準
米
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、

播
州
米
は
、
加
東
郡
、
神
附
郡
、
美
畿
都
、

加
西
郡
と
い

う
酒
米

生
産
地
峻
で
の
産
米
を
含
む
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
た

リ

次
項
で
は
、

県
内
産
米
の
管
理
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
各
都
の
地
主

制
の
展
開
と
、

地
主
に
よ
る
施
設
や
産
業
組
合
に
よ
る
共
同
販
売
の
動
向



[地図]
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出典 兵庫県米殺検査所、前掲書『兵庫県未穀検査報告』

lD27年度、 2頁内

【補論表守1]11-3月県内産米価格の推移(1919-1922年) 単位円

播州育3等 揺州赤3等 摂津赤3等 丹波赤3等 但馬赤3等 淡路赤3等

1919年11月 54.36 52.98 54.56 52.68 50.50 53.51 

1919年12月 58.89 57.28 56.43 56.74 57.03 

1920年l月 57. 79 56.23 55.86 55.86 55.05 56.09 

1920年2月 57.87 56.03 55.86 55.84 54. 78 55. 73 

1920年3月 57.98 55.66 55.46 55.03 53.92 55.48 

1920年II月 36.08 33. 73 33.52 32. 78 31. 81 33.43 

1920年12月 33.81 32.31 32.14 32.60 31. 30 32.30 

1921年1月 32.65 30. 72 30.50 30.28 29.49 30.34 

1921年2月 31. 32 28.92 28.69 28.42 27.92 28.42 

1921年3月 29.28 26.95 26.63 26.32 25. 77 26.36 

1921年11月 41. 75 41. 19 40.34 40.02 36. 50 40.02 

1921年12月 40.34 39. 13 38.91 38.43 35.23 38.431 

1922年l月 38.20 36.85 36.60 36.20 33.00 36.20 

1922年2月 42. II 39.50 39.00 38.81 38.81 

1922年3月 41. 34 38.65 38.06 38.02 38.02 

珪，史料中に米面が表記されてし、ないため、 ーとした.

出総!兵庫県米侵検査所、前掲書「兵庫県米韓験査報告lJ9l9年宜、 1920年度、 [921年度u
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に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。



第

項

地
主
制
の
展
開
か
ら
み
た
県
内
産
米
の
特
徴

こ
こ
で
は

地
主
制
の
展
開
か
ら
県
内
産
米
の
特
徴
に
つ
い
て

簡

単

に
述
べ
た
い
。

ま
ず
、

九

O 

そ
の
た
め
に

(
大
正
九
)

年
段
階
に

お
け
る
県
下
農
村
の
状
況
に
つ
い
て

簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

一
九

一
0
年
代
後
半
よ
り
、

県
内

で
は

養
父
郡
や
朝
来
郡
な
ど
の
地

域
で
、

小
作
争
議
が
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、

在
地
主
の
土
地
集
積
に
よ
っ
て

階
層
分
解
が
ド
ラ
ス
テ
ィ
ク
に
進
ん
で

、

ら

』

0

し

1

そ
れ
が
要
因
と
な
っ
て
小
作
俄
行
が
変
わ
り

ま
fこ

小
作
料
が

高
額
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も

こ
れ
ら
の
地
域
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
宍
粟

郡
や
美
方
郡
で
も
聞
係
の
状
況
に
あ
っ
た
。

(
大
正
九
)
年
九

九

O 

月

同
町
商
務
省
に
小
作
問
題
調
査
機
関
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し

て

県
は
小
作
慣
行
調
査
を
実
施
し
た
。

こ
の
と
き
、

県
や
県
農
会
は
県

内
の
小
作
争
議
の
要
因
を

こ
れ
ま
で
の
農
村
問
題
で
あ
っ
た
決
業
の
不

利

イヒ

(第
二
章
参
照
)

に
基
づ
く
農
業
労
働
力
の
流
出
に
加
え

作
償

行
の
相
違
や
耕
地
面
積
に
対
す
る
農
業
労
働
力
不
足
に
よ
る
小
作
料
の
相

違

捉
え
て
い
た

間
。

不
在
地
主
に
よ
る
土
地
集
積
と
も

{補
論
表
・2

】

(
大
正
八
)

lま

九

九

年
に
お
け
る
郡
別
耕
地
所

有
反
別
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、

ま
ず
、
県
内
す
べ
て
の
地
域
に
お
い

て

所
有
反
則
三
町
歩
未
満
の
農
家
が
九
O
%
以
上
を
占
め
て
い
た

こ
と

が
わ
か
る
。
兵
庫
県
の
特
徴
と
し
て
、
地
主
制
が
広
範
に
わ
た
っ
て
お
り
、 不

易生長主 % 

5反来摘 5反以上 1町以上 3町 以 上 5町丁以上 10町 以 上 50町以上

武庫郡 52.8 28.2 13.3 3.6 1.6 0.5 0.0 

J 11m剖3 45‘ O 32.8 18.3 2.5 1.1 0.3 o. 0 

有馬郡 43.3 23. 7 25.7 4.9 2.0 0.4 0.0 

明石郡 41. 6 25.3 26.4 5.0 1.3 0.4 0.0 

能輯郡 49.1 20.1 25. 5 3.8 1.0 0.6 0.0 

加東郡 52.8 26. 1 17.2 2.4 1.0 0.4 0.1 

重多可郡 65. 1 18.8 12.2 2.0 1.3 0.5 o. 1 

加西郡 57.0 21. 9 16.6 2.8 1.2 0.5 0.0 

加古郡 53.2 20.5 18. 1 3.9 2.6 1.4 0.3 

印南郡 58. 7 29，5 8. 7 1.7 0.9 0.4 0.1 

師匝里郡 59.3 26.8 11. 3 1.7 0.7 0.2 0.0 

神崎郡 62.9 21. 0 12.6 1.9 1. 1 o. 5 0.0 

揖保郡 57.0 26. 0 14. 1 1.8 0.7 o. 4 0.0 

坊市且君E 71. 9 18. 1 8. 1 1.3 0.4 0.2 0.0 

佐用郡 57.9 24.3 14.8 1.8 0.8 0.4 0.0 

宍架部 70. 7 19晶 7 7.6 1.3 0.5 0.2 0.0 

措崎郡 62，8 23.1 11. 3 1.9 0.6 0.3 0.0 

出石郡 62.8 19.7 12.4 2.6 1.7 o. 7 0.1 

建支部 74.2 16.8 6.0 1.7 1.1 0.2 0.0 

朝来郡 68.1 16.2 10.6 3. 1 1.0 0.9 o. 1 

聾方郡 73.1 15. 1 8.6 1. 7 0.9 0.6 0.0 

氷上郡 62.0 24. 7 10.0 2.0 1.0 0.3 0.0 

多紀郡 49. 1 29. 9 18.4 1.6 o. 7 0.3 0.0 

長1主名郡 57.5 28.8 11. 0 2.0 0.6 o. 1 0.0 

ェ原郡 55.4 22.3 17.3 2. 7 1.8 0.5 0.0 

郡別耕地所有反耳IJ【補給表 2]1919年階
層
の
分
解
が
す
す
ん
で
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て

別

一
町
歩
未
満
が
八
五
%
以
上
で
あ
る
地
域
は

n
H
V
♂
悶
44
0
hド

戸」「

d
内

抑

制

飾
磨
郡

穂
郡
、

宍
粟
郡

城
崎
郡

養
父
郡
、

美
方
郡

氷
上
郡

津
名
郡
で
あ

99 

』ミ胤以 『良忠県統朴、必J1 !;l 1 9q'.~蛇.

'"典

所
有
反赤



つ
ム
た
。

県
内
の
中
で
も
、

こ
れ
ら
の
地
核
で
は

特
に
、

地
主
制
が
展
開

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た

五

O
町
歩
以
上
の
耕
地
を
所
有
す
る

大
地
主
は

加

古

郡

ご

印
南
郡

(
七
人
)

に
多
い
。
特
に
、
加

人

士
口
郡
は
県
農
会
長
多
木

印
南
郡
は
前
県
幽脳
会
長
伊
藤
長
次
郎
の
お
膝
元

で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
大
地
主
に
よ
る
土
地
所
有
の
集
中
化
が
す
す
ん
で
い

る
地
域
で
は
、

地
主
に
よ
る
共
同
販
売
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
川。

こ
れ
に
対
し
て
、
所
有
反
別

一
町
歩
未
満
が
六

O
%
台
で
あ
っ
た
の

i立

美
渡
郡
で
あ
っ
た
。

有
馬
郡

明
石
郡

さ
ら
に
、

【補
給
表
1
3
】
に
よ
る
と
、
自
作
地
率
が
高
い
郡
(
自
作
地
率

五

O
%
以
上
)

多
紀
郡

美
瑛
都
、

有
馬
郡
、

加
西
郡

津
名
郡
、

l立

佐
用
郡

婦
保
郡

加
東
郡
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
飯
米
に
限
定
す
る
と

自
作
米
率
が
高
い
地
域
は
、
多
紀
郡

佐
用
郡

街
保
郡
で
あ
っ
た
。

米
投
売
防
止
運
動
は
、

飯
米
を
対
象
と
し
た
。
飯
米
の
場
合
、

時
期
に

よ
り

販
売
者
の
階
層
が
異
な
っ
た
。

月

一
般
的
に

飯
米
移
出
は

か
ら

一
月
に
中
小
肢
の
米
移
出
が
集
中
し
、

移
出
が
中
心
で
あ
っ
た

川
。
し
た
が
っ
て
、
米
投
売
防
止
運
動
開
始
当
初
に

そ
れ
以
降
は
大
地
主
に
よ
る

お
い
て
は

こ
れ
ら
の
郡
に
お
け
る
中
小
農
の
売
り
控
え
が

米
投
売
防

止
運
動
の
明
暗
を
わ
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

E輔副量褒-3] 1919年におけ
る 県 下各君耳 目 自 作 地串

持制立;%自イ官士也再三

設，Ji在宅11 42.22 

J I rミ辺智11 39. 21 

有馬 郡 59.49 

明石郡 49.59 

揮さ翠軍制4 60267 8 
カロ耳:r宿将 50 

ド1多3ロ可E宣郡明3

…，……-一一

トィ含35
カロ世主省官 35. 12 

印南 郡 35.18 

血肉H庄予沼π 43.48 

神 埼 郡 40.67 

宇萌'1t可O想長者問符5 ト:iィ;子
ー一一一一 一-"一一一一
佐 用 郡 5 1. 51 

デミヨ寄宿官 39.82 

場制時沼11 46.64 

出石郡 37. 54 

委安全と君ち
2371..982 1 

事用当否君官

""'-フ7者11
四一一一色一一

38-946 1 
7k~二1即 38 

垂ら*'己君ち 64.94 

津名郡 52. 14 

@ 朝5 37.86 

第

項

農
業
倉
庫
の
設
立
状
況

次
に
、
県
内
に
お
け
る
農
業
倉
庫
の
設
立
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

当
該
期
に
お
い
て

米
穀
の
大
量
集
荷
、

販
売

農
業
倉
庫
は
、

売
等
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
っ
た

川。

農
業
倉
庫
は
、
産
業
組
合
に
よ
る

も
の
と
地
主
に
よ
る
も
の
と
に
、

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

投
売
防
止
運
動
が
展
開
さ
れ
た

一
九
二
O
(
大
正
九
)

年
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
設
立
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず

産
業
組
合
に
よ
る
農
業
倉
庫
の
設
立
状
況
は

川
辺
郡

郡

明
石
都
、

加
東
郡
、

印
南
郡

飾
磨
郡

佐
用
郡
、

多
可
郡
、

郡
、
多
紀
郡
、
朝
来
郡

H
各
一
棟
、
揖
保
郡
H
二
棟
、
美
嚢
郷
、
宍
粟
郡
、

赤
穂
郡
、

津
名
郡
H
各
三
棟
で
あ
る
。

lU.!Ill 易..mOI，、 111J.t仙普芳 u.尾川Z糾“定ill"W;-.s
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以
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米
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馬

氷
上



次

地
主
の
私
設
農
業
倉
庫
は
、

伊
藤
家
農
会

(
印
南
郡
伊
保
村
)
、

大
西
家
倉
庫

(
印
南
郡
上
荘
村
)
、

奥
藤
家
倉
庫

(
赤
穂
郡
坂
越
村
)
、

村
家
倉
庫

(
氷
上
郡
黒
井
村
)

な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
、

米
券
倉
庫
は

加
古
郡

H
二
棟

(
別
府
村
、

高
砂
町
)

で
あ

〉

5
0

F
S
H
 

以
上
の
通
り
、

九

O 

(
大
正
九
)

年
段
階
に
お
い
て
は
、

農
業
倉

庫
は

県
内
す
べ
て
の
地
域
で
普
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

た
が
っ
て
、
米
投
売
防
止
運
動
で
は
、

個
別
農
家
に
よ
る
売
り
使
え
や
、

米
穀
投
売
防
止
組
合
に
よ
る
共
同
販
売
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
三
節

県
内
産
米
の
動
向
か
ら
み
た
米
投
売
防
止
運
動
の

実
態

第
一
項

一
九
二

O
年
一
二
月
か
ら
一
九
一
一
一
年
三
月
に
お
け
る

県
内
産
米
の
動
向

本
項
で
は
、
県
内
産
米
の
移
出
量
と
郡
別
米
移
出
検
査
率
の
推
移
か
ら

県
下
の
米
投
売
防
止
運
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず

米
投
売
防
止
運
動
が
始
ま
っ
た
、

九

O 

(
大
正
九
)

年

二
月
に
お
け
る
播
州
赤
三
等
米
の
価
格
を
確
認
す
る
。

米
投
売
防
止
運
動

で
は

播
州
赤
三
位
寸
米
価
格
三
五
円
以
下
を
売
り
控
え
の
対
象
と
し
て
い 野

た。

{補
論
表

4
】
に
よ
る
と
播
州
赤
三
等
米
(
玄
米
中

・
下
ク
ラ
ス
)
の

庭
先
価
絡
は

す
べ
て
の
地
峡
で
三
五
円
以
下
で
あ
っ
た
。

売
り
控
え
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ

内
全
域
に
お
い
て

っ
た
。で

は
、

県
内
産
米
の
移
出
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か
。

つ
ま
り

県

点
に
つ
い
て
、

九

九

(
大
正
八
)

年
か
ら

一
九

ロコ

し

年、

各
年
の
一

O
月
か
ら
三
月
に
お
け
る
県
内
産
米
の
移
出
率

二
補
論
表

(
大
正

一
O
)

5
】

)

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り

明
ら
か
に
す
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
県
内
産
米
の

ま
ず
、

【補
論
図
。
1
】
を
み
て
ほ
し
い
。

E牟措働省官署吏-4:l 1920~奪三官 2~弓 gニ語王室 Sナ弓;;JIi:匙... 
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千rMS ""lf~ ・ Hヨ ，U丁 31噌 50 :てSl.00

j2誉理il15 」寸、二 IIJT 2H. 00  28.00 

)J I I ~現主'J1主主 t二 1 1fT :1.0.00 2H晶 00
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f金三月 J.l11H""-.三』円牛、1 28.00 27.00  
クミ珂主主イJH1_1_1 Ih-I:t JFl，. 1呈 1.00 :ヲ0.50

JJiI石山母子-U151!~{ご ImJ n円ー 28. 50  2H.OO  

I.U司StJHl:lj:;口 InT 32. 00  3l.00 
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fr.t""名 目T王制H~凹丁 Z9.00 28.00 
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VF. CD.:>k . ]----，21-1': ホ"lIfτ(In-r L'て ~， 、r'才 ~了 〉紅晶 1-- .'，jピ ー <I~ ~-"，.， ~ 

111..ィ、'r..: 1'1 
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[補論表-5]10-3月における各郡別移出率一覧(1919年-1922年) 単位崎

1919年 1920年 1921年 1922年

10月 11月 I12丹 l月 2月 3月 10月 11 Jl 12月 l月 j 2月 3月 10月 11月 12月 i月 2月 3月

武庫郡 5.15 4.33! 45.31 8.93 3. 30 1. 87 7.57 ! 8. 87 24.59 16.051 7.63 i 5. 26 6.17 4.89 20.55 49.03 4.60 4. 38 

川辺郡 3. 42 4.51 36.11 29. 80 5. 75 3. 38 2.29j 1. 99 29.48 33.90 : 5.38 [ 3.18 10.29 8. 92 22.75 30. 77 5. 23 2. 92 

有馬郡 4.24 3.68 50.87 13.52 4.56 0.6<1 6.35 41.15 22. l61 4.48 ! 0.82 5.65 10. 63 49.98 13.43 3.91 O. 53 

明石郡 2. 55 25.831 51. 79 S.71 2.26 O. 71 3.401 13.38 41. 54 21.111 2.11 i O. 85 4.12 17.50 51. 06 9. 73 1. 88 O. 52 

美嚢郡 0.57 8. 31 69.44 10.81 0.61 0.52 2.88j 15.42 52.10 2.50! O. 39 1. 17 20.74 58.12 7.38 2. 26 0.18 

加東郡 1. 57 10.87 66.11 7.71 2. 56 1. 07 3.791 14.80 47.44 12.071 0.89 3.42 19.94 52.33 10.50 2. 23 O. 50 

多可郡 0.03 0.53 78.22 19.83 。73 O. 001 1. 641 3. 42 62.84 17.5: 1. 32: 0.0001 1. 82 11. 11 68.94 13.21 0.95 0.04 

加西部 2. 63 14.92 35.96 18.82 7. 32 1. 27 11. 22 30.06 23.49! 2.241 1. 63 3.62 29.86 29. 33 15.64 2. 19 0.63 

加古邪 1. 02 4. 83 13.95 19.79 13.79 4. 75 1.451 2. 54 8.97 20.281 7.97 ! 5. 35 6.91 7.19 13.19 15.54 6.01 1. 61 

印南部 O. 40 2. 54 27.00 29.34 14.06 2.42 3.15 i 2. 18 15.12 24.77! S.321 3.63 6.31 7.19 17.55 15.41 6.42 5.38 

飾磨郡 0.32 4.58 52.31 11. 82 5.97 O. 43 2.14 41. 77 20.33: 1. 261 1. 88 10. 95 17.88 25.60 6. 27 O. 89 1. 21 

神崎郡 1. 06 3.55 42. 00 20.47 10.93 2.89 3. 15 i 3.07 33.65 20.93j 3.95 ! 2. 20 4.98 14. 46 36.51 16.62 1. 36 O. 53 

指保郡 1. 09 9.27 43.22 15.20 5.06 3. 54 258j lO鈎 31. 66 16.531 4.88! 2. 56 9. 47 25.53 32. 50 11. 02 2.31 1. 58 

赤徳郡 3. 12 3.701 24.21 10. 07 7.87 6. 26 8061 'L. 46 21. 30 13.00j 6.62 : 3. 93 6. 49 10.14 24.08 9.4自 6.33 3. 96 

佐用郡 3. 09 0.00 22.89 29. 97 12.37 9. 55 0.001 0.00 41. 03 23. 12 j O.OO! 6.21 0.00 25.21 34. 46 8. 09 5.09 0.30 

宍粟郡 。∞ 0.00 0.00 。。。 0.00 。。。 0.00 0.00 0叩 l1∞∞i 。。。 。∞ 100.00 0.00 O. 00 0.00 。∞
氷上郡 2. 35 16.50 2日05 25.95 11. 87 3.81 2.541 9.35 32.86 31. 67 i 5.27 i 1. 97 3.74 19.60 30. 53 24.19 5. 03 2.03 

多紀郡 9.23 15.96 19.07 13.03 9. 02 4.09 5.601 32.58 22. 58 15.68! 3.27 10.83 5.22 17.50 11. 40 4.68 2.74 

械崎郡 5.71 33.81 37.01 8.08 1.74 O. 10 14.541 9.08 36.63 22.161 2.15: 4.63 18.98 18.81 13.89 0.66 0.39 1.11 

出石郡 14.67 7. 72 。。。 O.oo! O. 00 O. 00 0.00 。∞ O.OOi O.OO! 7.01 10.41 0.00 89. 58 O. 00 0.00 0.00 

養父郡 0.80 2.32 66.85 2昔日 1. 44 0.80 0.231 0.29 39.95 30.801 15.40: 0.41 19. 99 4.20 26.45 3.30 8. 04 0.35 

朝来郡 1. 16 1. 96 33.16 27. 76 7. 72 4.34 0.201 3. 30 22. 44 19.56! 6.281 2.97 9. 55 11. 52 30. 50 15.89 3.92 5. 54 

美方郡 0.00 0.00 51.54 2.16 。。。 。。。 0.001 0.00 O. 00 62.30， 11.741 7. 64 3. 34 96.32 O. 00 0.00 0.00 。。。
津名郡 8∞ 9. 34 14.47 12.61 6.33 3.21 4.341 7.84 12.38 16.881 5.40: 4. 70 17.88 11. 07 11. 12 4.49 3.61 3.04 

三原郡 9.78 17.97 13.27 8.97 6. 24 4. 52 9.50 12.71 13.45¥ 4.14 16. 15 22. 55 4.71 3. 28 2. 76 2.61 

ft 数航は、各月の移III制品数/III'IUJの修111険代制仮設川叫こよって求められて酷航である.

' 1 '典 .兵山県段物繊侃所 r兵t.県級物検イt 十五州宇品!..~誌J (l923'f.) 

N
O
H
 



{補論園田1]1919-1921年度10""3月における県内産
米の移出量

圃1919年度

口1920年度

ロ1921年度

m
m
抑

制

m
m
m
m
卿

卿

側

側

m
m
o

m
m
m
m
m
m
m叫

m
m
m
m
m
m
m判

脳
卒
給
体

'
晶
眠

-ih 
3月

移
出
量
は
、

一
二
月
が
ピ

l
ク
で
あ
り
、

次
い
で

一一

月
も
し
く
は

月
に
移
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
二
O
(大
正
九
)
年
度
は
、

一一一

月
と

一
月
に
集
中
し
て
移
出
さ
れ
て
い
た。

【
表
3
・1
】
の
通
り
、

九
二

O
(
大
正
九
)
年
は
、
前
年
以
上
の
豊
作
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

二
月
を
除
く
す
べ
て
の
月
で
、
前
年
以
上
に
移
出
品
が
多
い
。
特
に
、

九

O 

(
大
正
九
)

年
度

一
月

(
一
九
二

一
年
一
月
)

の
移
出
量
は
三
七

四，

五
九
九
俵
で
あ
り
、
前
年
度

一
月

ご
九
二

O
年
一
月
)
。〉

約

六
回
俗
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
九
二

O
(
大
正
九
)

年
度

一
月

九

年

一
月
)

の
移
出
が

県
下
の
米
投
売
防
止
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
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た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

次
に
、

一
九
二

O

(大
正
九
)
年

一
二

月
か
ら
翌
年
三
月
に
お
け
る
県

下
各
都
の
県
内
産
米
の
移
出
の
状
況
を
簡
単
に
述
べ
る

(【補
論
表
町5
】

)

0

一
九
二
O

(大
正
九
)
年

一
二
月
、
佐
用
郡
合
士
了
八
九
%
↓
四
一

O
三

%
)
、
氷
上
郡
(
二
八
・

O
五
%
↓
三
二

・
八
六
%
)
、
多
紀
郡

九

・
O
七
%
↓
二

二
・

五
八
%
)

で
は
、
米
の
移
出
率
が
前
年
の

一
二
月

に
比
べ
、
上
昇
し
た
。
こ
れ
は
、
佐
用
郡
、
氷
上
郡
、
多
紀
郡
に
お
い
て
、

米
投
売
防
止
運
動
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

方
で

そ
れ
ら
以
外
の
各
郡
に
お
い
て
、

一
九
二

O
(
大
正
九
)
年

一
二
月
の
移
出
率
は
前
年
に
比
し
、
下
落
し
た
。
『
兵
庫
県
米
穀
検
査
報
告
』



川
に
よ
る
と
、

特
に
、
美
方
郡
、

出
石
郡
、
宍
粟
郡
か
ら
の
移
出
は
な
い
。

ま
た
、

武
庫
郡

( 

ー
. 

(
四
五

・
コ
二
%
i
二
四

・
五
九
%
)
、

加
古
郡

九
五
%
↓
八

・
九
七
%
)
、
加
東
郡
(
六
六

一
%
↓
四
七
・
四
四
%
)
、

養
父
郡

(
六
六
・
八
五
%
↓
三
九

・
九
五
%
)

に
お
い
て
も

九

O 

(
大
正
九
)
年
一
二
月
の
移
出
率
は
、
著
し
く
低
下
し
た
。
そ
の
た
め
、

【補

論
図
'
2
}
の
通
り
、
初
市
の
入
津
米
(
播
州
米
)

は
前
年
に
比
し
、

約
ノ、

O
%
も
減
少
し
た
。

し
た
が

っ
て

初
市
を
迎
え
て
も
播
州
赤
三
等
米
の

価
格
は
急
落
し
な
か
っ
た
(
{補
論
図
'
3
】)
。
つ
ま
り

一
九
二
O
(
大
正

九
)
年

一
二

月
段
階
に
お
い
て
、
佐
用
郡

氷
上
郡
、
多
紀
郡
以
外
の
各

郡
で
は
、

米
の
売
り
控
え
を
あ
る
程
度
実
施
し
て
い
た
と

個
別
段
家
が
、

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し

(
大
正
一
O
)
年
一
月

一
七
日
以
降
、

米
価
は

1L 

O
円
台
を
切
っ
た

(【
補
論
図
1
3
】)
。
【補
論
表
・
5
}
に
よ
る
と

九

O 

(
大
正
九
)
年

一
二
月
の
移
出
率
が
前
年
に
比
べ
低
く
な
っ
た
地
域
で

は
、
一
月
の
移
出
率
、か
前
年
に
比
べ
、
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、
美
方
郡
で
は

(
大
正
八
)
年
一
二
月

九

O 

九

九

(
大
王
九
)

そ
れ
ぞ
れ
五
七
・
五
四
%
、

年
一
月
の
移
出
率
が

六
%
で
あ
っ
た
が

九

O 

(
大
正
九
)
年
一

一
一月、

九

大

正
一

O
)
年

一
月
の
移
出
率
は
、

0
・
0
0
%、
六
二

・
三
O
%
と
な
っ

た

一
二
月
に
売
り
控
え
て

い
た
米
を

一
月
に
移
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
の
ほ
か

明
石
郡
、
美
幾
郡

武
庫
郡

J 11 
辺
訪日

有
馬
郡

加
東
郡
、
加
西
郡
、
飾
磨
郡
、
加
古
郡
、
婦
保
郡
な
ど
の
地
域
に
お
い
て
、

同
じ
傾
向
で
あ
っ
た
。
以
上
の
通
り

県
内

で
は

一
二
月
に
売
り
控
え

ら
れ
て
い
た
米
が

一
月
に
移
出
さ
れ
た
結
果

一
月
半
ば
以
降
、
米
価

の

急
激
な
下
務
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。

九

(
大
正

一
O
)

こ
れ
ら
の
地
減
で
起

こ
っ
た
米

年

一
月
に
、

の
売
急
ぎ
の
原
因
に
つ
い
て
、
『
神
戸
又
新
日
報
』
に
は
、

以
下
の
通
り
記

さ
れ
て
い
た
。

矯
州
筋
の
売

正
米
の
不
売
同
盟
に
貨
建
て
つ
〉
あ
り
し
橋
州
筋
も
初
市
以
来
の

瓦
務
に
形
成
の
不
良
を
看
取
し
投
げ
来
れ
る
の
み
な
ら
ず
・
預
け
て

一
気
に
新
規
売
物
送
り
来
れ
る
形
跡
あ
り
山
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こ
れ
に
よ
る
と
、
初
市
以
前
主
と
し
て

一
九

二

O

{
大
正
九
)
年
一

一
一
月
の
取
引
1

「
播
州
筋
」
で
は
、
米
投
売
防
止
運
動
の
影
響
に
よ
り
、
「
貿

建
て
」
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
初
市
以
降

米
投
売
防
止
運

動
が

「
不
良
」

米
が

「
投
げ
来
れ
る
」
状
況
と
な
り

と
捉
え
ら
れ
、

気
に
県
内
産
米
の
移
出
誌
が
噌
加
し
て
い
た
。
た
だ
し
、

【補
論
図
・
2
】
の

通
り
、
初
市
か
ら

一
月

一
六
日
に
お
け
る
入
津
米
の
総
量
は
、
前
年
に
比

し
、
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
分
散
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り

「
播
州
筋
の
売
」
と
は
、
指
州
米
を
生
産
す
る
地
域
か
ら
の
米
の
移
出
と
、



こ
れ
を
計
画
的
に
販
売
す
る
米
商
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
県
内
産
米
の
移
出
を
誘
発
し
、

そ
し
て
、

米

価
の
下
落
を
も
た
ら
し
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
通
り
、

開
始
し
て
問
も
な
い
段
階
で
米
投
売
防
止
運
動
が
事
実

上
破
綻
し
て
い
た
こ
と
は

理
論
の
面
だ
け
で
な
く

価
絡
の
推
移
か
ら

も
明
ら
か
と
な
っ
た

川。

門
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第
二

項

「矯
州
筋
の
売
」
の
要
因

米
投
売
防
止
運
動
の
破
綻
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

「熔
州
筋
の
売
」

と

{ま

ど
の
地
域
か
ら
の
移
出
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て

こ
れ
は
何
を
意
味

し
て
い
る
の
か
。

九

O 

(
大
正
九
)
年

一
二
月、

県
内
各
郡
に
お
け

る
米
の
移
出
率
か
ら
、

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
。
「矯
州
筋
の
売
」

ル
ど
め
4
A
V

た
め
、

播
州
米
を
生
産
す
る
地
域
!
明
石
郡
、

力日
商

美
嚢
郡
、

加
東
郡
、

郡

日

Z
官

も
刀

4
t
制伺

印
南
郡
、

飾
磨
郡

神
崎
郡

揖
保
郡
、

赤
穂
郡

佐
用

郡

宍
粟
郡
の
米
の
移
出
率
に
限
定
し
て
分
析
す
る
。
庄
司
俊
作
氏
に
よ

る
と

こ
れ
ら
の
地
域
の
内
、
美
裳
郡
、
加
東
郡
、
加
首
都
、
神
崎
郡
は
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酒
米
地
帯
で
あ
っ
た

川。

米
投
売
防
止
運
動
は
、
飯
米
の
み
を
対
象
と
し
て

い
た
た
め
、

こ
こ
で
は

播
州
米
を
生
産
す
る
地
域
を
、

飯
米
の
生
産
高

が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
地
域
に
限
定
す
る
。
具
体
的
に
は

明
石
郡
、

加
古
郡

印
南
郡

飾
磨
郡

婦
保
郡

赤
穂
郡

佐
用
郡
、

宍
粟
郡
に

限
定
し
て
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

【補
論
表
・
5
】
よ
る
と

一
九
二
O
(
大
正
九
)
年

二
月
に
お
い
て
、

米
の
移
出
率
が
高
か
っ
た
郡
は
、
多
可
郡
(
六

二

・
八
四
%
)
、
美
渡
郡
(
五

一
O
%
)
、
加
東
郡
(
四
七

・
四
四
%
)
、
飾
磨
郡
(
凶

-
七
七
%
)
、

明
石
郡

四

-
五
四
%
)
、

佐
用
郡

四

-
O
三
%
)

で
あ
っ
た
。
そ

の
内

多
可
郡
、

I酉

美
渡
郡
、

加
東
郡
の
上
位
三
郡
は
、

前
述
の
通
り



米
地
帯
に
属
し
て
い
た
。
酒
米
の
移
出
は
、

主
と
し
て
一
二
月
で
あ
る
た

め

こ
れ
ら
三
郡
の
移
出
率
が
高
く
な
っ
た
。
米
投
売
防
止
運
動
は
、
飯

米
を
対
象
と
し
た
運
動
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
播
州
筋
の
売
」

は
、
飾
磨
郡

明
石
郡
、
佐
用
郡
の
三
都
か
ら
の
飯
米
の
移
出
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
三
郡
の
内
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、

佐
用
郡
で
あ
る
。

九

九

(
大
正
八
)

(
大
正
九
)
年

一
二

月
と
を
比
較

年
一
二
月
と

一
九

二

O

し
た
場
合
、

播
州
米
を
生
産
す
る
地
域
の
中
で
、
唯

一
、
佐
用
郡
だ
け
が

移
出
率
が
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、

佐
用
郡
の
移
出
率
は
、

九

九

年
一

二
月
に
は
二

二

・
八
九
%
で
あ
っ
た
が
、

(
大
正
八
)

九
二
O
(
大
正
九
)
年
一
二
月
に
は
四

-
O
三
%
と
な
っ
た
。
確
か
に
、

佐
用
郡
で
は
、
例
年
に
お
い
て
、

一
二
月
に
お
け
る
米
の
移
出
率
が
高
か

っ
た
。

し
か
し

九

九

(
大
正
八
)
年
一
二
月
か
ら

一
九
二

O

(大

正
九
)

年
二
月
に
か
け
て
分
散
し
て
移
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

九

O 

(
大
正

一
O
)

年
一
月
に
つ
い

(
大
正
九
)

年

一
二
月
と
一
九

二
一

て
は

こ
の
両
月
に
集
中
し
て
移
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

方

九

O 

(
大
正
九
)
年

一
二
月
に
お
け
る
飾
磨
郡
と
明
石
郡

の
移
出
率
は
、
飾
磨
郡
四

-
七
七
%
、

明
石
郡
四

一

五
四
%
と
い
ず

れ
も
四
O
%
を
超
え
た
。

し
か
し

こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
前
年
の
移

出
率
は

飾
磨
郡
五
二
・
二
二
%
、

-
七
九
%
で
あ
っ
た
。

明
石
郡
五

一
九
二
O
(
大
正
九
)
年
の
移
出
率
が
前
年
に
比
べ
、
低
く
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、

(
大
正

一

O

年

一
月
の
移
出
率
は
、
飾
磨

九

と

郡
二

0
・
三
二
一%
、

一
%
、
前
年
は
、
飾
磨
郡

明
石
郡
二

一

八

% 

明
石
郡
八

・
七

一
%
で
あ
っ
た
。

年

九

(
大
正
一
O
)

一
月
の
移
出
率
は
、
前
年
に
比
し
、
高
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
飾
磨
郡
と
明
石
郡
以
外
の
播
州
米
を
生
産
す
る
地
域
で
も
、

同

じ
傾
向
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
佐
用
郡
以
外
の
播
州
米
を
生
産
す
る
地
域

で
は
、
米
投
売
防
止
運
動
が
展
開
す
る
中
、
個
別
農
家
に
よ
る
米
の
売
り

控
え
と
売
急
ぎ
が
相
克
し
て
い
た
と
い
え
る
。

で
は

な
ぜ
、
佐
用
郡
に
お
い
て
、

一
九
二
O
(
大
正
九
)
年

一一

一月
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の
米
の
移
出
率
が
高
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
佐
用
郡
に
お
け

る
農
業
の
担
い
手
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
【
補
論
表
・
3
}
に
よ
る
と
、
佐

用
郡
の
自
作
地
率
は

こ
れ
は
、
播
州
米
を

五

-
五
一
%
で
あ
っ
た
。

生
産
す
る
地
岐
に
お
い
て
、
美
渡
部
(
六

0
・
二
七
%
)
、
加
西
郡
(
五
二

・

八
五
%
)

に
次
い
で
高
い
値
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

{
補
論
表
・

2
】
に
よ
る
と
、
佐
用
郡
に
お
け
る
自
作
地
の
面
積

は
、
五
反
歩
以
下
が
五
七

・
九
%
、
五
反
以
上
一
町
歩
未
満
が

二
四
・
三
%
、

一
町
以
上
三
町
歩
未
満
が

一
四
・
八
%
で
あ
り
、
自
作
地
が
狭
小
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
佐
用
郡
で
は

自
作
兼
小
作

層
が
分
厚
く
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
自
作
兼
小
作
層
が
、



九

O 

(
大
正
九
)

佐
用

年
一
二
月
に

米
を
売
急
い
だ
の
で
あ
っ
た
。

都
の
自
作
兼
小
作
周
が
米
を
売
急
い
だ
要
因
は
、
米
価
に
あ
っ
た
。
{補
論

表
・6
】
を
み
て
ほ
し

い
。

九

O 

(
大
正
九
)

年
一

O
月、

佐
用
郡
の

米
価

ご
石
当
り
の
米
側
)

は
三
七
円
三
六
銭
で
あ
っ
た
が

月

は
三

O
円

O
六
銭
、

二
月
に
は
こ
八
円
三
四
銭
と
な
っ
た
。

九

O 

(
大
正
九
)
年

一
一
月
か
ら
一
九

(
大
正

一
O
)
年
二
月
に
か
け
て

佐
用
郡
の
米
価
は

播
州
米
を
生
産
す
る
地
域
の
中
で

最
も
低
い
水
準

に
低
落
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
【補
論
表
・
7
】
に
よ
る
と
、
農
家
の
経
営

実
態
か
ら
見
て

佐
用
郡
は
、

播
州
米
を
生
産
す
る
地
域
の
中
で
、

米
カミ

ら
の
収
入
が
最
も
低
い
地
帯
を
形
成
し
て
い
た。

つ
ま
り

佐
用
郡
で
は
、

飯
米
か
ら
利
潤
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
自
作

兼
小
作
岡
山
が
、

米
を
売
急
い
だ
こ
と
に
よ
り
、

九

O 

(
大
正
九
)
年

一
二
月
の
米
の
移
出
率
が
高
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

「婿
州
筋
の
完
」

と
は

飯
米
販
売
に
利
潤
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
自
作

兼
小
作
層
川
に
よ
る
売
急
ぎ
が
要
因
だ
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き

る

【補強表-6]1920年10月-1921年3月における矯州米を生
産する地域の米価

単{立円

1920年 1921年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

明石郡 38.63 35.20 32.68 31. 25 32.48 28.00 

美嚢郡 37. 32 33.86 31. 93 32.56 30.81 28.90 

加東郡 37. 73 33.94 34.00 32.41 30.72 28. 22 

多可郡 37. 11 32. 79 32. 11 32. 33 30.48 28. 10 

力日jffi郡 37.81 35. 27 31. 54 32. 17 29.69 28. 11 

加古郡 37. 31 34. 77 32.00 30. 60 30.71 27.34 

印南郡 37.81 34.90 33. 00 29.40 28.50 27.95 

飾磨郡 38.21 33.67 30.58 31. 76 28. 45 28. 37 

神 崎 郡 39句 12 34. 86 32.00 32. 10 30. 55 27.46 

揖保郡 37. 73 33.64 31. 00 30.99 29. 73 29. 13 

赤穂郡 39.42 34.93 31. 59 31. 28 30.42 26.45 

佐用郡 37.36 30.06 28. 34 29.21 27.44 27. 32 

宍粟郡 39.07 32. 11 29.67 31. 08 29.01 27. 99 

出典 兵庫県米韓検主主所、前掲帯『兵庫県米殺険査報告~ 1920年度、 66-67頁.
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単位円

米 麦 食用農産物 緑肥作物 果実 葉煙草 繭

明石郡 6，009，201 874，562 429，570 5，921 32，974 117，356 54 

美嚢郡 5，334，290 408，002 203，297 17，982 38，967 8，580 2，593 

加東郡 6，286，147 871，352 462，851 79，999 79，714 39，115 27，538 

多可郡 3，569，147 610，553 271， 159 48，943 75，686 。386，744 

加西郡 4，429，734 632，566 335，718 31，237 57，878 5，335 37，560 

加古郡 6，864，774 1， 121，673 299，579 7，733 5，984 27，959 316 

印南郡 4，587，188 373，000 394，988 25，257 22，980 15，617 。
飾磨郡 6，723，699 1，413，078 1，139，344 7，976 39，461 。179，123 

神崎郡 5，459，685 1， 134， 170 304，992 37，866 66，955 28，073 262，883 

揖保郡 8， 110，959 1，858，005 900，420 10，897 127，254 。57，207 

赤穂郡 3，558，650 641，756 371，589 19，774 37，323 。51，810 

佐用郡 1，964，470 394，498 354，498 11，294 40，371 。699， 133 

[補論表ー7l矯州米を生産するi世繊における郡別農産物総価格(1919年)

注 なお、宍粟郡産米は郡内読過のみであるため、これには含んでいない。

出典兵車県、前掲書 『兵庫県統計書』各年度.

第

項

共
同
販
売
か
ら
み
る
運
動
の
効
果

前
述
の
通
り

九

(
大
正
一

O
)
年

一
月
二

二
日
以
降
、

米
投

売
防
止
運
動
は
質
的
に
転
換
し
た
。
運
動
の
方
法
と
し
て
は
、
個
別
農
家

に
よ
る
米
の
売
り
控
え
か
ら
、

系
統
廃
会
と
販
売
斡
旋
所
の
ル
|
ト
を
用

い
た
共
同
販
売
へ
と
移
行
し
た
。

一
九

二

O
(大
正
九
)
年
度
の
段
階
で、

販
売
斡
旋
所
が
対
象
と
し
て
い
た
穀
物
は
酒
米
と
飯
米
で
あ
っ
た
が
、
主

と
し
て
酒
米
の
販
売
業
務
を
行
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
神
戸
販
売
斡

旋
所
の
史
料
や
兵
庫
県
由民
会
、

町
村
農
会
の
史
料
か
ら
、
米
投
売
防
止
運

動
に
お
い
て
、

こ
の
ル
ー
ト
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
は
な
い

勺
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つ
ま
り
、
米
投
売
防
止
運
動
時
に
お
い
て
は
、

県
曲
脳
会
は
共
同
販
売
の
ル

ー
ト
と
し
て
産
業
組
合
の
段
業
倉
庫
等
を
利
用
し
て
い
た

川。

【補
論
表
'B
】

I土

九

九

(
大
正
八
)

年
度
か
ら

一
九

大

正

一
O
)
年
度
に
お
け
る
県
内
産
米
生
産
検
査
量
中
の
共
同
販
売
の
割
合

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と

九

O 

(
大
正
九
)

年
度

に
お
い
て

お
よ
そ
半
数
の
地
域
で
は
、

共
同
販
売
に
よ
っ
て
販
売
さ
れ

た
飯
米
の
割
合
が
、
前
年
に
比
べ
、
減
少
し
た
。
期
加
し
た
地
域
は
、
有

馬
郡
、
美
嚢
郡
、
加
商
都
、

加
古
郡

佐
用
郡

養
父
郡
、
朝
来
郡

全k

上
郡
、
多
紀
郡
、
津
名
郡
、
三
原
郡
で
あ
っ
た
。

九

(
大
正
一

O
)

年
度
は

加
古
郡

印
南
都
、

出
石
郡
、
養
父
郡
、
多
紀
郡
で
減
少
し
た



カt

こ
れ
ら
を
省
い
た
す
べ
て
の
郡
で

増
加
し
た
。

米
投
売
防
止
運
動
が
展
開
し

て
い
た

一
九
二

O

(
大
正
九
)

い
て
、

県
下
農
村
で
は
十
分
に
共
同
販
売
を
実
施
で
き
な
か
っ
た
。

会
も

こ
の
状
況
を
認
識
し
て
い
た

山。

年
度
に
お

防
止
運
動
の
効
果
は
、

む
し
ろ
低
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
県
内
に
お
け
る
米
投
売

県
農
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第
四
項

「農
民
の
中
堅
な
る
諸
君
」
の
消
極
性
の
要
因

県
内
で
は

個
別
農
家
に
よ
る
米
の
売
控
え
と
売
急
ぎ
が
相
克
し
て
い

F

一守、
晶
、

ふ

J

、目

「
擦
州
筋
の
売
」

各
地
で
米
の
移
出
量
が
増
加
し

を
契
機
と
し
て
、

た

そ
の
こ
と
が
米
価
の
低
落
を
招
き

事
実
上
、

米
投
売
防
止
運
動
が

破
綻
し
た
。

前
項
で
確
認
し
た
通
り
、

ま
た
、

米
投
売
防
止
運
動
の
方
途

で
あ
る
共
同
販
売
も
広
が
り
を
見
せ
な
か

っ
た。

こ
の
よ
う
な
運
動
の
状

況
に
つ
い
て
、

県
農
会
は

1L 

(
大
正
一

O
)
年
二
月
四
日
に
配

布
し
た

「
米
価
問
題
情
報
」
司、
次
の
通
り
述
べ
て
い
た
。

農
民
の
中
堅
な
る
諸
君
は
、

消
費
者
側
か
ら
反
対
が
あ
る
と
て

さ

は
ら
ぬ
峰
は
さ
〉
ぬ
」
と
い
ふ
様
な
意
気
地
な
い
態
度
を
す
て
〉
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献
身
的
に
農
家
全
体
に
納
得
さ
せ
て
も
ら
ひ
た
い
。
新
聞
紙
に
対
し

て
も
批
判
的
限
を
有
す
る
人
々
に
よ
っ
て
多
数
の
盲
目
諸
君
に
対
す

る
臨
時
一
?
を

一
掃
す
る
こ
と
に
努
め
ら
れ
む
こ
と
を
望
む

川

こ
の
史
料
に
よ
る
と

県
曲脱
会
は
、

「
農
民
の
中
堅
な
る
諸
君
」

7うt

米

投
売
防
止
運
動
を

「
農
家
全
体
」
に
広
げ
る
役
割
を
果
た
す
と
考
え
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

当
該
期
に
お
い
て

県
農
会
は
、

小
地
主
や
自
作
兼

小
作
層
も
含
む
自
作
層
を
専
業
農
家
腐
と
し
て
捉
え

農
業
諸
事
業
の
担

い
手
と
位
置
づ
け
て
い
た

川。

つ
ま
り
、

「農
民
の
中
堅
な
る
諸
君
」
と
は
、

小
地
主
や

自
作
兼
小
作
層
も
含
む
自
作
層
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か

し

小
地
主
や
、

自
作
兼
小
作
層
も
含
む
自
作
局
は

「
消
費
者
」
か
ら
の



反
対
を
理
由
に

「
意
気
地
な
い
態
度
」

で
お
り
、
米
投
売
防
止
運
動
を
積

様
的
に
宣
伝
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
小
地
主
、
自
作
兼
小
作
層
も
含
む
自
作
屑
が
米
授
売
防

止
運
動
に
消
極
的
で
あ
っ
た
要
因
は
、

消
費
者
と
対
立
関
係
に
な
っ
て
い

た
こ
と
に
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

一
つ

は
、
農
村
内

部
で
は
、
既
に
小
作
層
等
の
米

の
消
費
者
居
間
が
形
成
さ
れ
て
い
た
点
で
あ

る

も
7 

つ
は
、
米
騒
動
以
来
、
米
価
問
題
は
大
き
な
社
会

そ
し
て

的
な
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、

米
投

売
防
止
運
動
は
、
食
糧
市
場
に
お
け
る
米
の
消
費
者
か
ら
批
判
的
に
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た

山
。

C々
p
b
h
h
~
、

生
産
者
と
消
費
者
の
対
立
と
い
う
構
図
は
、

地
主
対
小
作
と

い
う
小
作
争
議
の
構
図
と
も
重
な
り
合
っ
て
い
た
。
当
時
、

県
下
で
は
、

階
層
分
化
が
す
す
ん
で
お
り
、

米
投
売
防
止
運
動
は
、
階
層
間
の
矛
盾
と

結
び
つ
く
状
況
が
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

県
下
農
村
社
会
の
中
に
、

階
層
間
の
矛
盾
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、

地
主
庖
が
米
投
売
防
止
運
動
を

積
極
的
に
展
開
で
き
な
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
一
月
の
段

階
で
米
の
移
出
率
が
高
か
っ
た
地
峡
|
宍
粟
郡
、
養
父
郡
、
美
方
郡
は
、

県
内
で
も
階
層
分
解
が
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
進
ん
で
い
た
地
域
で
あ
っ
た

({補
論
表
t
2
}
【補
論
表
。
3
】
)
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
小
作
争
議
が

い

つ
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
美
方
郡

で
は
、

小
作
層
が
米
投
売
防
止
運
動
に
反
対
の
意
を
示
し
て
い
た

川
。

一
方
で
、
米
投
売
防
止
運
動
の
破
綻
の
契
機
と
な
っ
た
「
播
州
筋
の
売
」

の
要
因
は
、

飯
米
販
売
に
利
潤
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
自
作
兼
小
作
層
の

売
急
ぎ
で
あ
っ
た
。

県
農
会
は
、

こ
れ
ら
の
層
を
誘
導
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
段
村
に
生
産
者
と
消
費
者
の
対
立
構
造
が
出
来
上
が
っ
て

お
り

こ
れ
が
小
作
争
議
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
に
、
農
業

者
の
飯
米
販
売
へ
の
利
潤
追
求
を
米
投
売
防
止
運
動
に
誘
導
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

米
穀
法
体
制
に
お
い
て
、

系
統
曲
師
会
は
、

全
国
の
農
業
者
が
米
の
共
同
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販
売
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
政
府
買
上
げ
米
の
目
的
側
格
を
創
り
出
す
こ

と
を
想
定
し
て
い
た
。

小
地
主
や
自
作
兼
小
作
層
も
含
む

系
統
皮
会
は

自
作
屑
を
共
同
販
売
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。

そ
の
た
め

こ
れ
ら
の
屑
を
共
同
販
売
に
誘
導
す
る
こ
と
が
、

県
曲脳
会
に
と
っ
て
必
須

課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節

米

穀

法

と

多

木

の

米

価

政

策

「
米
変
多
収
秘
奨
励
に
関
す
る
建
議
」

l土

(
大
正
一

O
)

九

年
二
月
二
四
日
、

米
穀
法
案
審
議
と
同
時
並
行
で
、

県
農
会
長
多
木
久
米



次
郎
と
木
下
甚
三
郎
川
に
よ
っ
て
、
政
府
に
提
出
さ
れ
た
建
議
で
あ
る
。
「米

表
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議
」

の
中
で
法
案
化
が
求
め
ら
れ
た
米
麦
多

収
機
奨
励
事
業
(
多
木
は
建
議
中
に
お
い
て

「米
表
作
立
毛
奨
励
会
」

述
べ
て
い
る
)

は
多
木
が
発
案
し

九

(
大
正
四
)

年
以
来
、
兵

庫
県
農
会
で
実
緬
さ
れ
た
事
業
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、

九

九

(
大
正

八
)
年
に
政
府
に
提
出
し
た

「食
糧
自
給
に
関
す
る
建
議
」
の
中
で
、

求
さ
れ
た
事
業
で
あ
っ
た
。
「食
糧
自
給
に
関
す
る
建
議
」
l立

「帝
国
内

自
給
」
論
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
建
議
で
あ
り
、

そ
し
て
、

米
麦
多
収

磁
奨
励
事
業
は

そ
の
方
途
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
「米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議
」
も
、
多
木
の

「帝
国
内
自
給
」

論
に
基
づ
い
た
内
容
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議
」
の
要
点
は
、

以
下
の
二
点
で
あ

っ
た
。

一
つ
は
、

一
九
二

O

(大
正
九
)
年
の
米
麦
生
産
高
に
関
す
る
多
木
の

「
昨
年
の
豊

崎
院
は
気
候

の
登
山
院
で
は
あ
り
ま
せ
ず
、
人
工
の
登
鏡
で
あ
り
ま
す
」
川
と
述

認
識
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
多
木
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
、

べ
た
。
つ
ま
り
、
多
木
は

一
九

二
O

(大
正
九
)
年
の
豊
作
に
つ
い
て

農
業
者
の
努
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
米

麦
の
増
産
が
実
現
し
て

い
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
多

木
は

「況
や
三
斗
五
斗
の
一
段
歩
に
付
い
て
の
噌
減
と
云
ふ
も
の
は
、

片
の
注
意
と
農
家
の
勤
情
に
依
っ
て
直
ち
に
表
れ
る
次
第
」
川
と
述
べ
た
。

多
木
は

こ
の
よ
う
に
、
米
麦
の
生
産
高
が

ご

片
の
注
意
と
農
家
の
勤

と

情
」
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
捉
え
て
い
た
。

も
つ

つ
は
、

系
統
山
民
会
に
よ
る
米
麦
多
収
穫
奨
励
事
業
の
現
状
で
あ

る
。
多
木
は

「賞
興
が
甚
だ
少
く
し
て
か
ら
に

十
分
農
家
の
奨
励
心
を

要

動
か
す
に
足
ら
ぬ
」

中

二

町
村
に
対
し

と
い
う
理
由
か
ら
、
政
府
に

略
)
麦
の
奨
励
に
百
円
米
の
奨
励
に
百
円
づ
っ
」
、

米
麦
多
収
穫
奨
励
事
業

に
対
す
る
補
助
金
の
噌
額
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る

川。

多
木
は
、

「貨
輿
」

が
少
額
で
あ
る
た
め
に
、
系
統
山脱
会
は
米
麦
多
収
穫
奨
励
事
業
に
お
い
て
、

未
だ
十
分
に
農
家
を
系
統
農
会
の

目
指
す
方
向
に
誘
導
で
き
て
い
な
い
、
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と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
多
木
は
、

現
在
の
系
統
刷
出
会
の
米
麦
多
収
税
奨
励
事
業
に

つ
い
て
、
「農
家
の
勤
惰
」
に
よ
っ
て
現
在
米
麦
の
生
産
高
は
増
加
し
て
い

る
が
、

「農
家
の
勤
情
」
を
系
統
廃
会
の

目
指
す
べ
き
方
向
へ

と
十

こ
の

分
に
誘
導
で
き
て
い
な

い、

と
い
う
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
た
。

し
か
し

「米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議」

は
、
第
四
四
帝
国
議
会

で
も
法
案
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
米
穀
法
施
行
後
、
県
曲脳
会
は

政
府
が
米
の
買
上
げ
を
実
施
す
る
よ
う
陳
情
す
る
と
と
も
に
、

再

び

米

麦
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議
」
を
政
府
に
提
出
し
た
。
提
出
に
あ
た
り
、



県
農
会
は

県
下
郡
市
町
村
山
師
会
長
に
通
知
状
を
出
し
た
。
こ
の
通
知
状

に
は
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
た
。

折
角
ノ
良
法

(
米
穀
法

l
筆
者
)

モ
買
上
ノ
時
機
ヲ
逸
ス
ル
ニ
於
テ

ハ
立
法
ノ
主
旨

ニ
惇
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ

(
中
略
)

一
面
農
家
ニ
対
ス
ル

農
会
ノ
面
目
ハ
失
墜
シ
将
来
ニ
於
ケ
ル
由
民
事
ノ
開
発
何
ニ
依
テ
カ
振

作
セ
サ
ル
ベ
キ
実
ニ
寒
心
ノ
至
リ
ニ
存
候
(
中
略
)
第
四
十
四
議
会

二
於
ケ
ル
多
木
代
議
士
外

一
名
ノ
米
麦
多
収
穫
奨
励
ニ
関
ス
ル
建
議

案
ハ
淘
ニ
機
宜
ニ
適
ス
ル
法
案
ニ
シ
テ
食
樹
充
実
上
喫
緊
ニ
侯
川

こ
の
史
料
か
ら

「米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議
」

米
穀
法
と

位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
な
る
。

県
農
会
は
米
穀
法
が
成
立
し
た
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
り
、
政
府
に
よ
る
米
の
買
上
が
実
筋
さ
れ
な
け
れ
ば

「農
会

ノ
面
目
ハ
失
墜
シ
」
、
農
業
者
を
「
農
事
ノ
開
発
」
系
統
農
会
に
よ
る
農

業
諸
事
業
を
と
の
よ
う
な
方
法
で
振
作
さ
せ
る
か
不
安
で
あ
る

と
述
べ

て
い
た
。

県
農
会
は
、
米
投
売
防
止
運
動
の
成
果
が

「
段
会
/

つ
ま
り

面
白
」

と
直
接
に
関
係
し
農
業
諸
事
業
に
影
響
を
与
え
る
、

と
捉
え
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
の

問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、
政
府
に

そ
し
て
、

よ
る
米
の
買
上
と
米
麦
多
収
穫
奨
励
事
業
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
県
曲師
会
は

「米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議
」

を
次
の

点
に
お
い
て

「
淘
ニ
機
宜
ニ
適
ス
ル
法
案
」

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。

第
一
に
、

米
投
売
防
止
運
動
直
後
で
あ
り
、
政
府
に
よ
る
米
の
貿
上
が
実

施
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て

「脱
会
ノ
面
白
」

が
失
墜
す
る
か
も
し
れ

な
い
不
安
定
な
時
期
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に、

米
騒
動
以
後
、
現
実

問
題
と
し
て

「
食
糧
充
実
」
が
必
須
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
多
木
は

第
四
四
帝
国
議
会
で

「
米
麦
多
収
穫
奨
励
に

関
す
る
建
議
」
を
説
明
す
る
際
、
米
麦
多
収
穫
奨
励
事
業
の

「
賞
与
」
が

少
な
い
た
め
、

十
分
に
股
業
者
を
系
統
般
会
の
目
指
す
方
向
に
誘
導
で
き

て
い
な
い
、

と
い
う
危
機
意
識
を
も
っ
て
い
た
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
農
会
ノ
面
目
」
が
失
墜
す
る
か
も
し
れ
な
い
不
安
定
な
時
期
だ
か
ら
こ

ロコ

そ
、
米
麦
多
収
穫
奨
励
事
業
の

系
統
由
民
会
が
目
指

「
賞
与
」
を
増
額
し

す
方
向
に
農
業
者
を
誘
導
す
る
こ
と
が
重
要
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
民
業
者
に
対
す
る
系
統
山
脱
会
の
信
頼
の
維
持
と
、
食
栂
自
給

の
実
現
と
い
う
こ
つ
の
点
か
ら
、

「米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議
」
l土

「淘
ニ
機
宜
ニ
適
ス
ル
法
案
」

だ
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
4

一一
置
い
換

え
る
と
、
多
木
は
、
米
穀
法
体
制
に
お
い
て
米
麦
多
収
穫
事
業
を
県
下
の

農
業
者
を
農
政
運
動
に
誘
導
す
る
方
途
と
し
て
、
位
置
づ
け
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
補
論
で
は

県
内
に
お
け
る
県
農
会
の
取
り
組
み
と
米
投
売
防



止
運
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
節
の
ま
と
め
と
し
て
、

次
の
四
点

を
要
点
と
し
て
述
、
へ
る
。

第
一
に
、
米
投
売
防
止
運
動
に
対
す
る
県
の
対
応
に
つ
い
て
で
あ
る
。

税
磁
的
に
米
投
売
防
止
運
動
を
宣
伝
す
る
県
農
会
に
対
し
、
有
吉
知
事
は
、

系
統
幽民
会
が
主
体
と
な
っ
て
由
民
政
運
動
を
展
開
す
る
こ

と
を
批
判
し
た
。

し
か
し
、

一
方
で
、
有
吉
知
事
は
、
米
投
売
防
止
運
動
に
か
わ
る
農
業
者

保
護
の
措
置
を
用
意
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、
農
工
銀
行
が
農
産
物
を
捻
当

と
し
て
金
融
の
使
を
図
る
と
い
う
対
策
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
背
景
に
は

米
穀
法
案
の
成
立
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
系
統
農
会
、
が
主
体
と
な
っ
て
米

投
売
防
止
運
動
を
行
わ
な
い
こ
と
が
、
米
穀
法
案
成
立
の
た
め
の
条
件
で

あ
っ
た
。

県
内
で
は
、
米
投
売
防
止
運
動
開
始
当
初
、
個
別

そ
れ
ゆ
え

農
家
に
よ
る
売
控
え
と
い
う
方
法
で
米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
し
た
の
で

あ
る
。

第
二
に
、

系
統
同
刷
会
が
、
米
投
売
防
止
運
動
の
目
的
を
米
穀
法
の
早
期

成
立
と
政
府
に
よ
る
米
の
即
時
間
以
上
を
実
現
す
る
こ
と
へ
と
変
え
る
と
、

県
農
会
は
、
政
府
間
以
上
げ
米
目
的
価
格
を
創
り
出
す
た
め
に
、
積
極
的
に

米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
述
の
条
件
を
超

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、

県
内
に
お
け
る
米
投
売
防
止
運
動
の
実
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。

県
農
会
は
積
極
的
に
米
投
売
防
止
運
動
に
取
り
組
ん
だ
。

し
か
し

県
農

会
が
米
投
売
防
止
運
動
の
担
い
手
と
し
て
提
え
て
い
た
小
地
主、

自
作
兼

小
作
居
も
含
む
自
作
層
は
、

米
投
売
防
止
運
動
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
県

下
農
村
に
は
、

県
農
会
の
米
価
対
策
と
階
級
矛
盾
と
が
結
び
つ
く
状
況
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
県
幽
脱
会
は
、

米
価
対
策
か
ら
戊
村
に
お
け
る
階
級

矛
盾
を
取
り
除
き
、

米
価
対
策
や
米
穀
対
策
に
、

地
主

自
作
兼
小
作

層
も
含
む
自
作
庖
の
意
欲

(
飯
米
に
対
す
る
利
潤
追
求
)

を
誘
導
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
方
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が

米
麦
多
収

磁
の
奨
励
で
あ
っ
た
。

第
四
に
、
米
投
売
防
止
運
動
は、

県
由
民
会
が
農
政
運
動
に
農
業
者
を
誘

導
す
る
動
き
を
活
発
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
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同
時
に

県

向
脱
会
で
そ
れ
ま
で
別
個
に
展
開
し
て
い
た
農
業
諸
事
業
と
農
政
運
動
を
結

び
つ
け
た
と
い
う
歴
史
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
米
穀

法
体
制
に
お
い
て
、

米
の
共
同
販
売
は
、

系
統
由民
会
が
米
側
調
節
に
介
入

す
る
方
途
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
県
由
民
会
の
中
心
事
業
で
あ
っ
た
米
麦
多

収
穫
事
業
は
、
農
政
運
動
に
農
村
の
担
い
手
を
誘
導
す
る
方
途
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
県
内
で
は

共
同
販
売
の
担
い
手
と
捉
え
ら
れ
て
い
た

小
地
主
や
、

自
作
兼
小
作
居
も
含
む
自
作
局
が
、
米
投
売
防
止
運
動
に
消

経
的
で
あ
っ
た
。

県
農
会
は
、

こ
れ
ら
の
層
を
取
り
込
む
方
策
と
し
て
、

生
産
や
流
通
等
の
股
業
諸
事
業
を
展
開
し
た
。

こ
の
農
業
務
事
業
と
淡
政



運
動
の
シ
ン
ク
ロ
に
よ
っ
て
、

っ
た
の
で
あ
る
。

県
曲
師
会
は
農
政
運
動
を
活
性
化
さ
せ
て
い

川
帝
国
農
会
史
稿
編
纂
会
『
帝
国
由民
会
史
稿
』
(
記
述
編
、
農
民
教
育
協
会
、

一
九
七
二
年
)
三

O
八
j
三

O
九
頁
。

以
下
、
『
記
述
編
』
と
表
記
す
る
。

ニ
O
八

1
一二

O
九
頁
。
具
体
的
対
策
と
し
て
、
部
落
を
単
位
と
し
た

米

穀
投
売
防
止
実
行
組
合
」

の
設
立

各
都
市
町
村
に
管
励
委
員
を
設
置
し

た
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
お
り

こ
れ
ら
は
末
端
部
落
ま
で
惨
透
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。

山
兵
庫
県
農
会
『
曲
民
会
通
信
』
(
第
五

O
号
)
八
頁
。
印
刷
は

一
九
二

O
(
大

正
九
)
年

一
二
月

一
七
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。

川

『
大
阪
毎
日
新
聞

一
九
二

O
年

二

一月
二

O
日
付
。

(
兵
庫
県
附
録
)
』

以
下
、
『
大
毎
』
と
表
記
す
る
。
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川
『
大
毎
』

一
九
二

O
年
二
一
月
二
四
日
付
。

山
『
大
阪
朝
日
新
聞
(
兵
庫
県
附
録
)
』

一
九
二

O
年
二
一
月
二
四
日
付
。

以
下
、
『
大
朝
』
と
表
記
す
る
。

山川

『
大
毎
』

米
投
売
防
止
運
動
に

一
九
二

O
年

一
二
月
二
五
日
付
に
は
、

対
す
る
有
吉
知
事
の
見
解
と
し
て

「
県
内
同
会
の
決
議
や
運
動
が
余
り
不
穏

と
認
む
れ
ば
決
議
取
消
を
命
ず
る
か
も
知
れ
ぬ
と
言
明
し
て
居
る
」
と
あ

る

-』れ
に
対
し
て

県
内
同
会
は
、

以
下
の
通
り
述
べ
た
。

県
農
会
が
米
穀
不
売
の
決
議
に
対
し
知
事
か
ら
取
消
命
令
を
発
す
る

だ
け
の
機
能
が
あ
る
か
否
か
は
頗
る
疑
問
で
あ
っ
て
、
段
会
令
に
依

る
と
知
事
は
郡
市
町
村
農
会
に
対
し
て
指
揮
命
令
を
発
す
る
こ
と
は



出
来
る
が
、
府
県
農
会
に
対
し
て
は
或
る
程
度
ま
で
農
商
務
大
臣
で

な
い
と
指
衛
命
令
を
発
し
得
な
い
こ
と
に
定
め
て
あ
る
。
尤
も
解
釈

の
如
何
に
依
て
は
知
事
が
決
議
取
消
の
命
令
を
発
し
得
ぬ
と
し
て
も

斯
る
農
村
苦
境
の
場
合
だ
か
ら

知
事
も
生
産
者
の
立
場
を
洞
察
し

て
曽
く
此
決
議
を
黙
認
し
て
貰
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、

県
曲
閥
会
は
、

知
事
が
県
段
会
に
対
し
て
米
投
売

防
止
運
動
の
決
議
を
取
り
消
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
た
。

ま
た
、
農
村
が

知
事
は
米
投
売
防
止
運
動
を
黙

「苦
境
」

で
あ
る
た
め

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
論
じ
て
い
た
。

川
川
東
婚
弘
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
一房、

九
九

O
年
)

一
三
三
j

一
三
五
頁
。

川
加
古
郡
山
田
会
「
米
穀
投
売
防
止
運
動
」
五
五
五
頁
。

加
古
郡
は
、
多
木

の
地
元
で
あ
り
、

米
投
売
防
止
運
動
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。

川
兵
庫
県
米
穀
検
査
所
『
兵
庫
県
米
穀
検
査
報
告
』
(
大
正
九
年
度

九

二一

年
八
月

頁

川
庄
司
俊
作
『
近
代
日
本
農
村
社
会
の
展
開
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
一房、

九

九

一
年
)

五
三
八
頁
ロ

川
拙
稿

「初
期
小
作
争
議
へ
の
対
応
策
と
系
統
際
会
の
主
体
性

l
兵
庫
県

に
お
け
る
土
地
利
用
組
合
奨
励
事
業
の
成
立
過
程
を
中
心
に

l
」
(
神
戸
大

学
史
学
研
究
会
『
神
戸
大
学
史
学
年
報
』
第
二
六
号
、
二

O

一
年
六
月
)

二
O
i
二

一
頁
。

こ
の
時
点
に
お
い
て

県
や
県
農
会
は

神
戸
等
都
市

部
に
お
け
る
労
働
市
場
の
形
成
と
の
関
係
を

小
作
争
議
の
要
因
の
中
に

挙
げ
て
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
県
下
内
町
村
で
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
階
層

分
解
が
進
ん
だ
背
景
と
し
て
、

神
戸
等
都
市
部
に
お
け
る
労
働
市
場
の
形

成
が
、
密
接
に
関
係
し
て
い
た
(
今
西

「兵
庫
県
下
の
初
期
小
作
争
議
」

兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
『
兵
庫
県
の
歴
史
』
第
二
二
号

九
八

年
。
庄
司
俊
作
、
前
掲
舎
『
近
代
日
本
農
村
社
会
の
展
開
』

一
九
九

一
年
)
。

川
八
木
芳
之
助
『
米
価
及
び
米
価
統
制
問
題
』
(
有
斐
閣
、

一
九
三
二
年
)
。

川
持
悶
恵
三

『
米
毅
市
場
の
展
開
過
程
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七

O

年
三
月
)
。
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川
伏
見
孝
信

「
日
本
産
業
組
合
の
展
開
に
つ
い
て

l
明
治
末

・
大
正
期
に

お
け
る
米
穀
販
売
事
業
に
関
連
し
て

」
(
日
本
史
研
究
会
『
日
本
史
研
究
』

第

七
号

三
六

l
四

一
頁
。

一
九
七

一
年

一
月

川
産
業
組
合
中
央
会
兵
庫
支
会
『
兵
庫
支
会
報
』
(
第
九
五
号
、

九

O 

年
八
月
五
日
)

兵
庫
県
穀
物
検
査
所
『
兵
庫
県
米
穀
検
査
満
一
五

五
頁
。

周
年
記
念
誌
』
(
一
九
二
三
年

一
O
月
)

一
五
一

1
一
七
二
頁
。

川
兵
庫
県
米
穀
検
査
所
、
前
掲
書
『
兵
庫
県
米
穀
検
査
報
告
』
(
大
正
九
年

度
)
。

川

『
神
戸
又
新
日
報
』

一
九
二

一
年
一
月
八
日
付
。
以
下
、
『
又
新
』
と
表

記
す
る
。



[1 ~) 

「
播
州
筋
の
売
」

に
つ
い
て
は
、
『
又
新
』

一
九
二
一

年
一
月
八
日
付
。

米
投
売
防
止
運
動
の
破
綻
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
玉
真
之
介
、
前
掲
書
『
主

産
地
形
成
と
刷版
業
団
体
|
戦
間
期
日
本
農
業
と
系
統
股
会
|
』

O 

頁

川
庄
司
俊
作
、
前
掲
書
『
近
代
日
本
農
村
社
会
の
展
開
』
五
三
八
頁
。

川
玉
真
之
介
氏
は
、
岡
山
県
に
お
け
る
米
投
売
防
止
運
動
の
実
態
分
析
か

ら

こ
の
運
動
の
担
い
手
が
、
商
業
的
農
業
の
中
核
を
担
っ
て
い

た
広
範

な
中
小
炭
層
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(
玉
真
之
介
『
主
産
地
形
成

と
山
版
業
団
体
|
戦
間
期
日
本
農
業
と
系
統
段
会
|』
(
炭
山
漁
村
文
化
協
会
、

一
九
九
六
年

一
四
四
頁
)
。
岡
山
県
で
は
、

こ
れ
ら
中
小
農
層
が
米
投
売

防
止
運
動
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。
し
か
し

中
小
炭
層

兵
庫
県
で
は

は
米
投
売
防
止
運
動
に
消
徳
的
で
あ
っ
た
。
米
価
対
策
に
お
い

て、

こ
れ

ら
の
層
と
県
農
会
の
利
害
が

一
致
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

川
『
神
戸
販
売
斡
旋
所
十
周
年
紀
念
誌
』
に
は
酒
造
米
や
政
府
民
上
米
の

具
体
的
な
共
同
販
売
の
方
法
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
食
糧
米

の
共
同
販
売
の
具
体
的
な
方
法
に
関
す
る
記
述
は
な
い

(
帝
国
農
会
神
戸

販
売
斡
旋
所
『
神
戸
販
売
斡
旋
所
十
周
年
紀
念
誌
』

一
九
二
九
年
四
月
、

五
1
六
頁
)
。
ま
た
、

『
設
会
通
信
』

『
兵
庫
県
農
会
史
』
(
兵
庫
県
曲
師
会
『
兵

庫
県
農
会
史
』

一
九
三
一O
年
)
、
加
古
郡
八
幡
村
醐
脱
会
関
係
文
書
他
の
中
に

も
、
米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
し
て
い
る
時
期
に
、
食
栂
米
の
共
同
販
売

を
実
施
し
て
い
た
記
述
や
史
料
は
な
い
。
兵
庫
県
際
会
は
、
新
規
事
業
を

展
開
し
た
際
、

必
ず
こ
れ
に
拘
る
冊
子
を
刊
行
し
た
り
、
『
曲
出
会
通
信
』
に

掲
載
し
た
り
す
る
。
食
糠
米
の
共
同
販
売
に
関
す
る
記
述
が
見
当
た
ら
な

い
の
は

こ
れ
が
実
際
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

川
例
え
ば
赤
徳
郡
船
坂
村
(
兵
庫
県
段
会
『
米
価
問
題
情
報
』
第
二
号
、

一
九

一二

年
二
月
四
日
)
。

川
兵
庫
県
農
会
『
米
価
問
題
情
報
』
(第
三
号
、
一
九
一

二

年
二
月
七
日
)
。

川
兵
庫
県
山
脱
会
「
宣
伝
」
(
問
、
前
掲
害
『
米
価
問
題
情
報
』
第
二
号
、

同
拙
稿
、
前
掲
論
文

「初
期
小
作
争
議
へ
の
対
応
策
と
系
統
曲脳
会
の

主
体

117 

性
ー
兵
庫
県
に
お
け
る
土
地
利
用
組
合
奨
励
事
業
の
成
立
過
程
を
中
心
に

-
」
一

一0
1
一
一
一
頁
。

川

『
大
朝
』

一
九

二
O
年

一
二

月

一
七
日
付
。
帝
国
由民
会
、
前
掲
書
『
帝

国
内同
会
報
』
(
第

一
一
巻
第

一
号
)

四
1
一一一
頁
。

川
注
川
参
照
。
養
父
郡
で
は
、

村
小
作
争
議
が
解
決
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

一
九
二

O
(大
正
九
)
年
六
月
に
、
高
柳

そ
の
後
も
、

郡
内
で
は
小

作
争
議
が
い
つ
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、

九

(
大
正

一
O
)
年
八
月

宍
粟
郡
で
は
管
野
村

安
師
村
な
ど
で
小
作
争
議
が
起
き
て
い
た

(
『
又
新
』

一
九

一二

年
一

二
月

二
八
日
付
)
。
美
方
郡
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
大
朝
』

一
九
二

一
年

一
月



二
二
日
付
。

側
多
木
久
米
次
郎
、
木
下
甚
三
郎

「米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関
す
る
建
議
案
」

(
大
日
本
帝
国
議
会
誌
刊
行
会
、
前
掲
書
『
大

日
本
帝
国
議
会
誌
』

一
九
一一

一
年
二
月
二
四
日

一
八

O
六
頁
)
。

州
兵
庫
県
第
七
区

側
多
木
久
米
次
郎
、

す
る
建
議
案
」
ロ

川
多
木
久
米
次
郎
、

す
る
建
議
案
」
。

刷
多
木
は

(
明
石
郡
)

選
出
衆
議
院
議
員
、
政
友
会
所
属
。

木
下
甚
三
郎
、
前
掲
史
料

「米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関

木
下
甚
三
郎
、
前
掲
史
料
「
米
麦
多
収
穫
奨
励
に
関

以
下
の
通
り
米
麦
多
収
穫
奨
励
事
業

こ
の
史
料
の
前
段
で
、

(
多
木
久
米
次
郎

木
下
甚
三
郎
、
前
掲
史
料
「
米
麦

を
説
明
し
て
い
る

多
収
後
奨
励
に
関
す
る
建
議
案
」
)
。

此
案
は
ど
う
か

一
町
村
に
対
し
ま
し
て
、
麦
の
奨
励
に
百
円
米

の
奨

り
ま
す

励
に
百
円
づ
つ
や
っ
て
戴
き
た
い
と
云
ふ
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
あ

し
ま
し
た
所
僅
か
二

百
三
四
十
万
円
の
金
で
あ
り
ま
す
、

此
農
家
一
変
の
努
力
奨
励
が
、
金
に
し
ま
し
て
何
億
万
円
と
云
ふ
生

此
金
を
一
方
か
ら
出
し
て

一
方
か
ら
取

産
を
積
む
こ
と
に
な
っ
て

っ
て
、
決
し
て
損
を
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
(
中
略
)

殊
に
私
は
此
多
数
奨
励
と
云
ふ
こ
と
は
明
治
二
十
年
以
来
之
を
唱
へ

ま
し
て
四
十
年
来
の
研
究
を
積
ん
で
居
る
訳
で
あ
り
ま
す

に
関
す
る
建
議
提
出
に
付
通
知
状
」

側
兵
庫
県
農
会
「
米
の
買
上
に
関
す
る
陳
情
書
及
び
米
麦
生
産
階
殖
奨
励

(
加
古
郡

八
幡
村
由脱
会
『
大
正
拾
年
山
長
会
書
類
』
加
古
川
市
役
所
所
蔵
)
。

一
九一

二

年

四
月
二
一

日
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終
章

本
論
文
の
総
括
と
展
望

第
一
節

本
論
文
の
ま
と
め

本
論
文
で
は
、
戦
間
期
系
統
曲
脳
会
に
よ
る
米
価
対
策
の
展
開
過
程
を
検

討
し
た
。
特
に
、

兵
庫
県
農
会
の
農
業
経
営
方
針
の
中
か
ら
つ
く
り
出
さ

れ
た

「帝
国
内
自
給
」
論
に
注
目
し
た
。

そ
し
て
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
が

後
に
、
系
統
燥
会
全
体
の
食
糧
自
給
論
へ
と
転
換
し
て
い
く
過
程
を
み
た
。

本
論
文
の
最
後
に
、

「帝
国
内
自
給
」
論
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
総
括

的
に
考
察
す
る
。

そ
の
前
提
と
し
て

も
う

一
度
、
各
章
を
ま
と
め
る
。

第

一
章
で
は
、

一
九

一
0
年
代
に
お
け
る
神
戸
米
穀
肥
料
市
場
(
以
下
、

神
戸
と
表
記
す
る
)

の
動
向
と
兵
庫
県
農
会
の
米
価
対
策
を
、
全
国
の
動

向
と
比
較
検
討
し
た
。

一
九
一

0
年
代
日
本
の
米
穀
市
場
で
は
、
飯
米
需
要
の
場
加
に
伴
い
、

植
民
地
米
の
移
入
自
国
が
増
加
し
た
。

そ
の
影
響
が
、

内
地
米
価

そ
し
て
、

格
に
対
し
次
第
に
強
く
作
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
帝
国
間
脳
会
は
、

内
地
米
価
格
を
高
位
に
維
持
す
る
こ
と
を
政
府
に
要
望
す
る
た
め
に
、

議
活
動
を
展
開
し
た
。
具
体
的
に
は
、
帝
国
曲
脳
会
が
、
朝
鮮
米
移
入
税
の

復
活

台
鮮
米
代
用
制
度
の
撤
廃

朝
鮮
米
の
輸
出
と
い
う
米
価
対
策
を

政
府
に
求
め
た
。

そ
れ
ら
の
米
価
対
策
は
、
内
地
で
内
地
米
だ
け
を
消
費

す
る
と
い
う

「
内
地
自
給
」
論
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

帝
国
曲
師
会
の

「
内
地
自
給
」

論
と
は
、
内
地
へ
の
植
民
地
米
の
流
入
を

避
け
る
こ
と
に
よ
り
、
内
地
に
よ
る
自
給
を
守
る
と
い
う
食
糧
自
給
論
で

あ
る
。

そ
の
方
法
は

関
税
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
朝
鮮
米
の
自
由
移
入

を
禁
止
す
る
こ
と
に
加
え
、

外
国
へ
柑
植
民
地
米
の
輸
出
を
奨
励
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。

論
は
、
帝
国
農
会
の
農
政
運
動

。コ

「
内
地
自
給
」

の
中
心
人
物
た
ち
に
支
持
さ
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
人
物
を
介

し
て
、

地
方
際
会
も
帝
国
農
会
の
農
政
運
動
に
積
概
的
に
関
わ
っ
て
い

っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
山
脱
会
の
食
糧
自
給
論
は
、

「内
地
自
給
」
論

当
初
、
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で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
神
戸
も
全
国
の
米
穀
市
場
と
同
様
に
、

植
民
地
米
の
流
通
盆
が

急
泊
し
て
い
た
。

し
か
し

神
戸
は
植
民
地
米
の
消
費
量
が
少
な
く
、
消

費
地
と
い
う
よ
り
は
通
過
点
と
し
て
の
集
散
地
で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
、

朝
鮮
米
の
流
通
量
が
増
え
て
も
、

県
内
産
米
価
格
は
下
落
し
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

兵
庫
県
長
会

の
食
糧
自
給
論
の
活
発
化
に
イ
ン
パ
ク
ト
を

建

与
え
た
の
は
、
他
地
減
に
お
け
る
よ
う
な
朝
鮮
米
の
流
入
で
は
な
く
、
県

般
会
長
の
交
代
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
、
兵
庫
県
農
会
で
は

県
成
会
長

が
伊
藤
長
次
郎
か
ら
多
木
久
米
次
郎
に
改
選
さ
れ
、
多
木
の
も
と
で
農
業

経
営
方
針
も
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。



伊
藤
が
県
曲
師
会
長
で
あ
っ
た
時
期
の
兵
庫
県
農
会
は
、
養
蚕
業
の
普
及

や
産
業
組
合
の
設
置
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、

内
地
の
み
を
対
象
と

し
た
刷
版
業
経
営
方
針
を
た
て
て
い
た
。

し
か
し
、
他
民
地
朝
鮮
を
も
視
野

に
入
れ
て

「
朝
鮮
視
察
」

を
提
起
し
た
多
木
に
県
農
会
長
が
か
わ
っ
た

と
に
よ
っ
て

兵
庫
県
農
会
の
農
業
経
営
方
針
は
、
植
民
地
を
含
め
た
も

の
へ
と
大
き
く
変
化
し
た
。
さ
ら
に
、

兵
庫
県
成
会
が
楠
民
地
朝
鮮
へ
視

察
団
を
積
極
的
に
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
県
内
の
大
地
主
な
ど
地
方

有
力
者
は
、
植
民
地
朝
鮮
に
資
本
投
資
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ

ら
の
大
地
主
た
ち
は

県
山
出
会
評
議
員
な
ど
を
つ
と
め
て
お
り
、

兵
庫
県

醐
民
会
の
運
営
に
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、

兵
庫
県
農
会
の
中

心
が
、
纏
民
地
朝
鮮
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
多
木
や
県
内
の
大
地
主
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
こ
と
で

兵
庫
県
食
会
も
、
内
地
だ
け
で
な
く
植
民

地
朝
鮮
も
県
下
農
業
者
が
農
業
を
経
営
す
る
場
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
農

業
経
営
方
針
へ
と
、
変
質
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
兵
庫
県

段
会
の
米
価
対
策
が
、
内
地
と
植
民
地
を
併
せ
て

つ
の
米
の
生
産
範
囲

と
す
る

「帝
国
内
自
給
」
論
を
軸
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
す
な
わ
ち
、

一
九

一
0
年
代
前
半
の
食
糧
自
給
論
は
、
帝
国
農
会
に
お

い
て
は

「内
地
自
給
』
論
、
兵
庫
県
農
会
に
お
い
て
は

「
帝
国
内
自
給
」

論
と
い
う
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
は

外
米
管
理
令
を
公
布
し
た
政
府
に
対
し

兵
庫
県
農
会

方、

「帝
国
内
自
給
」
論
に
基
づ
き
「
米
価
調
節
反
対
運
動
」

を
展
開
し
た

過
程
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
そ
し
て

そ
う
し
た
関
連
に
お
い
て
兵
庫
県

農
会
の

「
常
国
内
自
給
」
論
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
た
。

九

八

(
大
正
七
)
年
以
降
、

そ
れ
に
伴
う
利
益

シ
ベ
リ
ア
出
兵

を
見
込
ん
だ
米
の
投
機
、

米
の
貿
い
占
め
や
売
り
惜
し
み
等
の
影
響
に
よ

り
、
米
側
は
高
騰
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
は

自
ら
が
外

国
米
を
輸
入
す
る
と
い
う
措
置
を
講
じ
た

(
外
米
管
理
令
)
。
外
米
管
理
令

の
狙
い
は
、

政
府
主
導
の
外
国
米
輸
入
に
よ

っ
て
、

内
地
に
お
け
る
米
の

供
給
量
を
増
加
さ
せ

米
価
を
下
落
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
神
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戸
で
は
、
政
府
が
外
国
米
を
輸
入
す
る
と
い
う
発
言
や
行
為
が
、
農
家
の

米
の
売
り
惜
し
み
に
歯
止
め
を
か
け
た
。
米
価
上
昇
の
停
止
は
、
当
然
地

主
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
っ
た
た
め
、
兵
庫
県
農
会
は
、
政
府
に
対
し
「
米

価
調
節
反
対
運
動
」
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
、

建
議
の
中

で
用
い
ら
れ
た
食
糧
自
給
論
が
、

「帝
国
内
自
給
」
論
で
あ
っ
た
。

兵
庫
県
農
会
の

「
帝
国
内
自
給
」

論
と
は
、
内
地
と
楠
民
地
双
方
で
米

穀
を
僧
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

米
価
維
持
を
図
る
と
い
う
食
続
自
給
論

で
あ
る
。
兵
庫
県
曲
師
会
は
内
地
だ
け
で
な
く
植
民
地
朝
鮮
も、

県
下
出版
業

者
が
農
業
を
経
営
す
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。

そ
の
た
め
、

兵
庫

県
農
会
は

外
国
米
で
補
興
し
て
い
る
米
の
供
給
公
不
足
部
分
を
、
組
民



地
米
を
自
由
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
代
替
し
、
高
米
価
を
維
持
で
き
る

と
考
え
て
い
た
。

兵
庫
県
民
会
は

そ
し
て

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

下
山版
業
者
を
保
護
で
き
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考

え
方
に

「
帝
国
内
自
給
」
論
は
基
づ
い
て
い
た
た
め
、
当
該
期
に
お
け
る

米
の
供
給
量
不
足
と
い
う
危
機
的
状
況
に
対
し
て
、
政
府
の
方
針
に
反
対

し
て
、

外
米
輸
入
に
依
存
し
な
い
方
向
性
を
提
示
し
た
。

兵
庫
県
農
会
が

「帝
国
内
自
給
」
論
を
つ
く
り
だ
し
た
要
因
は
、
第

章
で
述
べ
た
通
り
、

内
地
と
植
民
地
を

一
つ
の
米
の
生
産
の
範
囲
と
し
て

捉
え
る
兵
庫
県
農
会
の
農
業
経
営
方
針
と
、
多
木
を
は
じ
め
と
し
た
兵
庫

県
農
会
の
関
係
者
が
植
民
地
朝
鮮
の
利
潤
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
視
野
を
持
ち
得
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
は
、
県
下
地
主
層
に
も
支
持
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は

当
該
期
の
神
戸
が
、
値
民
地
米
の
集
散
地
で
あ
り
、
植
民
地
米

が
県
内
産
米
価
絡
を
下
絡
さ
せ
る
原
因
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
0

「
米
価
調
節
反
対
運
動
」
自
体
は
、
知
事
の
圧
力
と
米
騒
動
の
中
で
消

減
し
て
い
っ
た
が
、

そ
の
後
も
、
県
下
地
主
層
は
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
を

支
持
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

研
究
史
上
で
は
、
系
統
農
会
の
食
続
自
給
論
は

一
貫
し
て
、
「
内
地
自

給」

論
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、

系
統
農
会
の
中
で
唯

一
兵
蔵
県
農
会
だ
け
が

「帝
国
内
自
給
」
論
を
展
開
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

県

第
三
章
で
は
、

米
投
売
防
止
運
動
に
お
け
る
系
統
農
会
の
米
価
対
策
の

変
遷
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
の
そ
の
後
の
展
開

を
明
ら
か
に
し
た
。

前
章
ま
で
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、

兵
庫
県
農
会
以
外
の
地
方
農
会
の

食
糧
自
給
論
は

「帝
国
内
自
給
」

そ
し
て
、

「
内
地

論
で
は
な
か
っ
た
。

自
給
」
論
を
も
っ
た
地
方
農
会
の
代
表
者
が
、
帝
国
農
会
の
農
政
運
動
に

積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
た
め
、
帝
国
山脳
会
の
食
栂
自
給
論
も

「内
地
自

給
」
論
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
兵
庫
県
般
会
は
常
平
倉
制
度
の
成
立

を
目
指
し
て

関
西
二
府
二
二
県
曲脳
会
協
議
会
を
開
催
し
た
が

こ
の
協
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議
会
で
決
議
さ
れ
た
米
価
対
策
も
「
内
地
自
給
」
論
に
基
づ
い
た
内
容
(
植

民
地
米
の
自
由
移
入
を
禁
止
す
る
内
容
)

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
帝
国
農
会
が
米
投
売
防
止
運
動
の
対
策
を
再
考
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
帝
国
農
会
の
食
糧
自
給
論
が

「
内
地
自
給
」
論
か
ら

「帝
国
内

自
給
」
論
へ
と
転
換
し
た
。
具
体
的
に
は
、

米
投
売
防
止
運
動
の
米
側
対

策
が
傾
民
地
米
の
自
由
移
入
を
禁
止
す
る
内
容
か
ら

こ
れ
を
容
認
す
る

内
容
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
変
化
の
理
由
は
、

臨
時
財
政
経
済

調
査
会
に
お
い
て
常
平
倉
制
度
案
を
成
立
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
政
府

は
、
帝
国
内
で
の
米
の
犠
産
政
策
と
常
平
倉
制
度
を

一
体
と
し
て
捉
え
て

お
り
、
植
民
地
米
の
自
由
移
入
は
常
平
倉
制
度
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
必



須
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
で
常
平
倉
制
度
が

一
部
修
正
さ
れ

米
穀
法
案
と
し
て
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
す
る
と

系

統

段
会
は
食
糧
自
給
論
を

「
帝
国
内
自
給
」

給
に
統

一
し
た
。

系
統
民
会
の

食
続
自
給
論
が
転
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、

米
投
売
防
止
運
動
も
、
股
業
者

の
自
衛
手
段
と
し
て
展
開
さ
れ
た
米
価
維
持
運
動
か
ら

生
産
者
と
消
費

者
双
方
の
福
利
を
埼
進
す
る
と
い
う
米
穀
法
の
政
策
意
図
を
含
み
込
ん
だ

運
動
へ
と
変
化
し
た
。

こ
う
し
て
、
系
統
農
会
は
、
帝
国
内
で
の
米
の
増

産
と
徳
民
地
米
の
自
由
移
入
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
と
食
糠
政

策
の
基
本
部
分
を
共
有
す
る
中
で

(
も
ち
ろ
ん

系
統
曲
脱
会
は
政
府
の
外

国
米
輸
入
政
策
に
対
し
て
は
反
対
し
て
い
た
が
て
農
政
運
動
を
展
開
し
た

の
で
あ
る
。

補
論
で
は
、
県
内
に
お
け
る
米
投
売
防
止
運
動
の
実
態
分
析
か
ら
、
知

事
と
兵
庫
県
曲
師
会
の
聞
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
政
治
的
駆
け
引
き
や
米

投
売
防
止
運
動
に
お
け
る
課
題
、
さ
ら
に
は
、
兵
庫
県
農
会
が
そ
の
諜
題

を
克
服
す
る
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

兵
庫
県
で
は
、
多
木
を
は
じ
め
、
兵
庫
県
農
会
の
校
術
員
や
関
係
者
た

ち
が
、
積
極
的
に
、
米
投
売
防
止
運
動
を
宣
伝
し
た
。
県
内
に
お
け
る
兵

庫
県
農
会
の
対
策
は
、
米
穀
投
売
防
止
組
合
の
設
置
、
「
地
租
、
県
の
税
納

付

の
延
期
、
臨
時
米
価
調
整
委
員
の
設
置
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し

有
吉
忠
吉
知
事
は

系
統
州
出
会
が
主
体
と
な
っ
て
米
投
売
防
止
運
動
を
行

う
こ
と
を
批
判
し
た
。

こ
の
批
判
の
背
景
に
は
、
米
投
売
防
止
運
動
を
展

関
し
な
い
場
合
に
は
、
農
産
物
を
抵
当
と
し
た
金
融
融
通
策
と
米
穀
法
案

の
成
立
を
用
意
す
る
と
い
う
、
政
策
担
当
者
側
の
懐
柔
策
の
存
在
が
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、

兵
庫
県
段
会
は
、

当
初
、
農
業
者
個
人
に
よ
る
売
控
え

と
い
う
方
法
を
用
い
て
米
投
売
防
止
運
動
を
展
開
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

系

統
曲
一
同
会
が
米
穀
法
案
の
成
立
へ
と
目
的
を
変
え
る
と
、

兵
庫
県
農
会
は
政

府
買
米
の
目
的
価
格
を
農
業
者
の
手
で
創
り
出
す
た
め
、
米
投
売
防
止
運

動
を
よ
り

一一
層
積
極
的
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て

米
穀
法
体
制

に
お
い
て
、

系
統
段
会
が
自
ら
米
価
調
節
に
介
入
す
る
と
い
う
形
で
段
業
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者
の
利
益
を
保
護
す
る
道
を
開
い
て
い
っ
た
。

さ
て
、

県
内
に
お
け
る
米
投
売
防
止
運
動
の
実
態
分
析
を
通
し
て
、

共

問
販
売
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
小
地
主
、

自
作
兼
小
作

層
も
含
む
自
作
層
が
、

米
投
売
防
止
運
動
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

小
作
争
議
が
い
つ
起

そ
の
要
因
は
、
県
下
農
村
で
は

こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
態
に
あ
り
、

兵
庫
県
農
会

の
米
価
対
策
が
階

級
矛
盾
と
結
び
つ
く
危
険
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
。
米
穀
法
の

中
で
系
統

曲
師
会
が
農
業
者
の
利
益
を
保
護
し
て
い
く
た
め
に
は

こ
れ
ら
の
層
を
共

問
販
売
に
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米
投
売
防
止
運
動
の
結
果
、

こ
の
よ
う
な
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

そ
の

課
題
を
克
服
す
る
た
め



に
、
兵
庫
県
農
会
は

こ
れ
ま
で
別
個
に
展
開
し
て
い
た
農
業
諸
事
業
と

農
政
運
動
を
シ

ン
ク
ロ
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

系
統
段
会
は
、
米
投
売
防
止
運
動
の
成
果
と
し
て
、
米

穀
法
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、

系
統
農
会
は
、
米
穀
法

の
適
用
の
中
で
、

政
府
民
上
米
の
目
的
価
格
を
高
位
に
維
持
す
る
こ
と
に

よ
り
、
農
業
者
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
政
府
買

上
米
の
目
的
価
格
を
調
節
す
る
た
め
の
方
法
が
、

共
同
販
売
で
あ
っ
た
。

兵
庫
県
農
会
は
共
同
販
売
を
円
滑
に
す
す
め
る
た
め
‘
農
業
務
事
業
と
農

政
運
動
の
シ
ン
ク
ロ
を
図
る
こ
と
に
よ
り

小
地
主
、
自
作
兼
小
作
層
も

含
む
自
作
層
を
共
同
販
売
に
誘
導
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

「
帝
国
内
自
給
」
論
の
歴
史
的
意
義

以
上
、
本
論
文
の
内
容
を
ま
と
め
て
き
た
。
本
節
で
は
、

兵
庫
県
民
会

。コ

「
帝
国
内
自
給
」
論
の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
ま
と
め
る
。

研
究
史
に
お
い
て

系
統
農
会
の
食
糧
自
給
論
は

ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
う

一
度

そ
の
点
に
つ
い
て
振
り
返
り

た
い
。研

究
史
で
は

日
露
戦
後
、
帝
国
議
会
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
米
穀
関
税

紛
争
(
第
二

一
か
ら
第
二
六
帝
国
議
会
)

と
、
昭
和
農
業
恐
慌
以
降
の
米

価
政
策
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
、

系
統
農
会
の
米
価
対
策
が
分
析
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、

そ
の
中
で

系
統
曲
師
会
の
食
糧
自
給
論
に
も
論
及
さ

れ
て
い
る
。

士
正
ず
'

日
露
戦
後
、
帝
国
議
会
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
米
穀
関
税
論
争
に

注
目
が
集
ま
り
、
「
農
本
主
義
」

論
と
そ
の
中
で
の
系
統
曲師
会
の
食
鶴
自
給

論
が
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
持
閏
恵
三
氏
に
よ
る
と
、
「
農
本
主
義
」

論
と
は
、
地
主
の
利
害
を
代
弁
す
る
議
員
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
唱
え
た
、

農
業
を
商
工
業
さ
ら
に
は
国
家
の
基
礎
と
考
え
、

国
家
を
健
全
な
も
の
た

ら
し
め
る
た
め
に
こ
そ
農
業
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
主
張
で
あ

る。

「
食
糧
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「
曲
民
本
主
義
」
論
の
主
張
は
常
に
内
地
米
増
産
に
よ
る

こ
の

の
独
立
」

を
掲
げ
て
い
た

と
持
田
氏
は
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
帝
国
議

会
に
お
い
て

地
主
の
利
害
を
代
弁
す
る
議
員
た
ち
が
、

こ
の

「
股
本
主

義
」
論
に
基
づ
き
米
穀
輸
入
関
税
の
存
続
を
求
め
た
理
由
に
つ
い
て
も
、

国
防
上
の
観
点
か
ら
米
穀
関
税
を
設
け
て
国
内
農
業
を
保
護
し
、
食
績
自

給
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
川
。
ま

た

-
」
れ
ら
地
主
の
利
害
を
代
弁
す
る
議
員
た
ち
は

米
側
下
溶
の
原
因

は
、
外
国
米
と
朝
鮮
米
に
あ
る
と
し
て
米
穀
輸
入
関
税
を
当
然
視
し
て
い

た
こ
と
、

地
主
の
利
害
を
代
弁
す
る
議
員
た
ち
に
と
っ
て

そ
の
後
も

朝
鮮
米
移
入
税
の
復
活
が
、
米
価
維
持
の
基
本
路
線
と
な
っ

て
い
っ
た

と

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は

川
束
縛
弘
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
け。



こ
の
よ
う
に

研
究
史
に
お
い
て

地
主
の
利
害
を
代
弁

日
露
戦
後
、

す
る
議
員
た
ち
の
食
糧
自
給
論
は
、
「
内
地
自
給
」
論
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

き
た
。
ま
た
、

地
主
た
ち
は
、
帝
国
段
会
を
通
じ
て
利
害
を
主
張
し
た
と

さ
れ

系
統
農
会
の
食
糧
自
給
論
も

「
内
地
自
給
与
論
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

勿
論
、
従
来
の
研
究
は
、

米
穀
法
が
制
定
さ
れ
た

一
九
二

0
年
代
に
つ

い
て
も
分
析
対
象
と
し
て
き
た
。

し
か

し

基
本
的
に
は
米
穀
法
の
内
容

と
米
穀
法
の
問
題
点
を
列
挙
す
る
の
み
で
、

こ
の
時
期
の
米
価
政
策
を
係

単
に
取
り
上
げ
る
だ
け
に
止
ま
っ
て
い
る

け。

方

そ
の
後
の
帝
国
農
会
に
つ
い
て
の
研
究
に
関
し
て
は

や
や
時

代
が
下
っ
て
、
昭
和
農
業
恐
慌
前
後
の
米
価
政
策
に
つ
い
て
の
議
論
に
関

心
が
集
中
し
て
き
た
と
い
え
る
。

こ
の
時
期
、

産
米
増
産
計
画
の
結
果
、

植
民
地
米
の
移
入
盆
が
急
憎
し
、

こ
れ
が
内
地
米
価
格
下
落
の
直
接
的
な

原
因
に
な
っ
た
。

政
府
に
対
し
て
輸
移
入
米

そ
の
た
め
、
帝
国
般
会
は
、

の
国
家
管
理
な
ど
櫛
民
地
米
移
入
の
規
制
を
訴
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な

事
実
が
、
研
究
史
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

系
統

酬
脱
会
の
食
糧
自
給
論
は

「内
地
自
給
」
論
で
あ
っ
た
と
、
研
究
史
上
で
は

分
析
さ
れ
て
い
る
川
o

以
上
の
通
り
、

研
究
史
で
は

日
露
戦
後
期
と
昭
和
農
業
恐
慌
前
後
に

お
け
る
系
統
農
会
の
米
価
対
策
を
中
心
に
分
析
し
、
内
地
と
祖
民
地
と
の

関
係
を
利
害
対
立
と
い
う
構
図
で
捉
え
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

内
地
の
地

主
の
利
害
を
代
弁
す
る
系
統
農
会
の
食
糧
自
給
論
は
、
「
内
地
自
給
」
論
で

あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

唯

兵
庫
県
農
会
だ

本
論
文
で
は
、

系
統
農
会
の
中
で
、

け
が

「
帝
国
内
自
給
」

論
を
堅
持
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に

し
た
。

内
地
と
植
民
地
と
を
一
体
と
し
て

。コ

「
帝
国
内
自
給
」
論
は

捉
え
る
兵
庫
県
農
会
の
農
業
経
営
方
針
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
し
て

兵
庫
県
農
会
は
、

「帝
国
内
自
給
」
論
を
農
業
経
営
方
針
と
し
て
展
開
し
た

の
で
あ
る
。
前
述
し
た

「
内
地
自
給
」
論
は
、
米
価
維
持
に
関
す
る
問
題

を
個
々
の
由
民
業
者
の
個
別
経
営
維
持
の
観
点
か
ら
捉
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、

124 

「帝
国
内
自
給
」
論
に
は
、

当
該
期
に
お
け
る
米
の
供
給
盈
不
足
と
い
う

状
況
を
い
か
に
解
決
し
て
い
く
の
か

ま
た

日
本
の
食
縮
政
策
を
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
、

と
い
っ
た
よ
り
広
い
課
題
を
政
策
的
な
枠

総
み
の
中
で
捉
え
る

と
い
う
明
確
な
相
違
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
食
総
自
給
論
の
転
換
は
、

当
該

米
穀
法
制
定
過
程
に
お
い
て

期
日
本
の
食
糧
問
題
を
議
論
す
る
際
、
「
内
地
自
給
」
論
で
は
、
到
底
、
系

統
農
会
の
利
益
そ
の
も
の
す
ら
実
現
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
、
食

組
需
給
関
係
を
め
ぐ
る
状
況
の
重
大
な
変
化
を
背
長
と
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。



第
三
節

今
後
の
課
題
と
展
望

最
後
に
、
今
後
の
課
題
と
展
望
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
論
文

l土

そ
の
分
析
対
象
を
兵
庫
県
農
会
の
動
向
に
限
定
し
た
た
め
、

十
分
に

論
じ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
点
が
多
々
あ
っ
た
。
今
後
に
残
さ
れ
た
謀

題
は
、

以
下
の
四
点
で
あ
る
。

第

兵
庫
県
由
民
会
の

「
帝
国

「
帝
国
内
自
給
」

論
と
帝
国
農
会
の

内
自
給
」
論
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
論
文
で

は
十
分
の
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

第
二
に
、
「
帝
国
内
自
給
」
論
に
対
す
る
農
政
官
僚
の
政
策
対
応
に
つ
い

て
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
帝
国
曲脳
会
評
議
員
で
あ
っ
た
矢
作
栄
蔵
の
議

論
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
矢
作
を
含
め
た
農
政
官
僚
全
体
の
議
論
と

「帝
国
内
自
給
」

論
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証

・
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
、

地
域
社
会
と

「
帝
国
内
自
給
」
論
と
の
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
、

「
帝
国
内
自
給
」
論
が
兵
庫
県
際
会
の
食
糧
自
給
論
と
し
て
支
持
さ
れ
た

の
か
。

そ
の
要
因
を
県
内
の
農
業
機
造
と
の

関
係
か
ら
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
に
、
系
統
成
会
が
食
糧
自
給
論
を

ご
帝
国
内
自
給
」
論
へ
と
転
換

し
た
後
の
米
価
対
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、

「
帝
国
内
自
給
」

論
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
中
心
に
分
析
し
た
。

そ
の
た
め
、
系
統
般
会
が

食
糧
自
給
論
を

帝
国
内
自
給
」
論
へ
と
転
換
し
た
後
の
系
統
農
会
の
米

価
対
策
に
つ
い
て
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

九

(
大
正

二

年

、
新
曲脳
会
法
が
制
定
さ
れ
、

系
統
農
会
は
法
的
に
も
利
益
団
体

の
側
面
を
付
与
さ
れ

よ
り

一
層
積
極
的
に
農
政
運
動
を
展
開
し
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
過
程
に
お
け
る

「帝
国
内
自
給
」
論
の
更
な

る
展
開
に
つ
い
て
分
析
を
深
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ム

後

こ
れ
ら
の
四
つ
の
残
さ
れ
た
課
題
に
対
し
て
、
新
し
い
史
料
の

発
掘
も
含
め
、
実
証
的
研
究
を
進
め
て
迫
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

系
統
段

会
史
研
究
の
中
に
、

「帝
国
内
自
給
」
論
を
、

よ
り
一
層
明
確
に
位
置
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
す
る
。
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川
持
田
恵
三
「
食
糧
政
策
の
成
立

(
一
)
食
総
問
題
を
め
ぐ
る
地
主
と

資
本
|」

(
農
林
省
農
業
総
合
研
究
所
『
農
業
総
合
研
究
』
第
八
巻
第
二
号、

一
九
五
四
年
)

二
O
八
頁
。

中
村
政
則
「
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国

家
類
型
型
の
確
立

l
ブ
ル
ジ
ョ
ア

・
地
主
ブ
ロ

ッ
ク
論

l
」
(
原
秀
三
郎
他

『
大
系
日
本
国
家
史
』
第
五
巻
近
代
目
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
八

年
)
三

O
i
=
二
頁
。
桜
井
誠
『
米

そ
の
政
策
と
運
動
』
(
上
巻
、
炭
山

漁
村
文
化
協
会
、

一
九
八
九
年
)
第

二
章
。
川
東
路
弘

『
戦
前
日
本

の
米
価
政
策
史
研
究
』
(
ミ
ネ

ル
ヴ
ア
書
房
、

一
九
九

O
年
)

ノ、

頁山
川
東
路
弘
、
前
掲
書

『
戦
前
日
本
の
米
側
政
策
史
研
究
』

~ /、

四

O 
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ー
四

一

五
三
頁
。

川
桜
井
誠
、
前
掲
脊
『
米

そ
の
政
策
と
運
動
』
第
三
章
。

川
東
路
弘
、

前
掲
番
町
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』

一
四
一

1
一
五
一
頁
。

大
一
旦

生
回
稔

『
近
代
日
本

の
食
糧
政
策
対
外
依
存
米
穀
供
給
構
造
の
変
容
|
』

(
ミ
ネ
ル
グ
ア
書
一一房

一
九
九
三
年
)
第
四
輩
。

川
桜
升
誠

前
掲
書

『
米

そ
の
政
策
と
運
動
』
第
四

1
七
章
。
川
束
縛

弘
、
前
掲
書
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
第
三
、
四
章
。
大
豆
生

田
稔
、
前
掲
書

『
近
代
日
本
の
食
治
政
策
|
対
外
依
存
米
穀
供
給
構
造

の

変
容
|
』

第
五
章
。




